
・
児
童
は
基
本
、
通
常
通
り
の
下
校
と
し
ま
す

が
、
児
童
を
懇
談
会
中
待
た
せ
る
場
合
は
、
図
書

室
等
を
待
機
場
所
と
し
て
開
放
し
ま
す
。 

・
懇
談
会
の
終
了
予
定
時
間
を
事
前
に
お
知
ら

せ
し
ま
す
。
内
容
に
つ
い
て
も
事
前
に
お
知
ら

せ
で
き
る
よ
う
に
努
め
ま
す
。 

 

楽
し
か
っ
た
ね
！
は
こ
べ
ら
祭
り 

十
月
二
十
日
（
日
）

は
、
気
持
ち
の
よ
い
秋

晴
れ
の
下
、
第
三
十
一

回
「
は
こ
べ
ら
祭
り
」

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

第
一
部
は
、
各
学
年
の

発
表
で
す
。
こ
の
日
に

向
け
、
気
持
ち
を
高

め
、
学
年
で
心
を
揃
え

て
準
備
し
て
き
ま
し

た
。
時
津
東
小
の
合
言

葉
は
「
響
か
せ
よ
う 

響
き
合
お
う
」
。
声
を

響
か
せ
、
心
を
響
き
合
わ
せ
る
こ
と
を
目
指
し

て
い
ま
す
。
ど
の
学
年
も
よ
く
声
が
で
て
い
て
、

「
一
生
懸
命
さ
」「
は
こ
べ
ら
祭
り
の
発
表
を
大

切
に
し
て
い
る
こ
と
」
が
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

ま
た
、
子
供
た
ち
に
練
習
中
に
話
を
し
た
の
は
、

楽
し
い
を
伝
え
た
い
発
表
は
「
笑
顔
」
で
、
思
い

を
伝
え
た
い
発
表
は
「
真
剣
な
顔
」
で
表
現
す
る

こ
と
で
す
。
笑
顔
あ
ふ
れ
る
演
技
は
、
見
て
い
る

人
を
幸
せ
な
気
持
ち
に
し
て
く
れ
ま
し
た
。
思

い
あ
る
演
技
や
歌
は
、
心
を
温
か
く
、
熱
く
し
て

く
れ
ま
し
た
。
参
観
し
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
か

ら
、「
元
気
を
も
ら
い
ま
し
た
。」「
心
が
ジ
ン
と

し
ま
し
た
。」
と
、
た
く
さ
ん
う
れ
し
い
お
言
葉

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

第
二
部
で
は
、
地
域
や
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
皆
様
が
子

供
た
ち
の
た
め
に
、
出
店
を
準
備
し
て
く
だ
さ

い
ま
し
た
。
子
供
た
ち
は
ニ
コ
ニ
コ
で
す
。
は
こ

べ
ら
の
出
店
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
こ
と
が
、

そ
の
顔
か
ら
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
子
供
た
ち
の

笑
顔
の
た
め
に
家
庭
、
地
域
、
学
校
の
三
者
が 

 
 つ

な
が
る
価
値
あ
る
行
事
と
な
り
ま
し
た
。
ご
協

力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

ま
た
、
前
日
の
天
気
の
都
合
で
、
事
前
準
備
が

当
日
の
早
朝
と
な
っ
た
の
で
す
が
、
た
く
さ
ん
の

保
護
者
の
方
々
が
駆
け
付
け
お
手
伝
い
く
だ
さ

い
ま
し
た
。
お
か
げ
で
予
定
通
り
実
施
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
東
小
が
多
く
の
方
々
に
愛
さ

れ
、
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
た
一
日
と

な
り
ま
し
た
。 

修
学
旅
行
に
行
っ
て
き
ま
し
た 

十
月
三
、
四
日
、 

六
年
生
が
熊
本
方
面

へ
修
学
旅
行
に
行
っ

て
き
ま
し
た
。
外
で
の

活
動
が
多
く
、
天
気
を

心
配
し
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
子
供
た
ち
の

活
動
前
後
の
雨
は
あ

り
ま
し
た
が
、
活
動
中

は
全
く
影
響
を
受
け

ず
、
吉
野
ケ
里
の
見

学
、
乗
馬
体
験
、
グ
リ

ー
ン
ラ
ン
ド
で
の
班

活
動
等
充
実
し
た
活
動
が
で
き
ま
し
た
。 

六
年
生
の
態
度
は
す
ば
ら
し
く
、
ル
ー
ル
を
守

り
な
が
ら
、
自
分
た
ち
で
楽
し
い
を
つ
く
る
姿
が

あ
り
ま
し
た
。
友
達
を
気
遣
い
、
全
体
を
気
遣
い

行
動
す
る
姿
に
成
長
を
感
じ
ま
す
。 

宿
泊
し
た
ホ
テ
ル
で
は
、
ホ
テ
ル
の
方
か
ら
、

他
の
宿
泊
の
お
客
様
が
「
東
小
の
子
供
た
ち
は
あ
い

さ
つ
が
よ
く
、
反
応
も
良
く
て
、
と
て
も
気
持
ち
の
い

い
子
た
ち
で
す
ね
。
」
と
褒
め
て
い
た
と
聞
き
ま
し

た
。
と
て
も
う
れ
し
く
思
い
ま
し
た
。
改
め
て
、

六
年
生
の
成
長
を
感
じ
る
修
学
旅
行
で
し
た
。 

 

 

合
言
葉
は
「学
校
へ
行
こ
う
！
」 

今
年
度
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
本
部
の
方
々
と
「
も
っ
と
授

業
参
観
、
学
級
懇
談
会
の
参
加
を
増
や
し
て
い
き

ま
し
ょ
う
。」
と
話
を
し
て
い
ま
す
。
Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動

の
基
本
は
学
級
懇
談
会
に
あ
る
と
考
え
ま
す
。
学

級
懇
談
会
が
充
実
し
、
保
護
者
の
皆
様
方
同
士
の

つ
な
が
り
が
で
き
れ
ば
、
心
強
く
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動

も
楽
し
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。 

八
月
に
行
わ
れ
た
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
評
議
員
会
で
「
ど

う
す
れ
ば
学
級
懇
談
会
へ
の
参
加
が
増
え
る
か
」

と
い
う
こ
と
で
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ

ら
を
も
と
に
、
す
ぐ
に
取
り
組
め
る
こ
と
に
は
取

り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

     
  

他
に
も
ご
意
見
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
ご
意

見
を
参
考
に
改
善
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。 

一
番
大
切
な
こ
と
は
、
学
校
と
保
護
者
の
皆
様

で
学
級
懇
談
会
を
魅
力
あ
る
、
価
値
あ
る
も
の
に

し
て
い
く
こ
と
で
す
。
私
は
子
供
た
ち
に
「
元
気

は
自
分
で
作
る
。
楽
し
い
は
自
分
で
作
る
。」
と
話

し
て
い
ま
す
。
学
級
懇
談
会
が
楽
し
い
も
の
と
な

る
よ
う
に
み
ん
な
で
作
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

子
供
た
ち
は
、
お
家
の
方
々
に
学
校
の
様
子
を

見
て
も
ら
う
こ
と
が
大
好
き
で
す
。
ぜ
ひ
、
も
っ

と
子
供
た
ち
の
様
子
を
見
に
学
校
に
お
い
で
く

だ
さ
い
。
合
言
葉
は
「
学
校
へ
行
こ
う
！
」
で
す
。

み
ん
な
で
子
供
の
成
長
を
喜
び
、
子
供
た
ち
の
こ

と
に
つ
い
て
語
り
合
え
る
関
係
を
築
い
て
い
き

ま
し
ょ
う
。 
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応用行動分析 

突然ですが問題です！「ある子がしたくないことがあって、駄々をこね、したくないことを

しなくて済んだ。」という場面が繰り返されたとします。この後、またしたくないことが起き

ると、この子はどのような行動をとるでしょうか？ 

「応用行動分析」とは、望ましい行動を増やし、 

望ましくない行動を減らしていくための手法です。 

この応用行動分析では、ABC機能分析という手法を使います。 

※Antecedent先行刺激:どんな状況で、Behavior行動:何をして、Consequent後続刺激:どうなったか 

「したくないこと（A）があって、駄々をこね（B）、したくないことをしなくて済んだ

（C）」という場面で、この子は、駄々をこねることで、何を得たのか？と考えます。この

後、“駄々こね”が増えた、強くなったのならば、「しなくて済んだ」というご褒美によって

行動が増したと分析します。「望ましい行動が出た、増えたのならばご褒美」を、「望ましく

ない行動が出た、増えたのならばご褒美をあげない」など支援方法を検討することができま

す。前述の場面では「駄々をこねてもやるべきことをするまで待つ」「駄々をやめた時に声を

掛ける」「しなくとも良しとしたが、その後ゲーム、スマホなど楽しい時間はなし（デジタル

制限）」などの対応で“駄々こね”（望ましくない行動）を減らしていくことをねらっていき

ます。様々な場面で活用できそうですね！ 

 

 

 

 

 

～特別支援教育が特別ではなくなる日を目指して～ 

 
令和６年 1１月１日 

時津町立時津東小学校 

特別支援教育コーディネーター 

文責 若杉 聡 

第５号 

特別支援NEWS  家庭でできる支援  

“セロトニン・トレーニング” =脳内物質をコントロール= 

人間関係や仕事や勉強などでのプレッシャーなど、ストレスは私たちの周りに多く存在し

ています。時には、そのストレスに押しつぶされそうなときもあるかもしれません。「１日５分、

朝日を浴びて、リズム運動を行う」これだけで、ストレスを消すことができる方法だとした

ら･･･。東邦大学医学部の有田教授が提唱するストレス回避法です。ストレスがかかると、人の脳

内ではセロトニンと呼ばれる神経伝達物質が阻害され、うつやパニック障害を引き起こしているよ

うです。つまり、セロトニンをコントロールすれば、ストレスを回避できる！ということです。ラ

ットの実験では、セロトニン神経を破壊すると暴力的になったが、セロトニンを補給するとおとな

しいいつものラットに戻った、という報告があるようです。セロトニンのコントロール方法、それ

が「１日５分、朝日を浴びて、リズム運動を行う」です。通勤・通学時のウォーキングなどもそう

ですが、まずはカーテンを開けて太陽の光を部屋に入れるだけでも、効果があるそうです。 


