
提
言

個
別
最
適
化
と
は
、
子
ど
も
の
身
体
的
・
生
活
的
な
問

題
に
よ
っ
て
生
じ
る
学
び
の
障
壁
が
取
り
除
か
れ
た
学
習

環
境
に
お
い
て
、
個
々
の
子
ど
も
の
興
味
関
心
や
傾
向
特

性
に
応
じ
た
学
び
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
識
字
障
害

や
弱
視
な
ど
、
身
体
的
に
文
章
を
読
む
こ
と
が
難
し
い
子

ど
も
に
対
し
、
学
習
者
用
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
用
い
て
書

体
や
ル
ビ
な
ど
を
調
整
す
る
こ
と
な
ど
が
そ
の
一
例
で
あ

る
。個

々
の
興
味
関
心
や
傾
向
特
性
な
ど
、
資
質
・
能
力
の

育
成
に
か
か
わ
る
個
別
最
適
化
に
つ
い
て
は
、
一
斉
授
業

の
見
直
し
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
ず
は
子
ど
も
自
身
が
自
分

に
合
っ
た
学
び
を
選
択
す
る
こ
と
の
で
き
る
環
境
を
提
供

す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
リ
ア
ル
な
環
境
設
定
の
中
で
、

子
ど
も
が
自
ら
見
い
だ
し
た
課
題
を
自
分
に
適
し
た
学
び

方
で
探
究
す
る
学
習
活
動
な
ど
が
、
そ
の
一
例
と
し
て
挙

げ
ら
れ
る
。

協
働
的
な
学
び
と
は
、
教
師
と
級
友
は
も
と
よ
り
、
学

校
職
員
、
保
護
者
、
地
域
住
民
な
ど
、
多
様
な
経
験
と
価

値
観
と
を
も
つ
他
者
と
か
か
わ
る
中
で
、
個
々
の
資
質
・

能
力
が
育
成
さ
れ
る
学
び
で
あ
る
。
こ
の
学
び
は
、
互
い

の
持
ち
味
を
生
か
し
、
寛
容
な
心
と
誠
実
な
態
度
で
他
者

を
受
け
入
れ
、
互
い
を
信
頼
し
て
進
め
る
姿
を
と
る
。
こ

の
学
び
の
実
現
に
と
っ
て
、
目
的
の
同
一
性
と
役
割
の

個
別
性
と
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
何
よ
り
も
大
切
で
あ
る
。

た
と
え
る
な
ら
、
脚
本
・
配
役
・
舞
台
設
営
な
ど
、
異
な

る
仕
事
を
そ
れ
ぞ
れ
が
選
択
的
に
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
作
品
の
完
成
を
目
ざ
す
、
劇
の
創
作
活
動
の
よ
う
な
学

び
で
あ
る
。

個
別
最
適
な
学
び
と
協
働
的
な
学
び
は
、
ら
せ
ん
的
な

つ
な
が
り
を
も
っ
て
子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
に
寄
与
す

る
。
そ
の
目
ざ
す
姿
を
あ
る
学
校
の
校
訓
か
ら
引
用
す
れ

ば
、
次
の
一
文
に
集
約
さ
れ
よ
う
。

「
と
も
に
学
び 

一
人
と
な
る
」

藤森裕治 ふじもり・ゆうじ
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一人
ひ
と
り
が
学
び
方
を
選
ぶ
力
を

「
Ｉ
Ｃ
Ｔ
×
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
」の
視
点
か
ら
、デ
ジ
タ
ル
端
末
や
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
活
用
し
、

さ
ま
ざ
ま
な
子
ど
も
が
い
っ
し
ょ
に
学
ぶ
授
業
づ
く
り
に
取
り
組
ま
れ
て
き
た

東
京
学
芸
大
学
附
属
小
金
井
小
学
校
の
鈴
木
秀
樹
先
生
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

―
「
令
和
の
日
本
型
学
校
教
育
」
で
は
、
従
来
の

「
個
に
応
じ
た
指
導
」
か
ら
、「
個
別
最
適
な
学
び
」
と

し
て
、
子
ど
も
か
ら
の
視
点
が
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。

教
師
は
、
つ
い
つ
い
「
こ
の
子
に
は
こ
れ
が
い
い
」

と
考
え
、
一
方
的
に
支
援
・
指
導
し
て
し
ま
い
が
ち
で

す
。
し
か
し
、
本
来
は
、
子
ど
も
が
自
分
で
最
適
な
方

法
を
選
択
で
き
る
力
を
つ
け
て
い
か
な
い
と
い
け
ま
せ

ん
。そ

う
し
た
視
点
か
ら
も
、「
個
別
最
適
な
学
び
」
が

子
ど
も
目
線
で
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
と
て

も
い
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

―
学
び
方
を
選
択
す
る
力
を
つ
け
る
た
め
に
は
、

ど
の
よ
う
な
指
導
を
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

教
師
が
子
ど
も
に
い
ろ
い
ろ
な
経
験
を
さ
せ
て
あ
げ

る
こ
と
が
大
切
で
す
。
例
え
ば
、
デ
ィ
ス
レ
ク
シ
ア
傾

向
の
子
の
支
援
に
は
、
読
ん
で
い
る
箇
所
に
定
規
を
あ

て
る
、
音
声
読
み
上
げ
機
能
を
使
う
、
デ
ジ
タ
ル
端
末

で
拡
大
す
る
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
方
法
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ら
の
方
法
を
紹
介
し
て
、
子
ど
も
に
選
ば
せ
る
の

が
よ
い
と
思
い
ま
す
。

私
は
授
業
の
中
で
、
普
通
は
教
師
が
範
読
す
る
場
面

で
も
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
に
読
ま
せ
る
な
ど
し
て
、
ク
ラ

ス
全
員
が
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
の
機
能
に
つ
い
て
知
る
機

会
を
設
け
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
普
段
か
ら
い
ろ
い

ろ
な
方
法
が
あ
る
こ
と
を
見
せ
て
い
く
こ
と
が
大
事
で

す
ね
。
紙
の
教
科
書
に
比
べ
て
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
は
カ

ス
タ
マ
イ
ズ
の
幅
が
広
い
の
で
、
使
用
環
境
が
整
っ
て

き
た
こ
と
は
、
指
導
上
と
て
も
あ
り
が
た
い
で
す
。

―
先
生
が
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
や
I
C
T
の
活
用
方
法

を
知
っ
て
お
か
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
ね
。

確
か
に
、
教
師
は
い
ろ
い
ろ
な
方
法
を
知
っ
て
お
か

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
I
C
T
で
は
、
子
ど
も
が

新
た
な
使
い
方
を
見
つ
け
る
こ
と
も
多
い
ん
で
す
。

例
え
ば
、
マ
イ
黒
板
（
P
5
図
1
）
を
見
せ
合
い

個別最適な学びと協働的な学びの実現

個別最適な学びと
協働的な学びの実現
今号は、個別最適な学びと協働的な学びをどう実現していくか、

インタビューや実践例をとおして考えていきます。
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