
子どもの障害を正しく理解し、
近い将来の自立のための
進路選択の方法

～通信制高校という選択肢～

日野 公三
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質問です

質問１．高校進学率は？
⑴88.6％ ⑵90.3％ ⑶98.8％

質問２．1988年度の高校の学校数は、5,512校です。2023年度の学校数は？
⑴3,365校 ⑵4,250校 ⑶4,848校

質問５．２０００年度の通信制高校の全生徒数は１８万１千人です。２０２３年度の生徒数は？
⑴１８万７千人 ⑵２３万２千人 ⑶２６万４千人

質問３．１９８９年度の高校生数は５６４万人です。２０２３年度の高校生数は？
⑴２９３万人 ⑵３３５万人 ⑶４４５万人

質問４．２００５年度の通信制高校数は１７５校です。２０２３年度の学校数は？
⑴１９６校 ⑵２８８校 ⑶３１８校

質問６．2012年度の小中学校の不登校児童生徒数は97,036人。２０２２年のそれは？
⑴153,672人 ⑵299,048人 ⑶337,24６人
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まずはじめに

不来店者の多いお店は、魅力のないお店

不登校児童生徒の多い学校は、魅力のない学校

悪いのは、児童生徒ではなく、100％学校
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まずはじめに

誰も障害と無縁の人はいない

障害は早いか遅いかだけの違い



グループ紹介

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
皆さん2022年度も異質を十字に組み合わせながらワンチームとなって支援と伴走をしてまいりましょう！本年度もよろしくお願いいたします。ご清聴、ありがとうございました。



１．学校の中の発達障害
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発達障害の種類

自閉スペクトラム症（自閉症スペクトラム障害）

注意欠如多動症

LD（（限局性）学習障害）もしくは学習症

発達障害の原因は、脳の機能障害
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表記の移り変わり

普通⇒通常⇒健常⇒定型発達

軽度発達障害 ⇒今はほぼ使われない

養護教育⇒特殊教育⇒特別支援教育⇒インクルーシブ教育

広汎性発達障害 ⇒今では自閉スペクトラム症
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スペクトラムの意味

コロナやインフルエンザは、「陽性」「陰性」が明確

発達障害には、グレーゾーンがある。

（小中高校生が利用できる）放課後等デイサービス利用者は、

「発達障害の傾向がある」

「ADHDの疑いがある」といった

確定判断でなくても（サービスを利用できる）

受給者証が出る
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今後の表記

１．発達症候群

発達障害

２．発達症

３．神経発達症

どういう名称になる？



参考：アメリカ精神医学会に
よるDSM
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インクルーシブ教育の反対語は

インクルーシブ教育 ⇒ディスクルーシブ教育

↑
排除する教育
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小中学生8.8％、発達障害の可能性

通常学級に在籍する小中学生の8.8％に、
学習面や行動面で著しい困難を示す発達障害の可能性があることが、
文部科学省が2022年12月13日に発表した調査結果から明らかに。

10
年
前
は
何
％
だ
っ
た
で
し
ょ
う
？

６
．
５
％
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療育とは

医療 ＋ 教育 ＝ 療育

〇定型発達のお子さんは、「教育」のみでＯＫ

〇特別支援が必要なお子さんは、「医療」も必要
 （福祉を媒介として）
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心理検査をベースに支援・指導計画
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1.学校現場での気付きが求められる 声なき声に敏感になる
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2. 困っているのは子どもたちという視点を持つこと

勉強のペースが
速くてついてい
けないよ・・・

悪いこととわかっ
ているけど、イライ
ラしてつい手が出

ちゃうんだ

手順やルールが
わからないよ

友達は欲しいけ
ど、うまく付き
合えないよ・・

なんで僕だけ叱ら
れるの？叱られて
いる意味がよく分

からない・・・

言いたいこと
がうまく言え

ないよ

先生や友達の
言っていることが
よくわからないよ

周りのことやし
たいことが気に
なってしまって、
勉強に集中でき

ないよ

今何に困った
らいいか、分か
らないよ・・・
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子ども理解 困った子は困っている子

「困った子」扱いしているのは、指導者の勝手な視点

実は、一番困っているのは、

その子ども本人 子どもの困り感に寄り添う
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3. 氷山モデルを想像する

●自分勝手に見える行動
●パニック、器物損壊
●怠けているように見える
●ふざけているように見える

●周囲の状況が把握できていない
●学習内容や手順がわからない
●自分の伝えたいことがうまく表現できない
●家庭や地域や友達のことなど、うまくいっていない
●感情のコントロールが難しい
●自尊心が下がっている など



非定型の人を否定形に扱う潜在意識がありませんか。



私たちにはありました。

かつて
職員室で「困った生徒」という言葉が飛び交って
いました。

困っているのは、その生徒だったのにも関わらず、
だったのに。

お恥ずかしいことに、ハンデキャップ意識から抜け出せていなかったのです。



さよならハンデキャップ

こんにちはスペシャルニーズ

特別の注文主をリスペクトすることが、

特別支援教育の起点だと考えます。
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彼らが日本で生まれ育ったとしたら

トム・クルーズ
ディスレクシア

スティーブン・スピルバーグ
ディスレクシア

ビル・ゲイツ
アスペルガー症候群
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彼が日本で生まれ育ったとしたら

イングバル・カンプラード
イケア（IKEA）の創業者 ディスレクシア

スウェーデン南部で1926年に生まれたカンプラード
氏は、5歳でマッチ売りをしていた。10歳になると自
転車に乗って、クリスマスの飾りや魚、鉛筆を売った。

17歳のとき、ディスレクシア（文字の読み書きが困難）をものともせず、学校で良
い成績を取ったご褒美にと、父親から現金をもらった。カンプラード氏はそのお金
で1943年にイケアを創業、写真立てといった小物雑貨を売り始めた。家具の取り
扱いを始めたのは、創業から5年が経ってからのことだ。

1956年、カンプラード氏は今やイケアの代名詞とも
言える｢フラットパック｣を導入、消費者自身に組み立
て作業をしてもらうことでコストを削減するこの手法
により、家具業界に革命をもたらした。

価格は明快、変動させない。コンテナを店内にそのままに並べる。
店員は付きまとわない。
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注意力が散漫なんです。今でもそうですけどね。人の
言っていることをずっと聞けないんですよ。違うことを考
えちゃうとかね。
整理整頓もできなくて、机の上は書類だらけ。家は脱い

だ服やら、何やらがそのへんにボンボン投げてあります。
なくし物も多くて、身につけるありとあらゆる物をなくし
ます。財布、カード、傘……。子どもを忘れてきたことも
あったしね。

ところが、日本にもいた
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場面緘黙（かんもく）の生徒の告白

場面緘黙の生徒が卒業する頃の告白
・あまり難しいことではなくて、いい言葉が見つからなくて。一つ答えるとまた一つ、
二つと質問がきてまた悩むのがめんどうで。

・「この人は否定もしないし、わかってくれそう」と思うと警戒心なく話すことができ
る。

・急に何かを聞かれてとっさにどう答えると、聞いてきた人は納得するのか、と考
えると答えられない。

・しゃべらないでいる自分が楽だったから。

・集団の前で質問や声をかけられてフリーズしてしまうのは、「自分の複雑な考えや
気持ちを言ってもわかってもらえる自信がない」から。



２．通信制高校とスペシャルニーズ・エデュケーション
（明蓬館高等学校としてのチャレンジ）



2004年創立
全国初の市町村認可の特区第一号高校

2005年1月金沢中央キャンパス設置



２００７年ごろ
生徒に変化があった

不登校のかげに発達障害あり

30
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東田直樹氏の入学が大きな転機になった
東
田
直
樹

ア
ッ
ト
マ
ー
ク
国
際
高
等
学
校

卒
業
生

「自
閉
症
の
僕
が
飛
び
跳
ね
る
理
由
」や
絵
本
、

劇
作
な
ど
で
活
躍
中
の
天
才
自
閉
症
作
家
、
の

異
名
を
と
る
東
田
直
樹
氏
。

同
校
で
文
才
が
開
花
！

二
〇
一
三
年
七
月
、
イ
ギ
リ
ス
で
英
訳
出
版

二
〇
一
三
年
八
月
、
米
国
で
出
版

カ
ナ
ダ
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
中
国
、

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
、
ノ
ル
ウ
ェ
イ
等
世
界
三
十
か
国
で
出
版
。

総
出
版
部
数

１
３
０
万
部

☆Amazon 米国、英国全ジャンルで
その著書「The Reason I Jump」がNo.1を獲得



32 株式会社アットマーク・ラーニングCopyright © All Rights Reserved.

このままの自分でいいと

両親は、僕を全力で愛してくれた。

一番つらかった時代、どんな僕であっても、受け止めて
くれた両親のおかげで、このままの自分でもいいと、僕
は思えるようになった。
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お母様の言

直樹が、“僕はずっと、みんなみたいな良い子になり
たかった”という気持ちを筆談で伝えてきた時、親と
して胸がつぶれる思いでした。
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東田直樹氏の詩

ずっと夢みてたこと

自分の体をバラバラにして
もう一度
作り直して欲しい

外見も
性格も
頭の悪さも
このままでいいから

思ったことが何でも言えて
やりたいことが何でもやれて
誰にも迷惑をかけない
そんな自分になりたい

「ごめんなさい」
を 僕は何度言ったのだろう

この思いをわかって欲しくて
僕の言葉を届けたくて
何度も
何度も
僕は 頑張った

ずっと夢みていたこと
僕が普通になること
けれども それは
ありえない話

今 夢みていること
誰もが普通でいられること
僕の体がバラバラになる前に
この社会を
作り直そう

東田 直樹



35

東田直樹ファミリーとの出会いから着想



2009年開校

発達の課題のある生徒が二次・三次障害を
併発させないため、あるいは軽減させるために
開校した広域通信制高等学校



市町村認可の広域通信制高校として誕生

学 校 概 要

■設置課程

■学校設置認可者

■学校設置計画届出先

■本校舎設置位置

■学習センター

広域通信制課程 単位制 普通科

福岡県田川郡川崎町

文部科学省

福岡県田川郡川崎町市安宅 旧安宅小学校

品川、国立、横浜市、川崎市、名古屋市、大阪市、福岡市ほか全国４０カ所



広域通信制高等学校としてはじめての特別支援・補習センター

品川・御殿山ＳＮＥＣ（スペシャルニーズ・エデュケーションセンター）

開設（2013年4月）







明蓬館高校
卒業要件

単位認定試験メディア視聴＆添削課題 面接指導
（本校スクーリング）

マイプロ

２．特別活動 30時間

10時間×3年間（一部オンラインで実施）

単位修得要件

３．必修科目を含む7４単位以上の修得

１．修学期間 36ヶ月以上

編入・転入学の際には前籍校も合わせた修学期間を要確認
●入学

 新入は4月/編入4月・１０月/転入毎月（※１〜３月除）

●卒業
 修学期間が36ヶ月以上になる３月・９月



特 徴



Special Needs Education Center

自己実現に向けたメンタルサポートや個々の特性への合理的配慮など、生徒一人ひとりのスペシャルニー
ズに合わせて支援と伴走をする通信制高校学習支援施設です。

SNECではヘルプサイン、リクエストスキルなどのサバイバルスキルやQO Lを高めるスキルを身につけながら、
高校卒業に向けて学んでいきます。



全国のＳＮＥＣ（スペシャルニーズ・エデュケーションセンター）と
ＳＴＥＣ（スペシャルニーズ・トレーニング＆エデュケーションセンター）



2013年、SNECを創る際の、動機

▪

発
達
障
害
の
あ
る
生
徒
で
も
高

校
卒
業
資
格
が
取
れ
る
こ
と
。

▪

将
来
の
進
路
の
可
能
性
、
選
択

肢
が
広
が
る
こ
と
。

▪

子
ど
も
た
ち
が
生
き
る
た
め
に

働
け
る
こ
と
。

▪

自
分
で
食
べ
て
い
け
る
こ
と
。

▪

社
会
的
に
自
立
で
き
る
こ
と
。

▪

サ
バ
イ
バ
ル
し
て
世
を
渡
っ
て

い
け
る
こ
と
。



2013年、SNECを創る際、寄せられた声
▪

発
達
障
害
の
あ
る
わ
が
子
が
笑
顔
で
登

校
で
き
る
場
所
を
つ
く
っ
て
ほ
し
い

▪
普
通
科
高
校
卒
業
資
格
が
取
れ
る
学
校

で
あ
っ
て
ほ
し
い

▪

障
害
を
隠
さ
な
く
て
も
い
い
よ
う
に
し

て
ほ
し
い

▪

困
っ
た
時
に
は
困
っ
て
る
と
ヘ
ル
プ
サ

イ
ン
を
出
せ
る
場
所
を
つ
く
っ
て
ほ
し

い

▪

生
徒
同
士
が
お
互
い
の
障
害
特
性
を
理

解
し
合
え
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い

▪

先
生
た
ち
が
も
っ
と
も
っ
と
勉
強
し
て

ほ
し
い

▪

教
員
の
先
生
、
子
ど
も
に
寄
り
添
い
、

伴
走
し
て
く
れ
る
支
援
員
、
心
理
の
先

生
、
医
療
に
繋
げ
て
く
れ
る
、
繋
が
っ

て
く
れ
る
先
生
の
チ
ー
ム
を
つ
く
っ
て

ほ
し
い

▪

校
長
先
生
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
も
っ

て
引
っ
張
っ
て
ほ
し
い

▪

子
ど
も
た
ち
が
嫌
が
る
心
理
検
査
を
実

施
で
き
る
体
制
を
学
校
内
に
つ
く
っ
て
、

子
ど
も
た
ち
が
気
軽
に
検
査
を
受
け
ら

れ
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い

▪

検
査
結
果
を
先
生
た
ち
は
、
子
ど
も
た

ち
の
指
導
や
支
援
に
し
っ
か
り
生
か
し

て
ほ
し
い



S N E C が大切にする３つのこと

01三位一体の支援

02

03教員だけではなく、支援員、相談員が、一人

ひとりの困り感に寄り添いながら支援と伴

走をしています。

個別教育支援指導計画

高校卒業後の自立に向けて支援指導計

画を作成し、生徒保護者と合意形成を

しながら支援をしています。

アセスメント

学習や学校生活のことについて、個別

に自分に合った学び方、過ごし方を一

緒に考えていきます。



三位一体の支援

教員
オンラインやスクーリングで各教科の指導等を行
う明蓬館高校の職員。

支援員
学校生活面及び普段の学習など、教室で生徒た
ちの支援を行う職員。

相談員
生徒との定期カウンセリング、保護者や学外との
連携を主軸となって行う職員。

３つの役割



アセスメント

① 自分の癖を見つけよう
「何かうまくいかない？」には理由がある

② ネガティブな出来事を予防しよう
自分の特徴がわかれば対処できることがある

③ 自分らしさを大切にしよう
自分を変えるためではなく知るためのツール

３つの原則



個別教育支援指導計画

① Conecting your Dots
あなたの点在している強みをつなぎたい

② Focus on your Strengths
あなたの強みを活かしたい

③ Live your Dream
あなたの夢を応援したい

３つの願い



３．発達の課題と二次・三次障害という課題
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２０１３年、これまでの卒業生たちからの聞き取りをスタート

大学や職場におけるASDの人たちの課題

• 教官や同級生、上司の言うことが理解できない

• 相手にうまく伝えることができない

• 好ましくない表現を用い、相手を不快にさせる

• 曖昧な表現、指示が理解できない

• 感情が先に立ち、摩擦を起こす

• 場の空気が読めないので雰囲気を悪くする

• ゼミや職場のチームプレーに支障をきたす

• 自分勝手に独断で判断し、行動し、周りから嫌われる

• 雑談の仕方がわからない

• PCを使える仕事がなかった

生活スキル・対人スキル
の不具合から起こる挫折



職場での気付き（卒業生からの聞き取り）

44

会議での所作、発言

お昼休み

独白

悪態

マニュアル、ルーチン

PCでできる仕事

ヘルプサイン

リクエストスキル

自分で判断することの困難さ

特性の見極め
適正配置

上手な指示、要望
人格はふれず、所作に焦点

構造化
環境調整
長所進展
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思春期の療育、支援と伴走が必要なわけ
社会的自立を阻害する要因～ わが校卒業生聞き取りから分析～

就労
対人スキルの引き出しの少なさ
作業能力の偏りや理解の偏重
コミュニケーション、社会性の未熟

青年期
自己異和感や対人不安
あいまいな自己像
摂食障害
適応障害
鬱、精神障害（統合失調症など）
人格面の不安定

思春期
同年齢との乖離
低い自己評価・自信喪失
不安、心配性
情緒障害（緘黙、チック）
家庭内暴力
気分障害（そう・鬱状態、持続的な気分の変調）

起立性調節障害
ゲーム依存症
精神症状の顕在化
不登校、退学、引きこもり
反社会的行動、行為障害、非行

幼児期から入学前
育児困難
発達の問題
言葉の遅れ
行動の問題
多動や衝動性

学童期
集団への過敏性
不登校
学習面の遅れ
集団生活でのトラブル
対人スキルの引き出しの少
なさ

二
次
・三
次
障
害
が
発
生
、
発
症
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発達障害の見立て

Copyright＠井川典克（いかわクリニック院長）
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Copyright＠井川典克（いかわクリニック院長）
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特性と反応

Copyright＠井川典克（いかわクリニック院長）
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二次障害の誘因：社会的障壁

Copyright＠井川典克（いかわクリニック院長）
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集団の場で前提とされやすいこと

Copyright＠井川典克（いかわクリニック院長）
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二次障害によるストレス反応

Copyright＠井川典克（いかわクリニック院長）
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二次・三次障害によるストレス反応

Copyright＠井川典克（いかわクリニック院長）
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適応の広がり

Copyright＠井川典克（いかわクリニック院長）
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適応の広がり 幼少期

Copyright＠井川典克（いかわクリニック院長）
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適応の広がり 幼少期

Copyright＠井川典克（いかわクリニック院長）
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適応の広がり 幼少期

Copyright＠井川典克（いかわクリニック院長）
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適応の広がり 幼少期

Copyright＠井川典克（いかわクリニック院長）
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適応の広がり 幼少期

Copyright＠井川典克（いかわクリニック院長）
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二次障害はなおりにくい

Copyright＠井川典克（いかわクリニック院長）
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不登校・ひきこもりは（拒否・防衛）反応

Copyright＠井川典克（いかわクリニック院長）
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不登校・ひきこもりは内的世界への回避

Copyright＠井川典克（いかわクリニック院長）
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回避してもよいが、守りたいこと

Copyright＠井川典克（いかわクリニック院長）



４．明蓬館高等学校が大事にしている４つの観点



４つの観点
興味関心を
伸ばす
学習支援

個別
支援

心理支援

保護者
支援



明蓬館高等学校SNECの支援の特徴

自律性の欲求 自己有能性の
欲求 関係性の欲求

興味関心を伸ばす学習支援 ◎ ◎
支援員による個別支援 ◎ ◎

相談員による個別心理支援 ○ ◎
保護者への支援 ○ ◎



保護者支援について 

不登校の生徒への支援を考える際に、保護者の支援はとても重要な課題で
ある。

明蓬館高等学校では、オンラインでの保護者面談の機会を要望に応じて取
り入れており、保護者が気軽に相談できる機会を持つことで、保護者-生徒
間だけではなく、学校と生徒との関係性が好転する事例も増えている。





興味関心を伸ばす学習支援

不登校等の理由により中学校までの義務教育段階で十
分に学習に取り組めていない生徒への学習の機会をい
かに提供していくかは、通信制高校においてとても重要
な課題である。

明蓬館高等学校ではマイプロ学習という学習支援の機
会を作り、生徒一人ひとりの興味関心を活かす学習支援
の実践に取り組んできた。



支援員による個別支援

「令和5年度学校基本調査（文部科学省,2023）」によると通信制高校の退学
者は5.8%ほどであり、概ね横ばいとなっているが、全日制・定時制高校の退
学者が1.4%であるのに比べると非常に高い数字である。

通信制高校の生徒の多くが義務登校日以外は自宅などでの個別の学習を希望
する生徒が多くいることから、就学意欲を維持しやすいように自宅にいても個
別の継続支援ができるオンラインでの支援環境を充実させていくことは重要
な課題である。



〇明蓬館高校のマイプロとは？

・マイプロとは、自分の興味関心や好きなことと

教科や科目を結び付けて学習する課題です。

・自分の好きなことや興味があることだからこそ、

新たに知る発見や、興味関心が広がっていくことで

より深い学びになっていきます。



〇例：現代の国語

・好きなアニメや映画を見て感想文を作る

・自分の好きな漫画や本の紹介POPを作成する

・自分の名前の由来について調べてみる



〇例：地理総合

・自分の住んでいる地域の特色について調べる

・自分が行ってみたい国の文化や生活について調べる

・自然災害と防災について調べる



〇学習センターで生徒が取り組んでいる課題の種類

・マイプロ

・ネット授業の視聴→感想入力

・レポート問題

・（単位認定試験）

・（スクーリング）



〇SNECに在籍している生徒の様子（生活面）

・朝起きることが苦手で、日によって登校時間が異なる

・気持ちの浮き沈みがあり、登校にむらがある

・同年代の生徒と顔を合わせたり、同じ空間にいることが苦手

・学校の教室や空間に苦手意識があり、緊張感が高まる

・広いスペースよりも個室（相談室）が落ち着く

・自分のペースを大切にしながら徐々に慣らしていきたい



〇SNECに在籍している生徒の様子（学習面）

・不登校経験があり学習全般に苦手意識がある

・学校に通えていたが、学習以外のことでエネルギーを

使ってしまい内容が充分には理解できていない

・読み書きに苦手さがある

・集中を持続させるためには、適宜休憩をとったり工夫がいる

→学習することに対して、不安感がある。



〇学習への不安感

・「間違えたら先生に怒られるんじゃないか…」

・「（先生や周りの人に）できないって思われたくないな…」

・「どうせ勉強できないから、もうやりたくないな」

はじめのうちは、生徒たちは様々な
思いや葛藤を抱えています。



〇学習に触れるきっかけとしての「マイプロ」

不安でいっぱいの生徒たちに…

さあ、勉強を始めましょう！
得意な科目はなんですか？
先生と一緒だから大丈夫だよ。

そ、そんな急には
無理だよ…まだ先生のことも
よく知らないし。私のことだっ
て何も知らないじゃん…。



〇学習に触れるきっかけとしての「マイプロ」

学習以外のことからアプローチ

今日はまず〇〇さんの
好きなことや今はまっている
ことを教えてもらえますか？

えっと…好きなことは
絵を描くことや漫画を読む
ことです。



〇学習に触れるきっかけとしての「マイプロ」

生徒の興味関心が学習に結びついていく

〇〇さんの好きなことと、
教科（科目）が繋がっていき
そうですね！

自分の好きなことで
勉強できるんですね。
ちょっと良いかも…。

・絵を描く
→美術

・漫画を読む
→国語



オンラインでのマイプロ支援方法①

〈ZOOＭやGoogleMeetを使った例〉

・学習センターへの登校が難しい生徒に対しても支援ができる

・生徒にとって安心できる環境で学習することができる

・生徒が自宅で制作している課題を見ることができる



オンラインでのマイプロ支援方法②

〈オンライン面談や心理士とのヒアリングを活かした例〉

・学校生活に関わる面談や、ヒアリングの中で

最近興味があること、近況などを知ることができる

・学習支援は教員だけでなく、支援員、心理士と

チーム体制で行うことができる



オンラインでのマイプロ支援方法③
〈マイプロに関する講座にオンラインで参加する生徒の例〉

・学習センターで講座を行う際に、

オンライン参加を希望する生徒は自宅から参加できる

・生徒は自分の顔を映さず、音声もOFFにして

集団の授業に参加することができる

・他生徒のアイデアや意見を聞くことができる



オンライン環境でのマイプロ支援の効果

〇Aさんの例
・学習センターへの登校が難しく、

同年代の生徒と顔を合わせることが苦手な生徒

→オンラインでマイプロ支援を重ねることで職員との信頼関係を築いていっ
た。生徒によっては、自分について話すことが苦手でも、自分の好きな

アニメやキャラクターについては話したいという気持ちがある。

興味関心を活かしてマイプロを作り上げていく。



オンライン環境でのマイプロ支援の効果

〇Bさんの例
・書字が苦手な生徒。過去に、教員から文字について指摘され、

何度も漢字練習等をしたことがきっかけで学習自体の不安が高い。

→オンライン環境での学習によって、書字への不安感を軽減できた。

また、PC操作や動画編集が得意だったということもあり、

マイプロの見せ方やまとめ方にこだわることができた。



オンライン環境でのマイプロ支援の効果

〇Cさんの例
・文章で表現することが苦手な生徒。頭の中にいろいろな考えやアイデ
アがあっても、文字にしたり言葉にすることが苦手。

→職員と相談しながら、文章だけで表現するのではなく、

実際に自分が撮った風景などを使ったマイプロを作成した。

苦手なことを別の方法で補いながら、表現することができる。



マイプロ学習支援効果

・生徒にとって、学習するための過程ではなく、

自分の好きなことを追求することが結果的に学びに繋がる。

・生徒によってアイデアや表現方法が異なるため、

他の人と比較せずに自分が納得できることを重視できる。





明蓬館高等学校の紹介

明蓬館高等学校SNEC（すねっく）には、公認心理師を持つ相談員が常駐し、

日常的に心理相談支援を提供できるという強みがあります。

日本学校心理学会

心理支援
例１

心理支援
例２

心理支援
例３

心理支援
例４

心理検査
（心理アセスメント）

カウンセリ
ング

個別支援計画 こころの健康
講座



保護者支援について



保護者の状態
アンケート(n=93)結果(2015)より

非日常

不安

焦り

孤独

防衛的

96.1%

69.2%

79.2%

59.7%



子どもが地域社会と接点を持つために

地域

家族
地域

地域と家族の接点を作っていく支援
をしていくことが地域と子どもの接
点を作るために大切になってきます。



三位一体の支援

教員
オンラインやスクーリングで各教科の指導等を
行う明蓬館高校の職員。

支援員
学校生活面及び普段の学習など、教室で生徒た
ちの支援を行う職員。

相談員
生徒との定期カウンセリング、保護者や学外と
の連携を主軸となって行う職員。

３つの役割



Case0001

高校1年生で他校から転校してきた（当校では普段はオンラインで支援員と学習）し
ている保護者さんのケースです。

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

定期的な三者面談（4月から毎週）
□学習の確認、困り事の整理

定期的な保護者面談（隔週）
□子どもとの関わり方について



Case0002

保護者の様子 保護者と子ども アプローチ 子どもの様子

10-12
月

前籍校で1日しか登校できな
かったこともあり、不安が強く、
子どもが3年間で卒業したいと
言っているから何とかやらせな
いとという思いが強くあった。

• 何でやらないの？などの原因
を探る声がけが多く見られた

• ほとんど子どもは黙っている
か、家庭内で暴れてしまうこ
ともあった

• まずは保護者の気持ちに寄り
添い、力を抜くこと優先した

• 本人の事柄についての話題に
ついては今ではなく未来に焦
点を当てて相談を進めた

• 音信不通
• 保護者から家の中で暴れている
（暴言とモノを投げる）という
話を聞く

12-2
月

子どもにアプローチをする前に
相談員に相談をしてくれるよう
になった。不安が強くなった時
には電話等で相談をしてくれる
ようになった。

• 程よい距離感で関わりが持て
るようになり、雑談なども出
できた。食卓で食事をするよ
うになった

• 少しお互いに遠慮が見られる

• これからについての提案をし
た

• 保護者の不安に寄り添う支援

• 音信不通
• 保護者によると趣味に没頭して
いるという話を聞く

3-9月

子どもが学習に取り組み様子が
変わっていくことで徐々に余裕
が生まれてくる一方で、つい一
歩先の目標を設定しようとしが
ちになる時もある。

• 雑談をしたり、食事やテレビ
を一緒に見ることも出てきた

• 本人の状態についての見立て
の共有

• 保護者の不安に寄り添う支援

• 在学を継続し、単位の修得及び
卒業を目指すことを決めた

• 保護者との関係のことを支援員
に相談する

• 3者で面談をする場が定期的に欲
しいという相談があった
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生徒たちの自立と社会参加のために必要なスキル

ヘルプサインとリクエストスキル
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支援と伴走の基本

ポジティブ・フィードバック

非認知能力→自己肯定感→自立・自律

○子どもが言うことを否定せず、最後まで聞く

○子どもの話や心情を理解し、共感できるときは共感する、同意できるときは同意する

○能力だけでなく、努力、プロセスをほめる

○結果だけでなく、プロセスをほめる

○行動を強制しない、選択権を奪わない



106 株式会社アットマーク・ラーニングCopyright © All Rights Reserved.

生徒たちのコーチになろう

「なぜ」は禁句

あいづち、オウム返しを多用し、感情に寄り添う

ないものねだりでなく、あるもの探し

I メッセージを多用

大人は自分の成功体験で、子どもの失敗について語らない

暗い夜道を歩く子どもたちに付き添い、行燈を片手にともに歩く人になろう
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この先の課題

依存先を多様化すること☞自立、自律



5．異端は認められた途端、先端になる
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2023 TED×Fukuoka
https://www.youtube.com/watch?v=LPhiXXlaDG0

https://www.youtube.com/watch?v=LPhiXXlaDG0
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佐藤がっちゃん

GAKUプロフィール
本名：佐藤楽音（がくと）。2001年5月1日生まれ、19歳の自閉症
アーティスト。川崎市在住。3歳の時に自閉症と診断され、4歳の時に、
当時最新の療育を提供していたといわれるアメリカ・ロスアンジェル
スへ家族で渡る。
以後、9年間ロスで療育を受けながら過ごす。14歳の時、日本に帰国。
中学卒業後は、父親が彼のために設立した福祉施設『アイム』が運営
する通信制サポート校『ノーベル高等学院』（明蓬館高等学校と連携）
へ入学。そこでCocoと出会い、絵を描くことに目覚める。現在は、生
活介護『ピカソ』に在籍。プロのアーティストとして、年間約260枚と
いう驚くべきペースで日々精力的に絵を描き続けている。
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3000人の卒業生の中で最高年齢の井上さん

2020年3月に卒業した井上継信さん。

明蓬館高等学校 最高齢の卒業生のその時の年齢は85歳でした。

井上継信さんは18時に寝て3時に起床し、起きている間、学習に
取り組みました。

苦手だったインターネット授業とレポートも克服しました。

英語の廣田教諭が吹きこんだ英会話をトラクターで農作業をしな
がら聴き込みました。
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社会的自立（経済的自立）のために

「進学」
・大学進学
・専門学校進学

福祉的サービスなど
・就労移行支援
・就労継続支援A
型・B型
・就業・生活支援セ
ンター

「就職」
・雇用
・一般就労

卒業後の進路指導計画に則した個別
支援

学習環境の合理的配慮

大学へ入試時の合理的配慮
の提言

一般企業での体験・実習

SST・ビジネスマナー指導

資格取得の支援

福祉サービスの体験・実習

卒業後の支援体制の構築

集
団
参
加
（選
択
）ス
キ
ル

生
活
ス
キ
ル

対
人
関
係
ス
キ
ル

就
労
ス
キ
ル

学
習
ス
キ
ル

身
体
的
機
能
・感
覚
統
合



６．通信制高校という選択



通信制高校の生徒と中途退学者の推移
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※文部科学省「学校基本調査」より



中途退学の理由
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卒業後の進路
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32%
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1%
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私立(67.692人)

※文部科学省「学校基本調査」より



インターネットトラフィックの推移

（出典）総務省（2022)「我が国のインターネットにおけるトラヒックの集計結果（2021年11月分）」

学校が、情報化の点で子どもたちの日常に後れを取っている



情報化の進展に対して、学校教育の備えは後手後手です。



子どもたちの持つ情報量は幾何学的に増えています。

それを何とかコントロールしようとする学校や

学校行政の取組みは転換をしなければなりません。



私たち抜きに私たちのことを決めるな

それが、スペシャルニーズを持つ子どもたちの希望です。



子どもたちのことをよりよく知る。

いろんな立場や見識のある大人の主観を持ち寄って

多職種連携、多立場連携のコミュニティに磨きをかける



それができるのは、最先端のオンラインの道具を

生徒と教職員が共に使いこなせる

通信制高校だからこそ、です。



過去から現在までの「すでにある世界」を知りなさい。

大人が知っていることを強いてきた教育。



しかし、これから起こる変化は
大人が経験していないことかもしれません。

大人が知っていることを強いてきた教育をあらため、
子どもたちの挑戦を支援、伴走する教育へ。



でも、未来からの留学生は、

これから起こることへの興味関心からやすやすと

動き出します。



【動画公開】教育シンポジウム「次の10年、学校教育
は何を目指すのか」を開催しました

https://www.youtube.com/watch?v=0eWynzAqQGc&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=0eWynzAqQGc&t=2s


質問の正解は？

質問１．最新の高校進学率は？
⑴88.6％ ⑵90.3％ ⑶98.8％

質問２．1988年度の高校の学校数は、5,512校です。2023年度の学校数は？
⑴3,365校 ⑵4,250校 ⑶4,848校

質問５．２０００年度の通信制高校の全生徒数は１８万１千人です。２０２３年度の生徒数は？
⑴１８万７千人 ⑵２３万２千人 ⑶２６万４千人

質問３．１９８９年度の高校生数は５６４万人です。２０２３年度の高校生数は？
⑴２９３万人 ⑵３３５万人 ⑶４４５万人

質問４．２００５年度の通信制高校数は１７５校です。２０２３年度の学校数は？
⑴１９６校 ⑵２８８校 ⑶３１８校

質問６．2012年度の小中学校の不登校児童生徒数は97,036人。２０２２年のそれは？
⑴153,672人 ⑵299,048人 ⑶337,24６人
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ご清聴ありがとうございました。
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