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そ
の
た
め
に
も
、
教
師
は
ま
ず
傾
聴
す
る
こ
と
で
す
。
体
を
傾
け
て
聴
く
こ
と
で
す
。
ご
自
身
の
叱
る

場
面
を
思
い
出
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
叱
る
と
き
、
正
対
し
て
は
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。
正
対
は
、
対
立

と
い
う
構
図
と
な
り
、
子
ど
も
を
無
意
識
に
身
構
え
さ
せ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
体
を
傾
け
、

意
識
し
て
耳
を
し
っ
か
り
傾
け
て
い
く
姿
勢
を
と
れ
ば
、
確
実
に
子
ど
も
の
受
け
取
り
方
は
異
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、｢

聴
く
」
は
「
き
く
」
で
す
が
、「
聴
す
」
は
何
と
読
む
で
し
ょ
う
。「
き
・
す
」、「
ち
ょ
う
・
す
」

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
案
外
、
身
近
な
読
み
方
で
す
。「
聴
」
は
神
の
お
告
げ
を
理
解
で
き
る
聡
明
な
人
の

「
徳
」
を
表
し
た
文
字
と
言
わ
れ
、
相
手
に
ま
っ
す
ぐ
耳
を
傾
け
る
姿
か
ら
、
ま
っ
す
ぐ
耳
を
傾
け
て
聞

き
取
る
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
さ
あ
、「
聴
す
」
の
読
み
方
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
か
。「
聴
す
」
は
、

じ
つ
は
「
ゆ
る
す
」
と
読
み
ま
す
。「
ゆ
る
す
」
に
は
、「
許
す
・
赦
す
・
釈
す
・
恕
す
・
宥
す
・
弛
す
」

な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、
字
源
か
ら
「
聴
す
」
は
聴
い
て
か
ら
「
許
す
」、
ま
ず
は
聞
き
方
が
重
要
だ
と
い

う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

一
方
で
、
叱
る
こ
と
に
は
「
厳
し
さ
」
や
「
毅
然
」
な
ど
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
も
の
で
す
が
、
本

書
で
紹
介
す
る
「
叱
る
」
は
「
聴
（
ゆ
る
）
す
」
を
根
底
と
し
て
い
ま
す
。
教
師
が
聴
（
ゆ
る
）
す
こ
と

で
、
子
ど
も
は
叱
り
を
素
直
に
受
け
入
れ
、
心
を
動
か
し
、
言
動
が
動
く
（
変
わ
る
・
成
長
す
る
）
と
こ

ろ
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
さ
ら
に
高
い
志
を
育
て
て
い
き
ま
す
。
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は
じ
め
に

本
書
は
、
教
師
に
な
ら
れ
た
ば
か
り
の
読
者
の
皆
さ
ん
に
向
け
て
、
叱
り
方
に
つ
い
て
書
い
た
も
の
で

す
。言

う
ま
で
も
な
く
、
叱
る
と
は
、
力
の
あ
る
者
か
ら
な
い
者
へ
の
行
為
で
あ
っ
て
、
学
校
現
場
に
お
い

て
は
、
担
任
教
師
か
ら
子
ど
も
へ
の
行
為
と
な
る
の
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
と
な
る
と
、「
教
師
が
威
厳
を

保
ち
、
正
義
を
も
っ
て
叱
れ
ば
、
子
ど
も
は
素
直
に
従
う
」
こ
と
の
具
体
的
方
法
を
お
伝
え
す
る
の
が
自

然
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
残
念
な
が
ら
、
本
書
は
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
叱
る
方
法
を
ま
と
め
て
は
い

ま
せ
ん
。

｢

で
は
、
ど
う
や
っ
て
叱
る
の
？
」
と
疑
問
に
思
わ
れ
た
読
者
の
先
生
方
、「
叱
る
と
は
…
…
」
と
定
義

し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
私
自
身
は
、「
望
ま
し
い
行
動
変
容
へ
の
動
機
付
け
」
と
定
義
し
て
い
ま
す
。「
動

機
付
け
」
と
は
、
つ
ま
り
「
き
っ
か
け
づ
く
り
」
で
あ
り
、「
背
中
を
押
し
て
あ
げ
る
」
こ
と
で
す
。
改

め
る
か
ど
う
か
は
子
ど
も
に
任
せ
、
そ
う
な
る
よ
う
に
力
強
く
い
ざ
な
っ
て
い
く
こ
と
で
す
。
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前
述
し
た
よ
う
に
、｢

叱
る
」
と
は
、
望
ま
し
い
言
動
を
促
す
動
機
付
け
で
す
。
正
し
く
叱
れ
ば
、
そ

れ
が
子
ど
も
た
ち
に
ち
ゃ
ん
と
届
き
、
正
し
く
導
い
て
も
ら
っ
た
と
感
謝
さ
れ
る
は
ず
で
す
。
ま
た
、「
叱

ら
れ
る
」
と
は
、
気
に
か
け
ら
れ
、
関
心
を
も
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
と
い
う
安
心
感
を
子
ど
も
た
ち
に
抱

か
せ
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
が
心
を
動
か
し
、
言
動
を
動
か
し
て
い
く
、
そ
ん
な
叱
り
方
を
、
本
書
を
参
考
に
、
先
生

方
の
日
々
の
教
室
で
実
践
し
て
い
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
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子
ど
も
が
動
く

叱
り
方
の
基
本
ル
ー
ル

7

教師の宣言で、子どもは叱られる構え
ができ、教師の話に集中。構えができ
た子どもたちの姿によって、教師自身
も感情ではなく理性で指導できる。

子どもの問題行動ではなく困りごと
に寄り添うと、その理由や気持ちが
理解でき、教師も子どもも納得でき
る解決策が見つかる。

「
困
り
ご
と
が
あ
る
」と

い
う
前
提
で
問
い
か
け
る

｢

叱
り
ま
す
！
」
宣
言

1
ルール

2
ルール

教師の感情的で早口な指
導は、子どもの発言を遮
り、問題解決の道から遠
ざかる。理解する気持ち
が、ゆっくりとした口調
となり、子どもの心をほ
ぐす効果も。

友だちの困り具合を共有
するかたちで伝えなが
ら、条件付きで承認した
り、立場を替えてイメー
ジさせ、自分事として考
えさせていく。

じ
っ
く
り
話
を
聞
き
、

ゆ
っ
く
り
と
し
た

口
調
で
叱
る

友
だ
ち
の

困
り
具
合
を
伝
え
る

3
ルール

4
ルール
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Chapter　1

まずはここを押さえる！　叱り方の基礎・基本
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明
さ
せ
る
よ
う
に
導
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
子
ど
も
が
友
だ
ち
を
叩
い
た
と
い
う
暴
力
行
為
に
だ
け
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
、
叩
か
れ
た
相
手
の
痛
み
を
わ
か
ら
せ
よ

う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、「
先
生
は
、
自
分
よ
り
も
友
だ
ち
の
こ
と
を
大
事
に
し
て
い
る
」
と
反
感
は
高
ま
る
ば
か
り

で
す
。事

情
を
聴
き
取
り
、
気
持
ち
に
寄
り
添
う

　
教
師
か
ら
の
一
方
的
な
指
導
で
は
、
そ
の
言
葉
は
子
ど
も
の
心
に
は
届
き
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
言
葉
は
思
い
き
っ
て

捨
て
置
き
、
起
き
た
事
実
の
背
景
に
あ
る
子
ど
も
の
「
心
」
を
開
か
せ
て
い
く
よ
う
に
は
た
ら
き
か
け
ま
す
。
叩
く
に

は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
っ
た
の
で
す
。
子
ど
も
の
気
持
ち
に
寄
り
添
い
、
原
因
を
共
有
し
て
い
く
こ
と
で
、「
仕
方

が
な
い
事
情
が
あ
っ
た
ん
だ
ね
。
あ
な
た
の
気
持
ち
は
わ
か
る
よ
」
と
、
味
方
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
ま
し
ょ
う
。

　
教
師
は
自
分
の
言
葉
を
届
け
る
こ
と
よ
り
も
、
子
ど
も
の
心
を
開
か
せ
て
い
く
こ
と
に
意
識
を
向
け
、
優
先
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
も
、「
理
由
が
あ
っ
た
ん
だ
よ
ね
」
と
、
ま
ず
は
穏
や
か
に
問
い
か
け
、

気
持
ち
に
寄
り
添
う
姿
勢
で
指
導
を
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

｢

先
生
は
聞
く
よ｣

と
伝
え
て
、

子
ど
も
が
自
ら
話
し
や
す
く
な
る
よ
う
に
導
こ
う
！

16

叱
り
で
「
教
師
の
思
い
」
を
伝
え
る

　
あ
る
子
ど
も
か
ら
、｢
友
だ
ち
か
ら
叩
か
れ
た
」
と
い
う
訴
え
が
あ
り
ま
し
た
。
確
認
を
し
て
み
る
と
、
訴
え
ら
れ

た
子
は
そ
れ
を
素
直
に
認
め
ま
す
。
叩
く
こ
と
は
暴
力
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
理
由
が
あ
ろ
う
と
も
許
さ
れ
な
い
行
為
。

こ
う
し
た
場
面
は
、
多
く
の
教
室
で
見
ら
れ
る
こ
と
で
す
が
、
教
師
は
叩
い
て
し
ま
っ
た
子
ど
も
に
対
し
て
ど
の
よ
う

な
指
導
を
す
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

た
だ
単
に
、
叩
い
た
こ
と
を
謝
る
よ
う
に
伝
え
て
も
、「
悪
い
の
は
相
手
だ
か
ら
謝
ら
な
い
」
と
言
い
張
る
こ
と
で
し
ょ

う
。
ま
た
、「
あ
な
た
が
叩
か
れ
た
ら
痛
い
で
し
ょ
う
。
相
手
の
身
に
な
っ
て
ご
ら
ん
」
と
心
情
に
訴
え
た
と
こ
ろ
で
、

頑
と
し
て
考
え
直
さ
な
い
こ
と
も
ま
ま
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
子
が
謝
ら
な
い
理
由
は
、「
相
手
が
悪
い
」
と
強
く
思
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
確
か
に
叩

い
た
け
れ
ど
、
そ
の
原
因
を
つ
く
っ
た
の
は
相
手
で
あ
り
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
自
分
は
叩
く
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う

理
屈
で
す
。
自
分
は
、
被
害
者
だ
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
こ
と
に
教
師
は
思
い
至
り
、
子
ど
も
自
身
か
ら
も
説

子
ど
も
の
心
に
届
く
叱
り
方
と
は

1



Chapter　3

ちゃんと伝わる！　学校生活場面の叱り方
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ツボ
挨
拶
・
返
事
の
土
台
と
な
る
も
の

　
挨
拶
や
返
事
が
し
っ
か
り
と
で
き
る
の
は
、
心
構
え
・
準
備
が
で
き
て
い
る
か
ら
で
す
。
例
え
ば
、
夕
方
、
自
分
の

家
に
明
か
り
が
灯
っ
て
い
る
の
を
目
に
す
れ
ば
、
自
然
と
歩
み
が
早
く
な
り
、
玄
関
の
ド
ア
を
開
け
な
が
ら
、
大
き
な

声
で
「
た
だ
い
ま
！
」
と
言
え
る
の
で
す
。
こ
れ
は
、「
待
っ
て
い
る
人
が
い
る
」
と
い
う
気
付
き
に
よ
っ
て
、
パ
ッ

と
心
構
え
の
ス
イ
ッ
チ
が
入
っ
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。
ま
た
、
間
髪
を
容
れ
ず
に
「
お
か
え
り
」
と
期
待
し
た
返
事
が

返
っ
て
く
る
だ
ろ
う
と
い
う
心
の
準
備
も
で
き
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
挨
拶
・
返
事
が
で
き
る
の
で
す
。

名
前
を
呼
ん
で

　
ず
ば
り
、
挨
拶
や
返
事
が
で
き
な
い
子
ど
も
は
、
心
構
え
・
準
備
が
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、「
挨
拶
を
し
な
い
子
」

と
評
価
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
意
欲
が
一
気
に
下
が
り
、
ど
ん
ど
ん
億
劫
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
挨
拶
は
、
教
師
が
子
ど
も
の
名
前
を
呼
ん
で
か
ら
行
う
こ
と
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。
と
き
に
は
、「
挨
拶

す
る
よ
」
と
予
告
し
て
、
下
が
っ
て
し
ま
っ
た
気
持
ち
を
グ
イ
ッ
と
引
き
上
げ
て
い
く
こ
と
も
効
果
的
で
す
。
ま
た
、

返
事
に
つ
い
て
は
、「
返
事
が
で
き
ま
す
か
？
」
と
疑
問
形
に
し
て
語
り
か
け
た
り
、
確
認
し
た
り
し
て
、
子
ど
も
の

心
構
え
と
準
備
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
よ
う
に
し
ま
す
。

｢

挨
拶
し
た
ね
！
」「
返
事
が
で
き
た
ね
！
」
と
ほ
め
な
が
ら
確
認
す
る
と
、

自
覚
が
芽
生
え
ま
す
！

64

挨
拶
や
返
事
が
で
き
な
い
子
ど
も

○○さん！　おはよう！

●子どもが返事や挨拶をしなければ、教
師が率先して見本を見せるようにしま
しょう。そして、「先生のほうが早いね！　
次はどっちが早いかな？」と仕掛けるよ
うに促します。
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