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不
登
校
に
つ
い
て
の
基
本
認
識

　

不
登
校
児
童
生
徒
へ
の
支
援
に
当
た
っ
て
は
、
ま
ず
何
よ
り

も
、
不
登
校
に
対
す
る
正
し
い
認
識
を
持
つ
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
不
登
校
に
関
す
る
調
査
研
究
協
力
者
会
議
に
よ
る
「
不
登

校
児
童
生
徒
へ
の
支
援
に
関
す
る
最
終
報
告
～
一
人
一
人
の
多

様
な
課
題
に
対
応
し
た
切
れ
目
の
な
い
組
織
的
な
支
援
の
推
進

～
」（
２
０
１
６
年
7
月
）、
お
よ
び
「
不
登
校
児
童
生
徒
へ
の

支
援
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
通
知
）」（
元
文
科
初
第
６
９
８

号
、
２
０
１
９
年
10
月
25
日
）
を
も
と
に
確
認
し
て
お
き
た

い
。

⑴
ど
の
児
童
生
徒
に
も
起
こ
り
う
る

　
「
児
童
生
徒
本
人
に
起
因
す
る
特
有
の
事
情
に
よ
っ
て
起
こ

る
も
の
と
し
て
全
て
を
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
取
り
巻
く
環
境

に
よ
っ
て
は
、
ど
の
児
童
生
徒
に
も
起
こ
り
得
る
こ
と
と
し
て

捉
え
る
必
要
が
あ
る
」（
最
終
報
告
）

⑵
問
題
行
動
で
は
な
い

　
「
不
登
校
と
は
、
多
様
な
要
因
・
背
景
に
よ
り
、
結
果
と
し

て
不
登
校
状
態
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
行

為
を
『
問
題
行
動
』
と
判
断
し
て
は
い
け
な
い
」（
最
終
報
告
）

⑶
支
援
の
目
標
は
「
社
会
的
自
立
」

　
「
不
登
校
児
童
生
徒
へ
の
支
援
は
、『
学
校
に
登
校
す
る
』
と

い
う
結
果
の
み
を
目
標
に
す
る
の
で
は
な
く
、
児
童
生
徒
が
自

ら
の
進
路
を
主
体
的
に
捉
え
て
、
社
会
的
に
自
立
す
る
こ
と
を

目
指
す
必
要
が
あ
る
」（
通
知
）

⑷
共
感
的
理
解
と
受
容
の
姿
勢

　
「
不
登
校
の
児
童
生
徒
が
悪
い
と
い
う
根
強
い
偏
見
を
払
拭

し
、『
行
き
た
く
て
も
行
け
な
い
』
現
状
に
苦
し
む
児
童
生
徒

と
そ
の
家
族
に
対
し
て
、『
な
ぜ
行
け
な
く
な
っ
た
の
か
』
と

い
っ
た
原
因
や
『
ど
う
し
た
ら
行
け
る
か
』
と
い
っ
た
方
法
の

み
を
論
ず
る
だ
け
で
は
な
く
、
学
校
・
家
庭
・
社
会
が
不
登
校

児
童
生
徒
に
寄
り
添
い
共
感
的
理
解
と
受
容
の
姿
勢
を
持
つ
こ

と
が
、
児
童
生
徒
の
自
己
肯
定
感
を
高
め
る
た
め
に
も
重
要
で

あ
る
」（
最
終
報
告
）

⑸
働
き
掛
け
や
関
わ
り
の
重
要
性

　
「
不
登
校
児
童
生
徒
が
、
主
体
的
に
社
会
的
自
立
や
学
校
復

帰
に
向
か
う
よ
う
、
児
童
生
徒
自
身
を
見
守
り
つ
つ
、
不
登
校

の
き
っ
か
け
や
継
続
理
由
に
応
じ
て
、
そ
の
環
境
づ
く
り
の
た

め
に
適
切
な
支
援
や
働
き
掛
け
を
行
う
必
要
が
あ
る
」（
通
知
）

⑹
学
校
復
帰
だ
け
が
ゴ
ー
ル
で
は
な
い 

　
「
本
人
の
希
望
を
尊
重
し
た
上
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
教

育
支
援
セ
ン
タ
ー
や
不
登
校
特
例
校
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
学

習
支
援
、
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
、
中
学
校
夜
間
学
級
で
の
受
入
れ

な
ど
、
様
々
な
関
係
機
関
等
を
活
用
し
社
会
的
自
立
へ
の
支
援

を
行
う
」（
通
知
）

　

家
庭
と
の
連
携
に
当
た
っ
て
の
留
意
点

　

不
登
校
の
原
因
が
家
庭
や
保
護
者
に
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る

こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、「
こ
の
親
の
せ
い
で
子
ど
も
は
不
登

校
に
な
っ
た
の
だ
」
と
考
え
る
と
、
保
護
者
に
対
す
る
ま
な
ざ

し
が
冷
た
い
も
の
と
な
る
。
仮
に
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

不
登
校
の
子
ど
も
を
持
つ
保
護
者
も
ま
た
悩
み
苦
し
ん
で
い
る

こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

　

筆
者
の
恩
師
で
あ
る
故
・
國
分
康
孝
は
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

の
本
質
を
「
治
そ
う
と
す
る
な
、
分
か
ろ
う
と
せ
よ
」
と
表
現

し
た
。
他
者
を
支
援
す
る
に
は
、
相
手
を
変
え
よ
う
（
治
そ

う
）
と
す
る
前
に
、
理
解
し
よ
う
と
努
め
る
こ
と
が
不
可
欠
で

あ
る
。
不
登
校
の
児
童
生
徒
本
人
と
同
様
、
保
護
者
に
対
し
て

も
、
こ
の
姿
勢
で
接
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　

で
は
、
何
を
「
分
か
ろ
う
と
す
る
」
の
か
。
國
分
は
、「
言

葉
じ
り
を
つ
か
ま
え
る
な
、
感
情
を
つ
か
め
」
と
指
摘
し
た
。

我
々
は
、「
悲
し
い
」「
苦
し
い
」「
つ
ら
い
」
な
ど
の
感
情
を

理
解
し
て
も
ら
え
た
と
き
、
初
め
て
「
分
か
っ
て
も
ら
え
た
」

と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

　
「
分
か
ろ
う
と
す
る
」
も
う
一
つ
の
対
象
は
、
認
知
（
も
の

の
見
方
）
で
あ
る
。
人
間
は
一
人
ひ
と
り
が
異
な
っ
た
認
知
の

世
界
に
生
き
て
い
る
。
言
わ
ば
、「
頭
（
脳
）
に
サ
ン
グ
ラ
ス

を
か
け
て
い
る
」
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
人
の
言
動
の
背

景
に
あ
る
の
が
、
こ
の
サ
ン
グ
ラ
ス
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

１

２

不
登
校
支
援
に
お
け
る

　
　
　
　
学
校
・
管
理
職
の
役
割

教育法規・危機管理
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人
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
人
の
認
知
（
サ
ン

グ
ラ
ス
）
を
理
解
す
る
こ
と
が
何
よ
り
も
重
要
で
あ
る
。
し
か

し
、
サ
ン
グ
ラ
ス
を
か
け
て
い
る
こ
と
は
自
分
で
も
気
づ
い
て

い
な
い
こ
と
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
感
情
を
理
解
す
る
こ
と

よ
り
も
認
知
を
理
解
す
る
こ
と
の
方
が
難
し
い
。

　

教
育
相
談
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
学
ぶ
こ
と
で
、
感
情
だ
け

で
な
く
「
認
知
を
つ
か
む
」
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
励
み
た
い
。

　

Ｓ
Ｃ
・
Ｓ
Ｓ
Ｗ
と
の
連
携
に
当
た
っ
て
の
留
意
点

　

２
０
１
７
年
4
月
1
日
に
施
行
さ
れ
た
改
正
学
校
教
育
法
施

行
規
則
に
よ
り
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
（
Ｓ
Ｃ
）
は
「
児

童
の
心
理
に
関
す
る
支
援
に
従
事
す
る
」
こ
と
、
ス
ク
ー
ル
ソ

ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
（
Ｓ
Ｓ
Ｗ
）
は
「
児
童
の
福
祉
に
関
す
る

支
援
に
従
事
す
る
」
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
明
確
に
定
め
ら
れ

た
。
今
後
、
不
登
校
児
童
生
徒
の
支
援
に
当
た
っ
て
、
両
者
の

役
割
が
よ
り
い
っ
そ
う
重
要
と
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

Ｓ
Ｃ
や
Ｓ
Ｓ
Ｗ
に
つ
い
て
は
、
心
理
や
福
祉
の
専
門
資
格
を

有
し
て
は
い
る
が
、
必
ず
し
も
学
校
教
育
に
関
し
て
深
く
理
解

し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
管
理
職
は
、
Ｓ
Ｃ
や
Ｓ
Ｓ
Ｗ
に
対

し
て
、「
チ
ー
ム
学
校
」
の
一
員
と
し
て
学
校
教
育
に
つ
い
て

の
理
解
を
深
め
る
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
普

段
か
ら
授
業
や
教
室
で
の
子
ど
も
達
の
様
子
を
観
察
し
て
も
ら

う
ほ
か
、
授
業
公
開
の
機
会
が
あ
れ
ば
、
ぜ
ひ
Ｓ
Ｃ
や
Ｓ
Ｓ
Ｗ

に
も
参
加
を
勧
め
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
い
わ
ゆ
る
「
令
和
の
日
本
型
学
校
教
育
」
答
申

で
も
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
の
学
校
に
は
、「
居
場

所
・
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
し
て
の
福
祉
的
役
割
」
が
強
く
期

待
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、『
改
訂
生
徒
指
導
提
要
』
に
お
い
て

は
、「
生
徒
指
導
の
取
り
組
み
上
の
留
意
点
」
と
し
て
、「
児
童

の
権
利
の
理
解
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
本
年
6
月
15
日

に
成
立
し
た
「
こ
ど
も
基
本
法
」
と
も
相
ま
っ
て
、
福
祉
の
専

門
家
と
し
て
の
Ｓ
Ｓ
Ｗ
は
、
こ
れ
ら
の
流
れ
の
中
で
よ
り
重
要

な
役
割
を
担
う
こ
と
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
Ｓ
Ｓ
Ｗ
を
通
し

て
、
教
職
員
が
「
福
祉
的
な
役
割
」
や
「
子
ど
も
の
権
利
」
に

つ
い
て
理
解
を
深
め
る
機
会
を
作
り
た
い
。

　

フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
と
の
連
携
に
当
た
っ
て
の
留
意
点

　

不
登
校
児
童
生
徒
が
通
う
「
学
校
以
外
の
学
び
の
場
」
と
し

て
、
教
委
が
運
営
す
る
教
育
支
援
セ
ン
タ
ー
（
適
応
指
導
教

室
）
が
あ
る
。
一
方
、
い
わ
ゆ
る
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
に
通
う
子

ど
も
も
少
な
く
な
い
。

　

学
校
と
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
の
連
携
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な

い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
等
に
関
す
る

検
討
会
議
「
不
登
校
児
童
生
徒
に
よ
る
学
校
以
外
の
場
で
の
学

習
等
に
対
す
る
支
援
の
充
実
～
個
々
の
児
童
生
徒
の
状
況
に
応

じ
た
環
境
づ
く
り
～
」
２
０
１
７
年
2
月
）。
不
登
校
児
童
生

徒
支
援
の
目
標
は
（
必
ず
し
も
学
校
復
帰
と
は
限
ら
ず
）「
社

会
的
自
立
」
で
あ
る
こ
と
を
鑑
み
て
も
、
自
校
に
在
籍
し
て
い

る
児
童
生
徒
が
通
っ
て
い
る
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
で
あ
れ
ば
、
ま

ず
は
「
子
ど
も
の
様
子
を
見
に
行
っ
て
み
る
」
こ
と
を
連
携
の

第
一
歩
と
し
た
い
。

　

不
登
校
児
童
生
徒
の
視
点
で
学
校
教
育
の
見
直
し
を

　
「
令
和
2
年
度　

児
童
生
徒
の
問
題
行
動
・
不
登
校
等
生
徒

指
導
上
の
諸
課
題
に
関
す
る
調
査
」（
筆
者
注
：
不
登
校
を
問

題
行
動
と
し
て
い
な
い
こ
と
に
留
意
）
に
よ
れ
ば
、
２
０
２
０

年
度
に
お
け
る
小
・
中
学
校
の
不
登
校
の
要
因
は
、「
無
気

力
・
不
安
」
が
４
６
．
９
％
で
最
多
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、

「
教
職
員
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
問
題
」
は
わ
ず
か
１
．
２
％
で

あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
不
登
校
を
経
験
し
た
児
童
生
徒
を
対
象
と
し
た

「
令
和
2
年
度　

不
登
校
児
童
生
徒
の
実
態
調
査
」
に
よ
れ
ば
、

結
果
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。「
学
校
に
行
き
づ
ら
い
と

感
じ
始
め
た
き
っ
か
け
」
に
つ
い
て
、「
先
生
の
こ
と
（
先
生

と
合
わ
な
か
っ
た
、
先
生
が
怖
か
っ
た
、
体
罰
が
あ
っ
た
、
な

ど
）」
と
答
え
た
の
は
、
中
学
校
で
は
２
７
．
５
％
で
３
番
目

に
多
く
（「
身
体
の
不
調
」「
勉
強
が
分
か
ら
な
い
」
の
次
）、

小
学
校
で
は
２
９
．
７
％
で
最
も
多
い
と
い
う
結
果
で
あ
っ

た
。
残
念
な
こ
と
に
、
教
師
が
不
登
校
を
生
ん
で
い
る
の
で
あ

る
。

　
「
令
和
の
日
本
型
学
校
教
育
」
答
申
に
つ
い
て
、
奈
須
正
裕

（
上
智
大
学
教
授
）
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
個
別
最
適
な
学
び
を
含
め
、『
令
和
の
日
本
型
学
校
教
育
』」

へ
の
取
り
組
み
は
『
手
は
お
膝
、
お
口
チ
ャ
ッ
ク
』
や
『
生
徒

に
な
め
ら
れ
な
い
』
な
ど
、
抑
圧
的
な
規
律
訓
練
型
教
育
と
の

決
別
か
ら
開
始
し
た
い
。」（「
個
別
最
適
な
学
び
を
進
め
る
た

め
の
副
校
長
・
教
頭
の
役
割
」『Educasphere

』
２
０
２
２
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）

　
「
抑
圧
的
な
規
律
訓
練
型
教
育
」
が
不
登
校
の
一
因
と
は
な

っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
不
登
校
児
童
生
徒
は
、
自
分
の
身
を

挺
し
て
、
学
校
の
「
当
た
り
前
」
を
見
直
す
チ
ャ
ン
ス
を
与
え

て
く
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
学
校
が
真
の
居
場
所
に
な
る
た
め

の
変
革
を
訴
え
て
い
る
の
だ
と
考
え
た
い
。

３

４５


