
１　問題と目的

　中央教育審議会（2011）は，「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方につい

て（答申）」において，近年の「若者の社会的・職業的自立」や「学校から社会・職業への移行」

を巡る様々な問題に対して，幼稚園，小学校，中学校，高等学校，中等教育学校，特別支援学校，

大学，高等専門学校，専修学校（専門課程，高等課程）の各学校段階を通じて，組織的・体系

的にキャリア教育・職業教育を行う必要性があると述べている。

　特別支援学校高等部（知的障害）卒業者の就職率については，平成 20 年度の全国平均が

27.1％，平成 28 年度は 32.1％と年々上昇傾向にあるものの（文部科学省，2017），その割合は

高いとは言い難く，今後さらにキャリア教育・職業教育を充実させる必要がある。筆者らが在

職する宮崎県内の特別支援学校卒業者の就職率も全国と同様の傾向にあり，さらには就職希望

率が低いことからもキャリア教育の見直しや充実の必要性が指摘されている（宮崎県教育委員

会特別支援教育室，2012）。

　就職後の離職に関する問題も指摘されており，埼玉県産業労働部就業支援課（2011）は，平

成 21 年度に離職した埼玉県の障害者は 1200 名以上であり，知的障害者の離職の主な理由とし

て「労働意欲減退」や「人間関係がうまくいかない」などが挙げられると報告している。そし

て，「就労意識や職場マナーなどの一般的スキル向上の支援」や「健康管理や服薬管理などの

生活面の支援」等の離職防止・就労継続支援策が必要であると述べている。すなわち，障害者

の就職率を高め，職場定着を図るためには，早い時期からキャリア教育を計画的・継続的に行

い，就労意欲の向上やキャリア発達に関する能力やスキルの向上を図ることが必要である。

　このような社会情勢や社会の要請をふまえて，特別支援学校等におけるキャリア教育に関す
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る研究や実践がより一層推し進められるようになってきた。例えば，菊地（2011）は，ライフキャ

リアの視点から作成された「キャリア発達段階・内容表（試案）」（国立特別支援教育総合研究所，

2008）に基づいて①教育課程の分析及び改善のためのツール，②授業の分析及び改善のための

ツールを開発し，特別支援学校におけるキャリア教育の実践を行っている。また，日野・村社・

矢動丸・的野・外山・児玉・山田・信時・戸ヶ﨑（2016）は， 「知的障害のある児童生徒の『キャ

リアプランニング・マトリックス（試案）』」（国立特別支援教育総合研究所，2010）や「特別

支援学校キャリア教育ガイドブック」（宮崎県教育委員会特別支援教育室，2012）を参考に，

児童生徒のキャリア発達に関する能力やスキルを評価するための「特別支援学級におけるキャ

リア発達段階評価票」を作成している。そして，その評価票で確認した児童生徒のキャリア発

達上の課題に即して体系的なキャリア教育を実施することは，児童生徒一人ひとりのキャリア

発達に関連する能力やスキルの向上を促すのに有効であったと報告している。

　しかし，「特別支援学級におけるキャリア発達段階評価票」（日野他，2016）には，①評価で

きる発達段階が小学生から中学生程度までであるため，就労を考える時期までの連続した評価

ができないこと，②事前アセスメントの段階で評価点が最大値に達してしまう生徒もいるため，

キャリア教育の効果を適切に評価することができないこと，③項目の難度が中学生段階のもの

に偏っているため，小学生の評価が難しい下位尺度があること，④追加すべき育てたい能力や

スキルの項目があること，⑤評定方法が，「教師と一緒にできる」，「特別支援学級においてで

きる」というように状況と場面という２つの視点が混在しているため評価の妥当性に問題があ

る，といった多くの解決すべき課題がある。すなわち，キャリア教育の効果測定のために，今

後もこの評価票を用いるならば評価票の改訂は早急に行うべき重要課題であると言える。

　そこで本研究では，「特別支援学級におけるキャリア発達段階評価票」の問題点を解消し，「改

訂版特別支援学級におけるキャリア発達段階評価票」を作成するために，各下位尺度とその項

目の内容及び順序性について見直し，評価方法も妥当なものに修正する。そして，知的障害の

ある児童生徒を対象として「改訂版特別支援学級におけるキャリア発達段階評価票」を実施し，

対象児童生徒の適応行動スキルの状態との関連についての検討を通して，「改訂版特別支援学

級におけるキャリア発達段階評価票」の妥当性を検証する。

２　方法

（１）「特別支援学級におけるキャリア発達段階評価票」の見直し

　筆者である特別支援学級担当教員８名で，「特別支援学級におけるキャリア発達段階評価票」

の下位尺度と項目の内容及び順序性，評定方法について見直しを行った。

（２）見直し後の「特別支援学級におけるキャリア発達段階評価票」の検討

１）調査対象者：Ｍ県内の公立小学校特別支援学級担当教員５名，公立中学校特別支援学級

担当教員５名，知的障害特別支援学校教員 15 名，障害福祉サービス事業所 12 社，国立小学

校及び中学校の通常の学級の担任教員各学年１名（合計９名）を対象として，見直し後の「特

別支援学級におけるキャリア発達段階評価票」の下位尺度と項目の内容及び順序性，評定方

法に関する適切性に関する調査を行った。有効回答数は，公立小学校特別支援学級担当教員

３名，公立中学校特別支援学級担当教員３名，知的障害特別支援学校教員 15 名，障害福祉サー

ビス事業所 13 名，国立小学校及び中学校の通常の学級の担任教員９名，合計 43 名であった。
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２）調査内容及び調査方法：調査は，まず特定の対象児童生徒，利用者について見直し後の「特

別支援学級におけるキャリア発達段階評価票」の評定を求めた。実際に評定した後，本尺度

の下位尺度と項目の内容及び順序性，評定方法について修正すべき箇所を指定し，どのよう

な変更が必要かについて自由記述回答を求めた。

３）調査時期：公立小・中学校特別支援学級担当教員，知的障害特別支援学校教員，障害

福祉サービス事業所職員に対する調査は 2017 年３月，国立小・中学校教員に対する調査は

2017 年８月に実施した。

（３）「改訂版特別支援学級におけるキャリア発達段階評価票」の併存的妥当性の検討

１）調査対象者：国立小学校及び中学校の知的障害特別支援学級に在籍する児童８名と生徒

13 名の合計 21 名を対象者とした。

２）調査内容：

①改訂版特別支援学級におけるキャリア発達段階評価票：本研究で改訂した「特別支援学級

におけるキャリア発達段階評価票」を用いた。評定は児童の担当教員４名，生徒の担当教員

４名がそれぞれ協議して行った。

②適応行動の評価（AAIDD，2010）：American Association on Intellectual and 

Developmental Disabilities（AAIDD）は，2010 年に知的障害の定義（第 11 版）の改訂を行い，

「知的障害とは，知的機能と適応行動の双方の明らかな制約によって特徴づけられる能力障

害」と定義している。また，適応行動は，「概念化スキル」，「社会的スキル」，「実用的スキル」

という３つの適応スキルで構成されるとしている。本研究で改訂した「特別支援学級におけ

るキャリア発達段階評価票」は，児童生徒の自立と社会参加を支える能力やスキルを評価す

る尺度であることから，AAIDD（2010）で定義される適応行動が良好な状態であれば，本

尺度で評価したキャリア発達段階も高くなると考えられる。そこで，適応行動の状態を外的

基準として，本研究で改訂した「改訂版特別支援学級におけるキャリア発達段階評価票」の

併存的妥当性を検討することとした。外的基準となる適応行動については，適応行動を構成

する 20 種の適応スキルを Table1 に示すような評価点の定義にしたがって 4 段階で評定した。

　なお、適応行動の「実用的スキル」に含まれる「電話の使用」については、学校生活場面

で観察する機会がないことから、本研究では除外することにした。

３）調査時期：2017 年５月に実施した。
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複
数
の
買
い
物
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
 

単
品
の
買
い
物
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
 

単
品
の
買
い
物
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
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３　結果

（１）「特別支援学級におけるキャリア発達段階評価票」の見直し

１）評定方法について：原版の評定方法は，「教師と一緒にできる」，「特別支援学級におい

てできる」というように状況と場面という２つの視点が混在しているため評価の妥当性に問

題があった。そこで，評価の視点を統一して５段階（１：教師と一緒にできる，２：言葉か

けでできる，３：時々１人でできる，４：２回に１回程度１人でできる，５：ほぼ１人でで

きる）の評定方法に修正した。

２）下位尺度の種類について：原版の下位尺度には，「あいさつ・清潔・身だしなみ，場に

応じた言動」のように，１つの下位尺度の中に複数のスキルが混在していたため，「あいさつ」，

「清潔（身だしなみ）」，「意思表現」といったように下位尺度を細分化した。また，新たに「人

とのかかわり（性の理解）」や「安全」を追加した。

３）発達段階の設定と項目内容の見直しについて：原版は小学校段階から社会人段階までの

連続した評価ができず，生徒の中にはキャリア教育前のアセスメント時で上限に達してしま

う者もいた。そこで，評価可能な発達段階を社会人段階までに引き上ることにしげた。併せ

て項目内容と難度の見直しも行い，各下位尺度の項目数を小学校段階３項目，中学校段階３

項目，高等学校・高等部段階３項目，社会人段階１項目の合計 10 項目にした。ただし，10

段階までの項目設定をすることが適切ではないと判断される下位尺度については，下位尺度

の内容に即して 10 段階の項目設定をせず，適切と判断される段階設定にした。

（２）見直し後の「特別支援学級におけるキャリア発達段階評価票」の検討

１）評定方法の検討：調査の結果，見直し後の尺度の評定方法に対して，「「３：時々１人で

できる」と「４：２回に１回程度の割合で１人でできる」の違いが分かりにくい」といった

意見が挙がったことから，「１：援助者と一緒にできる」，「２：言葉かけでできる」，「３：

20％程度の割合で１人でできる」，「４：50％程度の割合で１人でできる」, 「５：80％程度以

上１人でできる」の５段階に変更した。

２）発達段階の設定の検討：見直し後の尺度では，小学校段階から社会人段階までの発達段

階を 4 段階に区分していたが，調査の結果，「区分する必要はない」という意見が挙がった

ことから，区分しないことにし，10 段階の難度のみ残すこととした。

３）項目内容と順序性の検討：調査の結果，「意味が分かりにくい」，「社会人に対しては，

教師という表現は適さない」という指摘があった。そういった指摘のあった項目については，

表現の変更を行い，「難度の違いが分かりにくい」，「項目の順序に疑問がある」といった指

摘があった項目については，各項目の難度の違いが明確になるように表現を修正したり，不

要な項目を削除したり，項目の順序の見直しを行ったりした。以上の見直しによって，102

項目の表現を修正し，24 項目を削除し，67 項目の順序を変更して合計 267 項目の尺度に再

編した。そして，Table ２に示すように，「人間関係形成 ･ 社会形成能力」領域は８下位尺

度合計 70 項目，「自己理解・自己管理能力」領域は２下位尺度合計 20 項目，「課題対応能力」

領域は３下位尺度合計 26 項目，「キャリアプランニング能力」領域は 20 下位尺度合計 151

項目，合計４領域 33 下位尺度 267 項目からなる「改訂版特別支援学級におけるキャリア発
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Ta
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改
訂
版
特
別
支
援
学
級
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
段
階
評
価
票
の
項
目
 

 

 
 

領
域

下
位
尺
度

人
と
の
か
か
わ
り
（
反
応
）

人
と
の
か
か
わ
り
（
他
者
理
解
）
人
と
の
か
か
わ
り
（
性
の
理
解
）

集
団
参
加
・
協
力
・
共
同

意
思
表
現

感
謝

謝
罪

あ
い
さ
つ

人
と
の
か
か
わ
り

（
自
己
理
解
）

ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

目
標
設
定
・
実
行

選
択
・
実
行

ふ
り
か
え
り

1
名
前
を
呼
ん
で
い
る
人
の
方
を

見
る
こ
と
が
で
き
る

他
者
と
身
体
接
触
を
し
た
り
他

者
の
真
似
を
し
た
り
で
き
る

性
で
区
別
さ
れ
て
い
る
場
所
を

判
断
し
て
使
う
こ
と
が
で
き
る

相
手
の
顔
を
見
た
り
，
身
体
接

触
を
し
て
か
か
わ
っ
た
り
し
な
が

ら
，
集
団
の
中
で
過
ご
す
こ
と
が

で
き
る

「
は
い
」
「
で
き
る
」
「
分
か
る
」
等

の
意
思
表
示
が
で
き
る

「
あ
り
が
と
う
」
と
い
う
言
葉
を
使
う

こ
と
が
で
き
る

「
ご
め
ん
な
さ
い
」
と
い
う
言
葉
を

使
う
こ
と
が
で
き
る

「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」
「
さ
よ
う

な
ら
」
を
言
う
こ
と
が
で
き
る

自
分
の
名
前
を
伝
え
る
こ
と
が

で
き
る

い
ろ
い
ろ
な
気
持
ち
と
表
情
を

マ
ッ
チ
ン
グ
す
る
こ
と
が
で
き
る

１
時
間
の
授
業
の
め
あ
て
を
意

識
し
，
活
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
２
択
よ
り
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る

自
分
の
活
動
を
ふ
り
か
え
る
こ
と

が
で
き
る

2
名
前
を
呼
ば
れ
て
返
事
を
す
る

こ
と
が
で
き
る

他
者
を
誘
う
こ
と
が
で
き
る

人
前
で
パ
ン
ツ
を
見
せ
た
り
脱

い
だ
り
せ
ず
に
，
過
ご
す
こ
と
が

で
き
る

相
手
の
真
似
を
し
た
り
，
手

伝
っ
て
も
ら
っ
た
り
し
な
が
ら
，

友
達
と
一
緒
に
活
動
す
る
こ
と

が
で
き
る

「
い
い
え
」
「
で
き
な
い
」
「
分
か
ら

な
い
」
等
の
意
思
表
示
が
で
き

る

「
あ
り
が
と
う
」
の
気
持
ち
を
表
す

こ
と
が
で
き
る

「
ご
め
ん
な
さ
い
」
の
気
持
ち
を

表
す
こ
と
が
で
き
る

身
近
な
人
に
あ
い
さ
つ
を
す
る

こ
と
が
で
き
る

自
分
の
学
校
、
学
年
を
伝
え
る

こ
と
が
で
き
る

自
分
の
気
持
ち
を
絵
カ
ー
ド
で

伝
え
る
こ
と
が
で
き
る

身
近
な
目
標
を
立
て
る
こ
と
が

で
き
る

い
く
つ
か
（
３
～
５
）
の
選
択
肢
よ

り
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る

目
標
に
対
し
て
「
で
き
た
」
「
で
き

な
か
っ
た
」
と
ふ
り
か
え
る
こ
と
が

で
き
る

3
名
前
を
呼
ば
れ
て
「
は
い
」
と
返

事
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

他
者
の
よ
さ
に
気
付
く
こ
と
が
で

き
る

男
女
の
違
い
に
気
付
き
，
一
緒

に
活
動
す
る
こ
と
が
で
き
る

相
手
の
か
か
わ
り
を
受
け
入
れ

て
一
緒
に
活
動
す
る
こ
と
が
で

き
る

「
終
わ
り
ま
し
た
」
等
の
終
了
の

意
思
表
示
が
で
き
る

そ
の
場
で
す
ぐ
に
「
あ
り
が
と
う
」

の
気
持
ち
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き

る

そ
の
場
で
す
ぐ
に
「
ご
め
ん
な
さ

い
」
の
気
持
ち
を
伝
え
る
こ
と
が

で
き
る

だ
れ
に
で
も
あ
い
さ
つ
を
す
る
こ

と
が
で
き
る

自
分
の
生
年
月
日
を
伝
え
る
こ

と
が
で
き
る

自
分
の
気
持
ち
を
言
葉
で
伝
え

る
こ
と
が
で
き
る

身
近
な
目
標
に
向
け
て
取
組

む
こ
と
が
で
き
る

た
く
さ
ん
（
６
以
上
）
の
選
択
肢

よ
り
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
（
１
～
３

好
き
な
も
の
を
選
ぶ
）

目
標
に
対
し
て
「
で
き
た
」
「
も
う

少
し
」
の
自
己
評
価
を
す
る
こ
と

が
で
き
る

4
説
明
や
指
示
を
し
て
い
る
人
の

方
を
見
る
こ
と
が
で
き
る

他
者
の
苦
手
な
こ
と
に
気
付
く

こ
と
が
で
き
る

異
性
と
適
切
な
距
離
を
保
ち
，

一
緒
に
活
動
す
る
こ
と
が
で
き

る

他
者
と
協
力
し
て
活
動
す
る
こ

と
が
で
き
る

「
助
け
て
く
だ
さ
い
」
「
手
伝
っ
て

く
だ
さ
い
」
等
の
意
思
表
示
が

で
き
る

「
あ
り
が
と
う
」
の
気
持
ち
を
言
葉

で
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る

「
ご
め
ん
な
さ
い
」
の
気
持
ち
を

言
葉
で
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る

時
間
帯
に
応
じ
た
あ
い
さ
つ
を

す
る
こ
と
が
で
き
る

保
護
者
の
名
前
を
伝
え
る
こ
と

が
で
き
る

ど
う
し
た
ら
よ
い
か
他
者
の
意
見

を
聞
く
こ
と
が
で
き
る

達
成
可
能
で
身
近
な
目
標
を

立
て
る
こ
と
が
で
き
る

自
分
が
や
り
た
い
こ
と
を
選
択

す
る
こ
と
が
で
き
る

「
で
き
た
」
と
い
う
自
己
評
価
の

理
由
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る

5
説
明
や
指
示
の
後
に
，
「
は
い
」

と
返
事
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

他
者
を
手
伝
う
こ
と
が
で
き
る

二
次
性
徴
に
よ
る
体
の
変
化
を

知
り
､適
切
な
行
動
を
と
る
こ
と

が
で
き
る

相
手
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
聞
い
て
，

周
囲
の
人
と
か
か
わ
っ
て
活
動

す
る
こ
と
が
で
き
る

困
難
さ
を
取
り
除
く
た
め
に
，
自

分
の
感
情
を
伝
え
る
こ
と
が
で

き
る

場
に
応
じ
て
「
あ
り
が
と
う
」
等
の

気
持
ち
を
表
す
こ
と
が
で
き
る

場
に
応
じ
て
「
ご
め
ん
な
さ
い
」

等
の
気
持
ち
を
表
す
こ
と
が
で

き
る

適
切
な
声
量
で
あ
い
さ
つ
を
す

る
こ
と
が
で
き
る

公
共
施
設
や
店
等
自
宅
近
く
の

目
印
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る

他
の
こ
と
を
行
う
こ
と
で
ス
ト
レ
ス

を
和
ら
げ
る
こ
と
が
で
き
る

身
近
な
目
標
に
向
け
，
取
組
方

法
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る

自
分
が
や
り
た
い
こ
と
を
選
択

し
，
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る

「
も
う
少
し
」
と
い
う
自
己
評
価
の

理
由
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る

6
説
明
や
指
示
の
後
に
，
「
わ
か
り

ま
し
た
」
と
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る

困
っ
た
り
落
ち
込
ん
だ
り
泣
い

た
り
し
て
い
る
友
達
に
気
付
く
こ

と
が
で
き
る

妊
娠
の
仕
組
み
を
知
り
､説
明

す
る
こ
と
が
で
き
る

自
分
の
役
割
を
理
解
し
，
協
力

し
て
活
動
す
る
こ
と
が
で
き
る

困
難
さ
を
取
り
除
く
た
め
に
，
自

分
の
感
情
を
伝
え
た
り
，
説
明

し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る

場
に
応
じ
て
「
あ
り
が
と
う
」
等
の

気
持
ち
を
言
葉
で
伝
え
る
こ
と

が
で
き
る

場
に
応
じ
て
「
ご
め
ん
な
さ
い
」

等
の
気
持
ち
を
言
葉
で
伝
え
る

こ
と
が
で
き
る

相
手
の
方
を
見
て
あ
い
さ
つ
を

す
る
こ
と
が
で
き
る

自
宅
の
地
区
名
を
伝
え
る
こ
と

が
で
き
る

い
く
つ
か
の
リ
ラ
ッ
ク
ス
の
方
法

を
知
り
，
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る

身
近
な
目
標
に
向
け
て
計
画
を

立
て
る
こ
と
が
で
き
る
（
学
校
行

事
な
ど
）

自
分
が
よ
い
と
思
う
こ
と
を
選
択

す
る
こ
と
が
で
き
る

「
で
き
た
」
「
も
う
少
し
」
の
自
己

評
価
を
客
観
的
に
で
き
る

7

説
明
や
指
示
の
後
に
，
分
か
ら

な
か
っ
た
際
に
「
も
う
一
度
お
願

い
し
ま
す
」
と
伝
え
る
こ
と
が
で
き

る

困
っ
た
り
落
ち
込
ん
だ
り
泣
い

た
り
し
て
い
る
友
達
に
「
ど
う
し
た

の
」
「
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
」
と
言
葉
を

か
け
る
こ
と
が
で
き
る

性
被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
の
適

切
な
行
動
の
仕
方
を
説
明
す
る

こ
と
が
で
き
る

集
団
の
一
員
と
し
て
の
役
割
を

理
解
し
，
協
力
し
て
活
動
す
る

こ
と
が
で
き
る

必
要
に
応
じ
て
相
談
す
る
こ
と

が
で
き
る

場
に
応
じ
て
「
あ
り
が
と
う
」
等
の

気
持
ち
を
相
手
に
分
か
る
よ
う

に
言
葉
で
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る

場
に
応
じ
て
「
ご
め
ん
な
さ
い
」

等
の
気
持
ち
を
相
手
に
伝
わ
る

よ
う
に
言
葉
で
伝
え
る
こ
と
が
で

き
る

相
手
の
目
を
見
て
あ
い
さ
つ
や

応
答
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

自
宅
等
の
電
話
番
号
を
伝
え
る

こ
と
が
で
き
る

自
分
に
合
っ
た
リ
ラ
ッ
ク
ス
の
方

法
で
気
持
ち
を
落
ち
着
か
せ
る

こ
と
が
で
き
る

目
標
に
向
け
た
計
画
に
沿
っ
て

行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
将
来

の
目
標
）

自
分
が
よ
い
と
思
う
こ
と
を
選
択

し
，
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る

「
も
う
少
し
」
と
い
う
自
己
評
価
の

理
由
か
ら
改
善
点
を
伝
え
る
こ

と
が
で
き
る

8
説
明
や
指
示
の
後
に
，
言
わ
れ

た
こ
と
を
復
唱
す
る
等
し
て
伝
え

る
こ
と
が
で
き
る

困
っ
た
り
落
ち
込
ん
だ
り
泣
い

た
り
し
て
い
る
友
達
に
適
切
な

言
葉
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
る

性
行
動
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
す
る

こ
と
が
で
き
る

自
分
の
考
え
を
提
案
し
な
が

ら
，
他
者
と
か
か
わ
っ
て
活
動

す
る
こ
と
が
で
き
る

相
手
の
意
見
を
聞
い
て
，
自
分

の
意
見
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
場
に
応
じ
て
様
々
な
感
謝
を
伝

え
る
表
現
が
で
き
る

場
に
応
じ
て
様
々
な
謝
罪
を
伝

え
る
表
現
が
で
き
る

場
に
応
じ
た
あ
い
さ
つ
を
す
る
こ

と
が
で
き
る

自
宅
の
住
所
を
伝
え
る
こ
と
が

で
き
る

ス
ト
レ
ス
の
原
因
を
考
え
，
伝
え

る
こ
と
が
で
き
る

目
標
に
向
け
て
適
切
な
計
画
を

立
て
る
こ
と
が
で
き
る

活
動
の
中
で
集
団
に
と
っ
て
よ

り
よ
い
選
択
を
す
る
こ
と
が
で
き

る

自
己
評
価
を
次
の
活
動
に
生

か
す
こ
と
が
で
き
る

9
説
明
や
指
示
の
後
に
適
切
な

返
事
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

困
っ
た
り
落
ち
込
ん
だ
り
泣
い

た
り
し
て
い
る
友
達
に
言
葉
を

か
け
た
り
，
そ
っ
と
寄
り
添
っ
た
り

す
る
こ
と
が
で
き
る

避
妊
や
性
感
染
症
に
つ
い
て

説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る

リ
ー
ダ
ー
と
そ
れ
を
支
え
る
人
の

立
場
を
理
解
し
，
チ
ー
ム
を
組

ん
で
活
動
す
る
こ
と
が
で
き
る

集
団
の
中
で
意
見
を
聞
い
て
，

自
分
の
意
見
を
伝
え
る
こ
と
が

で
き
る

適
切
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
様
々
な

感
謝
を
伝
え
る
表
現
が
で
き
る

適
切
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
様
々
な

謝
罪
を
伝
え
る
表
現
が
で
き
る

場
に
応
じ
た
応
答
を
す
る
こ
と

が
で
き
る

必
要
に
応
じ
て
自
分
の
属
性

（
名
前
・
性
別
・
住
所
・
電
話
番

号
・
生
年
月
日
等
）
を
伝
え
る
こ

と
が
で
き
る

ス
ト
レ
ス
の
原
因
を
考
え
，
行
動

の
改
善
を
試
み
る
こ
と
が
で
き
る
目
標
に
向
け
て
適
切
な
計
画
を

立
て
，
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る

活
動
の
中
で
集
団
に
と
っ
て
よ

り
よ
い
選
択
を
す
る
こ
と
が
で

き
，
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る

他
者
評
価
を
参
考
に
，
自
己
評

価
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

1
0

二
つ
以
上
の
説
明
や
指
示
に

反
応
す
る
こ
と
が
で
き
る

相
手
の
気
持
ち
を
汲
み
取
り
な

が
ら
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る

異
性
を
理
解
し
て
，
思
い
や
る

行
動
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

リ
ー
ダ
ー
と
そ
れ
を
支
え
る
人
の

立
場
を
理
解
し
，
チ
ー
ム
を
組

ん
で
互
い
に
支
え
合
い
な
が
ら

仕
事
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

時
と
場
に
応
じ
て
適
切
な
言
葉

や
態
度
で
対
応
す
る
こ
と
が
で

き
る

適
切
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
，
相
手
に

分
か
る
よ
う
に
，
様
々
な
感
謝
を

伝
え
る
表
現
が
で
き
る

適
切
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
，
相
手
に

分
か
る
よ
う
に
，
様
々
な
謝
罪
を

伝
え
る
表
現
が
で
き
る

場
に
応
じ
た
適
切
な
あ
い
さ
つ

や
応
答
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

事
業
所
，
職
場
等
の
新
し
い
自

分
の
属
性
に
つ
い
て
伝
え
る
こ

と
が
で
き
る

ス
ト
レ
ス
の
原
因
を
考
え
，
行
動

の
改
善
を
周
り
の
人
と
一
緒
に

行
う
こ
と
が
で
き
る

達
成
し
た
目
標
を
生
か
し
て
，

新
し
い
目
標
を
設
定
で
き
る

新
し
い
課
題
に
出
会
っ
た
と
き

に
，
所
属
す
る
集
団
に
と
っ
て
よ

り
よ
い
選
択
を
す
る
こ
と
が
で

き
，
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る

客
観
的
な
自
己
評
価
を
次
の

活
動
に
生
か
す
こ
と
が
で
き
る

人
間
関
係
形
成
・
社
会
形
成
能
力

課
題
対
応
能
力

自
己
理
解
・
自
己
管
理
能
力
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Ta
bl
e２

 
改
訂
版
特
別
支
援
学
級
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
段
階
評
価
票
の
項
目
（
続
き
）
 

 

 

領
域

下
位
尺
度

様
々
な
情
報
へ
の
関
心

社
会
の
き
ま
り

金
銭
の
扱
い

役
割
の
理
解
と
分
担

習
慣
形
成
（
日
課
・
予
定
）

習
慣
形
成
（
食
事
の
マ
ナ
ー
）

習
慣
形
成
（
用
便
）

習
慣
形
成
（
身
の
回
り
の
整

頓
）

習
慣
形
成
（
健
康
管
理
）

安
全

1
相
手
の
方
を
見
て
話
を
聞
く
こ

と
が
で
き
る

相
手
と
の
約
束
を
守
る
こ
と
が

で
き
る

お
金
の
受
け
渡
し
を
す
る
こ
と

が
で
き
る

頼
ま
れ
た
こ
と
を
す
る
こ
と
が
で

き
る

一
日
の
お
お
よ
そ
の
予
定
を
伝

え
る
こ
と
が
で
き
る

箸
や
ス
プ
ー
ン
を
使
っ
て
食
べ

る
こ
と
が
で
き
る

尿
意
，
便
意
，
粗
相
等
を
告
げ

る
こ
と
が
で
き
る

自
分
の
持
ち
物
と
人
の
持
ち
物

を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る

体
調
が
悪
い
こ
と
や
け
が
を
し

た
こ
と
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
る

物
を
む
や
み
に
口
に
入
れ
た

り
、
触
っ
た
り
し
な
い

2
相
手
の
話
を
最
後
ま
で
聞
く
こ

と
が
で
き
る

学
校
や
公
共
施
設
の
き
ま
り
を

伝
え
る
こ
と
が
で
き
る

お
金
を
財
布
か
ら
取
り
出
す
こ

と
が
で
き
る

自
分
の
分
担
さ
れ
た
仕
事
を
す

る
こ
と
が
で
き
る

一
日
の
大
ま
か
な
見
通
し
を

も
っ
て
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
ぼ
さ
な
い
で
食
べ
る
こ
と
が
で

き
る

用
便
後
に
ふ
い
た
り
、
流
し
た
り

す
る
こ
と
が
で
き
る

自
分
の
持
ち
物
の
置
き
場
所
を

示
す
こ
と
が
で
き
る

体
調
が
悪
い
こ
と
や
け
が
を
し

た
こ
と
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る

安
全
な
場
所
か
危
険
な
場
所

か
を
判
断
し
，
伝
え
る
こ
と
が
で

き
る

3
相
手
の
話
を
聞
い
て
，
お
お
ま

か
な
内
容
を
復
唱
す
る
こ
と
が

で
き
る

学
校
や
公
共
施
設
の
き
ま
り
に

従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
お
つ
り
や
レ
シ
ー
ト
を
財
布
に

収
納
す
る
こ
と
が
で
き
る

分
担
さ
れ
た
仕
事
を
責
任
も
っ

て
す
る
こ
と
が
で
き
る

日
付
や
曜
日
を
伝
え
る
こ
と
が

で
き
る

食
後
に
口
周
り
を
き
れ
い
に
す

る
こ
と
が
で
き
る

人
前
で
は
パ
ン
ツ
を
下
げ
ず
、

個
室
で
は
鍵
を
か
け
排
泄
を
す

る
こ
と
が
で
き
る

自
分
の
持
ち
物
を
置
き
場
所
に

置
く
こ
と
が
で
き
る

体
調
が
悪
い
時
や
け
が
を
し
た

こ
と
を
言
葉
で
伝
え
る
こ
と
が
で

き
る

道
路
に
飛
び
出
し
た
り
、
廊
下

を
走
っ
た
り
し
な
い

4
相
手
の
話
を
聞
い
て
分
か
ら
な

い
こ
と
を
質
問
す
る
こ
と
が
で
き

る

学
校
の
き
ま
り
を
守
る
こ
と
が
で

き
る

予
算
内
で
一
つ
の
物
を
買
う
こ

と
が
で
き
る

分
担
さ
れ
た
仕
事
を
継
続
的
に

責
任
も
っ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
定
期
的
な
当
番
活
動
を
行
う
こ

と
が
で
き
る

食
事
中
に
口
周
り
の
汚
れ
を
ふ

く
こ
と
が
で
き
る

決
ま
っ
た
時
刻
に
ト
イ
レ
に
行
く

こ
と
が
で
き
る

自
分
の
持
ち
物
を
机
や
ロ
ッ

カ
ー
に
整
理
し
て
置
く
こ
と
が
で

き
る

体
調
の
悪
さ
や
け
が
の
程
度
を

言
葉
で
適
切
に
伝
え
る
こ
と
が

で
き
る

危
険
な
場
所
に
近
付
か
な
い

で
活
動
す
る
こ
と
が
で
き
る

5
得
た
情
報
を
記
録
す
る
こ
と
が

で
き
る
（
放
送
，
朝
の
会
，
朝
会

な
ど
）

公
共
施
設
の
き
ま
り
を
守
る
こ
と

が
で
き
る

予
算
内
で
二
つ
以
上
の
物
を

買
う
こ
と
が
で
き
る

係
活
動
や
作
業
学
習
で
自
分

の
役
割
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し

実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る

一
週
間
程
度
の
予
定
が
分
か

り
，
見
通
し
を
も
っ
て
行
動
す
る

こ
と
が
で
き
る

口
周
り
を
汚
さ
ず
に
食
べ
る
こ
と

が
で
き
る

出
か
け
る
時
や
活
動
の
前
に
ト

イ
レ
に
行
く
こ
と
が
で
き
る

自
分
の
持
ち
物
を
か
ば
ん
に
し

ま
う
こ
と
が
で
き
る

体
調
が
悪
い
時
や
け
が
を
し
た

時
に
処
置
を
受
け
入
れ
る
こ
と

が
で
き
る

安
全
に
気
を
付
け
て
遊
具
で

遊
ん
だ
り
，
用
具
等
を
使
っ
た
り

す
る
こ
と
が
で
き
る

6
指
示
や
説
明
を
正
し
く
聞
き
取

る
こ
と
が
で
き
る

日
常
生
活
の
き
ま
り
を
守
る
こ
と

が
で
き
る

販
売
活
動
を
通
し
て
，
商
品
と

金
銭
の
や
り
取
り
を
す
る
こ
と
が

で
き
る

係
活
動
や
作
業
学
習
で
自
分

の
役
割
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し

継
続
的
に
実
行
す
る
こ
と
が
で

き
る

一
日
の
見
通
し
を
も
ち
，
道
具

や
場
所
を
確
認
し
て
活
動
す
る

こ
と
が
で
き
る

食
事
作
法
を
守
る
こ
と
が
で
き

る
必
要
に
応
じ
て
ト
イ
レ
に
行
く
こ

と
が
で
き
る

自
分
の
持
ち
物
を
整
理
し
て
か

ば
ん
に
し
ま
う
こ
と
が
で
き
る

与
え
ら
れ
た
薬
を
決
め
ら
れ
た

量
、
時
間
に
飲
む
こ
と
が
で
き

る

周
囲
の
安
全
に
気
を
付
け
て

遊
具
で
遊
ん
だ
り
，
用
具
等
を

使
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る

7
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
等
で
情
報
を
得

る
こ
と
が
で
き
る

社
会
の
き
ま
り
を
守
る
こ
と
が
で

き
る

予
算
を
立
て
て
買
い
物
を
す
る

こ
と
が
で
き
る

「
働
く
こ
と
」
を
意
識
し
，
興
味
・

関
心
を
も
っ
て
職
場
体
験
学
習

等
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る

カ
レ
ン
ダ
ー
や
予
定
表
を
見
て

学
校
行
事
や
家
庭
の
予
定
等

を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る

使
用
し
た
道
具
を
返
す
こ
と
が

で
き
る

休
養
を
と
り
体
調
を
整
え
る
こ
と

が
で
き
る

周
囲
の
安
全
に
気
を
付
け
て
，

道
具
を
使
う
こ
と
が
で
き
る

8
本
･イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
新
聞
・
広

告
で
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る

予
算
を
立
て
て
計
画
的
に
買

い
物
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

課
題
意
識
を
も
っ
て
職
場
体
験

学
習
等
に
主
体
的
に
取
り
組
む

こ
と
が
で
き
る

カ
レ
ン
ダ
ー
や
予
定
表
を
見
て

学
校
行
事
や
家
庭
の
予
定
等

に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
が
で

き
る

使
用
し
た
道
具
を
正
し
い
場
所

に
片
付
け
る
こ
と
が
で
き
る

休
養
や
食
事
を
大
切
に
し
た
生

活
が
で
き
る

普
段
利
用
し
て
い
る
施
設
内
に

お
い
て
，
危
険
な
状
況
を
予
測

し
て
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る

9
様
々
な
情
報
手
段
か
ら
，
必
要

に
応
じ
て
情
報
を
得
る
こ
と
が

で
き
る

収
支
の
記
録
を
つ
け
る
こ
と
が

で
き
る

自
分
か
ら
課
題
を
見
つ
け
て
作

業
内
容
や
手
順
を
工
夫
し
て
取

り
組
む
こ
と
が
で
き
る

必
要
な
情
報
を
自
分
か
ら
選
ん

で
一
週
間
の
予
定
を
カ
レ
ン

ダ
ー
や
予
定
表
に
記
す
こ
と
が

で
き
る

道
具
や
機
械
や
材
料
の
整
頓

を
す
る
こ
と
が
で
き
る

休
養
や
食
事
，
運
動
を
大
切
に

し
た
生
活
が
で
き
る

普
段
利
用
し
て
い
る
施
設
外
に

お
い
て
危
険
な
状
況
を
予
測
し

て
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る

1
0

得
た
情
報
を
適
切
に
取
捨
選

択
す
る
こ
と
が
で
き
る

収
入
の
範
囲
内
で
お
金
や
各

種
カ
ー
ド
を
利
用
し
て
生
活
す

る
こ
と
が
で
き
る

仕
事
に
や
り
が
い
を
感
じ
な
が

ら
仕
事
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
る

一
週
間
の
予
定
を
カ
レ
ン
ダ
ー

や
予
定
表
に
記
し
，
予
定
に

従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る

工
夫
し
て
身
の
回
り
の
整
頓
を

す
る
こ
と
が
で
き
る

自
分
の
体
調
に
関
心
を
も
ち
、

健
康
的
な
生
活
を
送
る
こ
と
が

で
き
る

初
め
て
訪
れ
た
場
所
に
お
い

て
も
危
険
な
状
況
を
予
測
し
て

行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る

キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
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Ta
bl
e２

 
改
訂
版
特
別
支
援
学
級
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
発
達
段
階
評
価
票
の
項
目
（
続
き
）
 

 

領
域

下
位
尺
度

清
潔
（
ハ
ン
カ
チ
）

清
潔
（
テ
ィ
ッ
シ
ュ
）

清
潔
（
手
洗
い
）

清
潔
（
う
が
い
）

清
潔
（
洗
面
）

清
潔
（
身
だ
し
な
み
）

清
潔
（
清
掃
）

清
潔
（
歯
科
衛
生
）

仕
事
に
関
す
る
夢
や
希
望

生
き
が
い
・
や
り
が
い
（
余
暇
）

1
ハ
ン
カ
チ
を
携
帯
し
て
い
る

テ
ィ
ッ
シ
ュ
を
使
っ
て
汚
れ
を
拭

き
取
ろ
う
と
す
る
こ
と
が
で
き
る

水
で
手
を
濡
ら
し
て
手
洗
い
を

す
る
こ
と
が
で
き
る

口
に
水
を
ふ
く
ん
で
出
す
こ
と

が
で
き
る

顔
に
水
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
衣
服
の
着
脱
が
で
き
る

ご
み
を
ご
み
箱
に
捨
て
る
こ
と

が
で
き
る

歯
ブ
ラ
シ
を
口
に
入
れ
る
こ
と

が
で
き
る

様
々
な
活
動
を
行
い
，
好
き
な

こ
と
や
好
き
な
も
の
を
見
付
け
る

こ
と
が
で
き
る

楽
し
ん
で
活
動
す
る
こ
と
が
で

き
る

2
ハ
ン
カ
チ
を
使
っ
て
手
を
ふ
く

こ
と
が
で
き
る

テ
ィ
ッ
シ
ュ
を
使
っ
て
汚
れ
を
き

れ
い
に
拭
き
取
る
こ
と
が
で
き
る
石
鹸
を
使
っ
て
手
洗
い
を
す
る

こ
と
が
で
き
る

ぶ
く
ぶ
く
う
が
い
を
す
る
こ
と
が

で
き
る

洗
面
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

衣
服
の
裏
・
表
や
前
・
後
ろ
に

気
を
付
け
て
身
だ
し
な
み
を
整

え
る
こ
と
が
で
き
る

雑
巾
を
洗
い
，
拭
く
こ
と
が
で
き

る
歯
ブ
ラ
シ
を
使
っ
て
ブ
ラ
ッ
シ
ン

グ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

様
々
な
活
動
を
体
験
し
，
自
分

が
し
た
い
こ
と
を
選
ぶ
こ
と
が
で

き
る

意
欲
的
に
活
動
す
る
こ
と
が
で

き
る

3
使
用
し
た
ハ
ン
カ
チ
を
ポ
ケ
ッ
ト

に
た
た
ん
で
収
納
す
る
こ
と
が

で
き
る

テ
ィ
ッ
シ
ュ
を
必
要
に
応
じ
て
使

う
こ
と
が
で
き
る

洗
い
残
し
が
な
い
よ
う
に
手
洗

い
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

が
ら
が
ら
う
が
い
を
す
る
こ
と
が

で
き
る

鏡
を
見
て
汚
れ
て
い
る
箇
所
が

な
い
か
を
確
認
し
て
洗
面
す
る

こ
と
が
で
き
る

衣
服
の
襟
元
，
す
そ
を
整
え
る

こ
と
が
で
き
る

ほ
う
き
で
ご
み
を
集
め
る
こ
と
が

で
き
る

歯
ブ
ラ
シ
を
使
っ
て
口
腔
内
の

大
体
の
部
分
を
ブ
ラ
ッ
シ
ン
グ

す
る
こ
と
が
で
き
る

あ
こ
が
れ
の
職
業
を
も
つ
こ
と

が
で
き
る

最
後
ま
で
取
り
組
む
こ
と
が
で

き
る

4
袖
口
の
ボ
タ
ン
・
ス
ナ
ッ
プ
を
留

め
る
こ
と
が
こ
と
が
で
き
る

雑
巾
や
モ
ッ
プ
、
ほ
う
き
を
使
っ

て
，
指
定
さ
れ
た
場
所
を
清
掃

す
る
こ
と
が
で
き
る

歯
ブ
ラ
シ
を
使
っ
て
口
腔
内
全

体
を
ブ
ラ
ッ
シ
ン
グ
す
る
こ
と
が

で
き
る

調
べ
学
習
や
見
学
、
体
験
を
と

お
し
て
、
や
っ
て
み
た
い
職
業

を
い
く
つ
か
伝
え
る
こ
と
が
で
き

る

様
々
な
活
動
の
中
か
ら
好
き
な

活
動
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る

5
着
衣
後
に
鏡
で
確
認
し
て
，
衣

服
を
整
え
る
こ
と
が
で
き
る

清
掃
の
手
順
に
沿
っ
て
担
当

場
所
を
清
掃
す
る
こ
と
が
で
き

る

歯
ブ
ラ
シ
を
使
っ
て
口
腔
内
全

体
を
３
分
間
ブ
ラ
ッ
シ
ン
グ
す
る

こ
と
が
で
き
る

見
学
や
体
験
学
習
を
と
お
し

て
、
将
来
の
夢
を
伝
え
る
こ
と
が

で
き
る

好
き
な
活
動
を
伝
え
る
こ
と
が

で
き
る

6
寝
癖
や
髪
の
乱
れ
を
整
え
る
こ

と
が
で
き
る

雑
巾
を
使
っ
て
拭
き
残
し
が
な

い
よ
う
に
、
清
掃
す
る
こ
と
が
で

き
る

食
後
に
必
ず
歯
ブ
ラ
シ
を
使
っ

て
口
腔
内
全
体
を
３
分
間
ブ

ラ
ッ
シ
ン
グ
す
る
こ
と
が
で
き
る

自
分
の
得
意
な
こ
と
，
不
得
意

な
こ
と
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る

好
き
な
活
動
に
意
欲
を
も
っ
て

取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る

7
季
節
に
応
じ
た
服
装
に
つ
い
て

説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る

ほ
う
き
を
使
っ
て
、
掃
き
残
し
が

な
い
よ
う
に
清
掃
す
る
こ
と
が
で

き
る

学
校
卒
業
後
の
将
来
を
見
据

え
（
そ
れ
に
つ
な
が
る
）
中
学
校

卒
業
後
の
進
路
を
決
定
で
き
る

好
き
な
活
動
を
き
っ
か
け
に
活

動
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
広
げ
る
こ

と
が
で
き
る

8
季
節
に
応
じ
た
服
装
を
す
る
こ

と
が
で
き
る

落
ち
て
い
る
ご
み
に
気
付
き
、

拾
っ
て
ご
み
箱
に
捨
て
る
こ
と

が
で
き
る

自
分
の
得
意
な
こ
と
を
ふ
ま
え

て
将
来
就
き
た
い
仕
事
を
伝
え

る
こ
と
が
で
き
る

様
々
な
活
動
の
中
か
ら
自
分
に

合
っ
た
余
暇
活
動
を
選
ぶ
こ
と

が
で
き
る

9
場
に
応
じ
た
服
装
に
つ
い
て
説

明
す
る
こ
と
が
で
き
る

用
途
に
応
じ
て
清
掃
用
具
を
使

う
こ
と
が
で
き
る

学
校
卒
業
後
の
将
来
を
見
据

え
（
そ
れ
に
つ
な
が
る
）
高
等
部

卒
業
後
の
進
路
を
決
定
す
る
こ

と
が
で
き
る

余
暇
の
計
画
を
立
て
る
こ
と
が

で
き
る

1
0

場
に
応
じ
た
服
装
を
す
る
こ
と

が
で
き
る

汚
れ
に
気
付
き
，
掃
除
が
で
き

る

仕
事
の
内
容
や
立
場
に
応
じ

て
自
分
で
工
夫
し
て
仕
事
を
す

る
こ
と
が
で
き
る

計
画
的
に
余
暇
を
楽
し
む
こ
と

が
で
き
る

キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
能
力
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達段階評価票」が作成された。

（３）「改訂版特別支援学級におけるキャリア発達段階評価票」の併存的妥当性の検討

１）適応行動と「改訂版特別支援学級におけるキャリア発達段階評価票」の領域得点の関

連：調査対象者の適応行動の平均点と標準偏差に基づいて高群 7 名（平均点＋ 0.5SD 以上），

中群４名（平均± 0.5SD），低群 10 名（平均点－ 0.5SD 以下）の３群を構成し，適応行動レ

ベルを独立変数，「改訂版特別支援学級におけるキャリア発達段階評価票」の領域得点を従

属変数とした一要因分散分析を行った。その結果，Table ３に示すように，すべての領域に

おいて有意な主効果が得られた（人間関係形成・社会形成能力：F(2,18)=11.13；自己理解・

自己管理能力：F(2,18)=36.82；課題対応能力：F(2,18)=21.13；キャリアプランニング能力：

F(2,18)=13.21, いずれもｐ <.01）。LSD 法による多重比較を行ったところ，すべての領域に

おいて高群・中群は低群よりも領域得点が有意に高いことが明らかとなった（いずれもｐ

<.05）。これらのことから，適応行動が高い児童生徒はキャリア発達の状態も高いことが明

らかにされた。

２）適応行動と「改訂版特別支援学級におけるキャリア発達段階評価票」の下位尺度得点と

の関連：適応行動レベルを独立変数，「改訂版特別支援学級におけるキャリア発達段階評価

票」の各下位尺度得点を従属変数とした一要因分散分析を行った結果，Table ４に示すよう

に，人間関係形成・社会形成能力領域の下位尺度については，「謝罪」を除くすべての下位

尺度に有意な主効果が認められた（人とのかかわり（反応）：F(2,18)=13.74, ｐ <.01；人との

かかわり（他者理解）：F(2,18) =8.41, ｐ <.01；人とのかかわり（性の理解）：F(2,18)=15.35,

ｐ <.01；集団参加・協力・共同：F(2,18) =10.91, ｐ <.01；意思表現：F(2,18)=16.09, ｐ <.01；

感謝：F(2,18)=5.79, ｐ <.05 あいさつ：F(2,18)=4.48, ｐ <.05）。LSD 法による多重比較を行っ

たところ，「人とのかかわり（反応）」，「人とのかかわり（他者理解）」，「人とのかかわり（性

の理解）」，「集団参加・協力・共同」，「意思表現」に関しては，高群・中群が低群よりも有

意に高得点であることが明らかとなった（いずれもｐ <.05）。「感謝」と「あいさつ」につ

いては，高群が低群より有意に得点が高いことが明らかとなった ( いずれもｐ <.05)。

　自己理解・自己管理能力領域及び課題対応能力領域の下位尺度については，Table ４

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table３  適応行動レベルごとの「特別支援学級におけるキャリア発達段階評価票」の各領

域の平均値と標準偏差，及び分散分析結果  

 高 群 （ n=7）  中 群 （ n=4）  低 群 （ n=10）    

 平 均  Ｓ Ｄ  平 均  Ｓ Ｄ  平 均  Ｓ Ｄ  Ｆ 値  多 重 比 較  

人 間 関 係 形 成 ・  

社 会 形 成 能 力  

253.43  42.26 233.25 28.70 157.10 43.09 11.13** 高 ,中 >低 * 

自 己 理 解 ・  

自 己 管 理 能 力  

71.29 8.31 70.75 9.34 37.00 8.10 36.82** 高 ,中 >低 * 

課 題 対 応 能 力  89.00 13.28 83.25 10.57 52.30 10.14 21.13** 高 ,中 >低 * 

キ ャ リ ア プ ラ ン  

ニ ン グ 能 力  

579.14  71.86 531.75 28.39 385.70 86.78 13.21** 高 ,中 >低 * 

*ｐ <.05,**ｐ <.01 
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に示すように，すべての下位尺度において有意な主効果が確認された（人とのかかわ

り（自己理解）：F(2,18)=20.86；ストレスマネジメント：F(2,18)=21.29；目標設定・実行：

F(2,18)=21.45；選択・実行：F(2,18)=9.07；ふりかえり：F(2,18)=30.55, いずれもｐ <.01）。

LSD 法による多重比較の結果，いずれの下位尺度についても，高群・中群が低群よりも有

意に高得点であることが明らかとなった（いずれもｐ <.05）。

　キャリアプランニング能力の下位尺度については，Table ５に示すように，20 の下位尺

度のうち 15 の下位尺度で有意な主効果が認められた（様々な情報への関心：F(2,18)=31.19,

ｐ <.01；社会のきまり：F(2,18)=6.33, ｐ <.01；金銭の扱い：F(2,18)=22.89, ｐ <.01；役割

の理解と分担：F(2,18)=8.15, ｐ <.01；習慣形成（日課・予定）：F(2,18)=17.43, ｐ <.01；習

慣形成（食事のマナー）：F(2,18)=10.13, ｐ <.01；習慣形成（用便）：F(2,18)=6.74, ｐ <.01；

習慣形成（健康管理）：F(2,18)=8.35, ｐ <.01；安全：F(2,18)=14.54, ｐ <.01；清潔（ティッ

シュ）：F(2,18)=7.52, ｐ <.01；清潔（身だしなみ）：F(2,18)=16.71, ｐ <.01；清潔（清掃）：13 
 

 

 

 

 

 

Table４  適応行動レベルごとの人間関係形成・社会形成能力領域，自己理解・自己管理能

力領域及び課題対応能力領域の下位尺度の平均値と標準偏差，及び分散分析結果  

 高 群 （ n=7）  中 群 （ n=4）  低 群 （ n=10）    

平 均  Ｓ Ｄ  平 均  Ｓ Ｄ  平 均  Ｓ Ｄ  Ｆ 値  多 重 比 較  

人 間 関 係 形 成 ・ 社 会 形 成 能 力 領 域        

人 と の か か わ り  

（ 反 応 ）  

36.14 6.49 33.00 5.79 21.80 4.31 13.74** 高 ,中 >低 * 

人 と の か か わ り  

（ 他 者 理 解 ）  

38.00 8.99 31.75 6.94 21.00 7.51 8.41** 高 ,中 >低 * 

人 と の か か わ り  

（ 性 の 理 解 ）  

27.00 5.66 28.50 2.87 17.00 2.97 15.35** 高 ,中 >低 * 

集 団 参 加 ・ 協 力 ・  

共 同  

38.00 5.68 34.75 7.56 22.30 6.91 10.91** 高 ,中 >低 * 

意 思 表 現  32.43 6.80 32.75 3.83 18.10 4.78 16.09** 高 ,中 >低 * 

感 謝  24.29 3.10 21.00 4.18 15.70 5.92 5.79* 高 >低 * 

謝 罪  22.71 3.99 20.25 6.98 16.60 6.58 1.93  

あ い さ つ  34.86 4.05 31.25 3.27 24.60 8.66 4.48* 高 >低 * 

自 己 理 解 ・ 自 己 管 理 能 力 領 域         

人 と の か か わ り  

（ 自 己 理 解 ）  

36.00 4.93 37.50 4.03 20.00 6.21 20.86** 高 ,中 >低 * 

ス ト レ ス マ ネ ジ メ

ン ト  

35.29 5.75 33.25 8.79 17.00 3.82 21.29** 高 ,中 >低 * 

課 題 対 応 能 力 領 域         

目 標 設 定 ・ 実 行  25.86 3.04 23.00 3.24 14.20 3.87 21.45** 高 ,中 >低 * 

選 択 ・ 実 行  36.71 6.43 34.50 4.92 25.10 4.83 9.07** 高 ,中 >低 * 

ふ り か え り  26.43 4.62 25.75 4.26 13.00 2.14 30.55** 高 ,中 >低 * 

*ｐ <.05,**ｐ <.01 
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F(2,18)=3.88, ｐ <.05；清潔（歯科衛生）：F(2,18)=4.98, ｐ <.05；仕事に関する夢や希望：

F(2,18)=10.98, ｐ <.01；生きがい・やりがい（余暇）：F(2,18)=5.83, ｐ <.05）。LSD 法による

多重比較を行ったところ，「様々な情報への関心」，「金銭の扱い」，「役割の理解と分担」，「習

慣形成（日課・予定）」，「習慣形成（健康管理）」，「安全」，「清潔（ティッシュ）」，「清潔（身

だしなみ）」，「清潔（歯科衛生）」，「仕事に関する夢や希望」，「生きがい・やりがい（余暇）」

に関しては，高群・中群が低群よりも有意に高得点であることが明らかとなった（いずれも

ｐ <.05）。また，「習慣形成（食事のマナー）」については，高群が中群・低群よりも有意に

高得点であることが明らかとなった（ｐ <.05）。「社会のきまり」，「習慣形成（用便）」，「清

潔（清掃）」では，高群が低群に比べて有意に得点が高いことが明らかとなった ( いずれも

ｐ <.05)。

　これらのことから，適応行動が高い児童生徒は各能力やスキルも概ね高いことが明らかに

された。

14 
 

Table５  適応行動レベルごとのキャリアプランニング能力領域の下位尺度の平均値と標準

偏差，及び分散分析結果  

 高 群 （ n=7）  中 群 （ n=4）  低 群 （ n=10）    

平 均  Ｓ Ｄ  平 均  Ｓ Ｄ  平 均  Ｓ Ｄ  Ｆ 値  多 重 比 較  

様々な情報への  

関心  

32.00 4.75 27.00 4.90 15.20 3.22 31.19** 高 ,中 >低 * 

社会のきまり  31.14 3.48 27.00 3.54 20.50 7.41 6.33** 高 >低 * 

金銭の扱い  35.86 3.91 32.50 4.97 23.30 2.65 22.89** 高 ,中 >低 * 

役割の理解と分担  34.57 8.45 29.50 5.41 19.90 6.38 8.15** 高 ,中 >低 * 

習慣形成（日課・  

予定）  

36.00 7.56 32.75 2.28 18.40 5.68 17.43** 高 ,中 >低 * 

習慣形成（食事の  

マナー）  

31.00 4.72 24.00 3.00 20.30 4.78 10.13** 高 >中 ,低 * 

習慣形成（用便）  27.71 3.61 24.75 3.34 19.70 4.80 6.74** 高 >低 * 

習慣形成（身の  

回りの整頓）  

41.29 5.85 38.25 4.76 33.40 9.01 2.08  

習慣形成（健康  

管理）  

39.0 3.66 36.25 4.92 25.60 8.36 8.35** 高 ,中 >低 * 

安全  35.57 3.62 32.50 5.68 20.40 6.59 14.54** 高 ,中 >低 * 

清潔（ハンカチ）  14.00 1.41 13.50 2.06 12.00 3.52 1.04  

清潔（ティッシュ）  13.86 1.55 12.75 1.64 9.20 2.99 7.52** 高 ,中 >低 * 

清潔（手洗い）  13.29 1.16 13.00 2.45 10.90 2.84 2.16  

清潔（うがい）  13.71 2.05 14.25 0.83 12.50 2.80 0.91  

清潔（洗面）  12.57 1.05 12.75 1.79 11.40 2.97 0.67  

清潔（身だしなみ）  37.29 4.92 37.50 3.64 21.40 7.05 16.71** 高 ,中 >低 * 

清潔（清掃）  35.86 8.44 34.50 4.09 25.40 8.08 3.88* 高 >低 * 

清潔（歯科衛生）  25.29 3.99 25.00 1.00 19.10 4.85 4.98* 高 ,中 >低 * 

仕事に関する夢や  

希望  

31.29 6.20 27.75 4.38 18.90 4.57 10.98** 高 ,中 >低 * 

生きがい・やりがい

（余暇）  

37.86 4.09 36.25 3.77 28.20 7.08 5.83* 高 ,中 >低 * 

*ｐ <.05,**ｐ <.01 
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４　考察

　本研究では，日野他（2016）が作成した「特別支援学級におけるキャリア発達段階評価票」

の問題点をふまえて，育てたい力の下位尺度及びその項目の内容，順序性，評定方法の見直し

を行い，さらに，特別支援学校の教員，小・中学校の特別支援学級や通常の学級の教員，就労

支援・生活支援に携わる障害福祉サービス事業所職員からの意見をふまえて，「改訂版特別支

援学級におけるキャリア発達段階評価票」を作成した。

　そして，「改訂版特別支援学級におけるキャリア発達段階評価票」の妥当性を検証した。まず，

内容的妥当性については，学校教育現場でキャリア教育に取り組む教員や障害福祉の現場で就

労支援・生活支援に携わる職員に本尺度の改訂案の下位尺度や項目の内容，項目の順序性，評

定方法に対する意見を求めた。そして，それらの意見をふまえた修正を行ったことから，知的

障害のある児童生徒の自立や社会参加に必要な能力やスキルを評価することが可能な内容的妥

当性のある尺度として改訂できたと考えられる。

　併存的妥当性の検討にあたっては，AAIDD（2010）の知的障害の定義に基づいて適応行動

の評定を行い，適応行動の状態が高ければキャリア発達の状態や各領域の能力の状態も高くな

ることが明らかとなった。このことから，適応スキルと「改訂版特別支援学級におけるキャリ

ア発達段階評価票」のキャリア発達の状態や各領域の能力の状態に関連があることが確認され，

「改訂版特別支援学級におけるキャリア発達段階評価票」の併存的妥当性が確認された。以上

のことから「改訂版特別支援学級におけるキャリア発達段階評価票」は，今後の発達段階に応

じた体系的，系統的なキャリア教育の展開や障害福祉サービス事業所，企業等での効果的な就

労支援・生活支援の実践において利用可能な評価尺度になったと考えられる。実際，「特別支

援学級におけるキャリア発達段階評価票」の利用価値は高いといった意見が多かったことから

も，本尺度が今後のキャリア教育や就労支援等で有効活用されることが期待される。

　しかし，本研究では「改訂版特別支援学級におけるキャリア発達段階評価票」の信頼性の検

証を行うことができていない。また，妥当性の検証に関しても十分な検討ができたとは言い難

い。本尺度がキャリア教育や就労支援の実践の場で広く活用されるためには，今後，より多く

のデータを収集して，因子的妥当性の確認や内部一貫性の検証などを行い，信頼性と妥当性が

確認されている尺度で，あることを保証する必要がある。

　また，今回の関係者を対象としたアンケートの回答には 267 項目ごとに５段階で評定を行う

ことの負担を懸念する意見も多く見受けられた。「改訂版特別支援学級におけるキャリア発達

段階評価票」による評定によって，対象者のキャリア発達の状態を様々な側面から詳細に把握

することができるが，評定作業に多くの時間を要してしまい，簡便性という点からは望ましく

ない。また，評定作業に負担がかかると，信頼性も下がる結果となることが想定される。この

問題点に対処するためには，評定方法を工夫するなどして，もっと短時間で評定をすることが

でき，指導に活かすことができる「簡易版特別支援学級におけるキャリア発達段階評価票」に

ついても検討していく必要があると言える。
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