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【企画主旨】

ノ
ー

マ ライ ゼ イ シ ョ ン の 理念が浸透しつ つ ある
一

方

で、障害者 へ の 偏見、特別視は根強く残っ てお り 、

障害者を取 り巻 く環境 は必ずし もよい とは 言 えない。

障害者に対する適切な態度を形成するた め には 、 幼

児期か らの 段階をお っ た 系統的な理解教育が必要 で

あ り、近年、その 考 え方が保育現場で も徐 々 に拡が

りつ つ あ る。しか し、これ ま で 実施 され て きた調査

（白澤ら， 1999 ；富樫ら 2000な ど）よ り、保育現

場 で行わ れ て い る障害理解の 実践は、計画 的 に行 わ

れ た もの が 少なく、偶発的 に また 単発的に行 わ れ て

い るもの が多い こ とが確認 され て い る。 また 、 統合

保育を行っ て い る幼稚園、保育所で は 、 実際に クラ

ス にい る子 どもの こ とを他児に理解させ る こ とに終

始 して い た り、障害の ある子 どもの お世話 をするこ

とが 障害を理解させ る こ とで ある と誤 っ て認識 して

い る保育者も少 な くな い 。さらに、障害の ある子 ど

もが在籍 しな い 幼稚 園、保 育所 で は障害理解指導を

行 っ て い ない こ とが多い とい う現実 もあ る。

　そ こで、本シ ン ポ ジ ウム で は、幼児期 の 障害理解

指導がなぜ必要で あるの か につ い て および保育現場

で 行 われ て い る障害理解指導の 実際や配慮す べ き事

項につ い て の 話題を提供したい
。

話題提供 1 ：幼児期に おける障害理解指導の 必 要性

　　　　　　　　　　　 徳田　克己 （筑 波 大学）

　人間は多様で あ る 。 そ の さまざま人間 の 価値 を、

すなわ ち自分自身 とは 異なる人間の 価値を認 め て い

くこ とこそ、障害者をは じめ とする福祉対象者の 理

解の 第
一

歩で あ る。 そ して 「認 め る1 た め に は、ま

ず 「知る 」 こ とが前提 となる。

　世 の 中に は、自分だ けが 存在す るの で は な く、ま

た家族や 自分が知っ て い る人だ けが存在する の で は

な く、多くの さまざま な人が 自分の 知 らな い とこ ろ

に存在 し、自分と同 じよ うに 生 きて い る こ とを知 ら

な けれ ばな らない。しか もこ の こ とは、年齢 が小 さ

い うちか ら 「実感 」 で きるように、親や保育者 ・教

育者 が伝 えて い か なくて は な らない 。

　日本の 幼児は、ほ とん ど異文化に ふ れ る機会がな

い
。 核家族化 が 進ん でい る た め に、身近 に高齢者が

い ない。ま た 障害者の こ とを 「じろ じろ見て は い け

ませ ん 」 と教 え られ て お り、身近な存在と して感じ

て はい ない。そ して さらに、ピ ア ノや勉強や水泳な

どい ろい ろな こ とが 「で きる人 」 が 「良い 、価値が

高い 」 と教えられて い る。 今の 子どもに とっ て は、
「で きなければ良くない 」 の で あ り、幼少期か ら単

一
の 価値観が備わ っ て しまっ て い る。価値観を多様

化 させ る 学習 をす る最も大切な時期に、「速く、た く

さん、上 手に で きれ ば良い 」 とする価値観を強く身

にっ けて しま う。 障害者や高齢者は 「速く、 た くさ

ん、上 手に」 は で きない こ とが多い の で、人 と して

の 価値 が低 い と子 ど もに感 じ させ て しま う。

　子 ど もの発達や理 解 の 程度 に応 じた幼児期か らの

系統的 な障害理 解指導が必 要 とされ る理 由がそ こ に

あ る。

話題提 洪 2 ：絵本や人形 を用い た障害理解指導

　　　　　　　　　 水野　智美 （桜花学園大学）

　最近、障害の あ る人が登場する絵本が多数出版さ

れるとともに 、 車 いすを使用 して い る 人形、 盲導犬

の ぬ い ぐるみな どが売り出され て い る 。 これ らの絵

本や人形等を使 うこ とに よ っ て 、日常的な遊び の 中

で、子 どもた ちは 楽 しみ なが ら世 の 中に は さま ざま

な障害の ある人が い るこ とに気づ き、障害に関する

フ ァ ミ リア リテ ィ を高め る こ とがで きる 。 また、絵

本や人形等は 、 視覚的な情報 が ある た め に、言葉 の

理解が不 十分な幼児にも、障害や障害 の ある人に対

して イ メージ しやす く、興味や関心を持たせやす い。

そ の た め、幼児期 に は、絵本や人形、ぬ い ぐる み の

積極的な活用が求め られ て い る。

　障害の ある人が 登場す る絵本 は、視覚障害者や車

い す使用者などの v 謝 bleな （目に見 え る〕障害の あ

る人 を扱 っ た作品が多い が 、近年、知的障害を扱つ

た作品も少 しずつ 増 えて きて い る。
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　また、最近発刊 され て い る絵本 には 、障害の ある

人の 日常生活や障害の 特性、対応の 仕方などを具体

的に示 して い るもの が多く、これ らの作品を通して

障害 の ある人 の 生活を身近に感じ、ど の よ うに接し

て い けばよい かを間接的に知るこ とが できる。

　ただ し、・障害あある人の 登場する絵本の 中に は、

「障害 の ある人は 努力 して〒生懸命に 生きて い る」

とい う論調 の 話や潜在的 に優れた 能力が あっ た た め

に まわ りか ら認め られ る とい う話もある。こ れ らの

論調の話を読み 聞か せ る際 に は、子どもに 障害の あ

る人 に対 して ス テ レオタイ プの イメ
ージ を持たせ な

い よ うに配慮す る必要 が ある。

　 さらに、絵本や人形 、ぬ い ぐるみを子どもた ちに

与えて お けば子 どもたちの 障害に関する関心が 自然

と高ま る と考 え るの で は な く、子 ど もの 知的好奇心

を満足 させ られ る よ うな大人 の 適切 なか か わ りが 必

要不可欠 で ある こ とも忘れ て はな らない
。

話題提哄 3 ： 盲導犬を題材 とした障害理解指導

　　　　　　　　 石上　智美 （筑波大学大学院）

　従来、盲導犬 ・点字 ・手話
・
車い す は、子 ど もに

対 す る障害理解指導 の 題材 と して 用 い られ る こ とが

多 か っ た。特 に 盲導犬 は 、テ レ ビで 特集され る機会

が多く、 また児童書や 漫画本 が 数多 く出版 され て お

り、子 どもにとっ て 身近 で 親 しみ を持 ちやす い 存在

となっ て い る。したが っ て 盲導犬は、子 どもに視覚

障害に対するフ ァ ミ リア リテ ィ を持たせ る た め の 最

も適 した教材で あると言える。

　今 日で は、幼稚園や保育所 にお い て盲導犬使用者

が講演をする機会があるが、「犬をさわ らせ る程度に

して い る」 とい うケ
ー

ス や 「幼児 に対 して どの よ う

に 話せ ば 理解して も らえ る の か わ か らな い 亅 とい う

ケ
ー

ス がみ られる。 この よ うなケース に お い て、幼

児に対する教育的な配慮が なされ て い る とは言い が

たい 。幼児 に対 して盲導犬 を題材と した障害理解指

導を行う場合 、
「盲導犬に関す る どの ような内容を、

どの よ うな 方法で、誰が行 うか 」 につ い て 十分に検

討 しなけれ ばな らない 。

　 石 上 ・富樫 ・望月 （2002）は、盲導犬使用者を対

象に調査 を行 い 、「幼児 に 理 解 して ほ しい と思 う内

容 」 を明 らか に した。そ の 結果、盲導犬使用者 が幼

児に最も理解 しでほ しい 内容は 「盲導犬に関す るマ

ナ
ー

（盲導犬に勝手に さわ っ て は い けない 、盲導犬

に食べ 物をあげて は い けない
、 盲導犬を見たら大き

な声を出 して 近づ い て は い けない ）」で あ る こ とが確

かめられた。次い で多く挙げられ た内容は、「盲導犬

は視覚障害者の 歩行 の 手伝 い をす る犬で あ る こ と亅
』
で あ っ た

。

　 こ こで は、これらの 調査結果をもとに 、 幼児に対

する盲導犬を題材と した障害理解指導を行 う際に ど

・
の よ うな内容を取りあげるべ きか に つ い て、障害理

解の 視点か ら述べ た い 。

話題提 供 4 ：幼稚園 にお け る障害理 解指導 の 実 践

　　　　　　　　　 田 中　敏子 （高岡 西幼稚園 ）

　統合保育の 推進に と もない 、障害の あ る子 ど もが

在籍する幼稚園が 増 えて い る。また、ア トピー性皮

膚疾患の あ る子 ど もや外 国籍の 子ども等他児と何 ら

か の 違い の ある 子どもが存在するこ とも多い 。 障害

の ある子 ど も等と
一緒に 生 活 して い れ ば、健常の 子

どもたちの 障害の ある子ども等へ の 理解が 自然と進

み、優 し く接す る こ とが で きる よ うに なる と考え ら

れて きた が、実際に は 単 に時間 と空間を同 じ に して

い れ ば、障害 の あ る子 ども等へ の 理解が 進む の で は

なく、反 対に い じめや疎外 の対象 に な る こ とがある a

　障害の ある子 どもに 対する他児の炉か わp方 は 、

’

か か わ りをもちたが り、面倒をみ たが る タイ プ、で

きれ ばか か わ りをもちた くない と避ける タイ プ、変

わっ た存在 として傍観 して い る タイプの 3 タイ プ に

分け られ る。障害 の ある 子 ど もに か か わ りをもっ て

い る子 ど もは そ れ ほ ど多 くなく、またか か わっ たと

して も障害の ある子 どもを 赤ちゃん扱い して 、障害

の あ る子 どもが で きる こ とまで も先に 手を出 して や

っ て しま うこ とが多い
。 この ような子 どもの か か わ

りは、「障害の ある子 ども＝手伝 っ て あげる べ き存

在」 として子 どもたちに印象付け られ て しまう可能

性があ る。そ の ため」障害の ある 子どもとどの よう

に接 して い け ば よい か につ い て 、保育者と して 見本

となるか か わ り方 を子 ど もた ちに示 して い くと同時

に、障害 に つ い て 子 ど もた ちが わ か る よ うに伝 え、

障害の ある子 どもと適切なか か わ りが で きるよ うに

理廨指導を しなくて はな らない
。 また、

’
ク ラス に在

籍 して い る障害の ある子どもに つ い て 理解させ るだ

けで な く、世 の 中に存在す る障害の あ る 人 につ い て

子 ど もた ちに伝えて い く こ と も大切で あ．る。そ の 際

に は、障害に 関 して ネガテ ィブな印象を持たせ ない

よ うに 配慮する こ とが重要 で あ る5
　こ こ で は、幼稚園 に お い て実 践 して い る障害理解

指導の 様子 を紹介す る とと もに 、障害理 解指導を 通

じて子 どもた ちが どの よ うに障害や障害の ある 人に

つ い て 考 え る よ うに な るか に つ い て 報告する 。
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