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【目　 的】

地域にお ける発達支援の あ りか た

和 田 薫 橘 実 千代　　　富井 あ ゆみ

聖 和 大学　児童相談研究所

　 「今後の 特 別 支援 の 在 り方 に つ い て （最終報告）1

（2003年 ＊ 1）で は、「障害の 程度に応 じ特別 な場で

行 う 『特殊教育』か ら障害の ある 児童生徒
一

人
一

人の

教育的ニ
ーズ に応 じて適切な教育的支援を行 う 『特別

支援教育』へ の 転機 を 図 る」 と基本的 視点 が 述べ られ

て い る。発達 に 問題 を もつ 子 どもの 早期発見、早 期療

育が提唱され て か ら久 し くな る 。 そ の 間、医療技術は

目覚 し い 発展を遂げて い るもの の 、現実 の子どもや親

へ の 支援 は各機関が それぞれ の 方針で援助を行っ て お

り、その 形態は さま ざま で あ る 。 そ の ため 、親は 子 ど

もに とっ て よりよい 場探 しを重ねるケース が多い の も

事実で ある 。 当児童相談研究所 （以下 当所 と記す）も、

就園前の 支援場所 として の 役割 を求 め られ る こ とが多

くな り、発達支援 の 傾向が 変わ りつ つ ある。

　本発 表で は、こ の 変革期 に 、地域 の 関係機関との 密

接な連携と協力 の もと行 っ て い る乳幼児期 の 子 どもへ

の 発達支援の
一

つ と して 、当所 が企画、実施 した 「せ

い わ ク ラブ （親子 リズ ム 教室）」 （以下せ い わ ク ラ ブ と

記す） につ い て、そ の あり方を検討
・考察 し、地域 に

お け る発 達支援の あ りか たを提唱 して い きた い 。

【方　法】

　当所が位置す る N 市で は、10 年ほ ど前 よ り子 どもの

療育に携わる機関を中心 に、子 どもや保護者の 支援を

行っ た り、子 どもを預かる各療育機関の 保育者の 資質

向 上を図っ た りす る た め の 研究会 （精神運動発達研究

会／以下 S研究会 と記す） を開い て い る。また 近年、

こ れらの 機関を中心とし た 市の ネ ッ トワーク も充実 さ

れ つ つ ある。その 結果、一
人の 子 どもに対 して 互 い の

情報を交換 し、子 ど もに とっ て 適切な場所 を提 供 で き

る ように なっ て きた 等が考えられる。しか し、就園前

の 療育 を行 う支援場所は まだ少なく、親 た ちは その 場

を求 め て い る。当所が で き る こ と として、当所 の 施 設

や経験
・実績を うま く活用す る の が よ い の で は ない か

と考え、我々 が 日常行 っ て い る 、発達に 問題 を もつ 子

ど もの ため の 発達支援ク ラ ス （小集団保育 ・
週 5 日 ・

9：00〜11：30／以下 F 組と記す）の中の 「親子 リズ ム j

を 基に して 、地域支援 を行 うこ と を起案 し、企画 ・

そ の 1
栗山 志津子

実践 した 。

　こ こ で は、F 組の 中で 行 っ て い る 「親子 リズ ム 」 の

基本的な考え と、
「せ い わ ク ラブ 」の 開設 の 経 緯 を述べ 、

我 々 が試みた地域支援の あ り方 に つ い て 考察す る。

【内　容1
1 ，親子 リズ ム に つ い て

（1 ）基本 的 考 え

　F 組に おい て 、保育プ ロ グ ラ ム の 中で、保護者へ の

指導の
一

環 と して 行 っ て きたもの で ある。あ る種の 聴

覚に 問題を持つ 子 ども以外 は 、 年齢が幼ければ幼い ほ

ど、音や リズ ム に極 めて敏感で あ り、リズ ミカル な歌

や 、
こ と ば の 抑揚 を 口ず さ ん だ り真似 た りす る もの で

あ る ． 時 に は、か らだ を動 か しな が ら 自己の 思 い を表

現 して い る。こ の よ うな 幼児の 持つ 表現す る力を基に、

大人が どの様 に 関わればその カを伸ば して い け るか を

考 え、音楽療法や   AL の 理論 を 取 り入 れ な が ら、

25年あま り行 っ て きた。その 主体はあくまで も子 ど も

で あ り、子 ど もの 活動をサ ポー
トして い くの が 親 で あ

る とい っ た構図で 行 っ て い る。 （図 1）そ の 効果 は概 ね

以下の 様な もの で あ る。
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1 ；闃 係 へ の 関 わ L

）

P 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 P 噌 ．一響曹゚「曽゚1」T
　 　 　 　 　 ア

4丶る
（図 1 ）

（2 ）効果

子 どもに と っ て

  楽 しみ なが ら身体的なイ メ
ージ を作 り、運動機能を

　高め る。

  音楽 に合わせ る、音楽が合わ せ る、総合関係 に おい

　て 、協調 性 の 基礎 を 養 う。

  親 との 身体接触 を 通 し、か か わ りの 楽 し さを知 る。

  こ とば に左右 されずに表 現 が 出 来 る。

一 790一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japan Society of Research on Early Childhood Care and Education

NII-Electronic Library Service

Japan 　Sooiety 　of 　Researoh 　on 　Early 　Childhood 　Care 　and 　Eduoation

　 親 に とっ て

　   実際 に、子どもと関わる中で そ の 対応方法を学ぶ

　   共 に 行 う他の親たちと親 しくなれ る。また我が子だ

　　 けで なく他 の 子 ど も達の 姿も分か り、お 互 い が支援

　　 し合 え る 中に な る。

　  子 どもの 実践の 力を具体的に 知 り、発達の 見通 し を

　　 っ ける こ とが 出来 る。

　　 この よ うな長年 に わた る実践をべ 一
ス に、  子ども

’
へ の か か わ り方、  発達の 視点か らの 育児方法、を中

　核 に 地域支援の
一

つ と して の せ い わ ク ラブを企 画 した。

2 ．せ い わ ク ラ ブ の 開設 の 経緯

（1 ）対象
・発達になん らか の 問題を抱え、援助 の 必 要 と して い

　る子 どもの ケ
ー

ス と共 に、子 どもに問題 は なくて も、

　保 護者 自身が 何 らか の 形 で 問題 を感 じ て い る ケ
ー

　ス や、他 の 集団 で トラ ブル を起 こ し、保護者 が支援

　を求 め て い るケ
ース 等 を対象と した 。

・
対象年齢は、未就園児が参加 で きるように 2 歳 か ら

　とし、就学1 年前の 5歳は他の集団に所属 レてY・る

　と考え、4 歳 まで と した。し か し実際に は、継続希

　望 が あ り、就 学前 ま で の 参加者 が 多くい た。

〈 考察 〉

・集団行動 が 苦手、指示を聞き逃しやすい 等が理 由で、

既存 の 教室 《 通わせ る こ とを躊躇 して い る 保護者

や 就園前 の 集団 の 場 を求 め て い る保護者が 多く、

　 「せ い わ ク ラブ」 は プ レ 集団的な役割を果た して い

　る と考 え る。ま た、保 護者 の 希 望 や 不 安 を解決 で き

　る もの で は ない か と も考 え る。
・
子ど も達に とp て も、 発達 の 援助 を熟知 して い る所

員か ら、個別 の 援助 を受けなが ら行 う体操や運動 は、

集団 で 流 してしまい が ちな既存の 体操教室 と は違

　い 、多 くの 援助を受 け、子 ども達が 習得す る もの も

多 く、ま た定員 が少 な い こ と も刺激や待ち時間等 を

配慮す る とよい の で はない か と考 え る 。

（2 ） 目標

　せ い わ ク ラ ブ の 目標 は 以 下．の 通 りで ある。

  子 ど もと
一

緒に 体を動 か す こ との 楽 しさを感 じ る。

  子 ど もの 苦 手 な こ とに ど う対処 し て い っ た らよ い か

　見つ け る 。

  お 互 い の 子 ど もの 成長 も喜び合 える ように な る。

〈 考察〉

　既製の 教室 とは異な り、子 どもの 運動能力を高める

こ とに 専念す るの で な く、身体を動かすこ とを媒介に

して 、子 育て 支援をす る こ とを第
一

と考え、そ の 上で、

3 つ の 目標を掲げ、個々 の 発達 レ ベ ル に合わせ た 子 ど

もの 発達支援を体操や リズ ム運動を通して行 うこ とを

考えた 。 これ らの 目標は、保護者に 対 す る 目標で あ る

が、こ の よ うな考 え を もっ て 頂 き た い とい う保護者 に

対す る 願 い で もあ る 。

（3）募集方法

　S 研究会 の 主な機関に募集の 協力を依頼 した。そ の

結果、各期間で の 相談結果、集団経験を必要 とす る ケ

ース 、親 指 導 を必 要 とす る ケース の 紹 介 が多くあ っ た 。

（4 ）開催数 ・参加人数

2086420

〆 ノ 譜 ♂ ノ ノ 〆
麿 　　鹿　 誰　　謹　 6←　 漉　 へ

争

　　　　　　　　 表 1
『

【考　察】
・当所 の 働 き は 、相談業務 と療育が 主で あ p、子 ど も

　の 発達 に問題を感 じ、来所され る ケ
ー

ス を扱 っ て き

　た 。 今 回 、 子 どもの発 逢の 問題 に拘 わ らず、「せ い

　わ ク ラ ブ」 の 趣 旨 に賛同 した親子 を 対 象 と した が 、

　予想 した 通 り、始φの 2 期 は、参加者が 5組 に満 た

　な か っ た。現在、待機者 が で る ほ ど希望者 が 増 え て

　お り、そ の 原因の
一

つ は 継続 され る ケース が 多い こ

　と、もう
一

っ は S 研究会の機関か らの 紹介が多 い た

　めで あ る。紹介理由は 「親と共 に参加 で きるこ と」

　 「明確な障害は 見 られ な い が 、．なん らか の 対応が必

　要」 f気軽 に参加 で きる とこ ろ」 な どがある。回数

　を重ね る ご とに、そ の 存在と役割 が認 め られ た こ と

　は 嬉 し く思う。また 、 この よ うに気軽 に参加で きる

　教室 の 存在が 必要 とも考える。
・対象児の 年齢につ い て は、未就園児 （未満児）を中

心に考えて い たが、来 満児 で 参加 して も就学ま で、

継続す る ケース が 多 く、参加者 に年齢 の 幅が生 じた。
・2 週 間 に

一
度 、7〜8回 しか 会 わ な い メ ン バ ー

に もか

　か わ らず 、親 子 とも仲 間意 識 が 芽 生 え、年 齢の 差 や

持 っ て い る 問題 の 違い を超え て 、．お 互 い を認 め て い

　くこ と が で きる よ うに な っ た と考 え る 。

＊ 1　 2003．3．　 文部科学省　特別支援教育の 在 り方 に関す る

　 研 究協力者会議 「今後の 特 別 支援教 育の あ り方にっ い て」
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