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特別支援学校に おけ るAT （Assistive　Technology ：支援技術）活用に

関する相談 ・支援の 実践か ら見 る今後の AT 活用 支援の 在 り方の 検討
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〈概要 〉 特別 支援学校 に お い て は 、児童生徒 の 多様 な実態に応 じ て の AT （Assistive　Technology ：

支援 技術）活用 は 重要 で あるが 、そ の 組織的な促進 に つ い て は全 国的 に課題 とな っ て い る。

　本研究で は 、特別支援学校 （肢体不 自由）にお ける数年間に わた るAT 活用 に関す る相 談 ・支援

の 実践か ら、相談内容 の 傾 向、必 要と し た支援内容 と攴援態勢、相談後 の 活用状況の 変化等を分

析す る こ とで 、専任の 担 当者お い て 相 談
・支援態勢を組 む こ と の 効果を確認する こ とが で きた。

そ して 、AT 活用文援に必要な専門性 つ い て 、物、人、シ ス テ ム の 3 つ の 観点で課題 を整理 し た。
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ー
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1 ．は じ め に

　 文部 科学省 が 現彳コ の 学習指導要 領に 対 応す

る形で 作成 した 「教育 の 情報化に関す る手引 」

（2009） で は 、ア シ ス テ ィ ブ ・テ ク ノ ロ ジ ー

（Assistive　Technology ：AT ）を 「障害 に よ る

物理 的 な 操 作 上 の 困 難 や 障 壁 （バ リ ア 〉を，機

器 を 匚夫す る こ と に よ っ て 支援 し よ うとい う

考え方 」 と定義 し、 「学校教育に お け る ア シ ス

テ ィ ブ ・テ ク ノ ロ ジ
ー

は ，個々 の 児童 生徒 の 指

導 目標 や 指導 内容 を記 し た 個別 の 指導計画 に

沿 っ て 行わ れ る こ とが大切 で あ る 」として い る。
一一方で 、同手引で は 「個 々 の 障害の 種類や程 度

に 対応 し た情報機器 は ，特別 な支援を 必 要 と し

て い る児童生徒 の 大きな助け に な る 」と しなが

らも 「コ ン ピ ュ
ー

タを は じめ とす る現在 の 情報

機器 が 必ず し もすべ て の 人 々 に 使い や す い 仕

様 に な っ て い るわ け で は な い 」 との 認 識 か ら

厂個 々 の 身体機 能や認 知理 解度に応 じて ，きめ

細か な技術的支援方策 （ア シ ス テ ィ ブ ・
テ ク ノ

ロ ジー
： Assistive　Technology）を講 じな けれ

ばな らず，そ の ため の 研 究開発や，様 々 な事例

を もとに した教育課程の研究が期待 され る」と

現状にお ける課題 を示 して い る。

　本研 究で は、筆者 らが特別支援学校 （肢体 不

自由）に お い て 7 年間にわ た っ て進め て きた

AT 活用に 関する相談 ・支援の 実践 を振 り返 り、

相 談内容 の 傾 向、必要 と した 支援内容 と支援態

勢、相談後の活用 状況 の 変化等 を分析す る とと

もに、そ こ か ら示 唆され るAT 活用支援 に必 要

な専門性に つ い て、物 、人、シ ス テ ム の 3 つ の

観点か ら検討す る 。

2 ．光明特別支援学校に おけ る相談 ・支援態 勢

筆者 が勤務す る東京都立 光明特別支援学校

〔肢体不 自由を対象 とす る特別支援学校）で は 、

2006年度か ら自立活動部に 「言語 ・コ ミ ュ ニ ケ

ー
シ ョ ン 」 の 担当部署 が i か れ、専任の 担 当者

を 中心 に 以 トの よ うな業務 を行 っ て い る。

（1）言語 ・
コ ミュ ニ ケーシ ョ ン担当の役割

　  白立活動 （特設時 間） の 指導

　 自立 活動部 の 他 の 専任担 当者 と ともに、全校

の 児童 ・生徒の 自立活動 （特設時間）の 授業を

担当 して い る。特設時間 の 指導は担任 とペ ア を

組 み協同指導態勢で行い 、ね らい や指導内容 を

共通確認 しなが ら進 めて い る。AT 活 用 に 関 し

て も具体的な手だ て を共有す る こ とで 、学部 で

の 指導 にもAT の 導入 が 図 られやす くな る 。

　また 、個別 指導計画 にもAT の 活用 が 明記さ

れ、担 当が 変わ っ た 後 も引継に よ り指導の 継続

性が図られて い る 。

　  言語
・

コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン相談

　水 nE　N の 午後 に 約 1 時問 の 相談枠を 設定 し、

保護者や担任 の 希望を受 けて 、言語
・

コ ミ ュ ニ

ケ
ーシ ョ ン に 関する 評 価や相談 、

AT 活用 の ア

ドバ イ ス 等を個別対応 の 形で 行っ て い る 。

　  教材や支援機器等 の 管理 と貸出

　自立活動部で
一

括 して 管理 し、貸 し出す 方式

にす る こ とで 効率的な運用 を 図 っ て い る。管理

と貸出 を言語
・コ ミュ ニ ケ

ーシ ョ ン 担当が行 う

こ とで 、使い 方や 活用 の ア イデア 、導人 方法 を

ア ドバ イ ス しやすくな る とともに 、   の 相 談 と

リン ク させ る こ と が で きて い る。

（2 ）言語 ・コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 相談の 詳細

　上 記 の よ うに 週 時程 の 中 に 全校 の 児 童生徒

を対象に した相 談枠を設定 し、希望者に 対 し て

抽出 で の 相談 を行 っ て い る。保護者や担任 の 同

席 を基本と し
、
必 要 に 応 じて 特設 自立活動 の 担

当者 も加わ っ て い る 。 また、家庭 で 利用 して い

るOT （作業療法士 〉や ヘ ル パ ー、福祉 の ケ
ー

ス ワーカ
ー

等 が 同席するケ
ース もあ り、支援 会
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−
mail ＝yoshi
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議的な側面 をもっ て い る。

　相談当 日に実施する中身は、言語 ・コ ミ ュ ニ

ケ
ーシ ョ ン に関する評 価や相談、AT 活用 に関

す る ア ドバ イ ス や 具体的 な機 器 の フ ィ ッ テ ィ

ン グ等を中心 と し、事後の 報告やア フ ター
フ ォ

ロ
ー

を行 うこ とで 、機器 の 貸出や購入 にっ なげ

た り、相談を継続 した り し て い る。

　相談 の 流れ を図にする と以下 の よ うになる。

言 語 ・コ ミュ ニ ケ
ー

シ ョ ン相 談の 実際

（どのよ うに進 めて いるか ）

保護 者や

担任 か ら

の 申 し出

◇

日 程 の 調 整

と相談 票

の 記 入

⇒

の 7 項 目か ら重複 して カ ウン トし て い る。

　 　　　　 相談内容の内訳（過去5年間の累計）

　 　　　　　　 出　 理　 AT　 　 　 AAC
　 　 124　 　 　 　 　 　 　 122　 　 　 　 128　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 12　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　19　　 38

庭生i　学習活動コミュ全

　 　 　 　 　 　 　 5

事前の

聞き取 り

や観察

◇

　 相談 日当 日

→ 教材や支援機器 等を

　 用い た 行動観察評価

φ

　 報 告や

（記録の ま とめ ）

　 ア フ タ ー
1　 フ オ ロ

ー
L一二 二 二

3 ．過去 5 年間の相談実績の分析

　言語 ・コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン 相談に っ い て 、過

去 5 年間分 の 相談実績 を集 計 し、い くつ か の 観

点 で グ ラ フ 化す る こ とで 分析を試 み る 。

（1 ）相談件数の推移 と年度ごとの 内訳

　 　 　 　 年度ごとの 相談件数の 内訳 （過 去5年間）

2008 年 2009年度 2010年度 2011　 度 2012 年度
六
生 2322 323121

卒業生 0 0 12 4 o
外囗 1 2 0 o 2

…
・外部

1e ￥ SlI
・…

　毎年 20 件以 上 は相談を実施 し て い る。週 1

回 の 設定な の で、行事等 で 実施 で きな い 日を除

くと年間 35 日くらい の設定 日 となる。ただ し

希望に応 じて行 うの で、実際には設定 日以外 に

も相 談担 当者 が授 業に入 っ て い な い 時間帯や

放課後 （卒業生 など〉を利用 して 実施する こ と

もあ り、 延 ぺ 40 件 を超 える年度もあ っ た 。

（2 ）相談内容の 内訳

　相談に先立 っ て保護者や 担任 か ら提出 して

もらう相談票に記入 され た主訴 をもとに 、 実際

に行 っ た相談内容 を以 トの 表の よ うに 7 項 目

に整理 して 集計 し て み た 。 相談ご とに 1 項 目が

該当する こ とは少なく、多 くの 場合、複数の 項

目を含む相談 内容 となる の で 、相談 ご とに以下

　 5 年間 の 相談件数は 延 べ 150 件なの で 、表

か らAT 、　AAC 、表 出に関す る相談が大 半を 占

め て い る こ とがわ か る。これ らを相談内容に含

む ケ
ー

ス は、全体 の 8 割以 上 とな っ て い る。

AT活 用 を相談 内 容 に 含 む 割合

　　 （過去5年間の 累計）

1

3％

　上記 の 傾向は 、 言語 ・コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン相

談 を始めた 2006年度当初か ら変わ らずみ られ

るもの で あ り、金森 らが 行 っ た当時の 研 究に も

上 の 表 と数値 の 割合が ほ ぼ重なる形で の 調査

結果があ る。　 （金 森 ・越 ， 2QO6）

　
一

方、具体的な相談内容を細か くみ て い くと、

児 童生徒 を取 り巻 く機器 環境の 変化 を反映す

る 形 で 、 相談内容の 傾向に も変化がみ られ る 。

（3 ）機器環境の 変化 に伴う相談内容の傾 向

　先に示 し た 5 年 間 の 相 談件 数 の 推移 の グ ラ

フ か らは 、2 IO年度か ら2011年度に か けて 相談

件数が 増え た こ と が 読み 取 れ る。卒業生 の 相談

が こ の 間 に継続的 か つ 集中的 に行 われ て い た

こ と も件数の 増加 に影響 して い る が、在校生 の

み をみて も同様の 傾 向が うか が える 。

　 こ れ に は 2 つ の要因が考えられ る。 1 つ は、
2010 年 度 に 本 校 に 視線 入 力 装置 （MyTobli

P10）が導入 され た こ と。 も う 1 つ は、や は り

同 じ く2010年 度に 大学 と の 研 究協力 の 関係 で

3 カ 月間 iPad の 貸与を受けて 授業に活 用 して

い た こ と。 そ し て、そ の 頃 か ら児童生徒 の 家庭

に もfad や iPhoneが普及 し始 めた こ とで ある。

実際、先に 示 した グ ラ フ を相談 内容 の 観点 で 整

理 し直 し て み る と、視線入 力 とタ ブ レ ッ ト端末

の 活用に 関する相談が 2010年度を壗 に 突出 し

て増え て い る の がわか る．
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　2010〜2012年度ま で の 3 年 間 を延 べ で み て

み る と、視線入 力 に 関す る相談は 全 体の 43 ％、
タブ レ ッ ト端 末 の 活 用に関す る相談 は全 体の

17 ％とな っ て い る。

　 　 　 　 　 　 過 去3年間 の 相談 内容

響

（塵
　 　 　 　 タブ レット

　 　 　 　 　 17％

を検証す る め やす と し て 、相談を経て 「新規に

AT 活用 の導入 され たJ 「AT の 活用 が継続 ・
発

展 し た 」 「新規導入 は され な か っ たが 、 相談 内

容 は授業 に反映 され た」とい う 3 つ に分類する

形で 整 理 し、年度 ご と全体 に お ける割合 で グラ

フ に表 して み た、

　 　 　 　 　 　 　 　 相談後の 活用状況

2Dos 年度

一一…−pt冂
一 ぎ℃

¶“
：
馴「門「「甲

；
「r「r

慝
｝T

▽7
一
叩  

π 思

・… 年度 晦 醗 韆麟邏圏 繭囀匚蔦
2010年度

2011 年度

（4 ）相談に 至 っ た経緯の 分類

　相談に至 っ た経緯に っ い て は 、 「保護者か ら

直接 希望があ っ たケ
ー

ス 」 1
一
担任 が相談を希望

したケ
ース 」 「相 談担 当者か ら提案 して相談に

至 っ たケ
ー

ス 」の 3 つ に分類 して 過 去 5 年 間 の

累計 をグラ フ にする と 以下 の よ うに な っ た 、、

相談に い たる経緯の 分類

担任 か ら

　 33％

担 当か ら

　 6％

保護者

か ら

61％

　言語
・

コ ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ン の担 当部署を立ち

上げた年 の 調査 （金森 ・越，2  06） で は 、保護

者か らが全体の 1／ 3 、担任か らが 2 ／ 15 、

担当者 か らが 7 ／ 15 で あっ た の で 、それ と比

較する と保護者 お よび担 任か らの 相 談希望 が

2 倍程度に増えて い る こ とがわ か る 。

　 立 ち上げ か ら 2 年 目ま で の 累計 を もとに し

た調 査 （越 ・外山，2007）で は、保護者か らが

全体 の 21 ％、担任 か らが 46 ％、担当者か ら

が 24 ％ とい う内訳 だ っ た こ とも含め て 考 え

る と 、 立ち上げ初 年度は校内で の 周 知が 十分で

に なか っ たが、相談を重ね る とともに校内 で の

ア ナ ウン ス 等で 周知が徐 々 に進み、年を経 るご

とに保護者や担任か らの 相談比率 が あ が っ て

きた こ とが わ か る。

（5）相談後の 活用状況

　次に、相談 ・支援を行 う中で最 も重要 と思 わ

れ る相談後 の 活用状況 に つ い て み て い く。
こ れ

2012 年度

　 ごゐとロリリ　　

ua
　 　

20S
　 　

4C「1．．　 60  
　 一一墾 一．　 TDO  

図新 規 に導 入 　■ 継続
・
発 展　ロ授業等に反 映　囗不明

　不明 とな っ て い る 2 名は 、 相談後 の フ ォ ロ
ー

が行 えなか っ た外部相談 の ケ
ース で ある．

　グ ラ フ か らわか る よ うに 、相談 を実施 した ケ

ース の 約 半数で は 、そ の 後具体的な形 で AT の

新規導人 に 至 っ て い る n そ して 、グ ラ フ に 特徴

的に表れ て い る の が 「AT の 活用 が 継続
・
発 展

した 」 と い うケ ース が 、年 を経る に し たが っ て

増えて い く傾 向にある こ とで あ る。

　 こ れ は 、相 談 を 経 て AT の 導 入 に 至 っ たケ
ー

ス が継続的 に相談 を重 ね て い る こ と を意味 し

て い る。実際、5 年間の 延 べ 相談件数 150 件

の うち、 1 回 の み で 相談 が 終 了 した ケ
ー

ス と、

そ の 後期間 を お い て 再度 な い し は複数回 の 相

談 を 実施 し た ケ
ー

ス との 割 合 をグ ラ フ に し て

み る と、全体の 8 割近 くが相談を繰 り返 して い

る こ とがわ か る u

　　 　　　 　　 相 談の リピート率

1回

続
7％

（6 ）支援態勢の 専門性

　最 後に、実際に相 談を行 っ た 際、ある い は相

談後 の フ ォ ロ
ー

に お い て 、どの よ うな専門性 を

も っ て 対応 した か をみ て い く。

　観 点と しては、実際に行っ た専門的な対応 と

して 「支 援機器や ソ フ トの 作製」 「支援機器や
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教材の 貸出」　 「ス イ ッ チ等の フ ィ ッ テ ィ ン グ

（適合）」　「専門的な検査や評価」 の 4 つ に分

類 し、さらに相談 ・支援態勢 とい う観点で 「外

部機 関と連携 して対応 した ケ
ー

ス 」 を加 え 、 そ

れぞれが相談件数全体 （150 件）に 占め る割

合 を求 めて 表 に整理す る と以下 の ようにな る 。

　　　　　
1
支援態勢め専門性

支援機器やソフ トの 作製で 対応 した割合 9％

支援機器 や 教材 の 貸 出を行 っ た 割合 8％
ス イッチ等 の フィッティン グを行っ た割合 33％
専門的な検査 や評価を行っ た割合 3％

外 部 機 関と連 携 して 対応 した 割合 11％

　表 に整理す るにあ た っ て
、 実際には フ ィ ッ テ

ィ ン グを行 う際に 専門的な評価を行 っ て い た

り、フ ィ ッ テ ィ ン グ 過程 で 機器 の 貸出や個別的

に対応するた め の 機器作製等 も行 っ た り して

い る が 、こ こ で は最も特徴的だ っ た 対応方法 で

分類 し
、 重複 し て の カ ウン トは行わな か っ た 。

　 し た が っ て、表 か らわ か る こ と は、全体 の 6

割以上 が上記 の 項 目に あ る よ うな専門的な対

応 を 必 要 と し た と い う点 で あ る。

4 ． ま と め と課題

（1）AT 活用支援に必要な専門性

　光 明特別 支援学校にお け る言語 ・コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の 実践 は 、専 門 部署に 専任 の 担 当者を

置 く こ とで AT 活用支援に
一

定の 成果 をもた ら

す こ とが で きたが、効果的な支援を実現す る た

め に 必 要な専門性 を以 下 の 3 っ の 観点 で 整理

して お く。

　  物的 リ ソー
ス を整 え る専門性

　AT を活用す る ため に は 、児童生徒の ニ
ーズ

に合 わせ て 支援機器等を ス ム ーズ に導入 で き

る物的な環境が 必 要で あ る。

　 先 に 述 べ た 光 明特別 支援学校 にお け る 相談

実績 の 分析 の 中で 、視線入力装置とタブ レ ッ ト

端末の導入 が全体の相談件数に大き く影響 し

た こ とは、物 的な環境整備 の 重要性を顕著に表

して い る例 ととらえる こ とができる。実際に試

用 した り活用 した りで きる環境 が整 っ た こ と

で 、これ ま で 具体的な支援に結び つ か なか っ た

ニ
ーズが掘 り起 こ され た結果 が相談数 の 伸び

に っ な が っ た と解釈 す る こ とが で き る。

　  人的 リ ソース と して の 人材育成

　上記 の視線入 力装置やタ ブ レ ッ ト端末の 例

を とると 、 機器 そ の も の は予算措置されれ ば導

入 可能だが、そ もそ もどの よ うな機器 が 必要 か

を判断 した り、個 々 の 身体状況や認 知理解度に

応 じ て 、きめ細か な技術的支援方策を講 じ るた

め には、それ らに関す る豊富な知識 とフ ィ ッ テ

ィ ン グ の技術を有 した人材が必要になる 。

　  AT 活用 を安定的に機能 させ る シ ス テ ム

　光明特別支援学校 の 場合は 、 専門部署を設け

て 相談機能 と リン クさせ なが ら機器 管理 と貸

出を行 うシ ス テ ム に した こ とで 、 計画的 な機器

の整備 と効率的な運用を図っ た。また、専任の

担当者には、福祉情報技術 コ
ーデ ィ ネー

タ
ー

や

言語 聴覚 ± の 資格 をもつ 教員をあて る こ とで

専門性 を生か した相談 ・支援を行 え て い る 。

（2 ）AT 活用を全校的に普及 させ る観点か ら

　専 門部署 に専任 の 担 当者 を置 く シ ス テ ム は 、

一
定 の成果をあげ て い る もの の 、全校的な普及

とい う観点では、課題 も抱 え て い る。

　前述 したよ うに、専任の担当者が特設時間で

担 当で き る児童生徒 の 数や相談を実施で きる

人数にっ い て は限 られ て い る の で 、 全校 レ ベ ル

で計画的か つ 効果的なAT 活用を促 進するため

には 、 児童生徒全員に っ い て個別指導計画策定

の 段階で AT 活用 が検討 され る必要 が あ る。

　 こ の 点 に つ い て は 、 大杉 （2009）が 「障害の

あ る 子 どもの た め の ア シ ス テ ィ ブ ・テ ク ノ ロ ジ

U−一一コ ン シ ダ レ
ー

シ ョ ン 方法の 開発」 （教育情

報研 究．第 25巻，第 3号，15−27） の 中で 、AT
コ ン シ ダ レーシ ョ ン ・シー トを用 い た 協議方法

を提案 し、現職 教員 に よ る演習 を通 し て 有効性

を確認 し て い る。今後は 、これ らの研究成果を

踏ま え、個別指導計画 の 策定 の 際 に AT コ ン シ

ダ レーシ ョ ン の 考え方 と具体的協議方法を取

り入 れ て い く と ともに、そ の 質 を高め るた めの

人材育成 と研 修の 充実が課題 とな る で あ ろ う。
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