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　小 中学 校 に おけ る障 害児 の 体 育指導 の 現状 を 明 らか に し、今 後

の 課題 を 明確 に す る こ と を 目的 と して 全 国の 小 中学校 を対象 と し

て 郵送 ア ン ケ ートに よ る 調査 を実施 し た。そ の うち 、北 信越 5県
（長 野 、新 潟、富 山、石川、福 井 〉 を対象 と して 調 査 した の で 、
そ の 結果 を報 告す る。
　小 学校 400 校、中学校 180校 に対 し調査 を 行 っ た と こ ろ、小 学

校158校、中学校82校か ら回答を得た。
　実施 形 態 と して は 「障害児 学級 だ け」 は少 な く、「．・部は 通常

学級」、「すべ て が 通常 学線 」 と、それ ぞ れ小 学校 中学 校 と も3割
行 わ れて い た。
　種 目 的 に は、小学校 の 通 常学級 で は 短 距離 走、マ ッ ト運動、鉄

棒、リ レ
ー

な ど、中学校 の 通常学級 で は、短距離走、バ レ
ー

ボ
ー

ルが多か っ た。
　学校 行事は、「見学」 が 小学校で は少な い が、「障害の な い 児童

と一緒 に参加」 が、小 中学校 と も7割、「障害 に 応 じて で きる範 囲

で参加 」が小、中学校 と も5割と多か っ た 。

　通 常学 級 で の 体 育 に つ い て は、「障 害児 を理解 す る の に有 効」、
「障 害児 が 関係 を学 ぶ の に 有効」 と考える の が 7割 を超 えて お り、
「運 動 を 好 きに な る こ と」、「運動 を楽 しめ る よ うに」、「友だ ち と

仲良 くす る 態度」な ど、さらに加 え て、中学校 で は 「健 康 や安全

に 配慮 す る態 度 1、「体 力 を つ け る こ と」、「健康 の 保 持 噌 進 」 な

どが 重要 と認識 して い た。しか し、授 業の 展 開が 十分 で な い こ と

か らか 、「障害者ス ボー
ッ の 知識 が 必要 」 と応 えたの が 8翻、「研

修会 が 必要」 と応 え た の が 5割 と多 か っ た。

ドイツ の 初 等 ・中等教 育に お ける障害児の 体育実践
一イ ン ク ルーシヴな体 育授業実践 の調査 か ら一

安 井友康 （北 海道教 育大学）

【は じめ に】

　 ドイ ツ で は、州 ご と に H本 の 学 習指導要領 に あた る教 育課程 を

規定す る法規 （Rahmenlernplan）が 定め られ 、各 地で 様 々 な授 業

の 取 り組 み が 行わ れ て い る 。 ドイ ッ で 取り組まれて きた 障害児の

体 育授業 の 様子 を特 に イ ン ク ル
ー

シ ヴな授業 に焦点をあて 、そ の

授業 の 実 際 を調 査 す る と ともに、背景 となる 取 り組み や 考 え方、
指導者 の 育 成な ど に関 して検酎 し た 。

【方法】

　2005 　一　zeo7 年、定期的 に教 員養成機 関や学 校へ の 訪 問 調査 を行

い 、指導者へ の イ ン タ ビ ュ
ー、映像 に よる授 業 実践の 記録、そ の

他 の 資料収 集 を行な っ た 。

【結果 と考察 】

　 比較的早 くか ら統 合教育に と り組 ん で きた ベ ル リン 市州や 実験

的 な取 り組 み を進 める ブ ラ ン デ ン ブル ク州、また地方都市 型 の標

準 的な 授業形 態 を展 開す る ニ ーダーザ クセ ン州 な ど の 障 害児 の 体

育授業に つ い て は 、実験的な教育的取 り組み が行 わ れて お り、こ

れ らの 授業実 践 は今後進 む こ とが 予想 され る 日本の お ける イ ン ク

ル ー
シ ヴな体 育授業 に対 して も大 い に参 考 に なる もの と考 え られ

た 。

糸 賀一雄 の 取 り組 み、・・彑 で は な く ・・亙 で あ る

橋谷 俊胤 （ビ ィ ガ LL圧 リハ ビ リ）

女子 大学生 のア ダプテ ッ ド・ス ポー
ツ に対 す る イメ

ージに つ いて

○ 高橋和文 （金 城学 院大学）、稲 嶋修一郎 （東海学 園大学）、
　中島史朗、山崎 昌廣 （広 島大学 大学院）

は じめ に ：現代 の 日本 の 社会 にお い て、ス ポ
ー

ツ は非常 に 身近 な

存 在で あ る。小学 校か ら大学 まで 、体 育 や ス ポ
ー

ッ の 授業 が実施

され、地 域の ク ラ ブ活動 や サ
ー

ク ル 活 動 も盛 ん で ある e マ ス メ デ

ィ アを通 じた ス ポ
ー

ッ に関 す る情報 もあふ れ て お り、ス ポ
ー

ッ活

動 は、我 が国 にお ける
…・

つ の文化 とし て位置付 い て い る。
　障害者 の ス ポ

ー
ツ 活 動 に つ い て も、パ ラ リ ン ピ ッ ク の ニ ュ ース

が、テ レ ビ等 で 紹 介 され るこ と も多 くな り、新 聞 で は社会 面か ら

ス ポーツ 面の 記 事 として 扱 われ る よ うに なっ て きた。マ ス メ デ ィ

ァ で の 露 出が 増 える こ と に よ り、障 害者 の ス ポーツ 活動 に 関す る
一・般的 な認知 度 は、少 しず つ で はある が 高ま っ て きて い る よ うに

思われ る 。

　 また、小 中学校 に おい て は 平成 14年 度か ら、高 等学校 に お い て

は 平成15年度か ら 「総合的 な学習 の 時 間」が本格 的 に実 施 され て

い る。こ の 「総合 的 な学習 の 時 間」 で は、ボ ラ ン テ ィ ア活動 や 体
験 教室 な どを通 して、障害者 や 高齢者の 方 々 との 交 流 も な され て

い る。平成 18年度 以 降 に 大学 に 進学 し た 1 ・2 年生 の 多 くは、こ

の 「総合 的 な学 習の 時聞」を受講 して お り、 障害体験学習や 障害

理解教 育な ど を体験 して い る者 も少な くない 。
　本研究 で は、「総合 的 な学習 の 時間」を経験 し てい る 大学 1 ・2
年 生 を対 象 に、障害の あ る 人 との 交流 体験の現 状 を把 握す る と と

もに、ア ダプテ ッ ド ・ス ポ
ー

ツ の 認知度や その イ メ ージ に つ い て

の 基礎 的 資料 を得．る こ と を 日的 と した。
A 法 ：愛知 県内の 大 学 に 通 う1 ・2年 生の 女子 大 学生 250名 を対象

に 質問紙調 査 を行 っ た。調査 項目 は、障害者 との 交流絳験、障害

者 に対 す る イ メ
ー

ジ、ア ダ プ テ ッ ド ・ス ポ
ー

ツ に 対 す る イメ ージ

とそ の 認 知度 の 4 項 目 と した 。調査期 間は 、2GO7 年7月23日 （月〉
〜2007年 8月 3 日 （金）で あ っ た。調査 書配布に 当た りそ の 趣 旨及

び個 人情報保護 に 関す る 基本方針 を説 明 し、本 人の 同意 を得 た。

【目的】

　糸賀
一

雄 さん が、昨年 高谷 清 さん に よ り
“
異質 の 光

”
の 題 名で

出 版 さ れ ま した。今 年に な りNHK が 総 合 テ レ ビ、　 BS と 2回に わ

た り糸賀
一雄 さんを放映 して い る。糸賀 さんの 業績 は戦後 ま もな

く戦争 の 犠牲 に な っ た 子 ど もた ち を、守 る こ と と と も に ダ障害 の

あ る 子 ど もに取 り組み 、わ が国の 社 会 の 要 求 に しつ か りと応 じら

れ る もの に し たい と近江 学 園 （1946・11＞び わ こ学 園 〔1963・4）
を設立 した。あれか ら60年経 過 した今 日に、そ の 取 り組 み、実績、
考 え方 が、今の 時代 に も脈 々 と流 れ、今 の 時代 だ か ら こ そ 、そ の

こ とが必要 で は ない か と思 い 取 り上げ て みま した

【方法】

　内容 は著者 の 高谷清氏 の 異 質の 光か ら 引用 させ て 頂 く。
【考察及び結果 】

　糸賀は、子 どもた ちの 「発 達段 階の なか で 、発 達 その もの は む

し ろ 「ヨ コ 」の広 が りが 中 身で あ る。ヨ コ の広 が りとは、か け が い

の な い そ の 入 の個 性で す、療育 とは、あ らゆ る発 達段階 の 中 にあ

っ て 、その 子 が か けが い の ない 個性 を形成 して い く プロ セ ス で あ

る とい え ます。「こ の 子 ら に世 の 光 を」当て て や ろ うと い うあわ れ

み の 政 策 を求め て い る の で はな く、こ の子 らが 自 ら輝 く紊材そ の

もので あ る か ら、い よ い よ みが きをか けて 輝か そ うと い うの で あ

る e 「こ の 子・ら童 世の 光 に」で あ る こ の 光 は、こ の 人び とか ら放 た

れて い る ばか りで な く、こ の入 び と と共 に生 きよ うと して い る人

び とか ら も放 た れ」、そ の 能力 は 、あ や ま っ た 教育 と生 活 の た め

に、畏 い あ い だ隠 さ れ て お り、は た ら きが に ぶ っ て しま っ た の で

あ る 。

総合型地域 ス ポー
ツ ク ラ ブへ の 障が い 者の 参加 シス テム の 検討

一特別支援学校 の 課外活動の 特 徴に 着 目 して
一

奥田 睦子 （金沢 大学）

【目的】
本研 究 で は、特 別支 援 学校 の 課外 活動 の 特 徴 に ヒ ン トを得 なが
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ら、障がい 者 の 総合型 地域 ス ポー
ッ ク ラ ブ （以 下、総合型 クラブ ）

へ の 日常 的 ・永続的 に 参加 で きる シ ス テ ム を検 討す る こ とを 目 的

と した。
【手順】

　ffLLI県 内 の 特別 支援 学校 を対象 と して 部活動 の 特徴 を 把 握す る

ため の ア ン ケ
ー

ト調査 を実 施 し （2007年4月実施 ）、そ の 結果 を 基

に、課外 や 卒 業後 に も児童 ・生徒 が地域 で 活動 す る際 に は 地域 に

どの よ うな体 制が必 要で ある の か を検討 した ．ま た、こ こで 検 討

され た 内容 と、富 山県内 の 総合 型 ク ラ ブ を対象 と して 行 っ た障が

い 者 が参加で きる 体制づ くりに 向けて の ク ラ ブ の 課題 に 関す る ア

ン ケ
ー

ト調査の 結果 （2006 年2 月実施、昨年発表 ）とを踏 まえて、
障が い の あ る 子 ど もの 学校 体育 か ら生 涯 ス ポ

ー
ツ へ の 橋 渡 しが ス

ム
ーズ に行 わ れ る よ うな総 合型 クラ ブ の 体制 の 構築 に 向け て必 要

な こ とに つ い て検討 した s

【結果 と．考察】

　障が い 者の 総合型 ク ラ ブ へ の 日常 的 ・永続的 に参加 で きる シス

テ ム を構 築す る た め に は、特別 攴援学校 を拠 点 と し た プ ロ グ ラ ム

の 実施 や、総 合型 ク ラ ブ で 個人 で 活 動す る よ うな 障が い 者 に対 し

て の 公 的 な助 成制 度 の 構 築、総 合型 ク ラ ブ と医療機 関 との 連 携体

制 の 構築、総合型 ク ラ ブへ の 障が い 者 の 送迎 方法 を検 討す る こ と

等が 必 要 で あ る こ とが 明 らか と な っ た。

小 中学校 に 在籍 す る障害 の あ る児童・生徒 の 体育実施 状況
一
関東地 区 の 調 査結果 か ら

一

○ 齊藤 ま ゆ み （筑波大 学）、山崎 昌廣 （広 島大 学〉

　関東地 区の 小 中学校 にお け る 障害児の 体育実施状 況 を明 らか に

す る こ と を 目的 に 、質問紙 に よ る ア ン ケ
ー

ト調査 を 行 っ た。対象

は 関東地 区の 小学 校400校、中学校 180校で あ り、そ の うち小学

校 工37校 （回収率 34．3％ ）、中学校 63校 （回収率 35．0％）か ら回

答を 得 た。
　 障害 の あ る児 童生 徒 の 体育 授業 実施形態 は、小学 校で は すべ て

通常の 学級で 実施 53校 （40．4 ％ ）の 割合 が最も高く、次 い で 障害

児 学級 だ けで 実 施が 43校 （32．8 ％ 〉 で あ っ た。中学校 で は 障害児

学級だ け で実施が 32校 （59．3％ ）、次い で すべ て 通 常 の 学級で 実

施 12校 （22．2％ ）で あ り、小学校 と 串学校で 実施 形態 に差 が 見 ら

れ た。ま た、体 育祭や 運動 会 な どの 参加 の 仕方 に つ い て は、障 害

の 程度 に 応 じて で き る 範囲 で 参加 を 含 め、障害 の な い 児童 ・生 徒

と一緒に参加 して い る こ とが示さ れた。
　 体育授 業 で 重 要 と思 わ れ る 目標 につ い て は、運 動 を好 き に な る

こ とや 楽 しめ る よ うに な る こ と
、 仲冏 との 協力や 交流、体力 を つ

け るこ と や、健 康 の 保持増 進が 小 中学校 と もに 重要 だ と考え られ

て い た。
　体 育授業 を実施 す る に あ た っ て の 配慮点や 取 り組 み の 状況 に つ

い て は、体育 の 重 要性 が共通認 識 と して あ り、障害 にあわせ て ル

ー
ル 、用 具、評価 法 な ど の 工 夫 を行 っ て い る こ とが 示 され た。し

か し、授業者の 数や 用具
・教材 などが十 分で は ない 蜆 状 も伺 え た。

　通 常学級 で 障 害の あ る 児童生 徒が 体育授業を行 う場 合の 効 果や

課題 につ い て は、健常 児が 障害 を理 解す る こ とや 障害児が 健 常児
と の 関 係 の と りか た を学 ぶ こ とが 有 効 で あ る と考 え られ て い た。
課題 と して、障害 児の ベ ース で 授業が で きな い こ と が 示 さ れ た が、
授 業 を成立 させ る こ とや、健常 児 に 負担 が か か る こ とに つ い て は、
あ ま り問 題 視 され て い な か っ た。また、ア ダプ テ ッ ド ・ス ポ

ー
ツ

の 必要性 は認 め て い る が 、現 状 は情報や 研 修な どで 不十分 な こ と

が多い と感 じて い る こ と も示 唆 さ れ た 。

障害の ある児童の体育授業に関する 小学校教員 の意識胴 査

○佐 藤智恵 （広 島大学大学院）、出 中沙織 （広島大学大学 院〕、
　
．
ヒ木田敦 （広 島大学）、山崎昌慶 （広 島大 学）

【目的】体育授 業 にお い て 教師 に よる 適切 な支援 が 行 われ ない と、
障害児や特別 な支援の 必要 な児童 は、運動 に 苦手意識 を感 じ た り、
自己 肯定感 を低 く した りとい うこ とが 考 え られ る 。 これ に は、教

員が 障害 児の 体 育授 業 に おい て 、何 を日標に す る かに 拠る部分 が

大きい こ とが 考え られ、教員の 障害児の 体育授業に対 す る考 え方

が 影響 して い る と思 わ れる。そ こ で 、本研 究で は、障害児 や特 別

攴援 の 必 要な児童 の 体育の 授業を受け持って い る教 員が、どの よ

うな こ とを重 要 と考 えて い る か につ い て明 らか にす る。
【方法】広 島県

・
山 口 県 ・島根 県 ・香川 県 ・徳 島県の 小学校 300校

に対 して 、郵送 に て ア ン ケート用 紙 を送付 した。回収 数は 150部、
回収 率は50．O％ で あっ た 。 ア ン ケ

ー
トで は、障害の ある 児章の 体

育授業 の 目標 に つ い て 何が 重要 と考 えて い る か に つ い て 、14項 目

に 閑 して 5件法 （1，全 くそ う思 わ ない 　2．あ ま りそ う思 わ な い

3．ど ち ら と もい えな い 4．やや そ う思 う　5．とて もそ う思 うの ）

に て ア ン ケ
ート調査 を お こ な っ た。

【結 果 と考察】多 くの 教 員が 「とて もそ う思 う」「や や そ う思 う」

と 回答 した 項 目に は、「運動 を楽 しめ る よ うに なる こ と1 （96％ 〉、
「運動 を好 きに な る こ と」 （93．3％）な ど が挙 げ ら れ た。ま た 「全

くそ う思 わ な い 」 「あ ま りそ う思 わ な い 」 と圓答 し た もの が 多い

項 目に は、rス ポー
ツ観戦 を楽 しめ る ように なるこ と」（19．3％ ）、

「学外に ある ス ポ
ー

ツ 施設 を活用 で きる よ うに する こ と」（14．7 ％）、
「運 勤技能 を高 め る こ と」 （11．4 ％ ）、な どの ・1項 目が 挙 げ られ た。
こ の 結果 よ り、小学校教 貝 は 運 動技能 の 習得 よ りも、児 童の 運動

に対 す る 意欲 や 楽 しさを重視 し、児童 の 様子 に あ っ た授 業 を行 っ

て い る こ とが 分 か っ た ，ま た 学 外 の ス ポ
ー

ツ 活動 を そ れ ほ ど重 要

視 して い ない こ とか ら、障害 の あ る児童 の 学外 で の 余 暇活動 とし

て の ス ポ
ー

ッ は、小学校年齢 にお い て は まだ考え られ て い な い こ

とが 示唆 され た，、

中学校 に在 籍 する 障害 の ある生徒 の体 育の 実施状況 に関 する 調査
一中国 ・四 国地方 に お け る調査 か ら一

○ 田 中沙織、佐藤智 恵 （広 島大 学 大学 院教 育 学研究科）、
　七 木田 敦、山崎 昌廣 （広 鳴大 学〕

1 ．　目的お よ ひ 方法

　本研究で は、中国
・
四 国地方に お け る 中学校に在籍す る 障害の

あ る 生 徒 の 休育授 業 の 実 施状況 に つ い て 明 らか にす る こ と を 目的

に、中 学校 150校 に対 し、独 自に作 成 し配 布 したア ン ケ
ート調査

を行 っ た。同答数 は 、広 島20 ・山口 19 ・香 川 23 ・徳 島3 の計 65
校で あ っ た。
z ，結 果及び 考察

　体育授業の 目標の 重要度 に つ い て 、最 も重 要度 が 高 か っ た の が

「運 動 を楽 しめ る よ うに な る こ と」 で あ っ た。次 い で 「健康 や 安

全 に 配 慮 す る 態度 を養 うこ と」 で あ り、重 要 度 が 低 か っ た の が

「学 外 に あ る ス ポ ーッ 施 設 を活 用で き る よ うに す る こ と」次 い で

「運動技能を高め る こ と．1で あ っ た。障 害 を持 つ 生 徒 が 参加 す る

体育授業 に 関 し て 、「体育 は 重要で あ る と」考 える 教 師は 86．2 ％

に の ぼ る が 、「実施 で きる 種 目が 少 な い 」 と い う悩 み を持 つ 教 師

が 3割 を上 回 っ た．障 害が あ る 生 徒 が 通常 学級 で 行 う体育授 業 に

つ い て、「ほ か の 子 ども との 関係 の と り方 を学 ぶ の に有 効で ある」

と答 え た 教 師が 73．9 ％ 見 られ た
．一
方 「障害の あ る子 どもの ペ ース

で 授 業が で きない 」 とい う回答が 41．6 ％ 見 られ た。
　心 身の 健康や 発 育発 達の 視点 か らみ て 、障害 を持 つ 生 徒 に と っ

て 体育授 業 の 持 つ 意義 は大 きい と
．
考 え られ る。生 徒の 障害 の 特性

や 程 度 も様 々 で あ る が、障害 の 状 態や 能力 に応 じて 、習得可 能 な

運動 を 課す こ とが 課題 とな る 。
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