
The Japan Society of Educational Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Soclety 　of 　Educatlonal 　Soclology

発達障害児に対す る 「特別 な配 慮」 実践

一
授業場面 の 相互行為 を 中心 に

一

松浦加奈子 （
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橋大学大学院）

1．本報告 の 目的

　本報告の 目 的 は ，授業場面に お け る 立ち歩き・

教室 か らの 飛 び 出 し とい う複数 の 児童 の 問題行

動に 対す る教師の 対応を検討す る中 で，「特別 な

配慮」 を要す る存在 と して 発達障害児 が 観 察 ・f

能 にな る過程 を明 らか にす る こ とで ある。

　 平成 19 年 に特別支援 教育 が 学校教育法 に位

置 づ けられ，す べ て の 学校にお い て 障害 の ある

児童生徒 の 支援 を充実 させ て い くこ とが求 め ら

れ て い る 。 そ して ，平成 24年に 実施 し た文科省

の調査 で は ，約 6．5％の割合で 通 常学級に学習障

害や注意欠陥多動性障害，高機能 自閉症等，学

習や生活の 面 で 特別な教育的支援を必 要 とする

児童が在籍 して い る こ と が 明 らか に され て い る。

教師は 通常学級に 在籍す る発達障害児（あ る い

は そ の 疑 い の あ る児童）へ の 支援 を 工 夫 し な が

ら，授業場面 に お ける教授一学習を成立 させ な

けれ ばな ら な い 。そ し て，当該児童 を排除する

の で は な く，他 の 児童 も納得で き る形で 授業に

組み 込 ん で い くこ とが求 め られ る 。

一
方 で ，集

団授業を受け る た めに 教室 に 居続ける こ とを強

要 されな い 。 そ れ は ，発達障害 とい う診断 を受

け る こ とに よ っ て ，子 どもの 不 可 解な振 る舞い

に
一

定程度の 免責メ カ ニ ズ ム が機能する か らで

あ る 。 そ の代わ り，当該児童 は 通級指導教室 に

通 い
， 薬を服用する こ とが求め られ て い く。 し

か し ， 授業場面にお い て 児童 は だれが診断 を受

けて い る の か とい うこ とを知 る こ とは ほ とん ど

な く ， 診 断を受けて い る児童 も自分自身が発達

障害 で あ る こ とを知 らな い こ とも多 い
。

　それ で は ， 教授
一

学習 を成 立 させなが ら ， 教

師 は問題行動 を起 こ す児 童に どの よ うに対応 し

て い くの で あ ろ うか 。 授 業場面にお い て ， どの

よ うな行為が逸脱 と して 問題化 され，どの よ う

な解釈に 基 づ い て行為が免責され て い る の か を

考察す る こ とで ，発 達障害児 へ の 「特別 な配慮 」

とい う実践を明らか に する こ とが で き る と考え

られ る。本報告で は ，発達障害と診断され，支

援員 もつ い て い る男児の 振る舞い が ，他の 児童

の 振 る舞 い とどの よ うに異な り，「特別な配慮」

が 必要 な児 童と して 差異化 され るの か ，教師に

よる両者 の 対応 を比較 しなが ら検討 して い く。

それ とい うの も，問題 行動 を起 こ す児童は発達

障害児 に限 られな い 上 ， 発達障害 とい う診断 を

受 けた児童もみ んな 1司じよ うな対応 をされ る と

い うもの で は な い か らで あ る。そ の た め，様 々

な要 因 に よ っ て 発 達障害に 対する 「特別な配慮」

が顕在化 し，「特別 な配慮」 を要する発達障害児

と し て 理 解 可能に なる と考え られ る。

2．調査 の 概要

　報告者は 2014年 9 月 か ら 2015年 3 月 ま で 週

1〜3 回，関東 の ある地域 A 小学校の 3年 1 組で

参与観察を して き た。ま た ，2013年 11N と 2015

年 4月 に教師 （A 小
・3年 1 組担任）へ の イ ン タ ビ

ュ
ー

も実施 し た。そ し て ，参与観察中に 放課後

の時間 を利用 し て し ば しば フ ィ
ール ドイ ン タ ビ

ュ
ーも行 っ た 。

　A 小 学校で は，特別支援 コ
ー

デ ィネ
ー

ターや

地域 コ ーデ ィネーター，ス クール カ ウン セ ラ
ー

，

学生ボ ラ ン テ ィ ア な ど，担任だけ で は な く複数

人 の 体制で 児童 の 学習・生活 支援を行 っ て い る 。

また ， 外 国籍の 児童が全学年で 約 60名在籍 して

お り， 授業の合間や放課後に 日本語 の 取 り出 し

指導 も行 われ て い る 。 特別支援学級 はな く，
「少

人数 教室 」 と呼ばれ る教室 で 日本語指導や発達

障害児 へ の 指導が行 われ て い る。

3．分析

　調 査対 象 の 学年 で あ る 3 年生 は昨年度 の 3 学
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級 か ら 2学級 へ と ク ラ ス 数が減 り，1 学級 当た

りの 人数が 38人 となっ て い る。1組に は発達

障 害 と診断 され てい る児童が 2名お り，ともに

男児 （ユ ウマ ／ ヒ ョ ン ジ ョ ン ）で ある。そ の う

ち 1名 は韓 国籍 の 児童 であ り，放課後に 日本語

指導も受 け て い る。筆者は学生 ボラ ン テ ィ ア と

い う立場 で 不登校女児 の 支援や発達障害児の 学

習支援を中心 に 1 組 の 子 どもた ちと行動を と も

に し ， 参与観察 を行 っ て きた。なお本報告に 登

場す る人物 はす べ て 仮名 で あ る。

　下記 で は ， （1）学級担任 の 教育観に 基づ い た

他の児童 とは異なる発達障害児 の 「お互 い に支

え合 う」 実践の 場面，（2）児童 の 教室飛び出 し

と 立ち歩きに教師が対応 する場面を取 り上げ

る。

3，L 教師の 教育観 と 「特別な配慮」 実践

　通級指導教室 で も指導経験の あ る木下先生 の

教育 の 原点は 「一／ ひ と クを大 切に ナる こ と」

で ある。学級 にお い て様 々 な困難を抱え て い る

児童 が お 互 い を支え られ る よ うに ，子 どもた ち

が 役 割を持 っ て動け る よ うに意識 し て い る。そ

れ は，「学凝 と ρ ラ祉会の雛 1の よ ラな翻 で

子 ど もノをちがぶ稗 奔を寿…
っ τお互 〃、を」乏2 で b ｝ ぐ」

こ と を木下先生 は重視 し て い る か らで あ る 。 こ

の 点にお い て，発達障害や家庭環境 とい う違い

は意識 され て い ない よ うに思われ る。

　 「お 互 い を支え合 う」 た め の 教師の役割 と し

て は ，子 ども同士が助け合 うよ うに つ なげ て い

く こ とで あ り ， 木下先生 は手伝 っ て くれ る児童

に個別 に 感謝 を述 べ る の で はな く， あえて 周 り

の 子 の 前 で 感 謝 を伝 え る こ とで 「周 りの 子 に も

（そ の 子 を）認め させ る 」働 きか けを して い る 。

そ れ で は ，木 下先生 は そ の 教育観 に基 づ い た働

きかけを学級 の 誰に対 して もす るの だ ろ うか。

　授業場面 で は ， 木下先生は始業時 に児童が他

の 児童 に声をか けて 着席を促 す よ うに働きか け

て お り，周囲に声をかけた児童 に 感 謝を伝え る

こ とがあ る 。

一
方 ，

ユ ウマ （広汎性 発達障害 の

診断有）に 対 して は 「慶 し ぐE 守 6 こ ど，ス イ

ソ チをスれ な の こ と」 が 重視され ，隣の 席 の 児

童 で あ っ て も ， 声 をか けた り，手出 し した りす

る こ とは期待 され ない 。そ して ，ユ ウマ の 問 題

行動に対 して 児童 らが 何 も反応 し な い こ と に

「優 し ρ ね ， み ん な 。 」 と声 をか け て い く。こ

の よ うに ，
ユ ウマ に 対す る 「お 互 い に 支 え 合

う」 実践は他の 児童 に 対す るもの と は異な っ て

お り，ユ ウマ を他 の 児童 と差異化 し て い く こ と

に な る の で あ る 。

3．2．差異化 される 「問題行動」 と能力の 承認

　木下先生は，授業中の ル ール を児童 に伝えて

お り， それに反 した場合は他 の 児童 の 大切な時

間 を奪 っ た とい う点 で ，みんなに謝 るとい う指

導 を して い る。ある 日，朝 の 会の 先生 の 話 の 最

中に ヨ ウス ケが先生に話 しか け，注意を受け

る。

一
方 ，

ユ ウマ は先生 の 話 の 途中で 教室 を飛

び出す が ，
ユ ウマ の 行動は注意 の 対 象とはな ら

ず，ユ ウマ が で きて い る こ と （学芸会 の 歌を全

部覚えて い る こ と ， 学芸会 で 使 う絵 も描 く こ

と）をみ んな の 前 で伝え て い く。 また ，
ヨ ウス

ケ とハ ル コ と ヒ ョ ン ジ ョ ン （ADHD の 診断有）

が授業 中に本棚 の 上に集ま り，自分 の 席には戻

らず ，
ユ ウマ も教 室か ら飛 び出 して い る場 面で

も，注 意の 対象 となる の は前者 3名 で あ る。

　ユ ウマ の 行動を児童 の逸脱 と し て言及す る の

で は な く ，
ユ ウマ が で き て い る こ とを学級 の 成

員 の 前 で 承認す る こ とに よっ て ，
ユ ウマ が 他 の

児童 と差異化 され る の で ある。ユ ウマ と ヒ ョ ン

ジ ョ ン は診断 が っ い て い る とい う点で は同 じで

あるが ，学級 で は とりわけユ ウマ が 差異化 され

て い く過程 が 観察され る。それ は，問題 行動 が

埋 め込 まれ て い る文脈や ヒ ョ ン ジ ョ ン の 問題行

動は 日本語習得 の 問題 に起因す るとい う教師 の

解釈が背景 にあ る こ とが考えられ る。

（調査 の 概要 と分析 の 詳細 ， 参 考文 献は ， 別途

当 日配布 い た します 。 ）
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