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派遣し ， そ れ ぞ れ の 立場 か ら 支援 ・指導 を行 い
， 成果 を

上 げて い る。

　通 常学級 に お ける特別支援

　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　 沼田　勉

　通常学級 の 担任，及 び学年主任 と し て ， 生徒の 実態 を

ふ ま え ， 個 に 応 じた 指導 と集団 の特性 に応 じた ク ラ ス 経

営 を実践 した。い くつ か の ポ イ ン トを ま と め た。

　 1． 生徒と の 人間関係を築 く

　（1） 生徒 と の 人間関係 を築 く ：人 の 話 を静 か に 聞 くこ

とがで きな い 集団 で は，生徒 と 】対 ユの 人 間関係を確立

し て か ら集団と して の 落 ち着きをね らわな けれ ばな らな

い 。ま た ，教師側 に も話 の 内容 を 短 く明確 な もの に す る

な ど ， 聞か せ る た め の 工 夫 が 不可欠 で あ る 。

　  教室 の 美化 ：落 ち着き の な い 集団 が 過 ごす 教室 は

汚 い
。

ゴ ミ を平気 で ど こ に で も捨 て る とい う意識 が 蔓延

し て い る か ら だ 。 学習環境が乱 れ て い て は 生徒 の 向上 は

望 め な い と考 え，教室 の 美化 に 取 り組 ん だ 。 生徒 の 中に

は，担任は 自分た ち の た め に 何か を して くれ て い る の だ ，

と い う意識が芽生 え ，
ゴ ミ の 量 が 減 っ て くる と と も に 生

徒 の 落ち着きが 出始め た。

　2． 授業をす る 上 で の配慮 個 語稗

　生徒は本来 ， わ か りた い とい う気持 らを持 っ て い る。

今 日 の 授業 を 聞 け ば何が で き る よ う に な る か を 予 告 し ，

そ の 重要性 を強調 して 告 げる （目 標の 明 確化 ）こ と で 生徒 は

授業 に 引き込 まれ る 。 そ し て ， 最後 に で き た こ と を確認

す る こ とで 成就感 を持 つ の で あ る 。

　 3． 専門機 関 との 連携

　専門機関 に つ な ぐ場合 は ， 保護者 に 「本人 が こ うい う

こ と で 困 っ て い る 」 と い う事実 を伝 え，あ くまで も本人

の た め で あ る と い う観点 で 勧 め る。そ の た め に 日頃 か ら

保護者 と教員 の コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン を取 り，生徒 が 健 や

か に 育 つ た め の 協働関係 を大切 に し て い る 。

　 コ ミ ュ ニ テ ィ
ー ・サポー トの視点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 佐藤 秀明

　 1． 養護学校 と特別支援教育

　文部科学省 が 「障害 の 程度 に 応 じ特別 の 場 で 指導 を行

う 『特別支援教育』 へ の 転換」 を明確 に した こ とで ，養

護 学校 の 地域 に お け る セ ン ター
的機能 と し て の 役割 と

小
・
中学校が 必要 と し て い る特別な支援教育を よ うや く

一つ の連続性の 中で考え る こ とが で き る 基盤 が で きた が ，

養護学校 の ため の ガ イ ドラ イ ン が で き て い な い 。

　2， 小 ・中学校の特別支援教育

　学校教育 の 現場 で は，ア セ ス メ ン トに 不可欠 な心理検

査 を十分に 機能さ せ る こ とが で き な い で い る 。 検査 の 方

法や検査結果 と して の 数値を出す こ と は で き て も ， そ の

数値 に 基 づ く解釈や プ ロ フ ィ
ール の 分 析 に は 至 らず，

せ っ か くの 検査結果 をそ の 子 の 指導計画 に生か す こ とが

で き な い ケース が 数多 く見 られ た 。し か し，今後 は 個別

の 支援計画 ， 個別 の 指導計画 ， 個別移行計画等を作成 し

て い く際 に は必要不可欠 の もの で ある。心理検査は，ア

セ ス メ ン トだ けで な く，教育相談や 学校 ・保護者に対す

る コ ン サ ル テ ー
シ ョ ン に も必要 な資料の

一
つ で ある。必

要な の は ，

“
す ぐれ た ア セ ス メ ン トツ

ー
ル

”

に 基 づ く子 ど

もへ の教育的なアプ ロ
ーチ と コ ミ ュ ニ テ ィ

ーを視野に 入

れ た
“
す ぐれ た コ ーデ ィ ネーター”

で あ る 。

　3． 特別支援教育 と コ ミュ ニ テ ィ
ー

　教育 現 場 で の
“
す ぐれ た ア セ ス メ ン ト ツ ール

”

と は ，

判断す る た め だ けの もの で は な い
。 特に 専門委員会 は ，

検査 中 の 様 子 や 検査 の 結果を分析 して 具体的 な 支援 に 結

び つ け て い くこ と が 大切 で あ り， 学校生活で の情報収集

力や関係機関 との 連携 が 重要で ある。そ して
“

す ぐれ た

アセ ス メ ン ト
”

は ， 子 ど も に と っ て よ り よ い 学習ス タ イ

ル や生活 ス タイ ル を見 つ け，子 ど もの よ さ を生 か し て い

く こ と に あ る 。 そ の 実現 に 向け て 家庭 ・教育現 場 ・地域

が ひ と つ の コ ミ ュ ニ テ ィ
ーと して 互 い に 関わ り， チ

ー
ム

と して 支援 して い く必要 が あ る。

　指定討論

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 下司　昌
一

　本 シ ン ポ ジ ウ ム で ，山岡氏 は 生涯 を通 じ た支援を行 う

た め に 個別の 指導計画及び ， 個別の 教育支援計画 の 整備

の 必要性 を述 べ ，さ ら に 現在国会で 検討 さ れ て い る 「発

達障害者支援法」の成立 が 望 ま し い と の 提言を行 っ た 。

昨年 ま で 教育 セ ン タ ー
に 勤務 し て い た 水上 氏 は ， 專門機

関 か ら学校現場 へ の 支援 の あ り方 に つ い て 報告 を行っ た。

中学校 に 勤務し て い る 沼 田氏 は ， 通常学級担任の 立場か

ら多様な 生徒に対す る 支援の 実践例 を報告 した 。さ ら に

佐藤氏 は養護学校 が地域 に お ける セ ン タ
ー

的機能を担 う

こ と及 び地域支援 シ ス テ ム の 重要性 に つ い て提言を行 っ

た 。 こ の シ ン ポ ジウ ム に参加 し て ， 筆者は話題提供者の

発言 か ら，特別支援教育 が 各地 で 着実 に 拡 が りっ つ あ る

と の実感を持つ こ とが で き た 。 周囲の学校 に 目 を向け て

み る と，特別支援教育 の 導入 は 不十分 と の 印象を持ち や

す い が ， 全国的に は LD ・ADHD 等の 教育 へ の 大 き な う

ね りが 生 じ て い る の で あ る 。 今後 ， 特別支援教育が展開

さ れ る に 従 っ て ， 通常学級 に 在籍す る特別 な教育的 ニ ー

ズ を持 つ すべ て の児童生徒に対 し て支援の輪を広げ て い

くこ と の 必要性 を感 じた。 LD ・ADHD 等 へ の 支援を契

機 と し て ，

一
人 ひ と りの 児童生徒に 目 を向け た 教育が実

現 され る こ とを願 い た い 。
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