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障 害 部 門

「障害」に 関する研究の 最近の 動向と課題

　　　　
一

聴覚障害か ら見 た特別支援教育
一

　 澤　　　隆　史

（柬京学芸大学教育学部）

は じめ に

　本稿 は，日本教育 心理学会第 46回総会 （2004年 10月 ）で

の 発表論文 ， お よ び2003年 7 月 か ら2004年 6月 の 間 に わ

が 国 で 発表さ れた教育心理学 の 諸研究や著書 の 中 で，障

害 と関連 した研究 を取 り上げ て領域全体の傾向 に つ い て

ま と める と と もに ，特 に 筆者 の 関心 の ある問題 に つ い て

主要な研究を紹介 し問題 を掘 り下げて検討す る も の で あ

る 。 『教育 心 理 学年報』の 「障害部門」に お け る こ れ ま で

の 報告 で も述 べ られ て い る ように ， 障害領域 の 研究は 心

理 学，医療，教育，福祉と い っ た 幅広 い 観点 か ら行 わ れ

て お り， また複数 の 観点が複合 した学際的研究 も少 な く

ない 。各々 の 研究をその 目的や方法 に 照 ら して 見 た と き，

厳密な意味で教育心理学的研究 と見なせ るか 否 か の判断

に 迷 う こ と も し ば し ば生 じ る 。 そ れ故本稿で は ， 可能な

限 り教育心理学的観点 に 基 づ く研 究を取 り上 げつ つ も，

心理学全般あ る い は 他 の 学問領域 に お け る研究 も含 め て ，

障害領域 に 関す る 動向 に っ い て述 べ る こ と と し た 。 な お ，

障害領域 に お い て は障害種別 の 学 会や障害者 団体，親 の

会 な どが 多数存在 し ， 各機関か ら様々 な書誌が 発行 さ れ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 i

て い るた め， こ の
一

年間 に 限 っ て 見 て も，それ らの す べ

て に あ た っ て 障害 に 関連 す る研究 を網羅 す る こ と は極め

て 困難 で あ る。 本稿 で 取 り上げた研究 に つ い て は，筆者

の参加 して い る 心理学関連学会 を中心 に 抜粋 し て い る点

を，最初 に お 断 りして お きた い 。

　ま た本稿 で は，特 に 関心 の あ る トピ ッ ク ス と して 「聴

覚障害」を取 り上 げ ， 教育を巡 る最近 の状況や 研究動向

に つ い て ま と めて みた い 。『教育心理学年報』の 「障害部

門」 で こ れ まで に 取 り上 げ られ た トピ ッ ク ス と して は，

障害種別 で は 「知的障害」「自閉症」「重度重複障害」が

多 く， ま た 近年で は 「軽度発達障害」 が 注 目 さ れ て い る 。

さ らに 障害種以外 の 観点 と して は，「実践研 究」「指導法」

「関係性」あ る い は 「早期教育」な どが 取 り上 げ られ て い

る 。 これ らの トピ ッ ク ス は，発表 さ れ た 研究数 か ら見 て

もその 年 々 の 主要な関心事 で あ る こ と は 間違 い な く，本

稿で対象 とす る 2003年 7月 か ら2004年 6 月の 期間 に 当て

はめて み て も， それぞれ重要な観点 とす るこ とが で きる 。

一方，「聴覚障害」 に 関す る研究は，一年 ご と に 区切 っ た

場 合そ の 数 は 決 して 多 い と は 言 えず，障害領域全体 の 中

で 占め る割合 は 限 られ た もの で は あ る 。 し か し ， 1993年

の 通級 に よ る指導 の 制度化 を は じ め と し て
， 言語聴 覚士

の 資格化，デ ジ タル 補聴器や人 工 内耳に代表 さ れ る聴覚

補償用デバ イ ス の 進歩 と普及，新生児聴覚ス ク リ
ー

ニ ン

グ検査 の 開始 ， 手話研究の 進展 ， 聾学校に お け る幼少期

か らの 手話 の 導入 な ど，こ の 10年ほ ど の 間 に お け る，わ

が 国 の 聴覚障害児 ・者 を取 り巻 く教育 ， 医療 ， 福祉分野

で の 制度面や支援方法 の 変化は 急激で あ り，こ れ ら の動

き と と も に 研究 の 内容 は 広 が り と 深 ま りを見せ て い る 。

さ らに特別支援教脊へ の移行に伴 う障害児教育 シ ス テ ム

全般 の 改変 に よっ て ， 地域 の 実態 に応 じ て は ， 聴覚障害

教育の 中心 と なる場であ る聾学校や通級指導教室 の 位置

づ け が大 き く変化す る こ と も予想さ れ る 。 今後 の 教育支

援体制 の よりよい あ り方 を探求す る上 で も， 聴覚障害 に

関す る研究や 聴覚障害児の 教育を巡 る近況 に つ い て 展望

す る こ と は 意義の ある こ と と考 え る 。

こ の 1年間 （2003 年 7 月〜2004 年 6 月〉に 発表 された障害

に 関連す る研究 の 動向

　 日本教育 心 理 学 会 第46回総 会 発表論文集，な らび に 教

育心理学的研究 が 多数発表 され るわが国の代表的 な心理

学関運の 学会 で あ る 日本発達心理 学会 と 日本心 理 学会，

お よび障害領域 の 主要な学会 で あ る 日本特殊教育学会 に

お け る 今年度 の 大会発表論文集に 掲載 さ れ た障害 に 関連

す る論文の 数を ， 障害種別 に ま と め て TABLE 　1 に 示 し

た。なお
， 障害 の カ テ ゴ リ

ー
は東條 （2004 ） に従 っ た 。

　 TABLE 　1 に 示 した よ うに ， 4 学会 の 総会 お よ び 大会 で

発表 された論文 の 総数は737編 で あ り，障害種別 （「障害
一

般」 を除 く） で は ， 「自閉症 〔152 編 ）」「知 的障害 （151 繍 」

「聴覚障害 （70綱 」「軽度発達障害 〔64編）」 の 順 で 多 く，

こ の 4 種 で 発表全体 の 約 60％ を 占 め て い た。日 本特殊教

育学会 で の 発表論文 を除 く と，障害関連 の 論文 は 137編 で

あ り，全発表数 に 占 め る 割合 は，それぞ れ 日本教育心理

学会で 5．7％ ， 日本発達心理 学会で 13．8％，日本心理学会

で 2．1％で あ っ た 。

　日本教育心理学会第 46回総 会 に お い て 発表 さ れ た 障害
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TABLE 　l　 障害種別 の 発表論文数

瞳 害の 種類 教心 　　発心　　 日心 　　特教　　合計

視 覚障害 （盲 ・弱 視 ）

聴 覚障害 （聾 ・難 聴）

知 的障害 （精神遅滞 ）

肢 体不 自由 （運動障簪）

重度 ・重複 障害

言語障害

自閉症．
軽 度発 達障害 （学習障害 等）

病 弱 ・虚弱 （健康障害〉

そ の 他

障害
一
般 （全般 ・

不 特定）

32210298013　

　

　

　

　

　

　

　

　

1

13303696171　

　

1

　

　

　

　

1

　

　

　

　

1

0　 　 　 35　 　　 39

1　　 64　 　　 70

5　　　131　　　 ］51

 　 　　 28　 　　 29
0　 　 　 30　 　 　 33

0　 　 　 34　 　　 42
3　 　 121　　 152

4　 　 　 46　 　 　 64
0　 　　 18　 　　 19

8　 　　 15　 　　 31

5　　　 78　　 107

合　計 417026 　　　　600　　　　737

全 発表 数 に 占 め る割 合 （％ ） 5．7　　　13．8　　　Lt，1

教心 ：日 本教 育心理学会，発心 ：日本 発達心理 学会 ，
日心 ：日 本心理 学会，特教 ： 日本特殊 教育学会 ．

に 関連す る論文数は 41編で ， そ の うち 「自閉症 」関連 が

9 編 と最 も多 く，次 い で 「軽度発達障害」関連が 8編 と

な っ て お り ， 両者を あわ せ て 障害 に 関連 す る 論文数 の 約

40％ を 占 め て い た。 こ れ らの 研究 で は，テー
マ と し て，

心拍数 の 分析 （発表番号 ： PBI14）， 視覚認知 〔同 ： PBI15）
，

ア セ ス メ ン ト （同 ：PBI17，　PB121 ，　PBI28）， 指導 ・支援方法

（同 ； PBII8〜120．　PBI24〜125，　PCO70，　PCO74 ），自己意識 の 発

達 〔同 ： PB122 ），症例報告 （同 ：PB127）な どが 取 り上げ ら

れ ， 幅広 い 視点 か ら ア プ ロ ーチ さ れ て い る 。

　ま た 「障害
一

般」に つ い て は， 4 学会 で の 論文総数 が

107編 と全体 の 約 15％ を占め る が ， 直接的 に障害児・者 を

対象 と して い な い 研究 や，教育な らび に 福祉の観点か ら

ま と め られ た研究が 多数含ま れ て お り ， 心理学的研究や

狭義 の 意味 で の 教育心理学的研究 は 限 られ て い た 。 日本

教育心 理 学会第 46回総会 で の 発表論文 の 中 で ，「障害
一

般」 に 分類 され た もの は 13編 で あ り， 特別支援教育へ の

移行 に 伴う教員や親の意識な らび に障害観に 関 す る 調査 ，

ある い は 子 ど もを対象と した実態調査 （発表番号 ： PCO95

〜98，PCIO2，　PClO4，　PC106〜107） が半数以上 を占め て い た 。

他学会 に お い て も，「セ ン ター機能」「コ ーデ ィ ネ ーター」

「コ ン サ ル テーシ ョ ン 」「就学指導」「校内支援体制」な ど

をキー
ワ
ード と した 研究が 多数を占め て お り， 特別支援

教育体制 の あ り方 に 対 して 強 い 関心 が 向 けられ て い る こ

と が うか が わ れ る。

　次 に 4 学会 の 学会誌 に 掲載さ れ た 障害 に 関運す る論文

の 数を障害種別 に 集計 し，
TABLE 　2 に 示 した。障害種別

（1
’
障 害

一
般 」 を除 く） で は 「自閉症 」 に 関連す る論文が 10編

と最 も多 く， 次 い で 「知 的障害 （8編）」「聴覚障害 （6 緲 」

の 順 で あ っ た。『特殊教育学研究∫を除く ， 3学会 に お け

る障害に 関連す る論文の総数は 5編で あ り， 理論的考察

を行 っ た 論文 ユ編 を除 くと，い ずれ も成人 を対象と し た

実証 的研 究 で あ っ た 。 ま た 5 編の う ち 1 編 は 「視覚 障

害 」， 1編は 「聴覚障害」， 3編 は 「自閉症」 に 関連す る

論文 で あ っ た 。

　『教育心理学研究』に 掲載 された障害 に 関連す る論文

は 1 編 で あ っ た。長南 （2004）は，手話能力 と 日本語能力

の 上位一
下位 に よ っ て 4群に分類さ れ る高校生 お よび成

人 の聴覚障害者を対象に
， 手話 ， 絵， 文字 に よ っ て 呈 示

した 名詞単語 の 記憶課題 を実施し た 。 そ の結果 ， 刺激 の

種類 に 応 じて 対 象者群間 で 成績 の 差 が 認 め られ た こ と か

ら ， 手話能力と 日本語能力の 違 い に応 じて 記憶 に お け る

符 号化 の 過程 が 異 な る こ と を指摘 し て い る 。

　『発達心理学研究』 に 掲載 され た 論 文 は 2編 で あ り，い

ずれ も 「自閉症 」に 関連す る も の で あ っ た 。 赤木 ｛2003）
　　 の
は ， 幾 つ か の 誘 導条件を設 定 した マ

ー
ク 課題 に お け る反

応 の 分析を 通 じ て ， 青年期 自閉症者の 鏡像 自己認知 に っ

い て 検討 し て い る。対照群 （1歳 Oヵ 月〜3歳 1ヵ 月 の健 常児）

との 比較 を行 っ た結果，自閉症者は他者か ら の働き か け

に 応じ て 自己 像の マ ーク を触 る者が多 い こ と ，
マ

ー
ク の

つ い た 自己像を見る こ とに よ る とまどい を他者 に伝 達す

る 行動 を示 しに くい こ と，な ど が 示 さ れ た 。 ま た 熊谷

（2004）は ， 健常児と自閉症児に関す る発達現象を取 り上げ

た 先行研究 を足 が か りに ，注意 の 共有か ら 「心 の 理 論」

が 成立 す る ま で の 発達過程 を三 項関係 の 枠組 み か ら と ら

え直し，三 項関係の成立 に つ い て 4段階の発達 モ デル を

提案し て い る 。

　 『心理学研究』に掲載さ れ た 論文は 2編で あ っ た 。 上田

（2004）は ， 施設入所 に よ る 生活訓練 を受 けて い る中途視覚

障害者を対象に ， 訓練前後の 心理的適応 の変化 に つ い て

YG 検査な どの 結果 に 基 づ い て 分析 して い る。更 に ，訓

練 に 並行 して心理療法 を行 っ た者に つ い て ， 介入 の 目的

お よ び方法の 違 い が訓練効 果 に 及 ぼす影響 に つ い て も検
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TABLE　2　 障害種別 の 学会誌掲載論文数

障害 の 種類 教心 　　発 心 　　日心 　　特教　　合計

視覚障害 （盲 ・弱視）

聴覚障害 （聾
・難聴 ）

知 的障 害 （精神遅 滞〉

肢体不 自由 （運動 障害）

重 度 ・重 複 障害

言 語障害

自 閉症

軽 度発 達障害 （学 習障害等 〉

病 弱 ・虚．弱 （健康 障害）

そ の 他

障害一般 （全般 ・不特定）

01000000000OOOOOO2000010000

 

1

 

 

0
 

15832270159268322

 

 

159

　

　

　

　

　

　

1

合 　計 1 ワ鬯 2 4348

教 心 ： 日本教育 心理学会，発心 ：日本発達心理 学会，
日 心 1 日本心 理 学会，特教 ： 日本 特殊教育学 会、

討 を加 えて い る 。そ の 結果，生活訓練 に よ っ て 心理的適

応 に お け る部分的な改善は認め ら れ た が ， 心理療法 に よ

る効果 に つ い て は明確な結果が示 され なか っ た。また若

林 ・東條 ・Baron −Cohen ・Wheelwright （2004） は ， 日本

語版の 自閉症 ス ペ ク トラ ム 指 数 （Autisni・Spectrum　Qu。・

tient） を 作成 し て 高機能 自閉 症 と ア ス ペ ル ガー症候群 の

成人 な らび に 健常成人 に 実施 し，そ の 診断的妥 当性や 尺

度 と し て の 信頼性 に つ い て報告 し て い る。全体 的 な 結果

は 原版の検査 とほぼ
一

致 して お り，日本語 版 の 尺度が 自

閉症 の 臨床的診断と 自閉症傾 向の 個人差 を測定 す る上 で

有効 で あ る こ とを示 して い る。

　な お，『特殊教育学研究』に 掲載 され た論 文 は43編 と

数が 多い た め ， 各研究 の 内容紹介 に つ い て は省略す る 聴

覚障害 に 関連 す る研究 に つ い て は後述 す る）が ， そ の 中 で 心理学

的観点か ら行わ れ た と 見な し得 る 実証的研究 は 10編，調

査研究 は 4 編 で あ っ た 。 ま た 単
一

事例 を扱 っ た 実践研究

は 8編 で ，そ の う ち 5編は 自閉症児 を対象 と した もの で

あ っ た。

　以上 ， 4学会 に お け る 大会発表論文 な らび に 学会誌掲

載論文 に つ い て ，障害種別 の 件数を中心に概観 した 。 「教

育心 理学年報』の 「障害部門」 に お い て は，過去 5年の

間 に 「軽度発達障害」 お よ び 「自閉症 ス ペ ク トラ ム 」が

ト ピ ッ ク ス と し て 続 け て 取 り上 げられ て い る が （近 藤，

2001；牟 田，2002 ；東條，2004＞，
こ の 1年間 に 限 っ て み て も，

LD ，
　 ADHD な どの 軽度発達障害な ら び に 自閉症に関連

し た 研究 が 占め る割合の高さ は顕著で あ っ た。 4 学会 に

お い て 企画 さ れた今年度 の シ ン ポ ジ ウム ， ラ ウ ン ドテ ー

ブ ル ，ワ ーク シ ョ ッ プ の 中で ，直接的あ る い は間接的 に

障害 に 関連す る もの は総数で 98件あっ たが ， その うち話

題提供と し て 「軽度発達障害」あ る い は 「自閉症」 に 言

及 した もの が 半数 を超 え る51件 も含 まれ て い た 。 ま た ，

本稿で 取 り上 げた 4 学会 に お ける学会誌 に は 「軽度発達

障害」に 関連 する論文 は掲載 されて い なか っ た が，領域

専門誌 で あ る 『LD 研究』 （日本 LD 学会 ） を は じ め と して ，

『発達障害学研究』（日本発達障害学会 ）『小児の精神 と神経』

（日本小 児 精神 神 経 学 会 〉 『脳 と神経』（日本 小児神経学会 ） な ど

の諸学会誌上 で は ， 軽度発達障害児を対象 と した論文が

年間 を通 じて 継続的 に 掲載 さ れ て い る 。 さ ら に ， 『障害者

問題研究』（全 国障害者問題研 究会）の 32巻 2号 〔2004年 8 月）

で は 「高機能自閉症 と ア ス ペ ル ガ ー症候群」が，『実践障

害児教育』の 374号 （2eo4年 8 月 1 で は 「高機能 自閉症 とア

ス ペ ル ガ ー症候群一青年期の社会性の獲得一」が ， 「音声

言語医学』（日本音 声 言 語 医学 会）の 44巻 3 号 （2003年 7月）で

は 「軽度発達障害の言語の 問題」が ， さ ら に 2003「年 10月

に 創刊 され た 雑誌 『そ だ ち の 科学』に お い て も 「自閉症」
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

が ，そ れ ぞ れ 特集 と して組 まれ て い る な ど ， 現在の障害

領域 に お い て ， 軽度発達障害 お よ び自閉症 に 最 も関心 が

集 まっ て い る こ とは疑 い な い で あ ろ う。

　文部科学省は，「今後 の 特別支援教育の 在 り方 に つ い

て 儡 終報 告）」（2003年 3 月）で の 提言，お よび新障害者プ

ラ ン （重点施策実施 5か 年計 画） （2002 年 12 月）で の 決定 を受

け ，
2004年 1 月 に 「小 中学校 に お け る LD （学 習 障害〉，

ADHD （注意 欠陥ノ多動性 障害）， 高機能 自閉症 の 児童生徒 へ

の 教育支援体制 の 整備 の た め の ガ イ ド ラ イ ン （試案）」を公

表 した 。 ま た 2004年 2月 に は ， 中央教育審議会 の 初等 中

等教育分科会 に 「特別支援教育 の 推進 に 関す る 重要事項

を調査審議 す る」 こ とを目的 とした 「特別支援教育特別

委員会」が設置さ れ，中間報告 （2004 年 12 月）の 公表 を経

て ， 現在体 稿執 筆開 審議が 継続 さ れ て い る 。 さ ら に ，発

達障害児 ・者 に 対す る総合的 な支援の充実を期し た 「発

達障害者支援法」 が 制定さ れ ， 2005年 4 月 1 日 よ り施行

さ れ る 。 こ の よ うな教育支援体制 の 確立 に 向け て の 動 き

と並行 し て
， 通常学校 や 養護学校 で の 教 育 場 面 に お け る

適切 な ア セ ス メ ン トの 実施，具体的な支援方法 の 考案 や
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充 実が 一
層求 め られ る こ と に な る。軽度発達障害児 お よ

び 自閉症児を対象 と し た教育心理 学的研究は，この 数年

間の増加 に 引き続い て
， 今後 も質量 と もに 拡張充実し て

い くこ とが 期待 さ れ る 。

聴覚障害教育を巡 る最近の動向と課題

　聴覚障害児 の 教育 を取 り巻 く状況 は ，
こ の 数年 の 間 に

急激な変化 を見 せ て い る 。
こ こ で は ， 教育 に関連 し て議

論 の 焦点 と な っ て い るい くつ か の 事項 を取 り上 げ ， 最近

の動向 に つ い て言及 し て み た い
。

　 1． 教育場面 に お け る 手話 の 導入 を巡 っ て

　 わ が 国 の 聴覚障害教育に お い て ， 手話は そ の 創始期の

頃 か ら使 用 されて い た。しか し， 1世紀以上 に お よぶ教

育の 歴史の 中で は ， 手話が学校教育の場か ら排除さ れ る

時期が長 く続 い て きた と言え る 怖 田，zoo3）。 戦前の純粋

口 話法 に よ る指導は，そ の 後 の 聴覚学 （オー
ジ オ ロ ジー）の

進歩と補聴機器 の 開発 に伴 っ て聴覚口話法 と い う形 で継

承 さ れ ，音声 日本語 を中軸 に 据 え た 教育実践 が 行 わ れ て

きた 。 し か し ， と りわ け こ の数年の 間に ， 教育場面に お

け る幼児期か ら の手話の 導入 が聾学校 を中心 に 急速 に 広

ま っ て い る 俄 妻，1998，20D4）。1993年 2 月 に 公表 さ れ た 文 ・

部省調査研究協力者会 議 「聴覚障害児の コ ミ ュ
ニ ケ ー

シ ョ ン 手段 に つ い て 」（報 告 〉に お い て は，手話 は 主 に 中学

部 ・高等部で使用 さ れ る補助 あ る い は併用 的 コ ミ ュ ニ

ケ ー
シ ョ ン 手段 と し て 位置づ け ら れ て い る が ，2000年 3

月の 粛京都教育委員会 「コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン 指導等の研

究委員会報告」 で は，子 ど もの 状態 に 応 じた 幼少期 か ら

の手話や 指文字導入 の 必要性が 指摘さ れ て お り，教育場

面 に お け る手話 の使用 に関す る 認識や位置づ け が大 き く

変化 して きて い る。

　手話の 早期導入 を巡 る動 きの 背景 に は，以下 に 挙 げる

よ うな 様 々 な 要因 が 関与 して い る
。 第

一
に

， 障害 の 重度・

重複化 に伴い 聴覚口話法で は指導が困難な幼児 ・児童 ・

生徒が 増加 し て き た こ と，ま た 短期 間 で の 教員 異動 に

伴 っ て 聴覚 口 話法 に よ る 指導技術 の 積 み 上 げ が難 し く

な っ て い る こ と な ど，教育実践 の 場 に お け る 現実的問題

が 挙 げ ら れ る 。第 二 に ，マ ス メ デ ィ ア や著 書等を通 じて ，

一
般社会 に お け る手話に対す る認識が 高ま っ て き た こ と

が 挙 げられる 。 近年で は
， 地域 の手話講習会や サ ーク ル

で の活動な ど を 通 じ て ， 手話 を学 ぶ 人 も着実 に 増加 して

い る （米 川，2002）。第 三 に ， 手話 を 母語 とす る言語的少数

者 として の聾者 とい う視点が提示 さ れ 休 村 ・市 田，1995），

聴覚障害児 ・者 の ア イ デ ン テ ィ テ ィ 形成 に 関わ る手話の

重要性が指摘さ れ て き た こ とが あ る 。 そ し て第四 に ，自

然言語 と して の 手話 に 関す る 研究が言語学 （市 田，1998 ）や

心理学 （鳥越，2000）な どの分野 で 発 展 し て きた こ と と あわ

せ て
， 手話言語 を第

一
言語 と し て 獲得 さ せ 第二 言語 と し

て文字言語の 習得 をうな が すバ イ リン ガ ル 教育 の 実践 が

北欧を中心 と して 開始さ れ ， 海外で の 先駆的な取 り組み

や 研究成果 が ，著書 ある い は 学会や研究会 で の 報告な ど

を通 じ て 紹介 さ れ て きた 点 が 挙 げ られ る。成 人 聾者 が 中

心 とな っ て 運営する フ リ
ー

ス ク
ー

ル が 各地 で 立 ち上が り，

手話言語 を 基盤 と し た 指導実践 が 試行 さ れ ， そ の成果 に

つ い て 報告 さ れ 始 め て い る （小田、ZOOZ）。

　教育場面 に お ける 手話 の 導入 と並行 して ， わ が国 に お

い て も手話言語 に 関す る発達心理学的研究 （武居
・
四 日市，

1998；武居 ・鳥越，2000；松崎 ・菅井，2004） や ， 手話 の 導入 に

よ る コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン 活動 へ の 効果 （川崎・草薙，1998 掘

谷 ・鳥越 2003），あ る い は日本語指導上 の 効果 （長南、1997）

な ど に 関す る研究が ，こ の 数年 の 間 に 進展 を 見 せ 始 め て

い る 。

一
般に わ が国に お い て 「手話」と呼ばれ る もの の

中 に は，独立 した構造 を有 す る 自然言語 として の 「日本

手話」 と，日本語 の 構造を手 で 表現する 「日本語対応手

話」 が 存在 す る （武居，2003）。手話 に 関 す る 心 理 学 的研 究

に お い て も ， 言語獲 得や 言語発達と い っ た観点か ら自然

言語 と して の 手話 を対象 と した もの ，E亅本語対応手話 を

中心 と した コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン 方法 と し て の手話を対象

に した もの が あ り， さ らに そ の 区別 が曖昧なもの も含 ま

れ て い る。こ れ らの 研究 か ら 教育上 の 示 唆 を 得 る た め に

は ， 各々 の 研究が対象と し て い る手話 の 種類 を明確 に 区

別す る と と もに ，研究 フ ィ
ー

ル ドの 特徴 （教 育場 面 に お け る

手話 導入の 目的 や 方 法 手話能力 の 個 人差 な ど） を踏 まえる こ と

が 必要 と な る で あ ろ う。

　 2． 日本語習得 を巡 っ て

　聴覚障害教育に お い て は，従来 か ら，日本語習得 に 向

け て の指導の 充実が 重要課題の
一

つ と さ れ て き た 。 特に，

幼少期 か ら手話 に よるコ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン を主体 として

い る子 ど もや ， 手話言語を母語 と す る 子 ど も に対す る 日

本語習得 ， と りわ け学齢期以降 の 読 み 書 き能 力 （リテ ラ

シ ー
）をい か に し て 伸 ば し て い くの か と い う点 が ，教育実

践上 の 大 きな課題 と な っ て い る 。 読み書 き能力の 習得は

教科学 習 の 進展 と も密接 に 関連 し，ま た FAX や 電 子

メール に よ る伝達あ る い は イ ン ターネ ッ トを 活用 し た情

報収集な ど，日常生活 の 面 で も欠 くこ と の で きない 能力

で あ D ， そ の力を可能な限り伸ば して い く必要が ある 。

手話 か ら日本語 の 読 み 書 きへ とつ なげ て い くた め の 教育

支援方法 の構築 に 向け て は，言語 と し て の 手話 と 日本語

の違 い を踏 ま え た 上 で ，言語発達の過程 （鳥越 2000）や リ

テ ラ シ ー概念 （小 田，2 02 ；武居，2003） に関す る理論的考察 ，

実験や調査 の 結果 を踏 まえた実証 的研究，具体 的な指導

方法 や 教材 の 効 果 に 関す る 実践 的研究 の 充実 が 求 め ら れ

る 。 現在，手話 を基盤 と した 日本語習得 に 関す る実証的
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研究 は端緒 に つ い た と こ ろ で あ り ， 今後は ， 教育実践の

積み 重 ね と共 に，その 取 り組 み の 成果 を検証 ・確認す る

べ く更な る知見の 蓄積が必要 で あ ろ う。

　
一

方 ， 手話使用 の 広ま り と と も に ， 聴覚活用あ る い は

聴覚口話法に よる教育 の 在 り方 を巡 っ て，従来 の 問題点

を整理 し た 上 で ， あら た め て そ の意義や 重要性あるい は

必要性 の確認 が 進 め られ て い る 。 近年 は FM 補聴器 の 活

用 や 補聴機器 の デ ジ タ ル 化 が 進 み ， ま た 幼少期 か ら人 工

内耳 を装用す る子 ど もが 増加 して い る こ とな ど，聴覚活

用 と い う側面 か ら見 て も子 ど も が多様化 し て き て い る 。

各々 の 子 ど もの 障害 の 程度や発達 の 状況 に 応 じて ，日本

語習得 に 対 して 聴覚活用 の 持 つ 役割 や 意味 は異な るが，

今後 は手話と の併用 の 中で そ の 効果 を検証す る必要が あ

る （大沼，2004）。 聴覚活 用 の評価方法の 工 夫 （中瀬，2eo3 ；za

澤・加藤，2004 ）や
， 従来 の 教育方法 の 効果 に 関す る検証 （長

南 ・井一ヒ，1998 ；長南 12001） も含め て，日本語習得を促す た

め の 支援方法 に 関 して 多面的な ア プ ロ ーチ か ら の研究が

求め られ る 。

　 3． 新 生児聴覚 ス ク リーニ ン グ検査 を 巡 っ て

　厚生労働省は事前の 調査 ・
研究結果 を踏 ま え，2000年

10月 に 「新生児聴覚検 査事業実施 要綱」を定 め て ， 聴覚

障害の早期発見 ・
早期療育を 図 る た め ， 新生児 に 対す る

聴覚検査 を医療機関 に 委託す る形 で 試行的 に 実施す る こ

と と した （三 科，2004）。 新生児聴覚 ス ク リ
ーニ ン グ検査 は，

自動聴性脳幹反応 （autema しed 　audit 。ry 　brai冂・stem 　resp 。nsel

や耳音響放射 （ot 。 acousticemissions ）， あ る い は聴性 定常状

態誘発反応 （auditory 　 steady ．state 　evoked 　resp ・ nse ） とい っ

た 生理的反応 を指標 と して ， 生後間 も な い 乳児 の 聴覚障

害 をス ク リ
ー

ニ ン グする方法 で あ る 。 地域 に よ っ て普及

状況が 異 な る もの の ，現在，全国 の 数千 カ 所 の 医療機関

で 実施さ れ て お り， 障害の 早期発見 と早期か らの療育 ・

教育的対応 が 可能 に な る こ と が 期待 さ れ て い る。しか し，

使用 す る検査方法や 検査時の 耳 の状態に よ っ て 判定 の 精

度が 異 な る こ と，脳幹の 発達 に 伴 っ て 結果 が 変動 す る こ

と
， 「リフ ァ

ー （要再検 査 ）」を告知 す る際の手続 き や 配慮

の 在 り方 ， 親の 精神的 シ ョ ッ ク へ の 対応や 子 ど もの 療

育 ・教育体 制 の 未整備 な ど ， 実施 に あ た っ て考慮 す べ き

課題が 数多 く残さ れ て い る の が 現状で ある 。

　特 に ，親 の 精神的 シ ョ ッ ク や 不安感 は ， 愛着関係 の 形

成な ど を は じ め とす る ， 子 ど もの 初期発達 に 何 らか の 影

響 を及 ぼ す こ とが 懸念 され （庄司，2eo4）， 検査実施時の説

明 か ら検査結果 を告げるまで の フ ォ ロ
ー

や ， 発見後の ケ

ア体制作 りが急務の 課題 と な っ て い る。具体的 に は ，医

療 ， 教育 ， 福祉機関の充分な運携体制の確立や ，アセ ス

メ ン トや療育的指導 の 専 門性 を有 す る人材 の 確保 仲 村，

2004｝ と適切 な配置が 要求 さ れ る 。

　 4． 特別支援教育 に お け る聴覚障害児 へ の 対応

　 特別支援教育体制へ の 移行 に あた っ て は，通常学校 に

お け る LD 児 ，
　ADHD 児 ， 高機能自閉症 児 に 対 す る教育

支援体制 の 確立 とともに ， 現行 の 盲 ・聾 ・養護学校制度

か ら障害種別を超え た学校制度，す な わ ち特別支援学校

（仮称）へ の 転換 が重 要 な柱 と な っ て い る （文 部 科 学 省、

2003）。 特別支援学校は，障害の 重度 ・重複化 へ の 対応 と

地域 に お け る セ ン ター的機能 を担 う こ とが期待さ れ て お

り， 障害児教育に つ い て の高度な専門性を有す る 中核 的

機関 と して 位置 づ けられ る 。
こ の よ うな新た な学校制度

へ の移行 に際 して ， そ の動向に 最 も強 い 関心 を示 し て い

るの は聾学校を中心 と した 聴覚障害教育 の 関係者 や 子 ど

もの 親 で は な い か と思 わ れ る 。 上述 した よ うな ， 最近の

聴覚障害教育を取 り巻 く様 々 な状況 の 変化 は，教育 に 関

わ る専門性を ど の ような場所で ， あ るい は どの ような形

で 確保 ・発展 させ て い くか とい う問題 と密接 に 関連す る

か らで あ る。

　 聴覚障害教育の関係者 の 間で は，盲 ・聾 ・養護学校 の

特別支援学校 化 に あた っ て
， 従来 ど お り ， 聾学校 の 存続

を希望 す る 声が強 い
。 そ の 理 由 と し て は ， 第

一
に，仲間

同 士 の コ ミ ュ ニ ケー
シ ョ ン 活動 を保障 し， また手話言語

を獲得す る上 で，一
定規模以上 の 聴覚障害児 の集団 が 必

要で ある とい う点が 挙 げられ る。第 二 に ，日々 の 教育 活

動を行 う上 で ， 聴力検査 や 補聴器 の適合 とい っ た 聴覚補

償に関す る専門的技量 や ，オ ージ オ メ
ータ な どの 特殊な

機器 や 検査用設備 を必要 と す る 点 が あ る 。 第三 に
， 過去

30年以上 に わ た り乳幼児の教育相談や幼稚部で の教育 を

継続 し， 障害児 の 早期教育に お け る先駆的な取 り組み を

行 っ て き た経緯が あ る 。 特 に 新生児聴覚 ス ク リ
ー

ニ ン グ

検査 の 開始 に よ っ て ， 聾学校 に お け る 1歳未満児 の 相談

件 数 は確 実 に 増加 して お り （斎 藤 ・四 日市 ・鷲 尾 ・田 中．

2004）， これ まで 困難 で あ っ た軽度聴覚障害児 の 早期発見

例 が 増 えて い るな ど （阿利・鷲尾 2003）， 聾学校を訪 れ る子

どもの 数 は 今後 も増加 す る こ とが 予想 さ れ ， 地域 の セ ン

ターと し て 聾学校 が 担 う役割 は ます ます大 き くな る と思

われ る。第 四 に ， 子 どもた ち の ア イ デ ン テ ィ テ ィ 形成 の

場 と し て，聾学校 が 果 た す役割 が 挙 げ られ る。イ ン テ グ

レ
ー

シ ョ ン 教育 を受 けた聴覚障害児が ， 聞 こ え る 子 ど も

の集団 で 過 ごす 中で，心理 的安定 や ア イ デ ン テ ィ テ ィ 形

成 ， 障害認識 とい っ た面 で様々 な困難を抱えて い る と い

う現状が あ る （上 農，2003 ）。同 じ障害を持つ 仲間や 教員 が

存在す る聾学校は ， 学校を卒業し た後 も聴覚障害者が集

う場 と して 必要 で あ る。

　 こ の ように ， コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン 上 の特別な配慮 を必

要 と す る 場 と し て ， 手話言語獲得の 場 と して ， 専門的な

指導技術 や 特別 な環境 を備 える場 と して ，早期教育 の 窓
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口 の 場 と して，また ア イ デ ン テ ィ テ ィ 形成 を育 む場 とし

て ，聾学校の存在意義は極め て 大 きい と言 え よ う。一
方

で ， 現在 の 聾学校 の 設置地区や設置校数の関係な どの 理

由 か ら，聾学校 と い う 形 で存続す る こ とが 難 しい 地域 も

存在し （藤本，2004＞， また通級指導 を受 け な が ら通常学校

で 学 ぶ 聴覚障害児 も増加 す る傾向 に あ る。しか し，い か

な る状況 に お い て も，様 々 な場所 で 学 ぶ聴覚障害児が集

団 と し て 活動 で き る 場 を保 障する こ とや，学校間 で の連

携を強化 し， 「コ ミ ュ ニ ケー
シ ョ ン 」「手話」「聴覚活用」

な ど に 関わ る専門的な教育 サ
ービ ス を受 ける こ とが で き

る 環境 を整 え る こ と が 必要不可欠 と な る （矢野 ・斎藤・鷲尾 ・

四 日市，2004）。 聴覚障害児 の 教育 に あた っ て は ， 集団 と し

て の ニ ーズ と個 に 応 じた ニ ーズ の 両 面 に 対 す る 支援 の 在

り方が 問わ れ て い る 。

こ の 1年間 に おけ る わが 国の 聴覚障害に関連 する研 究論

文 に つ い て

　東條 （2004）と 同様 に ，国立 国会図書館の 雑誌記事索引

データ ベ ース に よ り，「聴覚 障害」「聾」「難聴」を題目の

キ
ー

ワ
ード と し て検索 した結果 ，

156件の 研究論文 な どが

抽出された 。 聴覚障害 に 関連す る研 究は ， 心 理 学 ， 教育

学 ， 医学 ， お よ び言語学 ，
工 学，社 会学 と い っ た 多様な

領域 に お い て 行 われ て い る が ， 以下 で は ， 主 に教育心理

学 的観点 を 踏 ま え た 研究 を取 り上 げ，テ
ー

マ 別 に そ の 内

容 を概観
・
展望す る 。

　 1． 手話 ・コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン

　堀谷 ・鳥越 （2003） お よ び松崎 ・菅井 （2004） は ， 早期 か

ら手話 を導入 して い る聾学校幼稚部 の 自由遊 び場面 を長

期的に観察 ・記録し， 手話 や コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン の 特徴

を分析 して い る。堀谷 ・鳥越 （2。03） は 子 ど も同士 の遊び

の 特徴 と ， 遊び の 中に お け る コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン 構造 を

分析 した。そ の 結果，聴覚障害児の場合 ， 遊 び の 内容 は

健聴児 と ほ ぼ 同 じ で あ るが 視覚的情報や知識を よ り多 く

活用 して遊び を 発展さ せ る こ と， 身体接触 や動作 に よっ

て 会話 の 開始 を伝 える こ と，場面や会話の相手 に 応 じ て

コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン 手段を使い 分 け る こ と な ど の 特徴 が

認 め られた。また 指 さ し行為 に 様々 な伝達機能が 認 め ら

れ る こ とや ， 手話の 動 き や ス ピードの 強弱 で 異 な る 意味

を伝 え る と い っ た 手話表現 の 多様性が 観察さ れ た 。 松

崎 ・菅井 （2004） は 手話 の 中 で 生 じ る停 滞現象 を分析 し，

「反復」「手指休止」などの 多様 な型 の 停滞現象が 見 ら れ

る こ と ， ま た それ ぞ れ の 停滞現象 は （手話 に よ る〉発話の 自

己編集 に 関連 し て異な る機能的役割 を有す る こ と な どを

指摘 し て い る 。
い ず れ の 研究 も，集団内で の 手話 に よ る

会話 の 特徴分析を通 じて ， 手話の 発達的様相 を詳細に検

討 して お り，今後 の 研 究 に 向け て 示唆 に 富む 知見 を提示

して い る。

　佐藤・吉野 （2004） は，平均聴力 レ ベ ル 100dB の 重度聴

覚障害児 に 対 する電話 コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン 指導を行 い
，

そ の 効果 に つ い て検討 し
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　3．　 日本語能力

　左藤 ・四 日市 （2004 ） は ， 様々 な対象に 用 い ら れ る
一

般

的な動詞 咆 括 動 詞，例 「作 る」） と 限定 さ れ た対 象 に 用 い ら

れ る動詞 （限定動 詞，例 「編 む」 「建 て る」） の産出 に つ い て ，

難聴の 小学校児童 と健聴児 の 比較 を行 い ，聴覚 障害児 は

健聴児 と比較 し て 限定動詞の産出が 少な く， そ の差は特

定 の 動詞 に お い て 顕著 で ある こ とを報告して い る。また

そ の 原因 として ， 学習 される語彙 の 制限 ， 文脈理解 の 困

難 ， 特定の 名詞一動詞間の 結び つ き が強固で ある こ と を

挙げ て い る 。

　兼子
・相澤

・左藤 ・四 日市 （2003 ＞ は，聾学校専攻科の

生徒 と健聴成人 の 書 い た 約100編 の 作文 を対象 に
， 品詞構

成に つ い て の 比較 ・検討を行 っ た 。 そ の 結果 ， 聴覚障害

生徒 は
一

編あた りの 文 数 は 少な い もの の ，文 の 品詞構成

に つ い て は健聴成人 との間で 顕著な差異 は見 い だ さ れな

か っ た。こ の 研究 で は ，電子化 した作文デ
ー

タ を数量 的

に 解析す る ，
い わ ゆ る テ キ ス トデータ マ イ ニ ン グの手法

を 用 い て お り，聴覚障害児 の 日本語能力 の 特徴 を見 い だ

す 上 で新た な試み と言え よ う。

　4． 聴覚活用
・
発話能力

　中瀬 （2003，2004 ）は，通常学校の教室な ど，騒音や 反響

の厳 しい 環境 を想定 した補聴器装用 に お ける 評価 の 重要

性 を指摘 し，雑音 を負荷 した 語音検査 に よ る FM 補聴器

の効果に つ い て検討 して い る 。 雑音負荷の有無 と補聴器

の 設定 に よ っ て 4 つ の 検査条件 を設定し，そ れ ぞ れ の 条

件に お け る聞き取 り成績の パ タ ーン か ら類型化を行い
，

さ ら に 各類型 に 応じ た補聴器 の 調整方法 や，教師の 対応

方法に つ い て考察を加 え て い る 。 通常学校で学ぶ 聴覚障

害児 が増 え て い る点か ら も，有効な 評価方法 の 開発 や 具

体的な支援方法 の 提示
’
は 重要な課題 で あ る と 考 え る。

　富澤 ・加藤 （2004）， 安東 ・吉野
・志水 （2003 ）お よ び石

原 ・板橋 ・斎藤 （2003｝ は，それ ぞ れ の 年齢段階 に お け る

発話の 評価や 指導 に つ い て検討 を加えて い る 。 富澤
・加

藤 （20D4）は ， 3 〜 6歳の 重度聴覚障害児に対 して 擬音語

の 復唱 に よる構音評価 を定期的 に 実施 し， 構音 の 改善経

過 に つ い て 報告し て い る。補聴器装用児 と人 工 内耳装用

児の い ず れ に お い て も ， 構音の改善に お け る 個人差が大

きか っ た が，表出しや す い 音と し に くい 音は 類似 し て い

た。ま た 人 工 内耳装用児 は 短期間 に 構音 の 著
．
し い 改善 を

示 す こ と が 明 らか と な っ た 。安東 ら 伽 03）は，重度聴覚

障害 の 中学生 23名を対象 に
， 単語 の

一
部を強調 し て 表現

した 短文 を刺激と し て ， そ の聞 き取 りの特徴を検討 し て

い る。異 同弁別実験 の 結果，聴覚障害生徒 は 文 を聞 き 取

る際に ， 強調さ れ た単語の位置 ， 音圧上昇の程度 ， あ る

い は強調単語 の 持続時間 な ど の 情報 を手が か りに して い

る こ と， 異同弁別の成績が 良好な者は文の追唱 に お い て

も健聴者 と 比肩 し うる能力を有す る こ と が 示 さ れ た 。 ま

た 石原ら （2003）は ， 同 じ聾学校を卒業 し た短大学生 を対

象 と し て ，個別 に よ る 発話 指導 の 効果 に つ い て 検討 し て

い る 。 そ の結果 ， 発話指導 を受 けた者 は い ずれ も発音明

瞭度 が 向上 して お り，児童期 に 未習得 で あ っ た 音 を含 め

た 子音の 発音 に 改善が 認 め られた 。 こ の結果 か ら石原 ら

は ， 青年期 に お ける発話指導が有効 で あ る こ と， 構音メ

カ ニ ズ ム の 理解や発音器 官の 運動 を意 図的 に コ ン トロ ー

ル す る こ とが 容易に な る こ とで ，音 の 学習 に お け る 困難

性を軽減 で き る と 考察 して い る 。 発話 ス キ ル の有用 性は ，

障害の程度あ る い は個人 の 意識 に よ っ て多様 で あ り，ま

た 年齢段階 に 応 じた 生活環境 に よ っ て 変化す る も の と考

え ら れ ， 指導に あた っ て も長期的な視点を持 っ て対応す

る こ と が 重要 で あ ろ う。

　 5．　 情報補償

　 太 田 ・下 島 （2003〕 は，通常中学校 に 在籍 す る聴覚障害

生徒に対す る ， 要約筆記に よ る情報保障の効果 に つ い て

検討 した。約 1年間 の 要約筆記 に よ る支援 の 結果，授業

内容の 理解 が 促進 さ れ る と と も に ， 他生徒の 発言や 教室

内の 雰囲気が 伝 わる よ うに な り，授業 へ の 意欲向上 に お

い て も有用 で あ る こ とが 示 さ れ た 。 ま た，森本・井坂 （2003）

は大学 で 学 ぶ 聴覚障害学生 に 対す る ノートテ イ ク に よ る

情報保障 に つ い て ，量的 ， 質的側面 か ら検討 して い る。

分析の結果 ， 講義内容を文字と し て伝え る効率 腰 約率）

は約 20〜5  ％ の 幅が あ り，講 義者 の 話す速度 や 視覚情報

の提示 ・活用 方法に よ っ て変化す る こ とが 示 さ れ ， 講義

者 と ノ
ー

トテ イ カ
ー

お よ び聴覚障害学生 自身 の 連携な ど

の課題が指摘さ れ た 。

　白澤
・斎藤 （2004） は，聴覚障害者が 手話通訳 の 技術 に

対 し て 求 め て い る期待 に つ い て
， 質問紙 法 に よ る調査 を

実施 して い る 。 166名か ら の 回答を分析 した 結果 ， 通訳 を

頻繁 に 利用 す る 聴覚障害者 は ，訳 の 誤 りが 少 な く疲労感

を与えな い 通訳 を好む こ と ， 日常的に 日本手話を使用 し

て い る聴覚障害者は非手指動 作な どの 日本手話 の 文 法 を

踏 まえた通訳 を求 め て い る こ とが 示唆 され ，
こ れ らの 結

果 を基 に 今後 の 手話通訳士養成の あ り方 に つ い て 考察 を

加 え て い る 。

　6． 重複障害児 ・者 の 指導

　吉岡 ・坂本 ・武藤 ・望月 （2004） は，刺 激等価性パ ラ ダ

イ ム お よ び教示 的フ ィ
ードバ ッ ク の手法を用 い て ，知的

障害 を伴う聴覚障害生徒 に 対 し て
，

二 語 文 個 的語 ＋ 動 詞）

獲得の 指導を行 い そ の効果 に つ い て報告し て い る 。 動面 ，

手話，文字を 刺激 と した 訓練 の 結果，二 語文 の 表出反応

が獲得さ れ た が ， そ の 獲得過程は モ ード間で 差異 の あ る

こ とが 指摘された。

　ま た南 一．岡 田 （2003） お よ び濃添 ・南 ・望月 （20e4） は ，
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知 的障害 を伴 う聴覚障害生徒ならび に成人を対象 と し て ，

携帯電話の メ ール 機能 を活用 し た ト レ
ー

ニ ン グを行 い ，

その 有効性 に つ い て報告 し て い る 。 携帯電話の メール は ，

聴覚障害児・者 の 日常生活 に お け る遠隔・
双方向の コ ミ ュ

ニ ケ ー
シ ョ ン 方法 と し て広 く活用 され て い る が

，
そ の 機

能 を重複障害者 の 地域生活 ス キル 獲得訓練 に 利用 し て い

る点 で 新た な試 み と言 え よ う。 重複障害児へ の指導に つ

い て は，今後そ の 実践 や 研究 を
一

層充実 させ て い く必要

があ る 。 特に聴覚障害 と重複す る 障害 の 種別 （視 覚障害 知

的障害 な ど） に 応じ て，コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン 手段 や指導方

法に お け る配慮が 大 きく異な る こ と か ら 仲 澤、2003 ； 中

村 ・川住，2004）， 個に応じ た支援方法 の 確立が求 め られ る。

結語一今後の研究課題一

　本稿 で は ，聴覚障害 に 焦 点を当て て 最近 の 研究動向に

つ い て 述 べ た 。 誌面 の 関係 か ら取 り上 げ られ な か っ た 研

究 も多 く，また こ の 1年間に発行さ れ た ， 教育学や心理

学的観点か らの 示唆 に 富む 著書 （我妻、20D3；上 農，2003 ；山

口 ，2003） に つ い て も紹介で き な か っ た点を お詫び し た い
。

　聴覚障害教育の 領域 で は ，
コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン 重 視の

指導 や ， 0歳児 か らの 早期教育，地域 の セ ン タ
ー機能に

関す る 先駆 的 な 実践 や 研究 を行 っ て き た 。
こ れ らの 取 り

組み は ， 特別支援教育 へ の 転換 に 伴 い
， 他 の 障害児 へ の

教育実践 に お い て も有益 な 示 唆を与え る もの と考 え る。
一

方 で ，
こ れまで の 研究 や実践 で は，聴覚 の みの 単

一 障

害を前提 に した 議論 や ， 言語や コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン の 問

題 に 特化 し た 内容 に 比重 が 置 か れ て きた 面 も否 め な い
。

特 に 聴覚障害を伴う重複障害児の 支援方法 に つ い て は，

よ り
一

層 の 研究 の 充実 と知見 の 蓄 積 が 必 要 で あ る （菅井，

2004 ）。 また 聾学校などの 教育実践 の 場 で は，学習障害 な

ど の 軽度発達障害を併せ持つ と思わ れ る 子 どもの存在が

指摘さ れ て い る が ， わ が 国に お い て は その 実態 も明 らか

に され て お らず ， 認知特性 の ア セ ス メ ン トや支援方法 に

関 す る研 究 も端緒 に つ い た ばか りで あ る （佐 藤 ・濱 田，

2003）、多様な ニ
ーズ を有す る 子 どもた ち に対 す る適切な

支援方法を追求 して い くため に は，障害種別 の 観点 と と

も に ，各障害領域 で培わ れ た専門性 を相互 に 活用 して い

くこ とが 必 要不可欠 とな る 。 各障害 に 関 す る専 門 性 を 土

台 と しなが ら， それ らを結 びつ け総合的 な支援 が 可能と

な る よ うな体制を作る こ とが ，
こ れ か らの 特別支援教育

に お け る重 要な課題 で ある と言 えよう。

　2006年10月に は ， 第 9 回 ア ジア 太平洋地域聴覚障害問

題会議 （The 　9th　Asia−Pacific　CQngress ・ n 　Deafness ）が 東京

に お い て開催さ れ る こ とが決定 して い る 。 国際的な研究

交流の場が 設け られ る こ と は
， わ が 国 の 教育支援体制 を

考 える上 で も有益 な機会 と な る で あ ろ う。
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