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な っ て い る こ とが 明らか とな っ た 。
こ の よ うな実態 が

，

中学校 の 通常 の 学級 に 在籍す る特別 な支援を必要 とす る

生 徒 へ の 支援 の 難 し さ の 原因 と な っ て い る と考え ら れ る。

　中学校に お い て ， 特別 な支援 を実施 す る こ とは難 しい 。

調査 の 結果 か ら は，以下 の 5 点が 指摘さ れ た。

　  支援をす る に は 教員の 数が不足 して い る

　  授業 に まっ た くつ い て い け な い 生徒が い る （小数

　 　 分数 ・九九 も完全 に習得 して い ない ）

　  保護者が 子 どもの状 態 を受 け入れな い

  通級指導教室 が な い

　  　対象生徒の ニ ーズが あま りに も多様で対応で きな

　 　 い

　さ らに ，中学生段階に な る と，相談機関や特別な支援

を実施す る教室等に 出向い て 支援 を受け る こ とや ， 教室

内で の 支援員 に よる支援を生徒本人 が 拒否す る こ とが 多

くな る 。

　以上 の ような問題 を解決す るため に は，通常の授業の

中で 子 ど も の 特性 に 気づ く た め の 方法 の 確立 と ，

一人 ひ

と りの 目標 を設定して個 へ の対応 を実行す る ため の シ ス

テ ム の 構築 が 必要 で あ る こ と を提案 し た 。

　特別支援教育を進める学級経営の 実際と 工 夫
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　本年度 よ り通常学級 で 特別支援教育 が本格的 に 開始さ

れ た が ，特別支援が必要な 子 ど も も含め た ， す べ て の 子

どもたち の 学級生活 の 満 足感 を高めるような効果 を上 げ

て い る学校 は多くは な い と思う。

　筆者は 自ら開発 した 「学級集団分析 尺度 Q − U 」 を用

い て
， 全国 の 10万 を超 え る学級 の データ を 蓄積 し ， そ の

中で特別支援が必要な子 どもも在籍 して い る学級 の デ
ー

タ と ， 在籍して い ない 学級 の デ
ー

タを比較検討 し た が ，

前者 の 学級の 子 ど もた ち の学級生活の満足度が有意に低

い こ とが 示 唆 さ れ た 。さ らに，通常学級 に 在籍 して い る

特別支援 が 必要な子 ど もの 学級生活の満足度が他の児童

生徒 と比 較し て著し く低 い こ と も示唆 さ れ た 。二 次障害

が心配 され る の で ある 。

　通常学級で 特別支援教育を推進す る と は ， 「学級内の特

別な支援が必要な子 どもを教 師が ど う理解 し個別対応す

る の か 」とい う レ ベ ル で は な く ， 「特別支援をは じめ と し

た個別支援が必要な子 どもた ち の 個別対応 と通常 の
一斉

指導 を ど う統合 した 教育実践を展開す る の か 」と い う学

級経営 の 問題な の で ある 。 さ ら に ， 機能的な校内組織で

の 支援 が な け れ ば，担任教師一
人 で は十分 な対応は で き

な い 学級集団 も存在す る。

　次は筆者の研究か ら見えて きたポイ ン トであ る。

　 ・すべ て の 子 どもの 個別支援 レ ベ ル ・内容の 把握

　 ・学級集団 の 状態の 把握

　 そ れ を 基 に し て 校内の 全 教員 で 共通 理解 と 対応計 画

（学級経営計画も含む ）を作成し，チ
ーム で行動す る。そ の た

め に必要 なの は次の 点で あ る 。

　 ・柔軟な校内の チーム 支援体制 の 確立

　通 常学級 で の 特別支援教育 の 推進 は，一
定 の 個別支援

を し っ か り位置づけた学級経営 を ， 校内 の 教員チーム で

展開して い く とい う こ とが 必 要で あ り，そ の た め の モ デ

ル とな る多 くの 実践例の情報 を学校現場 は切に求め られ

て い る と思 う。

指定 討論

　小 中学校における特別支援教育の 展開と課題

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上野
一
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　特別支援教育 へ の 展開が全国 で 開始 された。なか で も

小 ・中学校 に お け る LD ，　 ADHD ， 高機能 自閉症 など，

い わ ゆ る 「発達障害」へ の 支援教育 は 大 き な 課題 と な っ

て い る。

　今日 ， 学力の低下，
い じめ ， 不登校 ， 授業崩壊 な ど

，

さ まざま な 問題が 公教育で は 山積 し て い る が ， 「発達 障

害」 は こ れ ら の 問題 の 背景要因 と し て も色濃 く関係 し て

い る と思われる 。

　本 シ ン ポ ジウ ム で は ，
こ れ ら課題 の解決 に あ た り ， 3

人 の シ ン ポ ジス トか ら， 個別 の 支援計画 に つ なが る児童

把握 の あり方，中学校 に お け る現状把握，そ して伝統的

な学級経営 と特別支援教育に お ける 個 の 指導 との 統合 と

い う視点 か らの 課題提起が な さ れ た。

　指定討論で は ， そ れ ら を踏ま え ， 歴史的な流れ と 同時

に ， 先進事例，そして 軽度 の 知的障害を含む今後の 発達

障害教育 と シ ス テ ム に関す る 10の解決課題が 提示 さ れ た 。
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