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子 ど も が 全 盲者 と ぶ つ か っ た 際 の 親 の 対応 に つ い て
一
　障 　害 　理 　解 　の

　 　 　 　○ 望 月　 珠 美

　 　 　 〔筑 波 大 学 ）

視 　点 　 か 　 ら

徳 田 　 克 己

（筑 波 大 学 ）

じま じ め ＆こ

　青 柳 ・徳 田 ［1998）は、視 覚 障害 者が 道路等を 歩い て

い る 時 に 幼 児 や 母 親 と の 間 に 生 じ た か か わ りに つ い て

調 査 を行 っ た。そ の 結果 、視 覚 障 害 者 が 不快 に 感 じ る

対 応 の ひ と っ に 、目が 見 え な い こ と や 白杖 に 幼 児 が 強

い 興味や 関心 を 示 す こ と に 対 し て、母 親 を は じめ とす

る 周 囲 の 大 人 が そ れ を た し な め た り 無 視 し た り す る こ

と が あ る 点 を 挙 げ て い る 。

　 障害 理 解教 育 で は、幼 児 が 自分 と 他 者 と の 違 い や 障

害 者 の 存 在 に 気 づ く こ と を 障 害 理 解 の 第 1 段 階 と し て

い る 。そ し て こ の 時 期 に 大 人 が 幼 児 の 障 害 に 対 す る 興

味 や 関 心 を 無 視 し た り叱 責 し た り す る こ と が 、の ち の

障 害観 の 形 成 に 負 の 影 響 を 与 え る 危 険 が あ る こ と を 指

摘 し て い る （徳 田 ，1995；1998等 〕 。

　 本研 究で は、幼 児 を 持 つ 保 護 者 を対 象 に し た調 査 を

通 し て 、子 ど も が 路上 で 視 覚 障 害者 とぶ つ か っ た こ と

を想 定 し た 際 に ．保護 者 は 視 覚 障害 者 お よ び 子 ど も に

対 し て ど の よ う に 対応 す る の か に つ い て 確 認 し た い と

考 え た。ま た そ の 結果 を障 害 理 解 の 観 点 か ら考 察 し、

今後、保 護 者 を対 象 に した障 害 理 解 教 育 を進 め る．上で

の 資 料 に す る 予 定 で あ る。

方 法

12

3 ．

4 ．

調 査 対 象 地 域 ： 茨城 県 K 郡 T 町

調 　査 対 象 者 ： 調査 地域 内 に あ る 私 立 T 幼 稚

園 に 在 籍 す る 園 児 の 保 護 者 98名 を 対 象 に し た 。

調 査 方 法 ； 無 記 名 に よ る集 団 質 問 紙 調査 を行

っ た 。具 体 的 に は 、私 立 T 幼稚 園 が 年 闇 行 事 と し

て 園児 の 保 護 者 を 対 象 に 行 っ て い る 講 演 会 に 本 研

究 の 共 同 研 究 者 が 講 演 者 と し て来 園 し た 際 に 、講

演 会 に 参加 し た 保 護 者 に 対 して 調査 へ の 協 力 を 依

頼 し た 。記 入 が 済 ん だ 回答 用 紙 は ．講 演 会 終 了 後

に
一

斉 回 収 さ れ た。

調 査 実 施 日 ： 平 成 IO年 5 月

5 ．　回収 標 本 数 ： 98標 本 （回 収 率 100％）

6 ．調 査 項 目 ： 調 査 対 象 者 は 下 記 の 問 い を 読 ん だ 後 、

　　ふ た つ の 設 問 に 回答 し た。圓 答 は す べ て 自由 記述

　 　 と し た。

《問 い 》　 あ な た の お 子 さ ん 〔幼 稚 園 児 ） が 道 を歩 い

　て い る 時 、前 か ら 白 い 杖 を っ い た 目 の 不 自 由 な 人 が

　点 字 ブ ロ ッ ク （黄 色 い ボ ッ ボ ッ ） の 上 を 急 ぎ 足 で 歩

　い て きて 、た ま た ま点 字 ブ ロ ッ ク の 上 に い た お 子 さ

　ん に ぶ っ か っ て し ま い 、お 子 さ ん が 倒 れ て 泣 い て し

ま っ た と し ま す。そ の 時 あ な た は、目が 不 自 由 な 人

に 何 と言 う と思 い ます か。ま た お 子 さ ん に は ど の よ

うに 説明 し ま す か 。思 い つ い た ま ま を ご 自由 に お 書

き下 さ い。

  目の 不 自由 な人 に 対 して 何 と言 い ま す か 。

  お 子 さ ん に は ど の よ う に 説 明 し ま す か。

結 果 お よ び 考 察

　回 答 用 紙 を 集 計 ・整 理 し た 結 果、分析の 対象 と して

97標本 を 採 用 し た。

  視覚 障 害者 に 対 し て 何 と 言 う か

　表 1 に、視 覚 障 害 者へ の 対応 を示 し た。表中の 百分

率 は母 数 を 97名 と し て お り、各 対 応 に 関 す る 記 述 を し

た 者 が 全 体 に 占 め る 割 合 を 示 し て い る 。

　視 覚障 害 者 へ の 対 応 と し て 、延 べ 162件 の 回答 が 得

ら れ た。こ の 回 答 を 対 応 の 仕 方 に よ っ て 整 理 し た 結

果、6 種 類 に 分類 さ れ た 。

　 対応 と し て 最 も 多 く み られ た の は 「謝 る 」 で あ り、

84．5％ で あ っ た 。以 下、「（け が の 有 無 を 確 認 す る 等 ）

相手 を 気 づ か う 貝 50 ，5勸 、「相 手 に 状 況 を 説 明 す る 」

（23．T％）、「 手 引 き を 申 し 出 る 等 の 好 意 的 な 言 動 」

〔4 ．1剛 、rゆ っ く り 歩 く よ う に 依 頼 す る 」（3．1％）

「何 も言 わ な い 」C1．O％） 等 の 回 答 が 挙 げ ら れ た。な お

上 位 2 項 昌 を 占め た 「謝 る 」「 （けが の 有 無 を 確 認 す る

等 ）相手 を気づ か う 」対 応 は 、ぶ つ か っ た相手 の 障害

の 有 無 に か か わ ら ず、公 共 の 道 路 を 利 用 する者 が心 が

け て お く べ き マ ナ
ー

と言 え る 。

　一方 「相 手 に 状 況 を説 明 す る 」 と い っ た 対応 は、瞬

時 に 周 囲 の 状 況 を 判 断 す る こ とが困 難 な 視覚 障害 者 に

と っ て 、有 効 か っ 適 切 な も の で あ る 。以 下 に そ の 具 体

的 回 答 の 例 を 示 す 。

＊ 「 〔謝罪 し た上 で ） う ち の 子 が 点 字 ブ ロ ッ ク の 上 で

　 　 遊 ん で い て ぶ つ か っ て し ま い ま し た 」

＊ 「子 ど も が こ ろ び ま し た が 、無 事 で す か ら 心 配 し な

　 い で 下 さ い 」

＊ 「子 ど も が 泣 い て い ま す が 、も う大 丈 夫 で す 」

　 ま た 「手 引 き を 甲 し 出 る 等 の 好 意 的 な 言 動 」 は、保

護 者 の 障 害 者 に 対 す る 受 容 的 な 態 度 の あ ら わ れ で あ

り．視 覚 障 害 者 に と っ て 有 益 な も の で あ る だ け で な

く、障 害 理 解 の 観 点 か ら も．そ の 場 に い る 幼 児 に 望 ま

し い 影 響 を及 ぼ す こ と が 推 察 さ れ る。具 体 的 に は 、以

下 に 示 す よ う な 回 答 が 得 られ た 。

＊ 「お 近 くま で ご
一
緒 し ま し ょ う か ？ 」
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＊ 「ど うぞ お 気 を つ け て 1

　 「ゆ っ く り歩 くよ う に 依 頼 す る 」 との 対 応 は、視 覚

障害 者 自身 に も公 共 の 道路 を利 用 す る者 の
一

員 と して

周 囲 に 対 す る 配 慮 が 求 め ら れ る こ と を 示 す も の で あ

る 。障 害 者 と健 常 者 の 双方 が 快 適 に 道路 を共 有 す る た

め に は 、健常 者 が 障 害 者 に 対 し て
一

方 的 に 謝 っ た り配

慮す る の で は な く、必 要が あ れ ば意 見 や 要 望 を 伝 え て

い く こ と が 必 要 で あ る。こ の よ う な 認 識 を 広 め て い く

こ と は ．今 後 の 障 害 理 解教 育 の 課 題 の ひ と っ と 言 え よ

う。

　 さ ら に 気 に な る 対 応 と し て 、 「何 も 言 わ な い 1 こ と

が 挙 げ られ る。こ の よ う な 対 応 は、言 語 に よ る コ ミ ュ

ニ ケ ーシ ョ ン を 主要 な 情 報源 と し て い る 視 覚 障 害 者 に

戸 惑 い を 与 え る も の で あ り、不 適 切 な 対応 で あ る と 言

え る 。上 述 し た よ う な 不 適 切 な 対 応 が 生 じ る 背 景 に

は ，健 常 者の 側 に 障 害 に 関 す る 基 本 的 な 知識 が 欠 如 し

て い る こ と が う か が え る こ と か ら、視 覚 障害 の 特 性 や

障 害者 と接 す る 際 の エ チ ケ ッ トに つ い て 知 る 機 会 を 意

図 的 に 設 け る こ と に よ っ て 、障 害 に 関 す る 知 識 を 深 め

て い く必 要 が あ る と言 え る。逆 に 言 え ば ．随 害 に 関 す

る 知識 を 深 め る機会 が な け れ ば 、障害者に 対 す る 不 適

切 な 対応 を減 少 さ せ る こ と は で き な い の で あ る。

  子 ど も へ の 対応

　 子 ど も へ の 対応 と して は 、延 べ 16Z件の 回答が 得 ら

れ た 。こ の 回 答 を 障 害 に 関 す る 記 述 の 有 無 に よ っ て 分

類 した と こ ろ ，8＆ 7X に 障害 に 関 す る 何 らか の 記 述 が

認 め ら れ た。

　 幼 児教 育 に お い て は、障害 者 や 障 害 が あ る 友 だ ち に

つ い て ど の よ う に 教 え て い く べ き か と い う こ と に つ い

て 、幼 児 の 障害 観 は 成 長 と と も に 自然 に 形成 さ れ て い

く も の で あ り、意 図 的 な 介 入 は 必 要 な い と の 意 見 が 依

然 と し て 聞か れ る が 、今 回 の 結 果 は 多 く の 保 護 者 が 、

機 会 が あ れ ば子 ど も に 障 害 や 障害 者 に つ い て 積 極 的 に

教 え て い き た い と考 え て い る こ と を 示 唆 す る も の と 言

え る 。

　 続 い て 、す べ て の 回 答 を そ の 内容 に よ っ て 細 か く 分

類 し た と こ ろ、表 2 に 示 し た よ う な 結 果 が 得 ら れ た。

割 含 の 母 数 は 97名 で あ り、表 中 の 百 分 率 は そ れ ぞ れ の

対 応 を記 し た 者 が 全 体 に 占め る 割 合 を 示 し て い る。

　 子 ど も へ の 対応 に は 多 様 な も の が あ る が 、それ ぞ れ

の 対応 を 障 害 理 解 の 観 点 か ら検 討 し た 概 要 を 述 べ る 。

　 ま ず ．単 に 厂注 意 し よ うね j　f気 を っ け よ う ね 」 と

い っ た 抽象 的 な言 葉 が け で は 、幼 児 は 次 に ど の よ うに

行動 し た ら良 い の か が わ か ら な い 。そ こ で 、 「点 字 ブ

ロ ッ ク の 上 は 歩 か ない 」　「白 い 杖 を 持 っ た人 が 来 た ら

道 を譲 る 」 等 の 具 体 的 な 対 処 の 方 法 を 伝 え る こ と が 必

要 で あ る。ま た 子 ど もを 叱 っ て 萎 縮 さ せ た り，視 覚 障

害 者 に 無 理 に 謝 ら せ る 等 し て 、障害者 と の 接 触 体験 を

表 1 ．視覚 障 害 者 へ の 対応

・謝る

・（け が の 有 無 等 ）相 手 を気 づ か う

・相手 に 状 況 を説 明 す る

・手引 き を 申 し 出 る 等 の 好意 的 な言 動

・
ゆ っ く り歩 くよ うに 依 頼 す る

・何 も言 わ な い

84．5％

50．5％

23．7％

4．1％

3．1％

1．o％

表 2 ．子 ど も へ の 対応

・点 字 ブ ロ ッ ク の 意 味 に つ い て 話 す

・注 意 す る ／ 気 を つ け る よ う に 言 う

・視 覚 障 害 に つ い て 話 す

・子 ど も を 気 づ か う ／励 ま す

・点 字 ブ ロ ッ ク の 上 は 歩 い て は い け な い

　 　こ と を 話 す

・視 覚 障害 者 に は 目 が 見 え る 者 が 注 意

　 　し な けれ ば い け な い こ と を 話 す

・目が 見 え な い た め に ぶ つ か っ て し ま っ

　 た の で あ り．わ ざ と で は なか っ た こ

　 を 話 す

・視 覚 障害 者 に は 目が 見 え る 者が 道 を 譲

　　る 必要が あ る こ と を 話 す

・白杖 に つ い て 話 す

・視 覚 障害 者 に 謝 る よ うに 促 す

・視 覚 障害 者 が い な く な っ て か ら障 害 に

　 つ い て 話 す

・
そ の 他

54．6％

24．7％

23．7％

17．5％

15．5％

15．5％

13．4％

11．3％

9．3％

6．2％

6．2％

9．3％

「い や な 怖 い 体験 j と して 印 象 づ け る こ と は 絶 対 に 避

け な け れ ば な ら な い 。そ の た め に は 、保 護 者 が 点字 ブ

ロ ッ ク や 臼杖 の 役 割 を話 す 等、子 ど も な りに 納 得 す る

こ とが で き る よ うに 働 き か け た り、子 ど も を 気 づ か い

励 ます 姿 勢 が 必要 で あ る と 言 え る。

　 最 後 に 、幼 児 の 障 害 に つ い て の 気 づ き に つ い て 述 べ

る 。幼 児が 障 害 や 他 者 と の 差 異 に 気 づ き、そ れ に 関心

を ボ す こ と は 成 長 の 過 程 に お い て 当 然 の こ と で あ る 。

保 護 者 に は、幼児 の 気 づ き を 無 視 し た り遮 る こ と で そ

こ に マ イ ナ ス の イ メ ージ を持 た せ る こ と が な い よ う な

配 慮 が 求 め ら れ る 。そ れ は 障害 者 の 前 で あ っ て も 同 じ

で あ る 。障 害 者 を前 に して 子 ど も か ら何 か 尋 ね ら れ た

際 の 「あ と で ね 1」　「そん なこ と を言 っ た ら失 礼 で し

ょ う」 と い っ た 保 護 者 の 対 応 が 、幼児 の 障害 者 や 障害

に 対 す る フ ァ ミ リア リテ ィ 〔親 しみ ） の 向上 の 機 会 を

奪 っ て い る こ と、ま た 視 覚 障害 者 の 多 くが そ の よ う な

対 応 に 疎 外 感 と不 快 感 を 感 じ て い る こ とを 障害 理 解教

育 を 通 して 伝 え て い くこ と が 必 要 で あ る 。
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