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進
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
２
０
１
６
年
度
に
は
発
達
障
害
者

支
援
法
が
大
幅
に
改
正
さ
れ
、
２
０
１
７
年
度

か
ら
10
年
間
で
通
級
に
よ
る
指
導
を
担
当
す
る

教
員
の
基
礎
定
数
化
が
計
画
的
に
進
め
ら
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
動
き
は
学
習
指
導
要
領
の
改
訂

に
も
影
響
し
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、「
通

級
指
導
を
受
け
る
児
童
生
徒
全
員
に
個
別
の
教

育
支
援
計
画
や
指
導
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
」

と
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
子
ど
も
の
教
育
的
な
ニ
ー
ズ
に
応
じ

た
支
援
を
行
う
た
め
の
様
々
な
事
業
も
実
施
さ

れ
て
い
ま
す
。
今
回
お
話
を
う
か
が
っ
た
今
宮

先
生
が
在
籍
す
る
桃
山
学
院
教
育
大
学
で
は
、

「
発
達
障
害
に
関
す
る
教
職
員
等
の
理
解
啓

発
・
専
門
性
向
上
事
業
」
の
実
施
校
と
し
て
指

定
を
受
け
て
お
り
、
２
０
１
７
年
度
か
ら
「
発

達
障
害
の
可
能
性
の
あ
る
児
童
生
徒
に
対
す
る

教
科
指
導
法
研
究
事
業
」
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

新学習指導要領改訂において、発達障害のある子どもたちへの指導内容・方法の工夫がより一層求めら
れるようになりました。文部科学省の調査では、公立の小中学校の通常の学級では、発達障害の可能性
のある子どもが6.5%いると推計されています。今回は、もはや特別な存在ではなくなりつつあるこのような
子どもたちに、どう向き合っていけばよいかを考えていきます。

特集

「発達障害」のある
子どもへの指導と工夫

取材・文●甲斐ゆかり（サード・アイ）　イラスト●あきんこ

発
達
障
害
の
定
義
と
実
状
は

　

発
達
障
害
と
は
、
発
達
障
害
者
支
援
法
に
よ

る
と
「
自
閉
症
、
ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
症
候
群
そ
の

他
の
広
汎
性
発
達
障
害
、
学
習
障
害
（
Ｌ
Ｄ
）、

注
意
欠
陥
多
動
性
障
害
（
Ａ
Ｄ
Ｈ
Ｄ
）
そ
の
他

こ
れ
に
類
す
る
脳
機
能
の
障
害
で
あ
っ
て
そ
の

症
状
が
通
常
低
年
齢
に
お
い
て
発
現
す
る
も
の

と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
定
義
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
子
ど
も
た
ち
は
、
全
国
の
公
立

の
小
・
中
学
校
の
通
常
の
学
級
に
お
よ
そ
６
・

５
％
い
る
と
推
計
さ
れ
て
い
ま
す
（
２
０
１
２

年
調
査
）。
文
部
科
学
省
で
は
、
発
達
障
害
の

あ
る
子
ど
も
に
対
し
、
厚
生
労
働
省
な
ど
と
連

携
し
な
が
ら
特
別
支
援
教
育
を
行
っ
て
い
ま
す
。

法
律
の
改
正
で

何
が
変
わ
る
の
か

　

近
年
、
発
達
障
害
者
を
支
援
す
る
た
め
の
法

律
の
整
備
が
進
ん
で
い
ま
す
。
背
景
に
は
、
障

害
の
重
度
化
・
重
複
化
や
多
様
化
、
Ｌ
Ｄ
、
Ａ

Ｄ
Ｈ
Ｄ
等
の
児
童
生
徒
へ
の
対
応
や
、
早
期
か

ら
の
教
育
的
対
応
に
関
す
る
要
望
の
高
ま
り
、

高
校
な
ど
高
等
教
育
機
関
へ
の
進
学
率
の
上
昇
、

卒
業
後
の
進
路
の
多
様
化
、
障
害
者
の
自
立
と

社
会
参
加
な
ど
が
進
ん
で
い
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

　

具
体
的
に
は
２
０
０
５
年
度
か
ら
発
達
障
害

者
支
援
法
が
施
行
さ
れ
、
２
０
０
７
年
度
か
ら

は
全
て
の
学
校
で
特
別
支
援
教
育
が
本
格
的
に

ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
ま
た
、
２
０
１
４
年
１

月
に
「
障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
条
約
」
に
批

准
し
、
こ
れ
を
ふ
ま
え
た
特
別
支
援
教
育
が
推

今、向かい合う時に来ています

今宮 信吾先生 松本 緑先生

専門は国語科教育学。2017年度から同大で文科省の
指定事業「発達障害に関する教職員等の理解啓発・専
門性向上事業」を実施中。近著は『人間教育をすすめ
るために―主体的・対話的で深い生美を創造する』（株
式会社ERP）。

同施設で発達障害の子どもたちの支援事業を行う。
日本カウンセリング学会認定カウンセラー、スーパー
バイザー歴任。京都大学大学院等で研鑽を積み、ノー
スカロライナ大学で自閉症教育を学ぶ。子育て・発達
教育に関する講演・研修会を多数開催。

桃山学院教育大学教育学部教育学科准教授 さくらこどもセンター代表

Imamiya Shingo Matsumoto Midori

お話を
うかがったのは

このお2人

教育に関する改正について（第8条第1項関係）
　発達障害児が、その年齢及び能力に応じ、かつ、そ
の特性を踏まえた十分な教育を受けられるようにす
るため、可能な限り発達障害児が発達障害児でない
児童と共に教育を受けられるよう配慮することを規
定するとともに、支援体制の整備として、個別の教育
支援計画の作成及び個別の指導に関する計画の作成
の推進並びにいじめの防止等のための対策の推進を
規定する（一部略）。

発達障害者支援法の一部を
改正する法律（一部）



こ
れ
か
ら
求
め
ら
れ
る

指
導
の
あ
り
方
と
は

　

こ
れ
ら
の
事
実
を
ふ
ま
え
、
今
宮
先
生
は
、

「
こ
れ
か
ら
は
、
通
常
の
学
級
に
発
達
障
害
の

可
能
性
の
あ
る
子
ど
も
が
必
ず
い
る
と
い
う
前

提
で
、
授
業
作
り
を
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
で

し
ょ
う
」
と
指
摘
し
ま
す
。

　
「
法
律
の
改
正
で
、
そ
れ
ま
で
の
『
障
害
児

学
級
』
と
い
う
表
現
が
『
特
別
支
援
学
級
』
に

変
わ
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
は
意
味
が
あ
り
ま
す
。

『
特
別
』
と
い
う
表
現
に
は
、
明
ら
か
な
障
害

が
あ
る
子
ど
も
だ
け
で
は
な
く
、
障
害
の
可
能

性
の
あ
る
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
の
子
ど
も
も
含
ま
れ

て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
特
別
な
配
慮
を
行
う
対

象
が
広
が
っ
た
の
で
す
」

　

グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
の
判
断
は
、
教
師
個
人
の
裁

量
に
任
せ
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

　
「
こ
れ
ま
で
は
教
師
の
経
験
値
を
も
と
に
判

断
し
、
特
別
に
配
慮
し
て
い
た
部
分
が
大
き

か
っ
た
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
法
律
が
変
わ
っ

た
こ
と
で
、
今
後
は
学
校
全
体
で
取
り
組
ん
で

い
く
流
れ
に
な
り
ま
す
。

　

教
員
養
成
課
程
に
お
い
て
も
、
発
達
障
害
の

可
能
性
が
あ
る
子
ど
も
が
い
る
と
き
に
ど
の
よ

う
な
指
導
の
工
夫
を
す
る
か
を
考
え
る
授
業
を

行
っ
て
い
ま
す
（
6
ペ
ー
ジ
参
照
）。
教
員
採

用
の
場
面
で
も
、
特
別
支
援
の
免
許
を
も
っ
て

い
る
人
を
積
極
的
に
採
用
し
よ
う
と
し
て
い
ま

す
」

　

現
状
に
お
い
て
も
、
ま
た
制
度
面
に
お
い
て

も
、
子
ど
も
に
寄
り
添
い
、
個
別
に
合
わ
せ
た

指
導
や
授
業
を
行
う
必
要
性
は
確
実
に
高
ま
り

そ
う
で
す
。

教
師
が
抱
え
て
い
る

課
題
は
何
か

　

発
達
障
害
の
可
能
性
が
あ
る
子
ど
も
も
含
め

た
特
別
の
支
援
が
進
む
の
は
よ
い
こ
と
で
す
が
、

そ
の
入
り
口
で
あ
る
支
援
が
必
要
か
ど
う
か
の

診
断
を
受
け
る
こ
と
を
保
護
者
に
ど
う
す
す
め

る
か
、
頭
を
悩
ま
せ
る
先
生
も
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
。

　
「
確
か
に
、
保
護
者
へ
の
伝
え
方
は
大
変
難

し
い
で
す
。
で
す
が
、
支
援
体
制
の
整
備
が
進

む
今
の
時
代
、
早
く
診
断
を
受
け
て
結
果
を

知
っ
た
ほ
う
が
、
状
況
に
応
じ
た
配
慮
や
措
置

が
受
け
ら
れ
る
た
め
、
そ
の
子
に
と
っ
て
プ
ラ

ス
に
な
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。

　

例
え
ば
大
学
受
験
の
場
合
、
セ
ン
タ
ー
試
験

で
は
障
害
の
状
況
に
応
じ
て
試
験
時
間
を
延
ば

し
て
も
ら
え
た
り
、
漢
字
に
ル
ビ
を
ふ
っ
て
も

ら
え
た
り
す
る
な
ど
の
措
置
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

子
ど
も
に
普
通
教
育
を
受
け
さ
せ
る
義
務
を

負
っ
て
い
る
の
は
保
護
者
で
す
。
現
実
に
は
ま

だ
ま
だ
う
ま
く
い
か
な
い
部
分
も
あ
り
ま
す
が
、

保
護
者
に
情
報
を
伝
え
る
な
ど
、
様
々
な
は
た

ら
き
か
け
を
し
て
い
く
こ
と
も
教
師
の
仕
事
だ

と
思
い
ま
す
」

　

次
の
ペ
ー
ジ
で
は
、
学
習
障
害
の
あ
る
子
ど

も
た
ち
へ
の
支
援
と
は
ど
ん
な
も
の
か
、
さ
く

ら
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
の
取
り
組
み
を
見
て
い
き

ま
す
。

おもな発達障害の定義
（文部科学省）

◉自閉症
３歳くらいまでに現れ、他人との社会的関係の形
成の困難さ、言葉の発達の遅れ、興味や関心が狭く
特定のものにこだわることを特徴とする行動の障
害で、中枢神経系に何らかの要因による機能不全
があると推定される。このうち、知的発達の遅れ
を伴わないものを高機能自閉症という。

◉学習障害（LD）
基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞
く、話す、読む、書く、計算するまたは推論する能力
のうち、特定のものの習得と使用に著しい困難を
示す様々な状態を指すもの。原因として中枢神経
系に何らかの機能障害があると推定される。

◉注意欠陥多動性障害（ADHD）
年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力、及び（ま
たは）衝動性、多動性を特徴とする行動の障害で、
社会的な活動や学業の機能に支障をきたすもの。
７歳以前に現れ、その状態が継続し、中枢神経系に
何らかの要因による機能不全があると推定される。

◉アスペルガー症候群
知的発達の遅れを伴わず、かつ、自閉症の特徴のう
ち言葉の発達の後れを伴わないもの。

（文部科学省HPより）

学級数（学級） 児童数（人）

知的障害 	16,927	(45.4%) 	66,720	(47.8%)

肢体不自由 	 2,061	 (5.5%) 	 3,286	 (2.4%)

病弱・身体虚弱 	 1,237	 (3.3%) 	 2,112	 (1.5%)

弱視 	 350	 (0.9%) 	 407	 (0.3%)

難聴 	 699	 (1.9%) 	 1,075	 (0.8%)

言語障害 	 479	 (1.3%) 	 1,541	 (1.1%)

自閉症・情緒障害 	15,571	(41.7%) 	64,385	(46.1%)

総計 37,324 139,526

言語障害 	 34,908	 (43.2%)

自閉症 	 12,067	 (14.9%)

情緒障害 	 8,863	 (11.0%)

弱視 	 139	 (0.2%)

難聴 	 1,691	 (2.1%)

学習障害 	 10,474	 (13.0%)

注意欠陥多動性障害 	 12,554	 (15.5%)

肢体不自由 	 61	 (0.1%)

病弱・身体虚弱 	 11	 (0.01%)

総計 80,768

小学校における特別支援学級数と
在籍する児童数（国・公・私立計）

小学校で通級指導を受けている
児童数（公立） 計（人）
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3

発達障害のある子ども、あるいはその可能性のある子どもに
しっかり向き合いたいと思っても、参考にできるような例はなかなか

見つけにくいものです。そこで、15年以上の実践を重ねてきた
さくらこどもセンターの取り組みを紹介します。

実践の場で起こって
いることを知ろう

れ
ば
、
指
導
は
充
分
に
可
能
で
す
。

　

私
は
、
子
ど
も
の
全
て
の
行
動
に
お
い
て
、

説
明
で
き
な
い
背
景
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

一
体
ど
う
し
て
、
と
思
う
よ
う
な
行
動
で
も
、

そ
こ
に
は
必
ず
理
由
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
そ
の
子
が
ど
う
い
う
発
達
上
の
特
性
を

も
っ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
説
明
が
つ
く
の
で
す
。

　

発
達
障
害
の
あ
る
子
ど
も
た
ち
の
見
方
を
身

に
つ
け
れ
ば
、
そ
の
後
の
対
応
は
グ
ッ
と
楽
に

な
る
は
ず
で
す
。
ま
ず
は
先
生
方
が
そ
こ
ま
で

の
知
識
を
お
も
ち
に
な
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思

い
ま
す
」

　

日
々
の
業
務
に
追
わ
れ
、
と
て
も
そ
の
労
力

が
な
い
と
い
う
先
生
も
多
い
よ
う
で
す
が
…
…
。

子
ど
も
の
行
動
が
理
解
で
き
な
い
？

い
い
え
、必
ず
背
景
が
あ
り
ま
す

　

さ
く
ら
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
（
以
降
さ
く
ら
）

で
は
、
学
校
の
先
生
に
対
し
て
は
、
こ
れ
ま
で

の
積
み
重
ね
を
も
と
に
、
生
徒
個
別
の
発
達
を

詳
細
に
分
析
し
て
効
果
的
な
指
導
法
を
伝
え
た

り
、
学
校
と
家
庭
の
信
頼
関
係
づ
く
り
の
お
手

伝
い
を
し
た
り
し
て
い
ま
す
。

　

先
生
方
か
ら
は
「
発
達
障
害
の
あ
る
子
ど
も

は
指
導
が
難
し
い
」
と
い
う
声
を
耳
に
し
ま
す

が
、
松
本
先
生
は
ど
う
お
考
え
で
し
ょ
う
か
？

　
「
確
か
に
そ
う
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
が
、
そ

の
子
の
特
性
を
し
っ
か
り
見
る
目
を
も
て
て
い

　
「
先
生
方
は
ク
ラ
ス
と
い
う
集
団
を
ま
と
め

て
い
く
こ
と
に
焦
り
、
日
々
の
こ
と
に
追
わ
れ

て
疲
れ
切
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
し
か
し

そ
れ
は
、
枝
葉
の
部
分
が
気
に
な
っ
て
、
本
質

的
な
幹
の
部
分
（
特
性
理
解
）
を
見
失
っ
て
い

る
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
優
先
順
位
が
わ
か

る
よ
う
に
な
る
た
め
に
も
、
事
例
検
討
会
な
ど

へ
参
加
さ
れ
て
み
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
」

専
門
性
を
踏
ま
え
て
い
れ
ば
保
護
者

へ
の
対
応
が
変
わ
っ
て
き
ま
す

　

保
護
者
へ
の
対
応
を
ス
ム
ー
ズ
に
す
る
た
め

に
は
、
ど
ん
な
こ
と
が
有
効
で
し
ょ
う
か
。

　
「
大
切
な
の
は
、
お
子
さ
ん
が
発
達
障
害
だ

と
診
断
を
受
け
た
後
の
対
応
で
す
。
そ
の
後
の

見
通
し
を
何
も
示
し
て
も
ら
え
ず
に
放
っ
て
お

か
れ
る
よ
う
な
状
態
が
、
保
護
者
に
と
っ
て
は

も
っ
と
も
し
ん
ど
い
こ
と
だ
か
ら
で
す
。

　

先
生
方
が
保
護
者
と
信
頼
関
係
を
つ
く
る
と

き
に
大
切
な
の
は
、
こ
の
先
の
見
通
し
を
い
か

に
専
門
性
を
踏
ま
え
て
話
す
こ
と
が
で
き
る
か

で
す
。
日
々
の
様
子
や
生
育
歴
、
発
達
検
査
の

デ
ー
タ
な
ど
か
ら
、
現
時
点
で
の
状
態
を
把
握

す
る
ア
セ
ス
メ
ン
ト
（
査
定
）
を
出
し
、
そ
れ

を
も
と
に
目
標
を
立
て
、
方
針
を
説
明
す
る
と
、

保
護
者
は
安
心
し
、
協
力
体
制
を
築
く
こ
と
が

で
き
る
で
し
ょ
う
」

　

そ
の
た
め
に
は
、
や
は
り
教
師
自
身
が
勉
強

す
る
こ
と
が
大
切
で
し
ょ
う
か
。

　
「
併
せ
て
、
子
ど
も
を
み
る
観
察
眼
が
大
切

で
す
。
子
ど
も
の
目
や
手
の
動
き
、
息
づ
か
い

か
ら
も
発
達
特
性
の
影
響
を
読
み
取
ろ
う
と
す

る
観
察
力
に
、
指
導
力
は
比
例
し
ま
す
」

兵庫県を中心に展開する、発達障害などの特別な支援が
必要な子どもたちと保護者のための支援機関。子ども
の発達特性を分析・理解し、TEACCH（下記参照）、教科
学習、GYM（下記参照）、ソーシャルスキルトレーニング
の４つのプログラムで構成される。現在、2歳から高校
生まで約100名の子どもたちが放課後や土曜日に各地
のセンターに通い、個別のプログラムで学んでいる。

さくらこどもセンターの特徴
●さくらこどもセンターでは、次の4つのプログラムで子どもにアプローチしていきます。

さくらこどもセンター
http://kids-school.sakura.ne.jp

模倣・目と手の協応・微細運動・知覚・言語理解、
表出など、認知能力の基礎となる課題に取り組
みます。刺激をなくした空間で集中力を養いま
す。

身体バランス機能・空間認知など目的に沿った
トレーニングを行い、運動への意欲や自信を高
めます。また、ルールを守る、姿勢を保つなど、
集団活動の基礎を養います。

集団活動で生じる出来事を通して、ルールを守
ること、状況を正しく認知すること、自分の考え
や気持ちを伝えることなど、社会生活で大切な
スキルをくり返し学びます。

個々の理解にあった教科学習のプログラムに沿
って、個別に学習を進めます。

TEACCH

GYM ソーシャルスキルトレーニング

教科学習
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子
ど
も
へ
の
指
導
は「
引
き
算
」で

俯
瞰
し
て
見
る
目
を
も
と
う

　

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
や
心
理
学
な
ど
を
学
ん
で

自
己
研
鑽
を
積
む
と
き
の
ポ
イ
ン
ト
と
は
何
で

し
ょ
う
か
。

　
「
学
校
の
先
生
は
、
教
え
る
こ
と
が
大
好
き

（
そ
れ
は
決
し
て
悪
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）。

で
す
が
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
は
、
沈
黙
や
間
が

大
事
で
す
。
あ
る
こ
と
を
試
し
て
、
そ
れ
が
う

ま
く
い
か
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
あ
れ
も
こ
れ

も
と
ど
ん
ど
ん
教
え
る
の
で
は
な
く
、
子
ど
も

に
必
要
と
さ
れ
た
と
き
に
の
み
応
え
る
、
引
き

算
の
指
導
を
心
が
け
て
み
て
く
だ
さ
い
」

　

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
「
傾
聴
」
と
は
、
相
手

が
考
え
て
い
る
時
間
を
尊
重
す
る
こ
と
。
子
ど

も
の
視
野
に
入
り
込
ま
ず
、
自
分
を
抑
え
、
俯

瞰
す
る
目
を
も
て
る
と
、
指
導
の
幅
が
広
が
り

そ
う
で
す
。

　
「
も
う
ひ
と
つ
大
事
な
の
は
、
先
生
方
も
自

分
自
身
を
見
つ
め
て
み
る
こ
と
で
す
。
今
ま
で
、

自
分
は
ど
う
生
き
て
き
て
、
こ
れ
か
ら
先
ど
う

な
り
た
い
の
か
。
自
分
は
ど
う
い
う
こ
と
に
幸

せ
を
感
じ
、
何
が
嬉
し
い
の
か
。

　

さ
く
ら
で
は
、
ペ
ア
レ
ン
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
と

し
て
、
保
護
者
も
ひ
と
り
の
人
間
と
し
て
自
分

を
見
つ
め
る
こ
と
を
し
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
子

育
て
は
、
自
分
が
抱
え
る
問
題
や
こ
れ
ま
で
積

み
残
し
た
こ
と
、
子
ど
も
の
こ
ろ
の
満
た
さ
れ

な
か
っ
た
思
い
な
ど
の
心
理
的
な
揺
れ
が
も
の

す
ご
く
影
響
す
る
か
ら
で
す
。

　

先
生
方
も
、
自
分
自
身
を
振
り
返
っ
て
見
つ

め
直
す
こ
と
で
、
得
ら
れ
る
気
づ
き
が
き
っ
と

あ
る
は
ず
で
す
」

①授業に入る前に、集中力
を高めるためのパズルでウ
ォーミングアップ。簡単そ
うで、なかなか難しい？

扌授業中の約束が書いてあります。

扌さくらでは、色がきれいで楽し
い海外製の教材やパズルなどを
使っています。これは、顔の形を
完成させるキューブパズルです。

④休憩の後は、顔の表情について考えます。みんなで、鏡
を前にいろいろな表情を作ってみましょう。

⑤一人ずつ、先生の指示する顔の表情をみんなの前でしてみて、
どんな気持ちのときの表情なのかを当ててもらいます。子ども
たちは様々に感想を言いながら一生懸命顔を作ります。写真は
誰かが作った石のオブジェです。

②参加しているのは小学校高学年から中学校の子どもた
ち。今日は、「パーソナルスペース」について学びます。ボ
ードには「なわばり」という板書があります。

③ほかの人に話しかけるとき、どれくらいの距離を
とれば相手が驚かないか、例をもとに話し合います。
このときの例は、1急に近づく　2声をかけて近づ
く　3いきなり体をさわる　4そっと体にふれる　
5近づく前に様子を見る　です。先生の実践を見て
考えよう！　ここまででいったん休憩です。

今回は、ソーシャルスキルトレーニングの
授業（90分）を見学させていただきました。ある日のプログラム

　発達障害のある子どもたちは、場の状況を読み取りにくかったり、人の
気持ちを想像することが難しかったり、表情の読み取りが困難だったり
します。そのようなことが原因で、いじめを受けたり、自信をなくしたり
する傾向があります。ソーシャルスキルトレーニングは、そのような子
どもが社会性を身につける上で大切な指導です。
　授業は集中と休憩のタイミングが配慮され、細かい指示がなくても、子
どもたちはスムーズに授業に取り組んでいました。途中も、みんなで助
け合う様子が見て取れました。

悩んでることとか
思い出して……

うーん
難しすぎや

トレーニングの終わりは
みんなで楽しくミニゲームをして

締めくくりました。

おれ、怒った顔
得意

ぼく、よく
困ること
あるから

パーソナルスペースって
どんなものかわかるかな？

さっきのは、
ちょっとこわかった

「小さく前にならえ」ぐらい
だったらいいのかな？

表情は、心の気持ちが
顔に出てきたものなんだよ
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文科省の進める支援事業、さくらこどもセンターを例とした具体
的な実践の様子。どちらからも、今後、発達障害のある子どもた
ちへの、より個別的な教育が求められることがわかります。では、
今、教室の中で、あるいは自分自身でできることは何でしょうか。

学校の中で
取り組めることは

　

発
達
障
害
の
あ
る
子
ど
も
へ
の
支
援
事
業
を
行
っ
て

い
く
中
で
「
触
れ
な
け
れ
ば
い
い
の
に
、
な
ぜ
わ
ざ
わ

ざ
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
の
か
」
と
い
う
よ
う
な
声
も
受

け
て
き
ま
し
た
。

　

で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
価
値
観
の
結
果
、
み
ん
な
が

「
つ
ら
い
」
と
声
を
上
げ
ら
れ
な
い
今
の
社
会
が
で
き

て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
す
。
先
進

国
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
れ
だ
け
自
殺
や
引
き
こ
も
り
が

多
い
の
は
、
私
た
ち
が
い
か
に
生
き
に
く
い
、
不
健
康

な
社
会
で
暮
ら
し
て
い
る
か
の
あ
ら
わ
れ
で
し
ょ
う
。

　

障
害
の
あ
る
子
ど
も
た
ち
を
無
視
し
、
が
ま
ん
を
強

い
て
い
る
社
会
。
そ
の
圧
力
は
、
実
は
同
時
に
私
た
ち

自
身
に
も
か
か
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
ほ
し
い
。

こ
の
子
た
ち
を
支
援
す
る
こ
と
は
、
俯
瞰
し
て
み
れ
ば
、

自
分
自
身
も
救
わ
れ
る
社
会
を
つ
く
る
こ
と
に
つ
な

が
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

支
援
が
必
要
な
人
を
支
え
る
こ
と
が
当
た
り
前
に
な

る
、
そ
ん
な
社
会
に
な
れ
ば
、「
特
別
」
で
あ
る
こ
と

が
い
つ
の
間
に
か
当
た
り
前
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る

で
し
ょ
う
。

　

私
は
、
若
い
人
た
ち
の
柔
軟
さ
、
素
直
さ
に
と
て
も

希
望
を
も
っ
て
い
ま
す
。
発
達
障
害
の
あ
る
子
ど
も
た

ち
に
と
っ
て
、
中
学
校
生
活
は
思
春
期
と
も
重
な
り
、

と
て
も
大
変
な
時
期
な
の
で
す
が
、
ク
ラ
ス
の
同
級
生

が
機
転
を
利
か
せ
て
フ
ォ
ロ
ー
を
し
て
く
れ
る
例
も
よ

く
あ
り
ま
す
。

　

未
来
は
ひ
と
り
で
は
見
つ
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
み
ん
な

で
チ
ー
ム
と
な
っ
て
支
え
合
い
な
が
ら
見
つ
け
て
い
く

も
の
で
す
。
柔
軟
な
感
性
を
も
っ
て
、
ど
ん
な
道
を
見

つ
け
て
い
く
の
か
、
見
守
っ
て
い
き
た
い
で
す
。

「
特
別
」で
あ
る
こ
と
は
、

実
は
当
た
り
前
に

な
り
つ
つ
あ
り
ま
す

頻繁に職員室に来て、扇風機の風量を
「弱」にしてほしいと言いに来る

授業中に明らかに他のことを
想像している様子が見られる

運動会のリレー競技に
出たくないと言う

子どもの目から見た状況を想像する目をもとう

自閉症スペクトラムの子どもは、様々な感覚の過敏性あるいは逆に鈍麻を
もっています。聴覚の感度がよすぎて、聞かなければならない音を瞬時に
選んで聞くのは至難の業なのです。教室での席の場所に配慮するなど、で
きる限り騒音から守られるような手立てが必要になります。

映像記憶が突出している子どもは、空想の中で遊ぶことがよくあります。
特に学校の学習がレベルに合わず、理解できない内容が多くを占めている
と感じると、空想にふけって時間を潰します。静かに座っているので注意
されることはありませんが、学力の低下がどんどん進んでいきます。

運動会の練習でいつものスケジュールを変えられることがストレスな上
に、リレーでは騒音がすごくて走ることに集中できません。一度に複数の
機能を使うことが苦手な上、頑張ってゴールしても「遅かった」と友だちに
責められてしまいます。他の人が当たり前にやっていることでも、かなり
の努力が必要なのです。

さ
く
ら
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
の
実
践
か
ら

●
大
人
に
は
こ
う
見
え
て
い
て
も
発
達
障
害
の
あ
る
子
ど
も
に
は
こ
う
見
え
て
い
る
、そ
の
例
を
イ
ラ
ス
ト
化
し
ま
し
た
。

◆スケジュールと活動の終点を明確にする

［具体策］
今からいつまで何をするのか、活動の流れをあらかじめカード
などで視覚的に示す

➡終わりがわからないことは、子どもを不安にさせます。やる
こととゴールがわかることで、落ち着いて取り組みやすくなり
ます。
➡子どもの時間感覚は大人とは違います。見通しをもてるこ
とで、次を意識しやすくなります。

◆指示・説明は簡潔にする

［具体策］
•	今からいくつの話をするか、前振り（予告）をする
•	１文１動詞で話す
•	抽象的な言葉は具体的に言い換えて伝える
•	否定文ではなく肯定文に言い換えて伝える

➡抽象的な言葉は理解しにくいので、「しばらく」「できるまで」
「もう少し」などではなく、「何時まで」「あと何個」「あと何回」な
ど、具体的に伝えましょう。

教師の基本的な体制づくり

子
ど
も
の
視
点

子
ど
も
の
視
点

子
ど
も
の
視
点

大
人
の
視
点

大
人
の
視
点

大
人
の
視
点
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こ
れ
ま
で
学
校
は
、
あ
る
一
定
の
基
準
を
も
と
に
、

一
斉
に
指
導
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
今
後
は
、

個
々
の
発
達
の
状
態
に
応
じ
た
指
導
の
仕
方
が
求
め
ら

れ
て
き
ま
す
。

　

そ
の
と
き
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
の
が
、
先
生
の
視

野
の
も
ち
方
や
資
質
で
す
。
発
達
障
害
、
あ
る
い
は
そ

の
可
能
性
の
あ
る
子
ど
も
た
ち
に
対
し
て
「
そ
う
い
う

子
ど
も
が
い
る
か
ら
こ
そ
、
み
ん
な
が
優
し
く
な
れ

る
」
と
思
う
の
か
、「
進
度
が
遅
れ
て
効
率
よ
く
進
め

ら
れ
な
い
」
と
思
う
の
か
に
よ
っ
て
、
ク
ラ
ス
の
様
子

は
全
く
変
わ
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。

　

今
必
要
な
の
は
、
先
生
た
ち
が
事
例
を
共
有
で
き
る

し
く
み
づ
く
り
で
す
。
発
達
の
状
態
は
個
別
に
違
い
ま

す
が
、
事
例
が
集
ま
れ
ば
、
病
気
の
治
療
法
の
研
究
と

同
じ
よ
う
に
、
何
ら
か
の
傾
向
や
対
策
が
見
え
て
く
る

で
し
ょ
う
。

　

障
害
を
も
つ
子
ど
も
へ
の
対
応
は
、
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ

な
問
題
を
含
む
た
め
、
一
定
の
配
慮
は
必
要
で
す
。
で

す
が
、
そ
こ
で
躊
躇
し
て
き
た
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
対

応
が
進
ま
な
か
っ
た
と
い
う
面
も
あ
り
ま
す
。
先
生
方

の
個
人
の
経
験
を
シ
ェ
ア
し
、
残
し
て
い
け
る
よ
う
な

し
く
み
を
早
く
構
築
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

　

発
達
障
害
の
指
導
法
に
は
「
こ
れ
さ
え
や
れ
ば
よ

い
」
と
い
う
、
魔
法
の
玉
手
箱
の
よ
う
な
解
決
法
は
期

待
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
、
具
体
的
な
方
策
を
積
み

上
げ
て
い
く
こ
と
で
、
何
ら
か
の
糸
口
が
見
え
て
く
る

は
ず
で
す
。

　

今
ま
で
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
か
っ
た
分
野
で
す

が
、
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
と
し
て
、
そ
ろ
そ

ろ
動
き
出
し
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。

特
別
支
援
的
な

視
点
を
も
っ
て

全
て
に
関
わ
っ
て
い
こ
う

今後は、クラスに発達障害
の可能性のある子どもが常
にいるということを前提に
授業を準備することが求め
られます。あるひとつの指
導法に偏らず、「このような
発達状況の子どもがいた場
合はどう指導するか」とい
う発想をもち、具体的な支
援の方法まで考えて日常の
授業を作ることが必要です。

（2017年度発達障害の可能性のある児童生徒等に対する教科指導法研究事業）

※「道村式漢字カード」：盲学校での教員経験をもつ道村静江氏が発案したカード教材。

教育実習を終えた学生に対して、発達障害の可能性のある児童に、どのような小学校国語科の授業
をすればいいのかを考えることが授業の目的であることを伝えて、授業を行った。

漢字指導（４年生）１時間分
本時の目標……漢字の構成について理解し、提示された漢字を自分で描くことができる。

例えば１日の行動を構造化
できない子どもにタブレッ
トで視覚的に示してあげる、
文字を読み書きすることに
困難のある子どもに音声機
能を使うなど、ICTを活用し
た生活と学習の両面からの
サポートを検討することも
必要になります。ICTの効
果を見極めつつ、従来の指
導法とのバランスを検討し
ていきます。

中央教育審議会答申で「チ
ーム学校」という考え方を
重視することが発表されま
した。担任ひとりで全てを
カバーしようとせず、大学
などの専門機関や保護者、
学生ボランティアなど、外
部の方に学校に入ってもら
い、「チーム」として、放課後
サポートや個別支援のサポ
ートが得られるような体制
づくりをしていくことが求
められます。

常に特別支援的な視点をもった指導を行う●担当授業「国語科教育法３」

●授業概要（本時の展開）

ICTを効果的に活用する

ひとりではなく、チームとして取り組む

▼指導のポイント①

▼指導のポイント②

▼指導のポイント③

文部科学省の指定事業の研究内容から教科指導の例

学習内容 支援（＊）と評価（★） 学習形態

導入 1 漢字の学習をする。 ＊漢字ドリルをもとに学習を進めていく。 全体

展開

＊「道村式漢字カード※」の方法を応用し
て、本時で学習する漢字の構成を分解し
ておく。

全体
個人

2 「佐」の構成を覚える。 「イ」+「ナ」+「エ」＝「佐」

3 「香」の構成を覚える。 「ノ」+「木」+「日」＝「香」

4 「梨」の構成を覚える。 「ノ」+「木」+「⺉」+「木」＝「梨」

5 「阪」の構成を覚える。 「阝（こざと）」+「反」＝「阪」

上図のように分解し、学習させる。（さら
に支援が必要な児童には漢字の書き順
を理解できるように動画を用意する）

まとめ
6 ４つの都道府県名を書く。

＊支援が必要でない児童には普通のマ
スで都道府県の漢字を練習させる。

個人

＊支援が必要な児童には漢字の構成ご
とに分解したマスを作成しておき、練習さ
せる。

★漢字の構成について正しく理解し、書
くことができる。
【伝統的な言語文化】（まとめプリント）

＊全員で共有できるように見本を用意し
ておく。

7 漢字の覚え方ブックの見本を見る。


