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1　 は じめに

　 2007年 4 月、第二 次世 界大戦後 の わ が 国 の 障害児教育 を推進 して きた 「特殊教育 （special

education ）」 は、「特別支援教育 （special 　support 　education ）」 へ と移行 し た。名称 の 変

更 は、法制度 の 変更 とそ れ に 基 づ く教育 シ ス テ ム の 変更で あ る が 、そ の 根本に は、わ が 国 に

お け る 「障害」 と 「教育」 をめ ぐる根本概念 の 大 きな変化が あ る 。 すな わ ち、教育対象 とな

る子 ども と実践の 場の拡大 、
「個の 特別な教育 ニ ーズ」 に 応 え る教育 の 内容 と方法論上 の 変

容 で あ る
。

　 と り わけ、教育の 対象が 、 従来の 特殊教育の 対象で あ っ た 、 知的障害 ・視聴覚障害 ・肢体

不 自由な ど の 子 ど も た ち に 加 え、必ず しも知 的 な障害を伴わ ない LD ・ADHD ・高機能広汎

性発達障害な どの 発達障害児 に広が っ た 。 後者 に 該当す る子 ど も た ち は 文部科学省 の 調 査に

よれ ば、全 て の 義務教育段階 の 子 ど も の 6．3％ に あた る。 こ れ に よ り、障害児教育 の 対象 と

な る 義務教育段階 の 子 ど もは、従来 の 1．5％ 程度に 加 え、合計 8％ 程度が 該当す る こ と とな

っ た 。 しか しなが ら、63％ とい う数字は 学校現場 の 教師 を対象 と した ア ン ケ
ー

ト調査 に よ

る もの で あ り 、 現実的に は こ れ よ りもは る か に 多 く、10％ 以上 が 存在す る と言わ れ る （杉

山、2007）。

　
一

方、そ うい っ た LD ・ADHD ・高機能広汎 性発達 障害な ど、特別な 教育 ニ
ーズ を持 つ 子

ど もた ちの 教育 を実践 し推進す る の は従来の 教室 に お い て 、従来 の 教職課程 を経た教師に よ

っ て で あ り、 加配 さ れ る 人 的資源 も極め て 乏 しい 。 イ ン フ ラ の 未整備 の まま、制度が 見切 り

発車的に ス タ ー ト した と言 え、学校現場 の 戸惑 い は大 きい
。 た とえ教師に対応可能な 専門性

と意欲 と真摯 な姿勢が あ っ た として も、
40 入 の 子 ど もた ちの うち少な くと も発達に 困難 を

抱 え る 子 ど もが 3〜4 人 ほ どもい る現状に お い て は 、個 の ニ ーズ に 応 え る 教育 を て い ね い に

実践で き る もの で は ない
。 筆者 が発達臨床活動 を行 うあ る 自治体に お い て は 、特別支援学級

に 通 う子 ど も が む しろ増え る傾 向に あ る。そ の 理 由 の
一

つ は 、通常学級 に お い て は 「放 り投

げ （ダ ン ピ ン グ）」 の 状態に な らざ る を得ず、イ ン ク ル ージ ョ
ン ど こ ろ か 、い わ ば教育的ネ

グ レ ク トに 近 い 環境に 置か れ る こ とを保護者が 避け る た め で あ る とい う。小学校 の 通常学級

か ら特別支援学級 へ 転入する 子 ど もた ち の 中 に は、深刻 な情緒的な傷つ きを抱え る子 ど も が

増 えて きて い る （た と え ば 大高 ら、2007）。

　そ の よ うな 中で 、教員対象 の 研修は頻繁に 開 か れ、特別支援教育関連 の 文献や イ ン タ
ー

ネ

ッ ト上 の 情報 は盗 れ返 っ て い る 。 そ こ で 幅広 く見 られ る の は、「ア ス ペ ル ガ
ー症候群 とは 」
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「常同的 で 反復的な言語 の 使用 ま た は独特な言語」 とい
っ た 、DSM （「精神障害 の 診断 と統

計 の 手 引き」）や ICD （「疾病及び 関連保健問題 の 国際統計分類」）に 基 づ く精神医学 の 診断

用語 や 、心 理 学 の 文脈上 に あ る用語 を そ の ま ま教育現場 に 持ち 込む発 達障害特性論 と そ れ に

よる 子 どもの 弁別、子 どもの 行動 の ラ ベ リ ン グ、それ に 対す る機能主義的 ・行動主義的な ノ

ウ ハ ウ の 数 々 で あ る 。 特性論や行動主義的な ノ ウ ハ ウ それ 自体 は決 して 無用 な もの で はない
。

た と え ば人間関係が うまく取れ ずに 孤立 して い る ア ス ペ ル ガ ー症候群 の 子 ども に対 し、そ れ

を疑 うこ とな く、カ ウ ン セ リ ン グや遊戯療法な ど の 心理 療法 を適用 した り、親 の 子 育て に原

因を帰す とい っ た基本的な誤解は避 けられ る よ うに な っ たか も しれ ない
。 しか し 、 それ が教

育現場 に おけ る 子 ど もの ア セ ス メ ン ト と対応 に 際 して 、 ト ッ プ ダ ウ ン 的 に 適用 さ れ れ ば 、子

どもの 理解か ら は程遠い 結果 を招 く。 本論で は 、学校や 学童保育 とい っ た 日 々 の 生活現場 に

お い て 、発 達 の 困難 を抱 え る子 ど も を い か に 理 解 し、適切 な 支援 に つ な ぐか に 関 して考察を

行 う。

2　生態学的な理 解

　　　 発達は、病気や機能的 ・器質的な 欠陥や 乱れ や特徴 も含め た 、 持 っ て 生 まれ た 生物学的な

　　 基盤 の うえ に 、そ れ まで の 個人的な経験 ・生育歴、そ れ に よ っ て 現在到達 して い る発達段階

　　 の 特徴や 固有 の 法則、子 ど も を 取 り巻 く今 現在 の もろ も ろ の 環境 が 相互 に 関わ って い る 。子

　　 ど もの 姿や 問題は、子 どもが 個別 に 内 に 抱 え て い る の で は な く、多層 の 構造か ら成 る 生活 の

　　 場で 作 られ 、表れ る 。こ れ は発達障害 を抱 え て い よ うが い まい が 変わ る こ とは ない
。 す なわ

　　 ち、生態学的な視点 （Bronfenbrenner、1979） に 立 つ 子 ど も理 解が 重要 とな る 。 生態学的

　　 な環境 に は、まず、対教師 との 関係 や他 の 子 ども との 関係 の よ うな、子 ど もが 直接属す る身

　　 近 な環 境 （マ イ ク ロ シ ス テ ム ）が あ る 。 そ こ に は、担任 と特別支援 コ
ー

デ ィ ネ
ー

タ
ー

の 教 員

　　　との 関係や 、 管理職 との 関係 、 担任 とク ラ ス の 他 の 子 ど も と の 関わ りか た な ど の 、関連 する

　　 人 々 の 他 の 関係が 副次的 に影響 を 与 え る （メ ゾ シ ス テ ム ）。そ し て そ れ に 、教師 の 教育方針

　　 や 子 ども観、教室環境や 地域 の 特徴 な ど、そ れ ら の 人間関係 を背景 で 支 え る 間接的な環境

　　 （エ ク ソ シ ス テ ム ）が あ る。

　　　 こ れ ら を、た と え ば小学校 とい う場で 生 き る 子 どもを想定 して 整理す る と、次 の よ うな も

　　 の が あ る。 こ れ は、子 どもの 問題 を ア セ ス メ ン トす る 際の 基本的で 重要 な情報 で あ る （西 本、

　　 2002a）。

　　　 a 　学級内 の 子 どもとそ の 周 りの 人間関係

　　　　 子 ど も と教師 との 関係、友だ ち との 関係、他 の 子 ど も た ち の 個 々 の 状況、他 の 子 ども ど

　　　　　う し の 関係、他 の 子 どもと教師 との 関係、子 ども集団 の 状況な ど。

　　　 b　学校の 教育環 境

　　　　 物理的環境、カ リ キ ュ ラ ム や 内容 ・方法、教育方針、教師 の ス キ ル や 経験年数、教師 の

　　　　 子 ども観や子 ど もに 要請す る行動様式 ・教師に よ る儀式化 （近 藤、1994）、 ク ラ ス サ ィ

　　　　 ズ
、 教職員間 の 関係 や連携、管理 職 の 考 え や 方針、子 ど も集団 の 雰囲気や 規範 ・

子 ども

　　　　 間で の 儀式化 （近藤、1994）、学級 の 個性や 風土 （伊藤 ら、2001） な ど。
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　家庭養育状況、親子 関係、他 の き ょ うだ い や家族 の 状況、家族 の 成員 ど うしの 関係、学

　校 との 関係、他 の 子 ども の 保護者 との 関係、地域 の 人 々 との 関係な ど。

d　 ク ラ ス の 他 の 保護者 ・地 域 の 状況

　保護者 ど う し の 関係、保護者集団 の 雰囲気、保護者集団対学校 と の 関係、地 域 の 特性な

　 ど。

e　医療機関
・療育機関

・学童保育
・
そ の 他塾や おけ い こ ご とな ど の 地域 の 資源

　各機関 の 利用状況、各機関内で の 入間関係、学校 と の 連携 の 状況 な ど．

　 さ らに こ れ らの 背後に は、法 ・制度 の 問題、サ
ービ ス や施策、科学技術 の 水準、思想や価

値観、 経済状況な どの 社会 ・文 化的環境 （マ ク ロ シ ス テ ム ）が 関与する 。

　 そ こ に 、時間文脈 （ク ロ ノ シ ス テ ム ）が 絡む 。 親 の 転職、死 別、転居、き ょ うだ い の 誕生

な ど の ラ イ フ イ ベ ン トが 日々 の 姿や発達 に 影響を与 え る 。 さ らに ラ イ フ ス テ
ージ固有 の 特徴

が 要因 として 挙 げ ら れ る。た と え ば 1年生 に な れ ば 、1 か 月前 の 園時代 に は あ ま り求 め ら れ

な か っ た 集団で の 適応能力が 子 ど もの 評価 の 重要な項 目 として 上 が っ て く る。そ して 、学

期 ・
月

・曜 日とい っ た 日々 の 生 活 の 時間 の 流れ の 要 因 が あ る 。 た とえば、週 末 に 近 づ くに つ

れ て イ ラ イ ラ しや すか っ た り注意 の 集中が 続 き に く くなる とい っ た こ と が らが そ れ に 当た る。

図 1 于 ど もの 姿 を生 態 学 的 に 理 解 す る 〔西本 、2002bを改 変）
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月 ご とや 年間の 学校行事 も子 ども の状態を左右す る 。 た とえば毎年 9 月か ら 10月の 運動会

とそ の 準備 の 時期 に は 、放課後 の 家庭や学童保育で 不適応状態 を起 こ しやす い 、な ど の 事象

が 表れ る
。

さ らに
、 前 に 生 じた エ ピ ソ

ードや 、
こ れ か らどん な こ とが 起 き よ うと して い る の

か と い う、時 々 刻 々 の 時間文脈が 行動 を左 右す る （図 1）。

　 こ れ らの 多層で 力動的な生態学的要因を把握す る こ とは容易で はな い 。 しか し少な くとも、

子 ども の 行動 を、た とえば rADHD 」 とい う障害名 の 単
一

の ス キ
ー

マ を通 して 、 ト ッ プ ダ

ウ ン 的 に 解釈 しよ う とす る こ とが 無謀に 過 ぎる とい うこ と は 言え る で あろ う。

3　「生物 ・心理 ・社会モ デ ル 」 に立 っ 理 解

　　　 国際的 に は 「障害」概念 は 、
1980年 の WHO に よ る 「国 際障害分 類」、

い わ ゆ る ICIDH

　　 を経 て 、2001 年 の ICF 「国際生 活機能分 類」 へ と変化 し た 。 従来、障害は個 に 内在す る も

　　 の で あ り、個人 が そ れ を治療 ・修復す る こ とに よ っ て 健常の 社会 に 適応 し得 る と さ れ た （医

　　 学 モ デ ル ）。 ICIDH に お い て は、障害 の 定義 を 「機能形態障害」 「能カー「社会的不 利」 とい

　　　う 3 つ の レ ベ ル で 捉え 、そ の どれ も が 社会的環境 の 影響 を受け相対的に 決ま る と さ れ た 。 と

　　　りわ け 「社会的不 利」 に お い て 、 社会環境 と障害 の 状態 との 関連 を明確 に 打ち出そ うとした 。

　　 すな わ ち社会 モ デ ル が付加 さ れ た 。

　　　 ICF に お い て は、「障害」 に 限ら ず、人間
一般 の 「健康」 に 拡大 し、そ の 健康度 は 「心 身

　　 機能 ・身体構造」「活動」「参加」 の 3 つ の 次元 と背景 に あ る個人 ・環境 の 2 因子 に よ っ て 規

　　 定 さ れ 評 価 さ れ る と した （「生物 ・心理 ・社会 モ デ ル 」）。

　　　 こ の モ デ ル に 依れ ば、心 身機能 ・構造 の 状態 （生物学的な要因）、活動 の 状態 （心理 ・学

　　 習 的 な要 因）、参加 （社会環魔 の 要因） の 相互 に 因果関係が あ り、流動的で あ る 。 そ して個

　　 人環境 ・社会環境に よ っ て 、 障害の 程度 は変動す る。 こ れを発達障害 の 子 ど もに 当て はめれ

　　 ば、生態学的な環境 の さ まざ まな要因 の 如何 に よ っ て 、 3 つ の 次元の そ れ ぞれ に お い て そ の

　　 「障害」 は軽減 さ れ た り、 増悪 し た り し て 表れ る 。 す な わ ち、
・
子 ど も の 持 っ て 生 ま れ た 生物

　　 学的な 基盤 、現在到達 して い る 発達段階や発達 レ ベ ル に 、個人 の ご く身近な環境か ら大 きな

　　 社会 ・文化的環境 まで が 影響 しあい な が ら、3 つ の 次元 で 障害 の 度合 い が 変動す る 。

　　　 た とえば、ADHD の 子 どもは、　 Barkley （1997）に よれ ば 、 前頭棊の 実行機能 （executive

　　 function）に 関 わ る中枢神経系 の 機能形成 障害で あ る （「心 身機能 ・構造」）。 しか し、発達

　　 の 早期か ら周囲の 適切 な理解に 恵 まれ 、
正 確な 医学的診断を受け、相談機関で 養育 に 関す る

　　 適切 な サ ポ ートを も ら L丶 温 か い 親子 関係 を維持 し、良質の 幼児教育や保育 を受け る こ とが

　　 で きれ ば、社会性 と情動 ・行動制御 の 能力が 発達する （「活動」）。 そ れ を受 け、周囲 の サ ポ

　　　
ー

トの も とに 、集団生 活 の な か で 仲間 関係 を結び、遊 び や 活動 を 共 に す る こ とが で き る

　　　（「参加」）。そ して そ の 経験 を積 む こ とに よ っ て 、社会性や 情動 ・行動 制御 の 能力が さ らに発

　　 達 し、実行機能 自体 も徐 々 に 発達が 期待で き る だ ろ う。 逆 に、実行機能の未熟 さ は軽微な場

　　 合 で も、不 当 に 誤解 さ れ、適切 な サ ポ ートを受け る こ とが で き な い まま、親子 と も に 周囲か

　　　ら の 無用な 叱責に E ら さ れ続 けば 、 社会性や 情動制御の 能力は 発達 し な い か、低下 して い く 。

　　　そ の 結果、自己評価 と自尊感情 の 育ち に 深刻な問題 を抱え、行動問題 は増悪 し、ます ます人
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　　　と関わ る場 を失 う。そ の 結果、発達 の 道筋が ブ ロ

ッ ク され続ける 。 そ の よ うな、這 い 上 が る
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ど もの 理 解 と支援の あ りか た を考え る 西本絹 予

こ と の 難 しい マ イ ナ ス の ス パ イ ラ ル に 陥 る こ とに な る 。 い わゆ る 「DBD マ
ー

チ、破壊 的行

動障害 へ の 道 の り」 （斉藤 ら、1999）が 進行す る。

　 した が っ て 、 子 どもに 問題行動 が あ る とい う場合 、 子 ども自身あ る い は 子 どもの 抱 え る障

害 に の み 原因 を還元す る こ と は、現実 の 支援 に と っ て ほ と ん ど意味 を な さ な い 。 ICF は そ の

よ うな線形 モ デ ル を完全 に否定 して い る の だ が 、現在 の 特別支援教育や 発達障害 をめ ぐ っ て

は、そ の よ うな論理 が 横行 して い る 。 問題 は子 どもの 中に 固定的 に 内在する の で は な く、生

態学的な環境 と子 どもの 不適合 とい う問題状況 として あ る。障害 を軽減す る とは、子 ども の

持 つ 生物学的な脆弱 さや 制約をい か に 治 療 し コ ン トロ
ー

ル す る か 、 とい う発 想で は到底 立 ち

行 く も の で は な い 。 取 り巻 く環境 の 改善が 不可欠 とな る 。

4　生活する場の 文脈と関係性を 理 解 した支援

　 しば しば 起 こ る こ とで あ る が 、た と え ば家庭 ・学校 ・療育機関 とい う場 に よ っ て 、子 ども

の 発達像 は合致 しない 。さ らに、同 じ場 で あ っ て も、「相手が 誰か 」 に よ っ て 、容易 に 行動

が変化す る 。 場 の 違い
・入 との 関係性 の な か で 子 どもの 姿や行動 は変容 し、問題状況 は変化

す る。また、療育機関 に お い て トレ ー
ニ ン グ を受け、何 らか の ス キ ル を学ん だ として も、 通

常学級な どの 異 な る 場 に お い て はそれ が 必ず しも生 か さ れ ない
。

い わゆ る般化 の 問題が 指摘

さ れ る 。子 ど もは そ の 場 に 固有 の 人間関係 の な か で 、そ れ ぞ れ の 文脈 に 応 じ た行動 を行 うの

で あ る 。

　 こ れ に 関 して 川田 （2005） は、Bateson の 「学習 II」 の 概念で 説明 で き る とい う。
「学習

II」 とは、伝統的な パ ブ ロ フ 型条件付 けや オ ペ ラ ン ト学習、すなわ ち 「学習 1」 を メ タ レ ベ

ル で 理解する こ とで あ り、学習 さ れ た こ と が らの 文脈 に 関す る学習で あ る 。 教室 の 授業場面

に お け る ク ラ ス 集団の 子 ども どう しとい う関係 に 要 求 され る ふ る まい 方 は 、 同 じ相手で あ っ

て も、放課後 の 時間に お け る そ れ とは異な る 。
こ とば使 い や 感情 の 表出の 仕方 とい

つ た コ ミ

＝ニ ケ
ー

シ ョ ン の ス タ イ ル だ け で な く、関係 の 在 り方 も異な っ て くる 。 逆 に 全 く同
一

で あれ

ば、「場 の 読め な い 、ち ょ っ と気 に な る 子 」 とい う評価 に な る こ ともあ る だ ろ う。

　た と え ば、攻撃性 と衝動性が 強い と さ れ る ADHD を抱え る P が 、学級 の 中 で 、以 前 に は

よ くい じめ て い た Q と対等の 関係 を維持で き る よ うに な っ た 。 学級 内で は 教師が 2 入 の 関

係 に 気づ き、 席や 班 の 配慮 を した り、P の 活動範囲 と友人関係 を広め、　 P に個別 の 声か け を

意識的 に 行 っ て い る 。 Q に 対 して も自信 を つ け る場面 を増やす努力 を して い る
。 トラ ブ ル に

な りや す い 他 の 子 ど も や、P を温 か く受 け入 れ る 側 に 回 る こ との 多い 子 ど も に も フ ォ ロ ーを

欠か さな い
。 そ の 結果学級で は、P は Q に 対 し時 に は か ば っ た り 思 い や りを 示 し た りす る

仲の 良い 友達 で あ る 。

一
方、放課後 の 学童保育 で は P が Q を支配す る 関係 で あ り、些細な

こ と で P が Q に 対 し攻撃行動 を しば しば行い 、指導員は手 を焼い て い た 。 しか し、自由な

時間が大部分 で 、 教室 とい う限 られた空間の枠組み に 比 べ る とは る か に 広い 空間 の 中で は、

大人 の 配慮 は届 きに くい
。 さ らに 自主性 と子 ど も 同士 の 自然な 閧わ り を尊重す る 指導員 の 保

育方針が 重 なれ ば、2人 の 関係は 閉 じ た ま まで 周囲 との 友達関係や 遊 び が 広が らず 、
さ さ い

な こ とで Q に対す る支配的 で 攻撃的な ふ る ま い が起 こ りや す くな る 。また、周 囲 の 特定 の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 196
子 ど もた ちが P に対 し排他的で 挑発的 な態度 を取 る こ とに よ り、P の 怒 りの 情動が 調整で
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きず 、
い つ も そ の 場に

一
緒 に い る Q に 対 し、 そ の 矛先 が 向か っ て しま う。 さ らに P に 対す

る指導員 の 叱責が 重 な る こ とで 、い
っ そ うP の 情動調整が 困難 に な り、怒 りの 感情や攻撃

性は 、 Q に 対 して だ け で な く、 他 の 「弱 そ うな子 ども」 に も向け られ る こ とに な る 。
つ ま り 、

障害特性 は、場 の 文脈 に よ っ て 出現 した り しな か っ た り す る の で あ る 。

　 また、た とえば広汎性発達障害 の 子 どもは 、通常、保育者や指導員 との 愛着関係を形成す

る に つ れ、「こ だわ り」 が 緩和 さ れ て い く。あ る い は、信頼す る相手 との 間に 「こ だ わ り」

を共有す る こ とが で き、共同活動 や遊び の 材料に な る 。 あ る保
’
育園児 の 例で は

’
、強固な 触覚

過敏を持 ち、髪 を触 ろ うと した り帽子 を か ぶせ よ うとす る とパ ニ
ッ ク を起 こ して い た。 しか

し保育者 との 関係が 深 ま る に 連 れ 、 帽子 の ひ もを首に か け る こ とは で きな い が 、帽子 そ の も

の は頭に か ぶ る よ うに な り、1年後 に は、髪 を ブ ラ シ で 梳か し、可 愛 い リボ ン を結ん で も ら

ウ て 少 し笑み を浮か べ る よ うに な っ た 。
つ ま り、「こ だ わ り （同

一
性保持 へ の 強迫的欲求）」

「知覚過敏」 と い っ た 障害特性 は、関係性 の 中で 変容 し て い くの で あ る 。

　次 の ケ
ー

ス Aiは、学級で は緘黙に 近い ほ ど押 し黙 っ た まま の 子 ど もが、学童保育で は愛

着を形成 した 3 人 の 指導員に 対 し、「接近 ・回避 動因的葛藤」 （小 林、2000）に 基 づ い た 挑発

行動や 自傷 ・他傷 を頻発 した 。 療育機関で は、先行 して 幼児期か ら 5年間 プ レ イ ・セ ラ ピ ー

を継続 して い た が 、学童保育 と類似 した 状況が
、 それ を追 う よ うに 後続 して 表れ て い た 。 家

庭で は 母親 との 深刻な 愛着形成 の も つ れ が あ り、情緒的な交流を蓄積する場 に な れ な い
。 筆

者は A の 転居 ・転校で 終結す る 2 年半 の 間 に 、学童保育所 に 対す る 巡回相談 （コ ン サ ル テ

ー
シ ョ ン ）、小 学校 の 授業 参観 と担 任 と の 話 し合 い 、母 親 面 接等 を行 い 、担任教 師 ・指導

員 ・療育機関 セ ラ ピ ス ト ・学童保育巡 回相談員 （筆者）・行政担当者か ら成 る 関係者会議 を

通 じて 、子 どもに 必要な支援 の 体制 と連携を試み た 。 場 の 違 い
・関係性 の 違 い に よ っ て 相当

に 異な る像 を示 す子 ども の 像を整合的に描 き出 し問題 を検討 したい 。

5 場と関係性の 違い に よ っ て異な る姿を見 せ た高機能広汎性発達障害の子 どもの ケ
ー

ス

　小 学校通 常学級 1年生 の 男児 A は、3歳児 ク ラ ス か ら保育園 に 入 園、集団 に な じめず、

4 歳時 に 広汎性発達障害 の 診断 を受け た 。 両親は 診断 を納得で きない ま ま、
い くつ も著名 な

病院や相談機関を巡 っ て い るが 、診断名 を告げ られ る度 に 機関 を替え る 。 保育園 との 折 り合

い も悪 く、 転園 し障害児保
．
育の 措置 を受け た 。小 学校 の 通常学級 に 入 学 し、同時 に 学童保育

に 入所 した 。 公 立 の 療育機関 に は 4 歳 か ら継続 して 通 い 、情緒障害 とい う判断 の も とに プ レ

イ ・セ ラ ピ ーを継続 し て 受け て い た 。 学童保育入会 に 際 し療育機関 よ り 「IQ　103で 、知的

に遅れ はな い の で 、的確な援助 が あ れ ば順調 に 伸 び て い く。障害児等 の 加配は 不要」 との コ

メ ン トが あ っ た 。

　　 1）学童保育で の状況

　　 1 年生前半

　　 対人 ・社会性
195
　　　 多動 ・衝動性 が 強 く、裸足 の まま道路 に 飛び 出 した り、高い と こ ろ や不安定な場所で ス リ
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生 活現場 に お け る 発 達 障害 を 抱 え る子 ど もの 理 解 と支援 の あ りか た を考 え る 西 本 絹 子

ル を楽 しん だ り、2 階 の 窓か ら物 を投げ る 。
い きな り近 づ い て の 他傷 （キ ッ ク、 ビ ン タ）、

他児が 遊ん で い る と こ ろ （レ ゴ や ゲ ーム な ど）を壊す 、 好 きな本 を破い た りグ リ ン ピ ース を

わ ざ と床 に ば ら ま くな どの 挑発行動が 頻発す る 。 失敗す る と奇声 を上 げ た り自傷行 為 を行 う。

他者 の 痛み や 感情 の 理解 が 困難 で 、他者が 泣 い て い る 光景 を 目 に す る と、ぶ っ た り蹴 っ た り

して しま う。 他者 の 泣 きが 直接 自分 の 不快に 結びつ い て しま うよ うで あ る 。 特定 の 子 ども へ

の 奇異な接近行動が あ る 。

　　例 ： 関心 の あ る 女児 に 「首、見 せ て 」 （首 の 裏を見せ て ） と言 っ て 首筋 をの ぞ こ う とし

　　て 嫌が られ る 。

ことば ・コ ミ ュ
ニ ケ

ーシ ョ ン

　語彙や 文法的に は ほ ぼ 間違 い で は な い が 、年齢 と文脈や 社会的慣習に そ ぐ わ ない 単語や 表

現 を あや つ る。

　　例 ： （自傷行為 を して い る 時 に ）指導員 「痛 い か らや め よ うね」 → A 「人 はそ れ を自傷

　　 と言 う．．1

　　（他児 へ の 暴力行為 を注意 さ れ て ） ArA は 行為障害」

　 こ とば遊 び的な堂々 巡 りの 会話に他者 を巻 き込 み 、延々 と続 け よ うとす る。意図 と裏腹 の

こ とを言 うこ とで 他者 を挑発する 。 た とえば偶然や っ た こ とな の に 「わ ざ と」 と言 い 、わ ざ

とや っ た こ とな の に 1
一
わ ざ と じ ゃ ない 」 と言 う。 自分 の な か だ け の 時間軸や 文脈で話す こ と

が あ る 。

　 こ とば が行動調整 の 手段 に な りに くい 。

　　例 ：「外へ 行 く時は B 先生 と、ク ツ をは い て 」 と 口 で 言い な が ら 1入で 裸足で 飛 び 出る。

　 こ の よ うな 言語発達 の 状況 に 関 して 、指導員は 「お び え る時 に 出る 二 とばだ け が 唯一 “
ナ

マ

”
の こ とば で 、そ れ 以外 は身体 を通 り過 ぎ て い くだけ の よ うに 思 われ る 」 とそ の 印象を語

っ て い る 。

行動

　手先 は不器用 で 、物 との 関わ りは ほ とん ど見 られ な い 。絵本 を共 に 読む とい っ た、物を介

した他者 との 共 同活動 も非常 に 苦手 。 こ とば遊 び で 時間 をや り過 ご す 。物や ル
ー

ル へ の こ だ

わ りは少 な い が 、 手 に付 くもの を嫌が る な どの触覚過敏が あ る 。

1年生半ば

対人 ・社会性

　3 名 の 指導員 BCD との 愛着関 係 が 形成 さ れ始 め る に つ れ 、多動 さ や 危険な行為が 激減 し、

視線 も落 ち着 く。 他傷や 挑発行為 も減 っ た 。 情緒的 に 不 安定 な時 は、BCD と の 関係 を安全

基地 と して 、自傷 とい うま で に は至 らな い 程 度に 感情 を抑 え られ る よ うに な っ て きた。

BCD 、特に B との 強い か か わ りを求 め 、 独 占 した が る 。
「B 先生 と A だ け」 「どうして他 の

子 の お 世話 をす る ？」 とい う。 お や つ の 際に も B 指導員 に 自分 の お や つ を分 け よ うとす る 。

他児 と視線 は合 うが 、他児 を す り抜 けて 主 に BCD に 注意 を集 中し て い る 。そ の た め、子 ど

もへ の 関わ りが 減 り、子 ども達 に対す る暴力行為は減 っ た 。指導員 を情動 コ ン トロ
ー

ル の よ

りど こ ろ に し始 めた

94
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こ とば ・
コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン

　特異 な意図の 表出の しか た 、ね じ れ た 意味 の コ ードの 解釈の しか た を指導員が 理解する よ

うに な っ て 、余裕 を持 っ て 本児の 意図 を知 り保育で 対応出来る よ うに な っ て きた 。 や り と り

の なか で 本当 に 言 い た い こ とや 本当 の 気持 ちが 出て くる よ うに な っ た 。

　　例 ：A 「A に 貸 さ な い で 」 → B 指導 員 「本当 は借 りた い ん で し ょ 」 → Ar うん、そ う晉

　　 っ て くれ る の を待 っ て たんだ よ」

　　例 ：具合 の 悪い C 指導 員に 対 し て 「明 日休み な さ い よ」 と言 う。本当 は 「休 まない で

　　ね」 の 意味で 、 翌 日は 「来て くれ て よか っ た」 と言 え る よ うに な っ た 。

　愛着に 基 づ い た ア ン ビ バ レ ン トな行動が 出始め る 。

　　例 ：D 指導員が 数週間 の 病欠後出勤 した とこ ろ 、
D 指導員の と こ ろ へ 行けずそ の 後 1週

　　間遺尿が続 い た 。

行動

　感覚運 動遊び を中心 に 、直接手 や身体 を使v丶 気持ち も解放 さ れ る ような遊 び の レ パ ート

リーが 増 えた 。 砂遊び （ケ ーキ作 り、山作 り を指導 員 と一緒 に す る）、本馬 に 乗 る、お絵描

き （円錯画）、の り遊び、身体 の 遊び等。は さ み が 少 し切 れ る よ うに な っ た 。 は しで 麺料理

が 少 し食べ られ る よ うに な っ た 。

　　 1年生後半

　　 対人 ・社会性

　　　 BCD 指導 員そ れ ぞ れ と少 しず つ 質 の 異な る 関わ りに 支 え ら れ な が ら、情緒 ・行動 の 制御

　　 を する よ うに な る 。 BCD 以外 の 指導 員、児童館職員へ の 関わ りか た が 多彩 に 広が り、使い

　　 分 け る 。
パ ニ

ッ ク の 程度 も頻度 も減 り 、 人 を求 め る形で収束す る 。 ち ょ っ と した こ とな らば

　　 他児で も A の 行動 ・情緒 を調整す る こ とが 可能 に な っ て きた 。 他児た ちが A を励 ました り、

　　 そ の 変化を指導員 に 伝 え た り し、集団 の 中で 位置 づ き始 め た。自己 の 達成感や うれ しい 感情

　　 を他者 に 確認 して もらい 、共有 しよ う とい う姿 が 出 て く る 。一方、人 に 対す る 「接近 ・回避

　　 動因的葛藤」 が 強ま る 。 指導員に そ の葛藤を表す 。

　　　　 例 ：ArA は D ち ゃ ん の こ とだ い きら 一
い 」 → D 指導員 「で も D ち ゃ ん は A 君の こ と

　　　　 だ 一
い 好 き 一

」 を何度 も くり返 させ る 。

　　 こ と ば ・コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン

　　　 感情に裏付 け られ た こ とばが わずか ず つ 増え、 こ とば に ス ト レ ートな気持ちを載せ る こ と

　　 が で き る よ うに な った 。 感情 の は た らき に 注 目す る よ うな こ とば も あ る 。
「こ こ か ら飛 び 下

　　　りた ら ど うな る ？」 と言 っ た危険 で 挑発的な言動 はほ とん どな くな っ た。

　　　　 例 ：指導員に 手 が 出 て しま っ た後、指導員が 「痛い よ」 とい うと、時に は ハ
ッ とした様

　　　　 子 で 「痛い ？痛か っ た ？」 と心 配 して 尋ね て く る 。

　　 行動

　　　 凧 遊 び 、 ひ な入 形作 りな ど、行事 に 合 わせ た 工 作 を指導員 と と もに 少 し す る よ うに な っ た 。

　　 下水 道 の し く み に 興味 を抱 き、指導員 と共 に 水道局 の パ ン フ レ ッ トを読み合 っ た り 、
バ ケ ッ

　　 で 「マ ン ホ ール 」 に 見立 て た遊 び を毎 日 の よ うに した 。 指導員が 入 る と、他児 と追い か け っ
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2 年生

対人 ・社会性

　春休 み に 、将来 の 転居 の 予定 を親か ら伝 えられ 、 そ れ以降急激 に 心 理 的 に 不 安定 に な る。

1年生後半に は 収ま っ て い た 多動 ・衝動性、攻撃性が 再 び 出現 し、近 づ く他者に は 「話 しか

け な い で 1」 と言 い な が らぶ っ た り蹴 っ た りす る 。同時 に 、「接近 ・回避動因葛藤」 に 基 づ

く他傷 が ます ます増え、BCD 指導員 を蹴 っ た りつ ね っ た り した後で 「や りた くな か っ た

一 1」 と言 い な が ら、また 繰 り返す。2 年生 の 終 り頃か ら 3 年生 当初 に か け て は、やや改善

し、新 しい 職員や初対面 の 人に も早 く慣れ る よ うに な っ た 。

こ とば ・コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン

　 こ とば で 要求 した い こ とを ス トレ ー
トに言 えない 。 状態が 良い 時に は 「○○ しない で 」 と

い う発話 に 対 し、「本当 に ○○ しな い で い い の ？」 と問 い 返す と、
「い や 」 と本当 の 気持ち を

言 え る 。 ご っこ 遊び に 入 って い る時だ け は会話が 成 り立 つ
。 3 学期に 入 る と、ご っ こ 遊 び の

中で 、物事や 人物 を 「良い か
・悪 い か 」 「許可す る

・
しな い 」 な どに 2 分割 し、そ れ を め ぐ

っ て の や り と り を好む 。 そ の なか で 、ふ っ と、過去 の 負の 出来事や、ある時 の 父母 の セ リフ

が 出て くる 。 や りとりの 相手 を しなが ら、指導員は 「た め込 ん で い る もの が 、場面 に 合わせ

なが ら、再 生 ボ タ ン を押 して 出て くる」 とい う感想 を述べ て い る 。

　学校に 対す る怯え の 発言 が 出 る よ うに な っ た 。何 か の こ と で 他児 に 「そ ん な こ と した ら

（学校 の ）先生 に 言 うよ」 と言 わ れ る と、「A が 怒 ら れ る 」 とひ ど く怯 え る。「学校 を休む と

叱 られ る 」 とい う発言が 出る 。
「学校」 とい う単語を耳 に す る だ け で、身体が 強張 り、「絶対

言 わな い で 1」 と言 う こ とが増 える。

行動

　活動意欲が 低下 し遊べ な くな っ た 。 他者 の み ならず、外界 の 情報全体に対 して 不注意で 、

そ の た め の 寡動 の 状態。か ろ う じて 、指導員 との 「○○ご っ
こ 」 で は ブ ロ

ッ ク で 電車や建物

に 見立 て た り、 役割に合わせ た会話を して 少 し楽しむ 。

　 こ だ わ りが 増 し、惰緒の 制御が 難 し くな っ た 。 た と え ば 学校か ら の 帰 り道、遠 くか ら赤信

号 の 赤 を見 る と立 ち往生 した ま ま動け な く な る 。 電車 に 乗 る と 「な ん で A の 席が な い ！？」

と、乗客 を指 さ して 大声 で 叫ん だ りす る 。 運動 チ ッ ク 、音声チ ッ ク が 出現す る （ト ゥ レ ッ ト

障害）。

　全体 と して 学童保育 に お け る状態が改善 さ れ ない た め、2 年生後半期 に 関係者 ・関係機関

の 合同 カ ン フ ァ
レ ン ス を持 つ 。3 年生時 に 転居 ・転校 の た め、学童保育 を退会す る 。

2）　学校 で の状況

1年生

　入学当初か ら 1学期 の 間 、 著 し く多動だ っ た 。 他児か ら何か 言 われ る と攻撃行動が頻発 し

て い た 。

　2 学期 に 入 った と た ん 、大 き く姿が変化 し た 。 じ っと席 に 座 った ま ま動か な い 。 無表情 で 、

「とに か く教室 の 中で は じ っ として い れ ば い い 」 と思 っ て い る よ うに 教師 に は思わ れ た。休
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。 トイ レ も
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N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Meisei University

NII-Electronic Library Service

Meisei 　university

明星 大 学研 究紀 要 【冂本 文化 学部 ド 吾語文化 学科】第 16 号 2008 年

声を か けな い と行けない 。水 も
一
滴も飲 まな い 。 給食 啗言わ ない と食べ る行動に移れ な い

。

あ る ときひ そ か に教師が 児童館 の 窓か ら A の 様子 を見た と こ ろ、他児 に物 を投げ つ け よ う

と して い た 。 学校 で の 様子 と違 うの で 気 に な り始め る 。 学習面で は 、一人 で は指示 どお りに

動け ない の で 、教卓 の 前 の 席で 、個別 の 指導が 行わ れ た 。

　3学期 に な る と、少 し変化が 出た 。表情 の 変化 は乏 しい が 、少 し自発 的 に 動 け る よ うに な

り、教師 との 会話が で き る よ うに な り、い たず らを した り
’‘
憎 まれ 口

”
を た た け る よ うに な

っ た 。 他児た ちは 少 しずつ A を受け入 れ られ る よ うに な り、他児か ら伝 え られ る A の 像が

良 くな っ た 。 母親が 徐 々 に他 の 保護者 と コ ミ ュ
ニ ケ

ー
シ ョ ン が とれ る よ うに な り、担任 と落

ち着 い て 話 が で き る よ うに な っ た 。 但 し学習面で は、ひ とつ ひ とつ 「○○ しな さ い 」 と言わ

れ な い と、ノ
ートに字 を書 くこ ともで きない 。

2 年生

　学校 へ の 強迫的で 過剰適応状態が い っ そ う強 くな る。指導員 BC が 学校 へ 行 き、20 分休

み を参観 した。大好 きな指導員 を見 つ けて も横目 で 捉 えた まま無反応。休 み 時間は うつ ろ で

無表情な まま過 ごす 。 相変わ らず、水飲み も トイ レ も教師が 声をか け ない と行けな い
。 教師

も学童保育所 を訪問 し、あ らた めて 様子 を見 た 。 行動 も表情 も、学校で の 姿 とは ま っ た く異

な る 。 教師は 「学校 と学童保育で の 態度が あ ま りに も違 う、 こ ん な姿は
一度 も見た こ とがな

い ．」 と シ ョ ッ ク を受け た 。 そ れ 以 降、「学校 で 我慢 を強 い 、 ス ト レ ス に な っ て い る の で は な

い か 」 と、休 み 時間 や放課 後 の 時間 を割 い て 、A に 個人的 に 関わ る よ うに な っ た 。 ひ ざに

抱 っ こ して
一緒 に 歌 を歌 っ た。他 児達 は

一
様 に 「学校 で は A は し ゃ べ ら な い よ」 「学校 と学

童で は A は別人 に な る」 と言 う。 学習面で は、他児 と大 きな 差が 出て き た 。教師は 両親 に

は 当初、通級指導 を受 け る こ とを勧め て い た が 、2 学期末、通 級に 通 い なが ら通 常学級 に 通

うこ とも難 しい とい う判断を伝 えた 。

3 年生

　担任 が 替 わ る 。通 級 に 通 い 始 め た。1 学 期半ば、つ い に A は 「授業が つ ら い 」 と 言い 、

学校 に 行 か なか っ た。それ以降、通常学級 へ は不登校 に な り、転居 ・転校 した 。

　　 3）家庭で の 状況

　　 1年生

　　　 家庭 で は 、母親 は A と 2 人 き りで い る こ とが 一時た り と も で き な い
。 A は 母親 と一緒 に

　　 い た い の だ が 、双方共 に 、2 人 き りで は パ ニ
ッ ク が 起 こ る 。か と い っ て 、3 人 で も うま くい

　　 か ず、A は 「（母 と 自分 と弟 の ）3 人が 一
つ の 場所 に い て は い けな い 」 と言 う。4人家族の

　　 行 動 は、全 員で 動け な い 場合 は、父親 と A、母親 と弟 の ペ ア に 分か れ る 。 母親 は 「A に も

　　 （可愛い とか 、好 き だ と言 うよ うな こ とを）言わ な くて は と頭 で は 思 っ て い る が 、言えな い 」

　　　と言 う。 母親 の 精神的疲労感は 非常 に 大 きい
。 多忙 で ほ と ん ど育児 に 関与 しな い 父親は、問

　　 題 を ほ と ん ど把握 して い な い 。保 育園 4 歳児 ク ラ ス に 通 う弟 X は 、 兄 A に対 し、「あ の 子、

　　 バ カ じ ゃ な い ？」 「ボ ク の 友達に あん な子 い ない よ」 と言 う。 母 親 の A に 対す る潜在的な評
191
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2年生

　学童保育か ら帰宅後、夕方か ら夜 は、宿題、テ ス トの直 し、 しな くて もよい 宿題 まで 片付

け る た め に 大変で 、 時間が 足 りな い
。 母親 は 「勉強 は で きな くて もい い か ら人 に 迷惑 を か け

な い よ うに 、と言 っ て い ます」 とい う傍 ら、「A は学校 が 大好 きだ」 「A は 家で は 遊 び ませ

ん」 「勉強 が 好 き で す 」 と こ と あ る ご と に 話す e 家庭 で は チ ッ ク が 出 な い
。 診断 した 医 師 に

よ る と 「学童 で 出る の は学童が 子 ど も に と っ て 良い 場 で あ る とい うこ と。な ぜ 家庭 で 出な い

の か不思議だ 」 とい う。

　少 しずつ 母親 の 態度 に 変化が 出始め た 。3 学期 こ ろ か ら、母親 は、指導員に 励 ま さ れ なが

ら、努力 を しなが ら、少 しずつ 2入の時間を過 ご せ る よ うに な っ て い っ た 。 学童か ら自宅 ま

で 毎 日
一緒に 帰 る よ うに した り、弟 を預 け て A との 外出 の 機会 を少 しずつ 取 る よ うに な っ

た 。

3年生

　両親が 「勉強」 「学校」 とあ ま り 言 わ な くな っ た。家族一緒 に 美術展 に 行 っ た り、野外活

動 に 参加 す る 機会が増 え た 。しか し、母子 2 人 で 過 ごす こ とは で き る よ うに な っ た が 、「3

人 で 過 ご す 」 こ とに 対 す る 母親 の 不 安感 は ぬ ぐえ ず、そ うい う と き に は 学童保育 で A を預

か っ て ほ しい 、と頼む。A へ の 接 し方や対応 の 仕方 を指導員 に 質問す る こ とも多い 。

4）療育機関で の 状況

　 4 歳 IO か 月時か ら セ ラ ピ ー
の 開始。知覚過敏 が あ り、大人が 接近する とぱ っと離れ て し

ま う。 母子 同室 の プ レ イ セ ラ ピ
ー

を行 うが 、一
緒に い たい の に い られな い 。セ ラ ピ

ーが い っ

こ うに 進 まな い の で 、2年 目か ら A だ け の セ ラ ピ ーに な り、親面接 を別途行 う。 A が セ ラ

ピ ス ト と身体接触 で 遊べ る よ うに な っ た の は よ うや く小学 2 年生 に な っ た 頃 で あ る 。 そ の 頃

か ら 、
セ ラ ピ ス トに 対 して も 「接近 ・回避 葛藤動因」 に 基 づ くア ン ビ ヴ ァ

レ ン トな行動 が 出

始め た 。

5）合同力 ン フ ァ レ ン ス

　A の 小 学 2年 生 2 学期、学童保育で の 状態 の 悪化 と、学校 で の 状態 の 異様 さ、学童保育

と学校で の 状態 の 大 きな違 い 、家庭の 状態の 不安定 さ、療育機関の 判断 と方針が 不 明で あ る

こ とな ど の ため に 、保護者 の 了解 を得て 、関係者が 合同 で カ ン フ ァ
レ ン ス を行 っ た 。 情報 の

す り合わ せ を行 い
、
A の 問題 を共有 し次 の 支援 の 方 策 を探 り連携を 図 っ た

。 結果 は 十分 な

も の で は な か っ た が 、少な く と も、そ れ ぞ れ の 機関が 見 え な か っ た こ とが らが 見 え、全体像

の 輪郭が 共通 に 描け る よ うに な った 。

　 A の ケ
ー

ス は、乳児期か ら の 母親 との 深 刻 な情動 調律 の 不 全 と コ ミ ュニ ケ
ー

シ ョ
ン の 問

題 が 、3歳 か らの 集団保育 を き っ か け と して 明確に姿 を表 し た 。 A は、母親 の 障害 の 受け入

れ 難 さ とお 互 い の 惰動 の 疎通 の まずさ、加 え て 家族 の 力動 に 起因す る 「見捨 て ら れ 不安」 を
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お とな しい 」 こ とが 問題 だ とし 、 学校で で き る か ぎりの 配慮 を行 っ て い た が 、カ ン フ ァ レ ン

ス や そ の 前後 の 学童保育 との 連携 を通 じて 、問題像 の 全体 を把握 した 。
「勉強をす る 」 こ と

以外 に 母親 か ら受け入 れ ら れ る 手段 を持 ち得な か っ た A の 過 剰適応 の 姿 に 、「私 に も思い を

ぶ つ け、悪 さ を した り、悪態 を つ くほ ど の 関係で あ っ て ほ しい 」 と思 い な が ら個別 の 配慮 を

し、母親 と話 し合 い 、母親 と他 の 保護者 の ネ ッ ト ワ
ー

ク を作 る こ とに も努め、孤立 感 を和 ら

げ よ うと した。

　学童 保育 に お い て は 、愛着関係 を結ん だ 3 人 の 指導 員 に 対 し、「接近 ・回避 動因的葛藤」

を抱 きなが らも、や りとりを重ね、共 同活動や遊び を広げ、指導員 の 支え に よ っ て 、情動調

整 や他者 の 感情 の 理 解 の 力を広げ た 。 親か ら 「学校や療育機関、家庭で は問題 が ない 」 と伝

え られ 続け、不安 と自責の 念 と迷い を持ち続け なが ら も、 指導員は職員間で 支 え合い 連携 し

な が ら 、
A に 対 して だ け で は な く毎 日 の 母親 へ の フ ォ ロ

ーは 非常 に 手厚 い も の だ っ た 。
　 A

の 、人を求 め る痛切 な欲求 を理解 し て 保育に 当た り、 母親 との ア ン ビ バ レ ン トな関係を緩和

で き る よ うな細 か い 配慮 を重ねた 。

　療育機関で は A の 発達 障害へ の 理解が 不足 して お り、セ ラ ピ
ー自体 が 効果 を上 げた とは

言い 難い が 、カ ン フ ァ
レ ン ス を経て 、A の 抱え る問題 を共有す る き っ か け に な っ た 。

　結果 として A は不登校 に い た る が 、 こ れ は A に と っ て は 革新的な意見表明で あ り、それ

を両親が許容す る ま で に な っ た 。 最善 で はな い に せ よ、各種 の 機関 の 地道 な取 り組 み の うえ

に
、

よ り良い 方向に 進 ん で い っ た と言 うべ きで あ ろ う。

　A の ケ ース は 相当 に 極端 で あ る と思わ れ る 。 ま た、同 時 に 他 の 複数 の 場 の 状況 を把握 し

な が ら、そ の 場 の 問題状況 の 持 つ 意味を 理 解す る こ と は 容易 な こ とで は な い 。 しか し な が ら、

困難 を抱 え る 子 ど もに 対す る支援 は、多か れ少なか れ、す っ き りと問題 が判別で き、
一

般化

された マ ＝
」 ア ル で 対応 で き る も の で は ない

。

　わ れ わ れ は H 々 の 日常生活に お い て 、多様な環境 の 文脈 の 下 で さ ま ざ ま の 役割 を使い 分 け、

質 と重み の 異な る人間関係 を結ん で い る 。
「一般的な問題行 動」 とい うもの が あ る の で はな

く、 そ の よ うな 、
さ まざ まな生態学的な文脈 の なか に 生活 が あ り、関係 の 中で 生 き、問題 は

そ こ で 生 じ て い る 。 異な る場 の 固有な 特徴 と、そ の な か で の 子 ど も と周 りの 人 々 と の 関係性

を把握 し、そ れ に 応 じた 問題状況 の ア セ ス メ ン ト と、そ れ を超えた連携 が 必要 とな る。

6　結語

　　　 特別支援教育 の 理 念は 、定形発達 を仮定す る 子 ど も集団 に 対 して 均質 の 教 育 を施 す発想 に

　　　は基づ か な い 。特性論に よ る対処は、あ る種 の 医学的 ・心理 学的用 語 を持 ち込 む こ とに よ っ

　　　て 、個別 の ニ
ーズ を把握 し、非定形的な教育的対応 を行 っ て い る ように 、

一
見、見え る 。 し

　　　か し な が ら、現状で は 、そ れ らの 用語は定型 の 教育 に 適合 さ せ る た め の 便利 な ッ
ー

ル として

　　　使わ れ て い る よ うに 思 えて な らない 。診断基準や共 通 の 症状 や特性に 関す る表現 は、共 通項

　　　をま とめ た だ け で あ っ て 、個 々 の 子 どもの 抱 え る 困難を表 した り そ の 原因を説明 した りする

　　　もの で は な い
。 また 、カ テ ゴ ラ イ ズ した もの は、い か に も明確な線 引きが あ る か の よ うに 思

　　　わ れ る が 、実際は そ れ ほ ど 明確 で は な い 。現 状で は 、 こ れ が 不 当 に 広 く使 わ れ る こ とに よ り 、
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　　　子 どもの 理解 と適切 な支援か ら却 っ て 遠 ざか る結果 を生ん で い る の で はな い だ ろ うか 。 子 ど
（38）
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生 活現場に お け る 発達障害を抱え る 子 ど もの 理 解 と支援の あ りか た を考え る 西本絹
．
予

もは多層 の 環窺 と関係性 の 中で 育ち、育て られ る 。 発達 障害は子 どもが個 として 抱 え る問題

で は な く、支援す る側 を含み 入 れ た 問題 で あ る こ と を考 え直 し た い 。
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