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Ⅰ ． 問 題 と 目 的  

 

１ ． 言 語 障 害 通 級 指 導 教 室 の 指 導 や 支 援 の 現 状  

言 語 に 関 す る 困 難 の あ る 児 童 の 教 育 の 場 と し て ， 言 語 障 害 通 級 指 導 教

室 が あ り ， 対 象 ・ 程 度 と し て は 「 口 蓋 裂 ， 構 音 器 官 の ま ひ 等 器 質 的 又 は

機 能 的 な 構 音 障 害 の あ る 者 ， 吃 音 等 話 し 言 葉 に お け る リ ズ ム の 障 害 の あ

る 者 ， 話 す ， 聞 く 等 言 語 機 能 の 基 礎 的 事 項 に 発 達 の 遅 れ が あ る 者 ， そ の

他 こ れ に 準 じ る 者 （ こ れ ら の 障 害 が 主 と し て 他 の 障 害 に 起 因 す る も の で

は な い 者 に 限 る 。）で ，通 常 の 学 級 で の 学 習 に お お む ね 参 加 で き ，一 部 特

別 な 指 導 を 必 要 と す る 程 度 の も の 」 と さ れ て い る （ 文 部 科 学 省 ， 2 0 1 3）。

通 級 に よ る 指 導 を 受 け て い る 言 語 障 害 の あ る 児 童 の 数 は ，2 0 0 9 年 度 に は

3 0 , 3 9 0 人 ，2 0 1 9 年 度 に は 3 9 , 6 9 1 人 と 増 加 し て お り（ 文 部 科 学 省 ，2 0 1 9 a），

今 後 も 増 加 し て い く こ と が 予 想 さ れ る 。「 平 成 2 8 年 度 全 国 難 聴 ・ 言 語 障

害 学 級 及 び 通 級 指 導 教 室 実 態 調 査 」（ 国 立 特 別 支 援 教 育 総 合 研 究 所 ，2 0 1 6）

に よ る と ， 言 語 障 害 通 級 指 導 教 室 を 利 用 す る 児 童 と し て は ， 主 に 構 音 障

害 ， 口 蓋 裂 ， 吃 音 ， 言 語 発 達 遅 滞 の 児 童 が 存 在 す る （ 表 1）。  
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表 1  言 語 障 害 通 級 指 導 教 室 を 利 用 し て い る 児 童 の 人 数 と そ の 内 訳 （ 人 ）  

国 立 特 別 支 援 教 育 総 合 研 究 所 （ 2 0 1 6） よ り 自 作  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
構 音 障

害  
口 蓋 裂  吃 音  

言 語 発

達 遅 滞  
そ の 他  

言 語 障 害  

合 計  

小 学 校  

低 学 年  
9 , 8 7 8  1 6 3  1 , 9 8 2  3 , 8 5 1  2 , 2 2 7  1 8 , 1 0 1  

小 学 校  

高 学 年  
1 , 6 5 8  9 4  1 , 4 8 6  2 , 8 2 4  2 , 1 7 0  8 , 2 3 2  

合 計  1 1 , 5 3 6  2 5 7  3 , 4 6 8  6 , 6 7 5  4 , 3 9 7  2 6 , 3 3 3  
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ま た ， 幼 児 期 に 医 療 機 関 で 言 語 発 達 遅 滞 と 診 断 さ れ た 児 童 の 4 3％ は ，

小 学 校 で は 通 常 の 学 級 の み で 学 ぶ と い う 調 査 も あ る （ 城 野 ・ 久 保 田 ら ，

1 9 9 5） こ と か ら ， 小 学 校 の 通 常 学 級 に お い て も 言 語 に 関 す る 困 難 の あ る

児 童 は 多 数 在 籍 し ， 言 語 障 害 教 育 へ の 理 解 が 必 要 と な っ て く る こ と が 推

測 さ れ る 。 松 村 ・ 牧 野 （ 2 0 0 4） は ， 言 語 障 害 教 育 の 指 導 内 容 や そ の 方 法

に 関 し て ，「 教 師 自 身 が 環 境 と な っ て 言 語 活 動 を 促 進 し た り ，子 ど も を 取

り 巻 く 周 囲 の 環 境 の 整 備 や 養 育 者 へ の 働 き か け ・ 支 援 が 重 視 さ れ る よ う

に な っ て き た 」と 言 及 し て い る 。さ ら に ，言 語 障 害 教 育 の 位 置 づ け を「 子

ど も の 言 語 障 害 を 教 育 的 方 法 （ 医 療 的 で は な く ） を 用 い て 改 善 に 導 く 営

み 」 と 「 言 語 障 害 の あ る 子 ど も 全 体 を と ら え ， 暮 ら し の 充 実 や 自 己 確 立

や 自 己 実 現 を 援 助 す る 営 み 」 と の 二 つ の 側 面 に 分 け て 述 べ て い る 。 実 際

に ，難 聴・言 語 障 害 通 級 指 導 教 室 1 5 4 校 に 対 す る 調 査（ 井 戸・左 藤 ，2 0 1 8）

で は ， 言 語 障 害 の あ る 児 童 へ の 指 導 ・ 支 援 に 求 め ら れ る こ と と し て 「 発

音 ・ 発 語 指 導 （ 回 答 数 1 3 0 校 ）」 だ け で な く ，「 通 常 学 級 で の 授 業 の 工 夫

（ 回 答 数 8 3）」 や 「 周 囲 の 障 害 理 解 （ 回 答 数 8 1）」 と い っ た 回 答 も 多 く ，

通 常 学 級 で の 指 導 や 支 援 に 関 す る ニ ー ズ が あ る こ と が 明 ら か と な っ て い

る 。  

 

２ ． 言 語 に 関 す る 困 難 の あ る 児 童 の 実 態 や 困 り 感  

言 語 に 関 す る 困 難 の あ る 児 童 の 特 性 と し て ，「 言 語 理 解 ・ 表 出 」や「 語

音 表 出 」 に 困 難 を 抱 え る 児 童 が 存 在 す る 。 言 語 理 解 ・ 表 出 の 困 難 が 生 じ

や す い 障 害 と し て ， 言 語 症 の 診 断 を 受 け る 児 童 も い る 。 言 語 症 は ， 語 彙

や 限 定 さ れ た 構 文 ， 会 話 す る た め の 話 法 の 習 得 や 使 用 な ど い っ た 認 知 面

に 困 難 を 抱 え る 。理 解 語 彙 の 乏 し さ ，言 語 表 現 力 や 言 語 理 解 力 の 困 難 が ，

日 常 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 以 外 に も ， 授 業 に お け る 学 習 の 困 難 や 文 章 の
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読 解 ， 作 文 と い っ た 言 語 理 解 ・ 表 現 が 関 わ る 活 動 全 般 に も 影 響 を 与 え る

可 能 性 が あ り ，適 切 な 支 援 が 求 め ら れ て い る（ 大 伴 ， 2 0 1 9）。ま た ，語 彙

の 少 な さ だ け で な く ， 語 彙 を 想 定 す る の に 時 間 が か か っ た り ， 誤 っ た 語

彙 を 使 っ た り す る 実 態 を 有 す る 児 童 も 存 在 す る （ 大 伴 ， 2 0 1 9）。 加 え て ，

音 読 が た ど た ど し く ， 文 章 を 読 む の に 時 間 が か か る と い っ た ， 音 韻 意 識

の 問 題 も 挙 げ ら れ る（ 大 伴 ・ 林 ・ 橋 本 ， 2 0 1 8）。さ ら に ，口 頭 指 示 の 理 解

へ 困 難 を 示 す 児 童 が 多 く ， 時 間 や 位 置 表 現 等 の 抽 象 的 な 言 葉 の 理 解 か で

き な か っ た り ， 聞 き 間 違 い や 聞 き も ら し が 多 か っ た り す る （ 大 伴 ・ 林 ・

橋 本 ， 2 0 1 8）。  

語 音 表 出 の 困 難 が 生 じ や す い 障 害 と し て は ， 構 音 障 害 と 吃 音 （ 小 児 期

発 症 流 暢 症 /小 児 期 発 症 流 暢 障 害 ，以 下 吃 音 ）が あ る 。構 音 障 害 は ，語 音

の 産 出 の 持 続 的 な 困 難 さ に よ り ， 会 話 の わ か り や す さ や 言 語 的 コ ミ ュ ニ

ケ ー シ ョ ン に よ る 意 思 伝 達 に 影 響 を 与 え る と い っ た 困 難 を 抱 え る 児 童 が

存 在 す る 。 比 較 的 良 好 な 言 語 理 解 が あ る た め に ， 思 う よ う に 意 思 疎 通 で

き な い こ と に 本 人 や 家 族 は 大 き な 戸 惑 い を 感 じ る こ と が 多 い （ 大 伴 ，

2 0 0 1）。ま た ，児 童 自 身 が 誤 っ て 産 出 し た 音 を 誤 っ て い る と 気 づ か な い こ

と も あ る（ 緒 方 ， 2 0 1 0）。口 蓋 裂 の 児 童 も ，器 質 的 な 障 害 に よ り こ れ ら の

実 態 と 同 様 の 特 性 が み ら れ る 。 吃 音 の 症 状 と し て は ， 音 声 と 音 節 の 繰 り

返 し ， 子 音 と 母 音 の 音 声 の 延 長 ， 単 語 の 途 切 れ （ 例 ： １ つ の 単 語 の 中 で

の 休 止 ），発 声 を 伴 っ た ま た は 伴 わ な い 会 話 の 休 止 ，遠 回 し の 言 い 方（ 例；

問 題 の 言 葉 を 避 け て 他 の 単 語 を 使 う ）， 単 音 節 の 単 語 の 反 復 （ 例 ： I - I - I  

s e e  h i m）と い っ た 言 語 表 出 の 困 難 が あ る 。発 話 時 に 過 剰 な 身 体 的 緊 張 や

随 伴 運 動 が 出 る 場 合 も あ る 。  

こ れ ら の 言 語 面 の 困 り 感 か ら ， 号 令 や 挨 拶 と い っ た 決 ま っ た 言 葉 の 発

話 や ， 音 読 や 九 九 と い っ た 言 い 換 え が で き な い 言 葉 の 発 話 ， 授 業 で の 発
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表 や 大 人 数 の 前 で の 発 話 等 に 困 り 感 を 抱 え る 児 童 の 実 態 が あ る （ 小 林 ，

2 0 2 0）。ま た ，読 解 問 題 の 問 い に 対 し て ，読 み 返 し を し な い で 答 え る 傾 向

が 見 ら れ た り（ 大 伴 ・ 林 ・ 橋 本 ， 2 0 1 8），難 し い 単 語 や 難 し い 文 法 を 使 わ

れ る こ と を 苦 手 と 感 じ た り す る （ 小 林 ， 2 0 1 0） 児 童 も い る 。 さ ら に ， 状

況 判 断 が 難 し く ， 思 い 込 み で 物 事 を 被 害 的 に 受 け ト ラ ブ ル に な り や す か

っ た り（ 大 伴 ・ 林 ・ 橋 本 ， 2 0 1 8），子 ど も 同 士 の 会 話 に う ま く 入 っ て い く

こ と が で き な か っ た り す る （ 大 伴 ・ 大 井 ， 2 0 1 1） 児 童 も 多 い 。 言 語 面 の

困 り 感 が ， 発 話 場 面 だ け で な く ， 学 習 活 動 や 友 人 と の 関 係 な ど ， 様 々 な

場 面 に ま で 影 響 が 及 ん で い る こ と が 考 え ら れ る 。  

さ ら に ， 言 語 面 の 困 り 感 が ， 心 理 的 困 難 に つ な が る こ と も 多 い 。 語 彙

の 乏 し さ か ら 言 葉 に よ る 表 現 が で き ず 手 が 出 て し ま っ た り（ 大 伴・大 井 ，

2 0 1 1），発 言 へ の 聞 き 直 し や 書 き 誤 り へ の 指 摘 が 多 く ，発 言 す る こ と や 文

字 を 書 く こ と を 避 け た が っ た り す る（ 山 下 ，2 0 1 7；大 伴・林・橋 本 ，2 0 1 8）

こ と が あ る 。 ま た ， 答 え が わ か っ て い て も 発 表 で き な か っ た り ， 友 達 と

の 関 わ り を 避 け た り す る こ と も あ る（ 小 林 ， 2 0 1 5）。さ ら に ，発 話 す る こ

と へ の 不 安 や 緊 張 ， う ま く 話 せ な い こ と に よ る 有 能 感 や 自 尊 感 情 の 低 下

な ど か ら ， 障 害 に 罪 の 意 識 や 怒 り を 感 じ る 場 合 も 少 な く な い （ 小 林 ・ 川

合 ，2 0 1 3）。加 え て ，周 囲 か ら 言 語 面 の 困 り 感 に 関 す る か ら か い や い じ め

を 受 け る こ と も あ り（ 小 林 ，2 0 1 5），周 囲 の 関 わ り 方 も 心 理 的 困 難 を 増 幅

さ せ て い る こ と が 考 え ら れ る 。  

ま た ， 言 語 障 害 通 級 指 導 教 室 に 通 う 児 童 の 中 に は ， 言 語 指 示 や 文 脈 の

理 解 に 困 難 を 示 し た り ， 人 の 話 に 耳 を 傾 け て い な か っ た り す る こ と が あ

る と い っ た「 言 語 理 解 」，発 話 内 容 が 伝 わ り に く か っ た り ，文 法 的 に 誤 っ

た 表 現 に な っ た り す る こ と が あ る と い っ た「 言 語 表 現 」，一 方 的 に 話 し た

り ，相 手 に 配 慮 の な い こ と を 言 っ た り す る こ と が あ る と い っ た「 社 会 性 」
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の 中 で ， 一 つ 以 上 に 課 題 を 有 す る 児 童 が 9 割 前 後 存 在 す る と い う 実 態 も

あ る （ 大 伴 ・ 溝 江 ， 2 0 1 9）。  

 

３ ． 言 語 に 関 す る 困 難 の あ る 児 童 へ の 指 導 や 支 援  

言 語 に 関 す る 困 難 の あ る 児 童 へ の 指 導 や 支 援 の 在 り 方 に つ い て 研 究 等

に よ り 検 討 さ れ て い る 。 言 語 理 解 ・ 表 出 の 困 難 を 示 す 児 童 に 関 し て ， 言

語 症 の 児 童 に 対 す る 通 級 指 導 教 室 で の 語 彙 を 増 や す 指 導 を カ テ ゴ リ ー 化

し た も の と し て 大 伴 （ 2 0 1 9） の 報 告 が あ り ， 文 章 ， 学 習 教 材 な ど か ら 語

彙 を 学 ぶ こ と や ， 会 話 の 中 で 語 彙 を 学 ぶ こ と と い っ た 「 新 た な 語 彙 の 習

得 」，事 物 の 特 徴 を 言 葉 で 表 現 す る ，ま た は 言 葉 に よ る 説 明 か ら 事 物 を 想

起 す る こ と や ， 上 位 概 念 や 下 位 概 念 な ど に も と づ き 語 を 分 類 す る こ と と

い っ た「 語 の 意 味 の 言 語 化 や 語 の 想 起 」，与 え ら れ た 語 か ら 文 を 作 る こ と

や ， 文 脈 に 沿 っ た 語 を 想 起 す る こ と と い っ た 「 文 脈 に お け る 語 の 活 用 」

が 挙 げ ら れ て い る 。ま た ，藤 田（ 2 0 1 0）で は ，語 彙 を 増 や す た め に は「 文

章 や 言 葉 に よ る 表 現 」 が 有 効 と さ れ て お り ， 特 定 の 物 の 特 徴 や ， 作 業 手

順 ， 道 順 に つ い て 説 明 し た り ， 自 分 の 経 験 や 気 持 ち を 言 葉 に 表 し た り す

る と い っ た 方 法 が 挙 げ ら れ て い る 。 加 え て ， 大 伴 ・ 林 ・ 橋 本 （ 2 0 1 8） で

は ，活 動 の 流 れ の 中 で 指 示 を 聞 い て 行 動 す る と い っ た「 口 頭 指 示 の 理 解 」

や ， ゲ ー ム や ク イ ズ な ど を 通 し て 「 聞 く 態 度 を 育 て る 」 と い っ た 内 容 が

挙 げ ら れ て い る 。  

ま た ， 語 音 表 出 の 困 難 を 示 す 児 童 に 関 し て ， 小 林 （ 2 0 0 9） で は ， 教 科

書 や 物 語 の 音 読 練 習 だ け で な く ， 実 際 の 生 活 場 面 に お け る 発 話 ・ コ ミ ュ

ニ ケ ー シ ョ ン 場 面 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 練 習 と い っ た 「 現 実 に 近 い 場 面 を

想 定 し た 発 話 練 習 」 が 有 効 で あ る と さ れ て い る 。  

吃 音 の 当 事 者 が 通 級 指 導 教 室 に 求 め る 指 導 や 支 援 に つ い て は ， 単 に 言
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語 面 の 指 導・支 援 だ け で は な く ，「 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能 力 の 向 上 」や「 カ

ウ ン セ リ ン グ 」，「 グ ル ー プ 指 導 」 も 重 要 視 さ れ て お り ， 多 様 な ニ ー ズ が

あ る こ と が 明 ら か と な っ て い る 。 ま た ，「 複 数 の 指 導 内 容 の 用 意 」， 心 理

面 や 環 境 面 に 対 す る 本 人 の「 指 導 内 容 へ の 選 択 の 関 与 」，吃 音 の 問 題 に 対

す る 「 共 感 的 対 応 」 が ， 満 足 度 の 高 い 指 導 に 結 び つ く こ と も 示 唆 さ れ て

い る （ 小 林 ， 2 0 0 4）。  

心 理 面 の 困 難 へ の 指 導 ・ 支 援 と し て は ， 自 身 の 障 害 に つ い て 正 し く 理

解 し ， 困 難 場 面 へ の 対 処 法 を 考 え る と い っ た 「 自 己 理 解 ・ 対 処 」 に 関 す

る 報 告 が み ら れ る 。 牧 野 （ 2 0 1 7） で は ， 自 己 の 障 害 に つ い て 学 習 し ， 自

己 理 解 を 促 し た り 自 己 肯 定 感 を 育 む だ け で な く ， 相 手 に コ ミ ュ ニ ケ ー シ

ョ ン 手 段 等 の 交 渉 を し た り ， 不 安 や 緊 張 を 軽 減 さ せ な が ら 発 話 す る 練 習

を し た り す る と い っ た 「 困 難 場 面 へ の さ ま ざ ま な 対 処 」 に つ い て 述 べ ら

れ て い る 。 加 え て ， 周 囲 か ら の 否 定 的 な 言 葉 等 へ の 回 復 力 を つ け る と い

っ た 「 心 理 的 な 安 定 」 に つ い て も 挙 げ ら れ て い る 。  

言 語 面 や 心 理 面 の 困 難 に 対 す る 直 接 的 な 指 導・支 援 だ け で な く ，「 環 境

調 整 」 と い っ た 間 接 的 な ア プ ロ ー チ も 必 要 で あ る 。 語 音 表 出 に 困 難 が あ

る 児 童 に 対 し て は ，「 音 声 言 語 に 限 定 し な い 様 々 な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 手

段 」 を 提 供 し ， 本 人 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 意 欲 に 応 え る 環 境 づ く り が 優

先 さ れ る （ W a t s o n  &  L e a h y， 1 9 9 5） た め ， サ イ ン や 文 字 な ど を 用 い た 視

覚 的 な 支 援 環 境 を つ く っ た り （ 大 伴 ， 2 0 0 1）， 紙 ， ホ ワ イ ト ボ ー ド ， I C T

機 器 な ど 多 様 な 表 現 方 法 を 提 示 し た り （ 文 部 科 学 省 ， 2 0 1 7） す る な ど ，

「 代 替 手 段 の 提 供 」 が 必 要 で あ る と い え る 。 言 語 障 害 通 級 指 導 教 室 で は

一 対 一 ま た は 小 集 団 で の 個 々 の 実 態 に 合 わ せ た 指 導 ・ 支 援 を 行 う た め ，

児 童 は 自 信 を も っ て 活 動 で き る が ， 通 常 学 級 に お い て は 授 業 の テ ン ポ や

ペ ー ス が 違 い ， 自 信 喪 失 を 起 こ す 場 合 が 多 々 あ る と さ れ て い る （ 上 村 ，
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2 0 1 2）。し た が っ て ，通 常 学 級 に お い て も ，言 語 に 関 す る 困 難 の あ る 児 童

に 対 す る 「 本 人 の テ ン ポ や ペ ー ス に 合 わ せ た 参 加 し や す い 授 業 づ く り 」

と い っ た 環 境 調 整 の 必 要 性 も 考 え ら れ る 。 加 え て ， 教 材 ・ 教 具 の 工 夫 や

自 助 具 の 活 用 （ 文 科 省 ， 2 0 1 7）， 言 葉 の 視 覚 化 （ 藤 田 ， 2 0 1 0）， 決 ま っ た

言 葉 か け 等 の ル ー テ ィ ン を 組 み 入 れ る と い っ た 「 学 び 方 の 工 夫 」 も 挙 げ

ら れ て い る 。 さ ら に ， 児 童 本 人 だ け で な く ， 他 の 児 童 ・ 教 員 等 へ の 理 解

啓 発（ 牧 野 ，2 0 1 7）や ，か ら か い・い じ め へ の 対 処（ 小 林・川 合 ，2 0 1 3），

保 護 者 等 に 向 け た 障 害 に 関 す る ガ イ ダ ン ス や 情 報 提 供 （ 小 林 ， 2 0 0 9） な

ど と い っ た ， 周 囲 へ の 働 き か け も 求 め ら れ て い る 。  

そ し て ，教 員 本 人 の 意 識・心 掛 け と し て ，言 葉 が 出 る ま で 待 つ（ 大 伴 ，

2 0 1 7） こ と や ， 話 し 方 で な く 内 容 に 注 目 し た り ， あ い づ ち や う な ず き で

聞 い て い る こ と を 示 し た り す る （ 小 林 ， 2 0 1 5） と い っ た 「 聞 き 方 」 だ け

で な く ，「 ゆ っ く り 」「 ゆ っ た り 」 し た 話 し 方 で 接 し た り ， 子 ど も の 実 態

に 合 わ せ て 発 話 の 長 さ や 文 法 ・ 単 語 の 複 雑 さ を コ ン ト ロ ー ル し た り す る

（ 小 林 ， 2 0 1 5）と い っ た「 接 し 方 」，一 方 的 に 教 え る の で は な く ，一 緒 に

考 え た り 考 え る 機 会 を 提 供 し た り す る （ 藤 田 ， 2 0 1 0） と い っ た 「 自 発 性

の 保 障 」 に つ い て 挙 げ ら れ て い る 。  

 

４ ． コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 態 度 に 関 す る 教 育 的 効 果  

言 語 に 困 難 の あ る 児 童 へ の 指 導 ・ 支 援 に よ る 教 育 的 効 果 に 関 す る 報 告

が 散 見 さ れ た 。そ の 一 つ に ，個 人 の 困 り 感 の 改 善 だ け で な く ，「 自 己 肯 定

感 」 に 影 響 す る も の が み ら れ た 。 構 音 障 害 の 児 童 に 対 し て ， 日 常 生 活 上

の 重 要 語 を タ ー ゲ ッ ト 語 と し て 指 導 し ， 他 者 に 発 話 が 理 解 さ れ る 経 験 を

す る こ と で ， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に お け る 「 有 能 感 」 と 「 積 極 性 」 が 育

っ た と い う 事 例 が み ら れ た （ 大 伴 ， 2 0 0 1）。 ま た ，「 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン
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態 度 」 に 関 す る 研 究 で は ， 吃 音 の あ る 児 童 を 対 象 に 「 吃 音 の 話 し 合 い 」

を 実 施 し た 群 は ， 実 施 し な か っ た 群 よ り コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン へ の 「 積 極

性 」 が 優 位 に 高 か っ た （ 野 島 ・ 見 上 ら ， 2 0 1 0）。 こ れ に つ い て 野 村 ら は ，

吃 音 に つ い て 話 し 合 う こ と は ， 吃 音 を 客 観 的 に 捉 え ， 吃 音 に 対 す る 考 え

を 深 め る 機 会 を 与 え る も の（ 長 澤 ・ 太 田 ， 2 0 0 3）で あ る た め ，「 吃 音 の 話

し 合 い 」 が 吃 音 受 容 の 一 助 と な り ， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 態 度 が 積 極 的 に

な っ た と 考 察 し て い る 。  

言 語 に 困 難 の あ る 児 童 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 態 度 を 測 る 尺 度 と し て ，

B r u t t e n & V a n r y c k e g h e m（ 2 0 0 7）の「 C A T（ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 態 度 テ ス ト ）」

や ， 中 村 ・ 大 橋 （ 2 0 0 1） の 「 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 態 度 自 己 評 価 質 問 紙 」，

酒 井 （ 2 0 1 4） の 「 改 訂 版 エ リ ク ソ ン ・ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 態 度 尺 度 」 な

ど が あ る 。 こ れ ら の 尺 度 で は 因 子 分 け は な さ れ て い な い が ， 言 語 コ ミ ュ

ニ ケ ー シ ョ ン に 対 す る 肯 定 的 意 識 ， 不 安 や 緊 張 感 ， 周 囲 へ の 劣 等 感 な ど

に つ い て 児 童 本 人 が 自 己 評 価 す る と い う 点 で 内 容 が 共 通 し て い る 。  

 

５ ． 学 級 風 土 に 関 す る 教 育 的 効 果  

言 語 に 困 難 の あ る 児 童 へ の 指 導・支 援 に よ る 教 育 的 効 果 と し て ，「 学 級

風 土 」 に も 影 響 が 考 え ら れ る 。 吃 音 の あ る 児 童 へ の 支 援 に 関 す る 聞 き 取

り 調 査 か ら ， 学 級 担 任 が ク ラ ス メ イ ト に 本 人 の 吃 音 に つ い て 伝 え た り ，

子 ど も た ち が 多 様 性 や 個 性 を 認 め 合 う こ と が で き る 学 級 づ く り を 行 っ た

り す る こ と が ， 学 級 で か ら か い を 受 け な い こ と に つ な が っ て い た と 指 摘

し て い る （ 植 田 ， 2 0 1 7）。 さ ら に ，「 学 習 活 動 へ の 参 加 の し や す さ 」 に 関

す る 効 果 も み ら れ た 。 言 語 症 の 児 童 に 関 し て ， 学 習 活 動 へ の 参 加 に よ っ

て 語 彙 が 豊 富 に な る と と も に ， 語 彙 が 増 え る ほ ど 文 章 や 学 習 の 内 容 が 理

解 し や す く 学 習 活 動 に も 参 加 し や す い と い う ， 語 彙 と 学 習 到 達 度 と の 循
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環 的 な 関 係 が あ る と 考 え ら れ て い る （ 大 伴 ， 2 0 1 9）。  

学 級 風 土 を 測 る 尺 度 と し て ，伊 藤・松 井（ 2 0 0 1）の「 学 級 風 土 質 問 紙 」

が あ り ，「 学 級 へ の 満 足 感 」，「 自 然 な 自 己 開 示 」，「 生 徒 間 の 親 し さ 」な ど

の 因 子 で 構 成 さ れ て い る 。 ま た ， 江 村 ・ 大 久 保 （ 2 0 1 2） が 作 成 し た 「 小

学 生 用 学 級 適 応 感 尺 度 は ，「 居 心 地 の 良 さ の 感 覚 」，「 充 実 感 」な ど の 因 子

か ら 構 成 さ れ て い る 。 ま た ， 児 童 の 障 害 者 へ の 態 度 を 測 る 尺 度 と し て ，

楠 ら（ 2 0 1 2）の「 児 童 生 徒 版 障 害 者 に 対 す る 多 次 元 的 態 度 尺 度 」が あ り ，

「 障 害 に 関 す る 肯 定 的 意 識 」，「 自 発 的 交 流 意 識 」 な ど の 因 子 か ら 構 成 さ

れ て い る 。  

 

６ ． 通 常 学 級 担 当 教 員 に よ る 言 語 障 害 教 育 の 必 要 性  

文 部 科 学 省（ 2 0 1 9 b）は ，「 通 級 に よ る 指 導 を 担 当 す る 教 員 に つ い て は ，

特 別 支 援 学 校 教 諭 免 許 状 を 有 す る こ と 等 の 法 令 上 の 規 定 は な い 。」と 定 め

て い る た め ， 専 門 的 な 知 識 や 特 別 支 援 教 育 の 経 験 を 有 し て い な く て も 通

級 指 導 担 当 教 員 に な る こ と の で き る 現 状 が あ る 。 言 語 障 害 通 級 指 導 担 当

教 員 に な る に あ た っ て 行 っ た 勉 強 法 に つ い て 調 査 し た も の と し て 天 野 ・

松 村（ 2 0 0 9）の 研 究 が あ り ，「 こ と ば の 教 室 の 見 学 」，「 本 な ど を 読 み 独 学

で 勉 強 」が 多 く 挙 げ ら れ て い た が ，「 短 期 間 の 公 開 講 座 」や「 大 学 等 へ の

内 地 留 学 」 と い う 回 答 も あ っ た 。 し か し ， 言 語 障 害 通 級 担 当 教 員 の 声 と

し て ，「 言 語 障 害 教 育 等 （ 構 音 指 導 等 ） の 知 識 ・ 技 能 が な く 不 安 で あ る 」

や ，「 言 語 障 害 教 育 等 の 専 門 性 を 高 め る 研 修 を 受 け る 機 会 が 少 な い 」等 が

挙 げ ら れ て お り ， 知 識 の 獲 得 や 研 修 の 機 会 が 十 分 で は な い 現 状 が 推 察 さ

れ た 。 言 語 障 害 通 級 担 当 教 員 に 対 す る 調 査 （ 藤 井 ， 2 0 1 3） で は ， 個 に 応

じ た 教 育 的 支 援 を 行 う に は ， 言 語 障 害 通 級 指 導 教 室 で 行 う 自 立 活 動 の 時

間 だ け で は 不 十 分 で あ り ， 学 級 担 任 と と も に 「 学 級 経 営 」 や 「 教 科 指 導
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の 改 善 」 を 図 っ て い く こ と が 求 め ら れ て い た 。 小 学 校 通 常 学 級 担 当 教 員

の 言 語 障 害 に 関 す る 勉 強 法 に つ い て 調 査 し た も の は み ら れ な か っ た が ，

発 達 障 害 に 関 す る 知 識 や 情 報 の 入 手 先 と し て は ，「 研 修 会 ， 講 演 会 等 」，

「 学 校 現 場 の 教 職 員 間 で の 情 報 交 換 」，「 図 書 ， 雑 誌 」 が 多 く 挙 げ ら れ て

い た（ 松 本 ・ 須 川 ， 2 0 1 3）。加 え て ，吃 音 の 当 事 者 が 小 学 校 の 学 級 担 任 に

一 番 望 む こ と と し て ， 吃 音 に 関 す る 知 識 を 持 つ こ と を 挙 げ て い る 論 文 も

あ る（ 小 林 ， 2 0 0 4）。こ の よ う に ，言 語 障 害 通 級 指 導 担 当 教 員 の ，言 語 障

害 に 関 す る 指 導 や 支 援 に 対 す る 自 信 の な さ や 専 門 性 を 高 め て い く 必 要 性

だ け で な く ， さ ら に ， 通 常 学 級 で も 教 員 の 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 理 解 や

指 導 ・ 支 援 に つ い て 広 め て い く 必 要 が 考 え ら れ る 。  

 

７ ． 本 研 究 の 目 的  

上 述 の よ う に ， 言 語 に 関 す る 困 難 の あ る 児 童 に は ， 指 導 や 支 援 に 多 様

な ニ ー ズ が あ る こ と や ， 通 常 学 級 に お い て も 理 解 や 指 導 ・ 支 援 を 広 げ て

い く 必 要 性 が 示 さ れ た 。 し か し ， こ れ ら の 理 解 や ， 指 導 ・ 支 援 の 状 況 を

調 査 し た 研 究 は み ら れ な か っ た 。 ま た ， 一 つ 一 つ の 実 践 に よ る 効 果 に 関

す る 報 告 は み ら れ た が ， 理 解 や 指 導 ・ 支 援 に 関 す る 多 数 の 変 数 間 の 関 係

性 を 検 討 し た 調 査 は み ら れ な か っ た 。  

そ こ で 本 研 究 で は ， 言 語 に 関 す る 困 難 の あ る 児 童 の 特 性 や 困 り 感 を ど

の 程 度 理 解 し て い る か ， ま た ， 言 語 指 導 や 心 理 面 へ の 対 応 等 に 関 す る 指

導 や 支 援 を ど の 程 度 実 践 で き る と 考 え る か に つ い て 調 査 す る 。 ま た ， そ

れ ら と 他 の 要 素 や 尺 度 （ 学 習 の 機 会 や 経 験 ， 児 童 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

態 度 ， 学 級 風 土 等 ） と の 関 連 に つ い て 分 析 し ， 教 員 の 特 性 や 困 り 感 に 対

す る 理 解 の 状 況 や ， 指 導 ・ 支 援 の 在 り 方 に つ い て 検 討 す る こ と を 目 的 と

す る 。  
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Ⅱ ． 方 法  

 

１ ． 対 象 と 手 続 き  

地 域 の 偏 り が な い よ う 選 定 し た Ｘ 県 内 の 小 学 校 9 校 に お い て ，2 0 2 1 年

9 月 か ら 1 1 月 に か け て 通 常 学 級 担 当 教 員 1 0 6 人 に 質 問 紙 調 査 を 実 施 し

た 。本 研 究 に お け る 質 問 紙 回 収 率 は 1 0 6 名 中 ，有 効 回 答 数 9 8 名（ 9 2 . 5 %）

で あ っ た 。 調 査 を 行 っ た 9 校 中 ， 言 語 障 害 通 級 指 導 教 室 の あ る 学 校 は 3

校 ， な い 学 校 は 6 校 で あ っ た 。  

本 研 究 の 実 施 に つ い て は ， 三 重 大 学 教 育 学 部 倫 理 審 査 委 員 会 の 承 認 を

得 て い る 。 調 査 の 趣 旨 と プ ラ イ バ シ ー の 保 護 ， 及 び 調 査 へ の 参 加 の 自 由

と 途 中 の 辞 退 に つ い て 事 前 に 質 問 紙 に お い て 説 明 し ， 同 意 の 得 ら れ た 方

の み 調 査 を 行 っ た 。  

 

２ ． 調 査 内 容 と 分 析  

 基 礎 情 報 と し て ， 特 別 支 援 教 育 や 言 語 に 関 す る 困 難 （ 言 語 症 ， 構 音 障

害 ， 吃 音 な ど の 特 性 ） の あ る 児 童 に つ い て の 指 導 ・ 支 援 の 経 験 や ， 研 修

へ の 参 加 状 況 ， 情 報 収 集 の 方 法 等 に つ い て 尋 ね た 。 ま た ， 下 記 の 尺 度 を

作 成・使 用 し 調 査 を 実 施 し た 。な お ，分 析 に つ い て は I B M  S P S S  S t a t i s t i c s  

2 6 を 使 用 し た 。  

 

（ １ ）「 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 理 解 尺 度 」  

上 述 し た 先 行 研 究 で あ る 大 伴 （ 2 0 1 9）， 小 林 （ 2 0 2 0）， 緒 方 （ 2 0 1 0） な

ど を 参 考 に 作 成 し た 。 教 員 の 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 理 解 を 「 語 彙 に 関 す

る 困 難 の 理 解 」，「 文 法 ・ 文 脈 に 関 す る 困 難 の 理 解 」，「 発 音 ・ 発 話 に 関 す

る 困 難 の 理 解 」の 3 つ の 観 点 で 捉 え ，そ れ ぞ れ に つ い て 質 問 項 目 を 抽 出・
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作 成 し た 。 各 項 目 に つ い て 「 全 く 知 ら な い 」（ 1 点 ） か ら 「 と て も 知 っ て

い る 」（ 5 点 ） の 5 件 法 で 質 問 し た 。  

 

（ ２ ）「 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 指 導 ・ 支 援 尺 度 」  

上 述 し た 先 行 研 究 で あ る 藤 田 （ 2 0 1 0）， 上 村 （ 2 0 1 2）， 牧 野 （ 2 0 1 7） な

ど を 参 考 に 作 成 し た 。 教 員 の 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 指 導 ・ 支 援 を 「 語 彙

表 現 ・ 発 話 指 導 」，「 自 己 理 解 ・ 対 処 」，「 教 員 の 意 識 ・ 心 掛 け 」 の 3 つ の

観 点 で 捉 え ， そ れ ぞ れ に つ い て 質 問 項 目 を 抽 出 ・ 作 成 し た 。 各 項 目 に つ

い て「 全 く で き な い 」（ 1 点 ）か ら「 で き る 」（ 5 点 ）の 5 件 法 で 質 問 し た 。  

 

（ ３ ）「 学 級 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 態 度 尺 度 」  

上 述 し た 先 行 研 究 で あ る B r u t t e n & V a n r y c k e g h e m（ 2 0 0 7）の「 C A T（ コ ミ

ュ ニ ケ ー シ ョ ン 態 度 テ ス ト ）」や ，中 村 ・ 大 橋（ 2 0 0 1）の「 コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン 態 度 自 己 評 価 質 問 紙 」，酒 井（ 2 0 1 4）の「 改 訂 版 エ リ ク ソ ン ・ コ ミ

ュ ニ ケ ー シ ョ ン 態 度 尺 度 」 な ど を 参 考 に 作 成 し た 。 学 級 の コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン 態 度 を 「 言 語 能 力 ・ 肯 定 的 意 識 」，「 心 理 的 困 り 感 」，「 周 囲 と の 比

較 ・ 劣 等 感 」 の 3 つ の 観 点 で 捉 え ， そ れ ぞ れ に つ い て 質 問 項 目 を 抽 出 ・

作 成 し た 。 各 項 目 に つ い て 「 全 く 思 わ な い 」（ 1 点 ） か ら 「 と て も 思 う 」

（ 5 点 ） の 5 件 法 で 質 問 し た 。  

 

（ ４ ）「 学 級 風 土 尺 度 」  

上 述 し た 先 行 研 究 で あ る 伊 藤・松 井（ 2 0 0 1）の「 学 級 風 土 質 問 紙 」や ，

三 島 ・ 宇 野 （ 2 0 0 4） は 「 学 級 雰 囲 気 尺 度 」， 楠 ら （ 2 0 1 2） の 「 児 童 生 徒 版

障 害 者 に 対 す る 多 次 元 的 態 度 尺 度 」 な ど を 参 考 に 作 成 し た 。 学 級 風 土 を

「 学 級 へ の 満 足 感 」，「 支 え 合 い ・ 相 互 支 援 」，「 親 し さ 」，「 自 己 開 示 ・ 他
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者 理 解 」，「 多 様 性 理 解 ・ 支 援 」 の 5 つ の 観 点 で 捉 え ， そ れ ぞ れ に つ い て

質 問 項 目 を 抽 出 ・ 作 成 し た 。 各 項 目 に つ い て 「 全 く 思 わ な い 」（ 1 点 ） か

ら 「 と て も 思 う 」（ 5 点 ） の 5 件 法 で 質 問 し た 。  
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Ⅲ ． 結 果  

 

１ ． 基 礎 情 報  

（ １ ） 回 収 率  

 本 研 究 に お け る 質 問 紙 回 収 率 は 1 0 6 名 中 ， 有 効 回 答 数 は 9 8 名 で あ り ，

回 収 率 は 9 2 . 5％ で あ っ た 。調 査 を 行 っ た 9 校 中 ，言 語 障 害 通 級 指 導 教 室

の あ る 学 校 は 3 校 ， な い 学 校 は 6 校 で あ っ た 。  

 

（ ２ ） 年 齢  

 回 答 者 の 年 齢 に つ い て ，「 2 0 代 」 が 2 8 名 （ 2 8 . 6％ ），「 3 0 代 」 が 2 2 名

（ 2 2 . 4％ ），「 4 0 代 」が 1 8 名（ 1 8 . 4％ ），「 5 0 代 」が 2 2 名（ 2 2 . 4％ ），「 6 0

代 」 が 3 名 （ 3 . 1％ ） で あ っ た 。「 不 明 」 は 5 名 （ 5 . 1％ ） で あ っ た 。  

 

（ ３ ） 担 当 学 年  

 回 答 者 の 担 当 学 年 に つ い て ，「 1 年 生 」が 2 0 名（ 3 0 . 6％ ），「 2 年 生 」が

1 4 名（ 1 4 . 3％ ），「 3 年 生 」が 1 8 名（ 1 8 . 4％ ），「 4 年 生 」が 1 6 名（ 1 6 . 3％ ），

「 5 年 生 」 が 1 5 名 （ 1 5 . 3％ ），「 6 年 生 」 が 1 6 名 （ 1 6 . 3％ ），「 不 明 」 が 1

名 （ 1 . 0％ ） で あ っ た 。  

 

（ ４ ） 教 職 経 験 年 数  

 回 答 者 の 教 職 年 数 の 平 均 は 1 4 . 8 9±1 0 . 8 2 年 で あ り ， 大 は 3 7 年 ，

少 は 1 年 で あ っ た 。 教 職 経 験 年 数 が 1 0 年 未 満 の 教 員 を 「 若 手 教 員 群 」，

1 0 年 以 上 2 0 年 未 満 の 教 員 を「 中 堅 教 員 群 」，2 0 年 以 上 の 教 員 を「 ベ テ ラ

ン 教 員 群 」と し た 結 果 ，「 若 手 教 員 群 」は 4 4 名（ 4 4 . 9％ ），「 中 堅 教 員 群 」

は 2 0 名（ 2 0 . 4％ ），「 ベ テ ラ ン 教 員 群 」は 3 3 名（ 3 3 . 7％ ）と な っ た 。「 不
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明 」 は 1 名 （ 1 . 0％ ） で あ っ た 。  

 

（ ５ ） 通 常 学 級 で の 言 語 に 関 す る 困 難 の あ る 児 童 へ の 指 導 ・ 支 援 経 験 年

数  

 回 答 者 の 通 常 学 級 で の 言 語 障 害  

の あ る 児 童 へ の 指 導 ・ 支 援 経 験 年 数（ 診 断 名 に 関 わ ら ず ）の 平 均 は 1 . 2 3

±1 . 9 5 年 で あ っ た 。 内 訳 は ，「 経 験 な し 」 と 回 答 し た 人 が も 多 く 5 0 名

（ 5 1 . 0％ ） で あ っ た 。「 経 験 あ り 」 の 回 答 は 3 5 名 （ 3 5 . 7％ ） で あ っ た 。

そ の 内 訳 と し て ，「 1 年 」が 8 名 ，「 2 年 」が 1 1 名 ，「 3 年 」が 6 名 ，「 4 年 」

が 4 名 ，「 5 年 」が 3 名 ，「 6 年 」 が 1 名 ，「 8 年 」 が 1 名 ，「 1 0 年 」 が 1 名

で あ っ た 。「 不 明 」 は 1 4 名 （ 1 4 . 3％ ） で あ っ た 。  

 

（ ６ ） 特 別 支 援 学 級 ・ 通 級 指 導 教 室 で の 指 導 ・ 支 援 経 験  

 回 答 者 の 障 害 種 別 の 特 別 支 援 学 級 ・ 通 級 指 導 教 室 で の 指 導 ・ 支 援 経 験

に つ い て ，「 自 閉 症・情 緒 障 害 を 対 象 と す る 学 級 」と 回 答 し た 人 が も 多

く ， 2 5 名（ 2 5 . 5％ ）で あ っ た ，次 い で ，「 知 的 障 害 を 対 象 と す る 学 級 」が

1 6 名 （ 1 6 . 3％ ），「 言 語 障 害 ・ 難 聴 を 対 象 と す る 学 級 」 が 8 名 （ 8 . 2％ ），

「 肢 体 不 自 由 を 対 象 と す る 学 級 」が 7 名（ 7 . 1％ ），「 病 弱 ・ 身 体 虚 弱 を 対

象 と す る 学 級 」 が 4 名 （ 4 . 1％ ），「 視 覚 障 害 を 対 象 と す る 学 級 」 が 1 名

（ 1 . 0％ ） で あ っ た 。「 不 明 」 は 4 名 （ 4 . 1％ ） で あ っ た 。  

 

（ ７ ） 保 有 免 許 状  

 回 答 者 の 保 有 免 許 状 に つ い て ，小 学 校 を 除 き ，「 幼 稚 園・保 育 園 」が 3 5

名（ 3 5 . 7％ ），「 中 学 校 」が 5 6 名（ 5 7 . 1％ ），「 高 等 学 校 」が 4 4 名（ 4 4 . 9％ ），

「 特 別 支 援 学 校 」 が 9 名（ 9 . 2％ ）で あ っ た 。「 不 明 」は 5 名（ 5 . 1％ ）で
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あ っ た 。  

 

（ ８ ） 担 当 す る 学 級 の 言 語 に 関 す る 困 難 の あ る 児 童 の 在 籍 状 況  

 回 答 者 の 担 当 す る 学 級 に 「 言 語 発 達 の 遅 れ 」，「 構 音 障 害 」，「 吃 音 」 の

あ る 児 童 が 在 籍 し て い る か に つ い て ， 選 択 肢 を 「 可 能 性 の あ る 児 童 が い

る 」，「 診 断 名 が つ き ， 支 援 級 に つ な が っ て い る 児 童 が い る 」，「 診 断 名 が

つ き ， 支 援 級 に つ な が っ て い な い 児 童 が い る 」，「 全 く い な い 」 と 設 定 し

質 問 を 行 っ た と こ ろ ， 結 果 は 下 記 の 通 り と な っ た (表 2）。  
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表 2 担当する学級の言語に関する困難のある児童の在籍状況（人） 

  言語発達の遅れ 構音障害 吃音 

可能性のある児童がいる 47（48.0％） 27（27.6％） 21（21.4％） 

診断名がつき，支援級につながって

いる児童がいる 
9（9.2％） 

 
11（11.2％） 5（5.1％） 

診断名がつき，支援級につながって

いない児童がいる 
0（0.0％） 

 
1（1.0％） 2（2.0％） 

全くいない 40（40.8％） 57（58.2％） 64（65.3％） 

不明 2（2.0％） 
 

2（2.0％） 6（6.1％） 

（n=98）  
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（ ９ ） 特 別 支 援 教 育 や 言 語 に 関 す る 困 難 に 関 す る 学 習 の 機 会  

回 答 者 の 特 別 支 援 教 育 や 言 語 に 関 す る 困 難 に 関 す る 学 習 の 機 会 に つ い

て ，「 １ ． 全 く な い 」「 ２ ． あ ま り な い 」「 ３ ． 少 し あ る 」「 ４ ． ま あ ま あ

あ る 」「 ５ ．と て も あ る 」の ５ 件 法 で 質 問 を 行 っ た と こ ろ ，結 果 は 下 記 の

通 り と な っ た （ 表 3）。  
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表 3 特別支援教育や言語に関する困難に関する学習の機会 

質問項目 平均と標準偏差（点） ｎ 

1.特別支援教育全般に関する研修への参加 3.11±0.97 95 

2.特別支援教育全般に関する図書や雑誌 2.74±1.01 96 

3.特別支援教育全般に関する教員との情報交換 3.62±1.02 97 

4.言語障害に関する研修への参加 2.38±0.93 95 

5.言語障害に関する図書や雑誌 2.31±0.98 96 

6.言語障害に関する教員との情報交換 2.86±1.23 95 

7.障害のある児童との関わり 4.01±0.95 96 

8.言語障害のある児童との関わり 3.34±1.19 94 
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２ ． 因 子 分 析 の 結 果  

（ １ ） 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 理 解 尺 度  

① 信 頼 性 の 検 討  

 9 2 名 の デ ー タ に つ い て ， ク ロ ン バ ッ ク の α 係 数 を 求 め た 。 そ の 結 果 ，

ク ロ ン バ ッ ク の α 係 数 は 0 . 9 6 で あ り ， 優 れ た 内 的 整 合 性 を 裏 付 け る 数

値 が 得 ら れ た 。各 因 子 の 内 的 整 合 性 は「 語 彙 に 関 す る 困 難 の 理 解 」は 0 . 9 4，

「 文 法・文 脈 に 関 す る 困 難 の 理 解 」は 0 . 9 4，「 発 音・発 話 に 関 す る 困 難 の

理 解 」 は 0 . 8 7 で あ っ た 。  

 

② 妥 当 性 の 検 討  

 9 2 名 の デ ー タ に つ い て ， 確 証 的 因 子 分 析 を 行 っ た 。 そ の 結 果 ，

C F I = 0 . 9 7 3，R M S E A = 0 . 1 1 1，S R M R = 0 . 0 5 3，G F I = 0 . 9 0 1，A G F I = 0 . 8 1 5 で あ り ，

概 ね 適 合 度 を 満 た す 3 因 子 構 造（「 語 彙 に 関 す る 困 難 の 理 解 」，「 文 法・文

脈 に 関 す る 困 難 の 理 解 」，「 発 音・発 話 に 関 す る 困 難 の 理 解 」）の 尺 度 で あ

る こ と が 示 唆 さ れ た（ 表 4）。ま た ，因 子 負 荷 量 は 下 記 の 通 り と な っ た（ 表

5）。  



22 
 

表 4 「言語に関する困難への理解尺度」の質問項目 

語彙に関する 

困難の理解 

C1 
語彙の乏しさや抽象的な言葉の理解（時間や位置表現，慣用句，心情等）に

困難がある 

C6 語彙を想起するのに時間がかかるという困難がある 

C7 誤った語彙を使用するという困難がある 

文法・文脈に関する 

困難の理解 

C3 文脈の理解（話のあらすじや文章の要点を読み取る）に困難がある 

C5 文法の誤り（助詞の活用や動詞の時制の誤り）がみられるという困難がある 

C8 
対人文脈（聞き手の立場や状況に応じて言葉づかいを変える）に対する困難

がある 

発音・発話に関する 

困難の理解 

C10 語音を繰り返したり引き伸ばしたり言葉が出づらいという困難がある  

C12 特定の語音の産出（「さ」⇒「しゃ」と発音する等）に困難がある 

C13 自分の構音の誤りに気付かないという困難がある 

 

 

表 5 「言語に関する困難への理解尺度」の因子負荷量 

  因子 

  語彙に関する 

困難の理解

（Factor1） 

文法・文脈に関する

困難の理解

（Factor2） 

発音・発話に関する 

困難の理解

（Factor3） 

C7 0.98   

C6 0.96   

C1 0.83   

C5  0.96  

C8  0.92  

C3  0.90  

C12   0.91 

C10   0.89 

C13   0.71 

因子間相関 

Factor1-2 1.00 

0.75 

0.72 

Factor1-3 

Factor2-3 

（n=64） 
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（ ２ ） 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 指 導 ・ 支 援 尺 度  

① 信 頼 性 の 検 討  

 9 5 名 の デ ー タ に つ い て ， ク ロ ン バ ッ ク の α 係 数 を 求 め た 。 そ の 結 果 ，

ク ロ ン バ ッ ク の α 係 数 は 0 . 9 5 で あ り ， 優 れ た 内 的 整 合 性 を 裏 付 け る 数

値 が 得 ら れ た 。 各 因 子 の 内 的 整 合 性 は 「 語 彙 表 現 ・ 発 話 指 導 」 は 0 . 9 2，

「 自 己 理 解 ・ 対 処 」 は 0 . 9 2，「 教 員 の 意 識 ・ 心 掛 け 」 は 0 . 9 1 で あ っ た 。 

 

② 妥 当 性 の 検 討  

 9 5 名 の デ ー タ に つ い て ， 確 証 的 因 子 分 析 を 行 っ た 。 そ の 結 果 ，

C F I = 0 . 9 6 1，R M S E A = 0 . 0 9 8，S R M R = 0 . 0 4 2，G F I = 0 . 8 7 0，A G F I = 0 . 7 9 1 で あ り ，

概 ね 適 合 度 を 満 た す 3 因 子 構 造（「 語 彙 表 現 ・ 発 話 指 導 」，「 自 己 理 解 ・ 対

処 」，「 教 員 の 意 識 ・ 心 掛 け 」） の 尺 度 で あ る こ と が 示 唆 さ れ た (表 6 )。 ま

た ， 因 子 負 荷 量 は 下 記 の 通 り と な っ た （ 表 7）。  
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表 6 「言語に関する困難への指導・支援尺度」の質問項目 

語彙表現・ 

発話指導 

D5 
語彙を増やすこと（事物の特徴や概念を学ぶ，語彙を想起する，文章から語彙を学

ぶ等）に関する指導・支援 

D6 
文章や言葉で表現すること（作文，道順や手順を言葉で説明する等）に関する指

導・支援 

D8 教科書や文章の音読練習など，音読に関する指導・支援 

D9 現実に近い場面等の様々な場面を想定した発話練習など，発話に関する指導・支援 

自己理解・対処 

D13 
自己理解を促す取り組み（自己の言語に関する困難や障害についての話し合い，正

しい知識・理解，適切なフィードバック等）についての指導・支援 

D14 
言語に関する困難場面へのさまざまな対処法（コミュニケーション手段等の交渉を

する等）についての指導・支援 

D15 
心理的な安定（言語に関する否定的な言葉等への回復力をつける等）についての指

導・支援 

D16 
紙，ホワイトボード，ICT 機器等の多様な表現方法を提示するなど，音声言語に限

定しない様々なコミュニケーション手段の活用に関する指導・支援 

教員の意識・ 

心掛け 

D20 
言葉が出るまで待つ，話し方でなく内容に注目する，あいづちやうなずきで聞いて

いることを示すなど，聞き方に関する支援 

D21 
「ゆっくり」「ゆったり」話すことや，子どもに合わせて発話の長さや文法・単語

の複雑さをコントロールするなど，接し方に関する支援 

D22 
言語に困難のある児童に一方的に教えるのではなく，一緒に考えたり，考える機会

を提供したりするなどの支援 

 

 

表 7 「言語に関する困難への指導・支援尺度」の因子負荷量 

  因子 

  語彙表現・発話指導 

（Factor1） 

自己理解・対処 

（Factor2） 

教員の意識・心掛け 

（Factor3） 

D5 0.87   

D9 0.85   

D6 0.85   

D8 0.85   

D14  0.92  

D13  0.86  

D16  0.85  

D15  0.83  

D21   0.91 

D22   0.88 

D20   0.85 

因子間相関 

Factor1-2 0.90 

0.70 

0.78 

Factor1-3 

Factor2-3 

（n=66） 
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（ ３ ） 学 級 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 態 度 尺 度  

① 信 頼 性 の 検 討  

 9 3 名 の デ ー タ に つ い て ， ク ロ ン バ ッ ク の α 係 数 を 求 め た 。 そ の 結 果 ，

ク ロ ン バ ッ ク の α 係 数 は 0 . 7 1 で あ り ， 一 定 程 度 の 内 的 整 合 性 を 裏 付 け

る 数 値 が 得 ら れ た 。 各 因 子 の 内 的 整 合 性 は 「 言 語 能 力 ・ 肯 定 的 意 識 」 は

0 . 8 0，「 心 理 的 困 り 感 」は 0 . 8 0，「 周 囲 と の 比 較・劣 等 感 」は 0 . 8 1 で あ っ

た 。  

 

② 妥 当 性 の 検 討  

 9 3 名 の デ ー タ に つ い て ， 確 証 的 因 子 分 析 を 行 っ た 。 そ の 結 果 ，

C F I = 0 . 9 5 0，R M S E A = 0 . 0 7 6，S R M R = 0 . 0 8 0，G F I = 0 . 9 0 8，A G F I = 0 . 8 4 1 で あ り ，

概 ね 適 合 度 を 満 た す 3 因 子 構 造（「 言 語 能 力・肯 定 的 意 識 」，「 心 理 的 困 り

感 」，「 周 囲 と の 比 較・劣 等 感 」）の 尺 度 で あ る こ と が 示 唆 さ れ た（ 表 8）。

ま た ， 因 子 負 荷 量 は 下 記 の 通 り と な っ た （ 表 9）。
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表 8 「学級コミュニケーション態度尺度」の質問項目 

言語能力・ 

肯定的意識 

E3 友人や先生と会話でのやりとりができるクラスである 

E4 自分の考えや気持ちをことばで表現できるクラスである 

E6 出来事や自分の考えを文章で書くことができるクラスである 

E13 
たくさんの人に向かって話せたり，言葉がスラスラ出てきたりするなど，話すこ

とへの自信があるクラスである 

心理的困り感 

rE7 
発話場面（音読する，人前で話す等）で心配・不安になることがあるクラスであ

る 

rE8 
話し合いで自分の考えがあるのに言えない，言うタイミングを逃すなど，話した

いことがあっても言えないことがあるクラスである 

rE9 
友達と話す，知らない人に話しかける，大勢の前で話す，先生に質問する・答え

る時等，話す時に緊張するクラスである 

周囲との比較・

劣等感 

rE17 
友達と比べて上手に友人等と話せないなど，気にしてしまう児童がいるクラスで

ある 

rE18 
友達と比べて上手に授業中等に発表できないなど，気にしてしまう児童がいるク

ラスである 

rE19 
友達と比べて自分の声の調子や話し方が変だと思うなど，気にしてしまう児童が

いるクラスである 

※r は逆転項目 

 

 

表 9 「学級コミュニケーション態度尺度」の因子負荷量 

  因子 

  言語能力・ 

肯定的意識 

（Factor1） 

心理的困り感

（Factor2） 

周囲との比較・ 

劣等感 

（Factor3） 

E4 0.84   

E3 0.70   

E6 0.618   

E13 0.60   

rE8  0.96  

rE7  0.74  

rE9  0.59  

rE18   0.92 

rE17   0.76 

rE19   0.62 

因子間相関 

Factor1-2 0.40 

-0.13 

0.28 

Factor1-3 

Factor2-3 

（n=64） 
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（ ４ ） 学 級 風 土 尺 度  

① 信 頼 性 の 検 討  

 9 1 名 の デ ー タ に つ い て ， ク ロ ン バ ッ ク の α 係 数 を 求 め た 。 そ の 結 果 ，

ク ロ ン バ ッ ク の α 係 数 は 0 . 9 6 で あ り ， 優 れ た 内 的 整 合 性 を 裏 付 け る 数

値 が 得 ら れ た 。各 因 子 の 内 的 整 合 性 は「 学 級 へ の 満 足 感 」は 0 . 8 8，「 支 え

合 い ・ 相 互 支 援 」は 0 . 8 9，「 親 し さ 」は 0 . 8 6，「 自 己 開 示 ・ 他 者 理 解 」は

0 . 8 5，「 多 様 性 理 解 ・ 支 援 」 は 0 . 9 4 で あ っ た 。  

 

② 妥 当 性 の 検 討  

 9 1 名 の デ ー タ に つ い て ， 確 証 的 因 子 分 析 を 行 っ た 。 そ の 結 果 ，

C F I = 0 . 9 5 3，R M S E A = 0 . 0 8 3，S R M R = 0 . 0 4 7，G F I = 0 . 8 5 1，A G F I = 0 . 7 8 5 で あ り ，

概 ね 適 合 度 を 満 た す 5 因 子 構 造（「 学 級 へ の 満 足 感 」，「 支 え 合 い・相 互 支

援 」，「 親 し さ 」，「 自 己 開 示 ・ 他 者 理 解 」，「 多 様 性 理 解 ・ 支 援 」）の 尺 度 で

あ る こ と が 示 唆 さ れ た （ 表 1 0）。 ま た ， 因 子 負 荷 量 は 下 記 の 通 り と な っ

た （ 表 1 1）。  
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表 10  「学級風土尺度」の質問項目 

学級への 

満足感 

F1 児童らがクラスを気に入り，楽しいと感じられているクラスである 

F3 児童らが何かに夢中になれたり，目標に向かって頑張れたりするクラスである 

F4 
児童らがクラスメイトから頼られている，好かれているなど，認められていると感じ

られているクラスである 

支え合い・ 

相互支援 

F5 
クラスメイトが困っているときやつらい目にあっているとき，失敗したときなどに，

手助け(教え合い，声かけ等)ができるクラスである 

F6 苦手なことでも頑張っているクラスメイトを，応援や後押しできるクラスである 

F7 クラスメイトが間違ったことや良くない行動をしていたら，注意できるクラスである 

親しさ 

F11 
仲の良いクラスメイトや，同じことに興味を持つ友達がいるなど，個人間の仲の良さ

があるクラスである 

F12 グループでの遊びや男女間の活動ができるなどの仲の良さがあるクラスである 

F13 学級全体で遊びや活動を行えるなどの仲の良さがあるクラスである 

自己開示・ 

他者理解 

F9 自分の気持ちや考えを気軽にあらわせるクラスである 

F15 人の気持ちがわかる，優しいクラスである 

F16 
クラスメイトが間違えたときやできないことがあるとき，笑ったりからかったりしな

いクラスである 

F18 
気の合わない友達でも良いところを見つけたり，違う意見も受け入れたりするなど，

他者を尊重できるクラスである 

多様性理解・ 

支援 

F19 障害のある児童や困難のある方について受け入れ，理解しているクラスである 

F20 障害のある児童や困難のある方について，迷わず手助けできるクラスである 

F21 
障害のある児童や困難のある方と抵抗なく話したり，仲間に入れたりするなど，自然

に関わることができるクラスである 
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表 11 「学級風土尺度」の因子負荷量 

   因子  

  学級への 

満足感

（Factor1） 

支え合い・ 

相互支援 

（Factor2） 

親しさ

（Factor3） 

自己開示・ 

他者理解

（Factor4） 

多様性理解・ 

支援

（Factor5） 

F4 0.86     

F3 0.85     

F1 0.84     

F6  0.95    

F5  0.86    

F7  0.77    

F12   0.89   

F13   0.86   

F11   0.71   

F18    0.83  

F15    0.82  

F9    0.74  

F16    0.71  

F21     0.94 

F20     0.92 

F19     0.90 

因子間相関 

Factor1-2 0.81 

Factor1-3 0.70 

Factor1-4 0.91 

Factor1-5 0.66 

Factor2-3 0.74 

Factor2-4 0.80 

Factor2-5 0.68 

Factor3-4 0.84 

Factor3-5 0.61 

Factor4-5 0.81 

（n=62） 
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３ ． 各 尺 度 の 因 子 得 点  

（ １ ）「 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 理 解 尺 度 」  

 「 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 理 解 尺 度 」 に つ い て ， 各 因 子 の 因 子 得 点 は 以

下 の 通 り と な っ た （ 表 1 2）。  
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表 12 「言語に関する理解尺度」の因子得点 

因子名 平均と標準偏差（点） 

 語彙に関する困難の理解 3.10±0.88 

 文法・文脈に関する困難の理解 3.13±0.90 

 発音・発話に関する困難の理解 3.14±0.89 

合計 3.12±0.83 

（n=97） 
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（ ２ ）「 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 指 導 ・ 支 援 尺 度 」  

 「 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 指 導 ・ 支 援 尺 度 」 に つ い て ， 各 因 子 の 因 子 得

点 は 以 下 の 通 り と な っ た （ 表 1 3）。  
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表 13 「言語に関する理解尺度」の因子得点 

因子名 平均と標準偏差（点） 

 語彙表現・発話指導 3.47±0.83 

 自己理解・対処 3.52±0.84 

 教員の意識・心掛け 3.90±0.74 

合計 3.61±0.73 

（n=97） 



34 
 

（ ３ ）「 学 級 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 態 度 尺 度 」  

 「 学 級 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 態 度 尺 度 」 に つ い て ， 各 因 子 の 因 子 得 点 は

以 下 の 通 り と な っ た （ 表 1 4）。  
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表 14 「学級コミュニケーション態度尺度」の因子得点 

因子名 平均と標準偏差（点） 

 言語能力・肯定的意識 3.15±0.65 

 心理的困り感 3.16±0.70 

 周囲との比較・劣等感 3.41±0.62 

合計 3.23±0.42 

（n=98） 
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（ ４ ）「 学 級 風 土 態 度 尺 度 」  

 「 学 級 風 土 尺 度 」 に つ い て ， 各 因 子 の 因 子 得 点 は 以 下 の 通 り と な っ た

（ 表 1 5）。  
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表 15 「学級風土尺度」の因子得点 

因子名 平均と標準偏差（点） 

 学級への満足感 3.61±0.64 

 支え合い・相互支援 3.76±0.64 

 親しさ 3.81±0.67 

 自己開示・他者理解 3.52±0.65 

 多様性理解・支援 3.55±0.79 

合計 3.64±0.58 

（n=98） 
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４ ． 各 尺 度 の 尺 度 得 点  

（ １ ）「 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 理 解 尺 度 」  

 「 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 理 解 尺 度 」 に つ い て ， 尺 度 得 点 は 平 均 値 の 高

か っ た 項 目 順 に 以 下 の 通 り と な っ た （ 表 1 6， 図 1）。  
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表 16 「言語に関する困難への理解尺度」の尺度得点 

項目 平均と標準偏差（点） 因子名 n 

C10 3.29±0.99 発音・発話に関する困難の理解 92 

C12 3.27±0.98 発音・発話に関する困難の理解 97 

C3 3.21±0.96 文法・文脈に関する困難の理解 97 

C7 3.14±0.98 語彙に関する困難の理解 97 

C5 3.14±0.94 文法・文脈に関する困難の理解 97 

C6 3.14±0.94 語彙に関する困難の理解 97 

C8 3.03±0.96 文法・文脈に関する困難の理解 97 

C1 3.01±0.87 語彙に関する困難の理解 97 

C13 2.91±1.00 発音・発話に関する困難の理解 97 
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① 語 彙 に 関 す る 困 難  

② 文 法 ・ 文 脈 に 関 す る 困 難  

③ 発 音 ・ 発 話 に 関 す る 困 難  

図1 「言語に関する固難への理解尺度」の尺度得点 (n数は表参照）

じ10(③）語音を繰リ返す・引き伸ばす・言葉が出づらい

Cl2 (③）特定の語音の産出に因難がある

C3 (②）文脈の理解に因難がある

C7 (①）誤った語彙を使用する

C5 (②）文法の誤りがみられる

C6 (①）語彙の想起に時間がかかる

cs (②）対人文脈に対する困難がある

Cl (①）語彙の乏しさや抽象的な言葉の理解に因難がある

Cl3 (③）自分の構音の誤りに気付かない

2
 

3
 

4
 

5
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（ ２ ）「 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 指 導 ・ 支 援 尺 度 」  

 「 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 指 導 ・ 支 援 尺 度 」 に つ い て ， 尺 度 得 点 は 平 均

値 の 高 か っ た 項 目 順 に 以 下 の 通 り と な っ た （ 表 1 7， 図 2）。  
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表 17 「言語に関する困難への指導・支援尺度」の尺度得点 

項目 平均と標準偏差（点） 因子名 n 

D20 4.01±0.73 教員の意識・心掛け 97 

D21 3.88±0.84 教員の意識・心掛け 97 

D22 3.81±0.84 教員の意識・心掛け 97 

D16 3.68±0.96 自己理解・対処 97 

D5 3.57±0.90 語彙表現・発話指導 97 

D6 3.53±0.93 語彙表現・発話指導 97 

D8 3.53±0.92 語彙表現・発話指導 97 

D14 3.51±0.98 自己理解・対処 97 

D15 3.49±0.87 自己理解・対処 97 

D13 3.40±0.92 自己理解・対処 97 

D9 3.26±0.94 語彙表現・発話指導 95 
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（ ① 語 彙 表 現 ・ 発 話 指 導 ，② 自 己 理 解 ・ 対 処 ，③ 教 員 の 意 識 ・ 心 掛 け ） 

図2 「言語に関する困難への指導 ・支援尺度」の尺度得点 (n数は表参照）

D20 (③）言築が出るまで待つなど，聞き方に関する支援

D21 (③） 「ゆっくり」 「ゆったり 」話すなど，接し方に関する支援

D22 (③）一緒に考えたり，考える機会を提供したりするなどの支援

D16 (②）様々なコミュニケーション手段の活用に関する指導・ 支援

D5 (①）語梨を増やすことに開する指導・支援

D6 (①）文章や言菓で表現することに関する指導・支援

D8 (①）教科書や文章の音読練習など，音読に関する指導・支援

D14 (②）言語に関する困難場面へのさまざまな対処法についての指導・支援

D15 (②）心理的な安定についての指導 ・支援

D13 (②）自己理解を促すための指導・支援

D9 (①）発話に関する指導・支援

2
 

3
 

4
 

5
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（ ３ ）「 学 級 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 態 度 尺 度 」  

 「 学 級 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 態 度 尺 度 」 に つ い て ， 尺 度 得 点 は 平 均 値 の

高 か っ た 項 目 順 に 以 下 の 通 り と な っ た （ 表 1 8， 図 3）。  
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表 18 「学級コミュニケーション態度尺度」の尺度得点 

項目 平均と標準偏差（点） 因子名 n 

E3 3.82±0.79 言語能力・肯定的意識 94 

E19r 3.71±0.62 周囲との比較・劣等感 98 

E17r 3.30±0.80 周囲との比較・劣等感 98 

E18r 3.22±0.78 周囲との比較・劣等感 97 

E9r 3.20±0.86 心理的困り感 98 

E4 3.19±0.85 言語能力・肯定的意識 98 

E8r 3.17±0.76 心理的困り感 98 

E7r 3.09±0.87 心理的困り感 98 

E6 3.02±0.78 言語能力・肯定的意識 98 

E13 2.62±0.79 言語能力・肯定的意識 97 
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（①言語能力・肯定的意識，②心理的困り感，③周囲との比較・劣等感） 

図3 「学級コミュニケーション態度尺度」の尺度得点 (n数は表参照）

E3 (①）友人や先生と会話でのやりとりができる

E19r (③）友逹と比べて自分の声の調子や話し方が変だと気にする

El 7r (③）友達と比べて上手に友人等と話せないなど気にする

E18r (③）友逹と比べて I::.手に授業中等に発表できないなど気にする

E9r (②）話す時に緊張する

E4 (①）自分の考えや気持ちをことばで表現できる

ESr (②）話したいことがあっても言えないことがある

E7r (②）発話場面で心配 ・不安になることがある

E6 (①）出来事や自分の考えを文草で書くことができる

E13 (①）話すことへの自信がある

2
 

3
 

4
 

5
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（ ４ ）「 学 級 風 土 尺 度 」  

 「 学 級 風 土 尺 度 」 に つ い て ， 尺 度 得 点 は 平 均 値 の 高 か っ た 項 目 順 に 以

下 の 通 り と な っ た （ 表 1 9， 図 4）。  

 



48 
 

表 19 「学級風土尺度」の尺度得点 

項目 平均と標準偏差（点） 因子名 n 

F12 3.89±0.78 親しさ 98 

F5 3.82±0.72 支え合い・相互支援 98 

F13 3.81±0.79 自己開示・他者理解 97 

F6 3.81±0.74 支え合い・相互支援 98 

F16 3.72±0.79 自己開示・他者理解 98 

F11 3.72±0.73 親しさ 96 

F1 3.70±0.73 学級への満足感 97 

F3 3.66±0.70 学級への満足感 96 

F7 3.65±0.66 支え合い・相互支援 98 

F21 3.58±0.84 多様性理解・支援 98 

F20 3.58±0.83 多様性理解・支援 98 

F15 3.51±0.82 自己開示・他者理解 98 

F19 3.48±0.84 多様性理解・支援 98 

F4 3.48±0.71 学級への満足感 96 

F18 3.43±0.80 自己開示・他者理解 98 

F9 3.40±0.70 自己開示・他者理解 96 
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（ ① 学 級 へ の 満 足 感 ， ② 支 え 合 い ・ 相 互 支 援 ， ③ 親 し さ ， ④ 自 己 開 示 ・ 他 者 理 解 ， ⑤ 多 様 性 理 解 ・ 支 援 ） 

図4 「学級風士尺度」の尺度得点 (n数は表参照）

Fl2 (③）グループでの遊びや男女問の活動ができる

F5 (②）クラスメイトが困っているときなどに，手助けができる

Fl3 (③）学級全体で逝びや活動を行える

F6 (②）苦手なことでも頑張っているクラスメイトを，応援や後押しできる

Fl6 (④）クラスメイトが問違えたときなどに，笑ったりからかったりしない

Fl! (③）仲の良いクラスメイトや，同じことに典味を持つ友達がいる

Fl (①）児巫らがクラスを気に人り，楽しいと感じられている

F3 (①）児磁らが何かに夢中になれたり ，目標に向かって頑張れたりする

F7 (②）問違ったことや良くない行動をしていたら，注意できる

F21 (⑤）障害のある児点や困難のある方と自然に関わることができるクラスである

F20 (⑤）障害のある児蛮や困難のある方に迷わず手助けできる

Fl5 (④）人の気持ちがわかる，｛褻しいクラスである

Fl9 (⑤）節害のある児箪や困難のある方について受け人れ，理解している

F4 (①）クラスメイトから認められていると感じられている

Fl8 (④）他者を尊重できる

F9 (④）自分の気持ちや考えを気軽にあらわせるクラスである

2
 

3
 

4
 

5
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５ ． 尺 度 間 の 関 連  

（ １ ）「 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 理 解 尺 度 」と「 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 指 導・

支 援 尺 度 」 の 関 連  

 こ れ ら の 尺 度 の 因 子 間 の 比 較 を 行 う た め に ， 相 関 分 析 を 行 っ た 。 そ の

結 果 ， 下 記 の 通 り と な り ， 全 て の 因 子 間 に お い て 1％ 水 準 の 有 意 な 相 関

関 係 が み ら れ た （ 表 2 0）。  
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表 20 「言語に関する困難への理解尺度」と「言語に関する困難への指導・支援尺度」の相関 

因子 語彙表現・発話指導 自己理解・対処 教員の心掛け 

語彙に関する困難の理解 0.56** 0.56** 0.35** 

文法・文脈に関する困難の理解 0.56** 0.41** 0.31** 

発音・発話に関する困難の理解 0.53** 0.40** 0.39** 

（** p <0.01） 
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（ ２ ）「 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 指 導・支 援 尺 度 」と「 学 級 コ ミ ュ ニ ケ ー シ

ョ ン 態 度 尺 度 」 の 関 連  

 こ れ ら の 尺 度 の 因 子 間 の 比 較 を 行 う た め に ， 相 関 分 析 を 行 っ た 。 そ の

結 果 ，「 語 彙 表 現 ・発 話 指 導 」因 子 と「 言 語 能 力・肯 定 的 意 識 」因 子 ，「 教

員 の 意 識・心 掛 け 」因 子 と「 言 語 能 力・肯 定 的 意 識 」因 子 の 間 で 5％ 水 準

の 有 意 な 相 関 関 係 が み ら れ た 。ま た ，「 自 己 理 解 ・ 対 処 」因 子 と「 言 語 能

力 ・ 肯 定 的 意 識 」因 子 の 間 で 1 0％ 水 準 の 相 関 関 係 の 有 意 傾 向 が み ら れ た

（ 表 2 1）。  



53 
 

表 21 「言語に関する困難への指導・支援尺度」と「学級コミュニケーション態度尺度」の相関 

因子 言語能力・肯定的意識 心理的困り感 
周囲との比較・劣等

感 

語彙表現・発話指導 0.25* 0.12 0.16 

自己理解・対処 0.19+ 0.07 0.15 

教員の意識・心掛け 0.26* 0.03 0.15 

（* p <0.05, + p <0.10） 
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（ ３ ）「 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 指 導 ・ 支 援 尺 度 」と「 学 級 風 土 尺 度 」の 関

連  

 こ れ ら の 尺 度 の 因 子 間 の 比 較 を 行 う た め に ， 相 関 分 析 を 行 っ た 。 そ の

結 果 ， 下 記 の 通 り と な り ， 全 て の 因 子 間 に お い て 1％ 水 準 の 有 意 な 相 関

関 係 が み ら れ た （ 表 2 2）。  



55 
 

表 22 「言語に関する困難への指導・支援尺度」と「学級風土尺度」の相関 

因子 
学級への 

満足感 

支え合い・ 

相互支援 
親しさ 

自己開示・ 

他者理解 

多様性理解・ 

支援 

語彙表現・発話指導 0.47** 0.44** 0.39** 0.52** 0.48** 

自己理解・対処 0.37** 0.29** 0.33** 0.36** 0.40** 

教員の意識・心掛け 0.31** 0.32** 0.33** 0.35** 0.39** 

（** p <0.01） 
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６ ． グ ル ー プ ご と の 因 子 得 点 の 比 較  

ⅰ ． 言 語 障 害 通 級 指 導 教 室 の 有 無 に よ る 比 較  

（ １ ） 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 理 解 尺 度  

言 語 障 害 通 級 指 導 教 室 の 有 無 に よ る 比 較 を 行 う た め に ， 言 語 に 関 す る

困 難 へ の 理 解 尺 度 に つ い て t 検 定 を 行 っ た 。そ の 結 果 ，「 語 彙 に 関 す る 困

難 の 理 解 」因 子 ，「 文 法 ・ 文 脈 に 関 す る 困 難 の 理 解 」因 子 に お い て ，言 語

障 害 通 級 指 導 教 室 の 有 無 に よ る 得 点 差 は 有 意 で は な か っ た 。し か し ，「 発

音 ・ 発 話 に 関 す る 困 難 の 理 解 」 因 子 に お い て ， 言 語 障 害 通 級 指 導 教 室 の

あ る 学 校 が 言 語 障 害 通 級 指 導 教 室 の な い 学 校 よ り 因 子 得 点 が 高 く ，発 音・

発 話 に 関 す る 困 難 へ の 理 解 が 高 く な る こ と が 示 唆 さ れ た （ 表 2 3）。  

 

（ ２ ） 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 指 導 ・ 支 援 尺 度  

言 語 障 害 通 級 指 導 教 室 の 有 無 に よ る 比 較 を 行 う た め に ， 言 語 に 関 す る

困 難 へ の 指 導 ・ 支 援 尺 度 に つ い て t 検 定 を 行 っ た 。 そ の 結 果 ，「 語 彙 表

現 ・ 発 話 指 導 」 因 子 ，「 自 己 理 解 ・ 対 処 」 因 子 ，「 教 員 の 意 識 ・ 心 掛 け 」

因 子 の い ず れ に お い て も 言 語 障 害 通 級 指 導 教 室 の 有 無 に よ る 得 点 差 は 有

意 で は な か っ た （ 表 2 3）。  
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表 23 言語障害通級指導教室の有無ごとの尺度得点（点） 

 言語障害通級指導教室なし 

（n=63） 

言語障害通級指導教室あり 

（n=34） 
P 値 

言語に関する困難への理解尺度    

語彙に関する困難の理解 3.01（±0.80） 3.28（±1.01） n.s. 

文法・文脈に関する困難の理解 3.06（±0.87） 3.25（±0.94） n.s. 

発音・発話に関する困難の理解 2.99（±0.83） 3.42（±0.95） * 

言語に関する困難への指導・支援尺度    

語彙表現・発話指導 3.37（±0.89） 3.64（±0.68） n.s. 

自己理解・対処 3.50（±0.89） 3.57（±0.74） n.s. 

教員の意識・心掛け 3.85（±0.74） 3.99（±0.76） n.s. 

（* p <0.05） 
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ⅱ ． 教 職 経 験 年 数 に よ る 比 較  

（ １ ） 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 理 解 尺 度  

教 職 経 験 年 数 に よ る 比 較 を 行 う た め に ， 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 理 解 尺

度 に つ い て 分 散 分 析 を 行 っ た 。そ の 結 果 ，「 語 彙 に 関 す る 困 難 の 理 解 」因

子 ，「 文 法 ・ 文 脈 に 関 す る 困 難 の 理 解 」 因 子 ，「 発 音 ・ 発 話 に 関 す る 困 難

の 理 解 」 因 子 い ず れ に お い て も 教 職 経 験 年 数 に よ る 得 点 差 は 有 意 で は な

か っ た （ 表 2 4）。  

 

（ ２ ） 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 指 導 ・ 支 援 尺 度  

教 職 経 験 年 数 に よ る 比 較 を 行 う た め に ， 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 指 導 ・

支 援 尺 度 に つ い て 分 散 分 析 を 行 っ た 。 そ の 結 果 ，「 語 彙 表 現 ・ 発 話 指 導 」

因 子 ，「 自 己 理 解 ・ 対 処 」 因 子 ，「 教 員 の 意 識 ・ 心 掛 け 」 因 子 の い ず れ に

お い て も 教 職 経 験 年 数 に よ る 得 点 差 は 有 意 で は な か っ た （ 表 2 4）。  
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表 24 教職経験年数ごとの尺度得点（点） 

 若手(n=44) 中堅(n=20) ベテラン(n=32) P 値 

言語に関する困難への理解尺度     

語彙に関する困難の理解 3.01（±0.78） 3.18（±1.03） 3.15（±0.95） n.s. 

文法・文脈に関する困難の理解 3.11（±0.82） 3.12（±1.05） 3.10（±0.91） n.s. 

発音・発話に関する困難の理解 2.97（±0.85） 3.32（±0.97） 3.22（±0.86） n.s. 

言語に関する困難への指導・支援尺度     

語彙表現・発話指導 3.39（±0.73） 3.29（±1.17） 3.66（±0.71） n.s. 

自己理解・対処 3.47（±0.79） 3.45（±1.15） 3.61（±0.72） n.s. 

教員の意識・心掛け 3.76（±0.71） 3.98（±0.86） 4.04（±0.71） n.s. 
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ⅲ ． 言 語 に 関 す る 困 難 の あ る 児 童 へ の 指 導 経 験 に よ る 比 較  

（ １ ） 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 理 解 尺 度  

通 常 学 級 に お け る 言 語 に 関 す る 困 難 の あ る 児 童 へ の 指 導 経 験 に よ る 比

較 を 行 う た め に ， 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 理 解 尺 度 に つ い て t 検 定 を 行 っ

た 。 そ の 結 果 ， す べ て の 因 子 に お い て ， 言 語 に 関 す る 困 難 の あ る 児 童 へ

の 指 導 経 験 の あ る 教 員 が 指 導 経 験 の な い 教 員 よ り 因 子 得 点 が 有 意 に 高 く ，

言 語 に 関 す る 困 難 へ の 理 解 が 高 く な る こ と が 示 唆 さ れ た （ 表 2 5）。  

 

（ ２ ） 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 指 導 ・ 支 援 尺 度  

通 常 学 級 に お け る 言 語 に 関 す る 困 難 の あ る 児 童 へ の 指 導 経 験 に よ る 比

較 を 行 う た め に ， 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 指 導 ・ 支 援 尺 度 に つ い て t 検 定

を 行 っ た 。 そ の 結 果 ，「 自 己 理 解 ・ 対 処 」 因 子 ，「 教 員 の 意 識 ・ 心 掛 け 」

因 子 に お い て ， 言 語 に 関 す る 困 難 の あ る 児 童 へ の 指 導 経 験 に よ る 得 点 差

は 有 意 で は な か っ た 。し か し ，「 語 彙 表 現 ・ 発 話 指 導 」因 子 に お い て ，言

語 に 関 す る 困 難 の あ る 児 童 へ の 指 導 経 験 の あ る 教 員 が 指 導 経 験 の な い 教

員 よ り 因 子 得 点 が 高 く ， 専 門 的 な 言 語 指 導 へ の 効 力 感 が 高 く な る こ と が

示 唆 さ れ た （ 表 2 5）。  
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表 25 通常学級における言語に関する困難のある児童への指導経験ごとの尺度得点（点） 

 経験なし 

（n=48） 

経験あり 

（n=35） 

P 値 

言語に関する困難への理解尺度    

語彙に関する困難の理解 2.88（±0.91） 3.33（±0.87） * 

文法・文脈に関する困難の理解 2.86（±0.91） 3.36（±0.88） * 

発音・発話に関する困難の理解 2.91（±0.79） 3.41（±0.96） * 

言語に関する困難への指導・支援尺度    

語彙表現・発話指導 3.20（±0.89） 3.66（±0.74） * 

自己理解・対処 3.30（±0.86） 3.67（±0.86） n.s. 

教員の意識・心掛け 3.75（±0.75） 4.01（±0.80） n.s. 

（* p <0.05） 
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ⅳ ． 学 習 の 機 会 に よ る 比 較  

言 語 障 害 に 関 す る 学 習 の 機 会 に つ い て ，「 言 語 障 害 に 関 す る 研 修 へ の 参

加 」，「 言 語 障 害 に 関 す る 図 書 や 雑 誌 」，「 言 語 障 害 に 関 す る 教 員 と の 情 報

交 換 」，「 言 語 障 害 の あ る 児 童 と の 関 わ り 」の 各 項 目 に 対 し ，「 １ ．全 く な

い 」「 ２ ．あ ま り な い 」と 回 答 し た 教 員 を「 経 験 な し 群 」，「 ３ ．少 し あ る 」

「 ４ ．ま あ ま あ あ る 」「 ５ ．と て も あ る 」と 回 答 し た 教 員 を「 経 験 あ り 群 」

に 分 類 し た 。 そ の 結 果 ， 以 下 の 通 り に 群 分 け さ れ た （ 表 2 6）。  
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表 26 言語障害に関する学習の機会による群分け 

 経験なし（人） 経験あり（人） 

言語障害に関する研修への参加 51（52.0％） 43（43.9％） 

言語障害に関する図書や雑誌での学習 59（60.2％） 36（36.7％） 

言語障害に関する教員との情報交換 37（37.8％） 57（58.2％） 

言語障害のある児童との関わり 24（24.4％） 69（70.4％） 
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ⅳ - 1． 言 語 障 害 に 関 す る 研 修 へ の 参 加 経 験 に よ る 比 較  

（ １ ） 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 理 解 尺 度  

言 語 障 害 に 関 す る 研 修 へ の 参 加 経 験 に よ る 比 較 を 行 う た め に ， 言 語 に

関 す る 困 難 へ の 理 解 尺 度 に つ い て t 検 定 を 行 っ た 。 そ の 結 果 ， す べ て の

因 子 に お い て ， 言 語 障 害 に 関 す る 研 修 へ の 参 加 経 験 の あ る 教 員 が 参 加 経

験 の な い 教 員 よ り 因 子 得 点 が 有 意 に 高 く ， 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 理 解 が

高 く な る こ と が 示 唆 さ れ た （ 表 2 7）。  

 

（ ２ ） 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 指 導 ・ 支 援 尺 度  

言 語 障 害 に 関 す る 研 修 へ の 参 加 経 験 に よ る 比 較 を 行 う た め に ， 言 語 に

関 す る 困 難 へ の 指 導 ・ 支 援 尺 度 に つ い て t 検 定 を 行 っ た 。 そ の 結 果 ， す

べ て の 因 子 に お い て ， 言 語 障 害 に 関 す る 研 修 へ の 参 加 経 験 の あ る 教 員 が

参 加 経 験 の な い 教 員 よ り 因 子 得 点 が 有 意 に 高 く ， 専 門 的 な 言 語 指 導 へ の

効 力 感 が 高 く な る こ と が 示 唆 さ れ た （ 表 2 7）。  
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表 27 言語障害に関する研修への参加経験ごとの尺度得点 

 
経験なし（点） 

（n=51） 

経験あり（点） 

（n=43） 
P 値 

言語に関する困難への理解尺度    

語彙に関する困難の理解 2.86（±0.87） 3.40（±0.85） ** 

文法・文脈に関する困難の理解 2.90（±0.93） 3.40（±0.84） ** 

発音・発話に関する困難の理解 2.94（±0.86） 3.39（±0.91） * 

言語に関する困難への指導・支援尺度    

語彙表現・発話指導 3.27（±0.81） 3.73（±0.80） ** 

自己理解・対処 3.33（±0.86） 3.74（±0.80） * 

教員の意識・心掛け 3.73（±0.78） 4.10（±0.68） * 

（** p <0.01, * p <0.05） 
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ⅳ - 2． 言 語 障 害 に 関 す る 図 書 や 雑 誌 で の 学 習 経 験 に よ る 比 較  

（ １ ） 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 理 解 尺 度  

言 語 障 害 に 関 す る 図 書 や 雑 誌 で の 学 習 経 験 に よ る 比 較 を 行 う た め に ，

言 語 に 関 す る 困 難 へ の 理 解 尺 度 に つ い て t 検 定 を 行 っ た 。 そ の 結 果 ， す

べ て の 因 子 に お い て ， 言 語 障 害 に 図 書 や 雑 誌 で の 学 習 経 験 の あ る 教 員 が

学 習 経 験 の な い 教 員 よ り 因 子 得 点 が 有 意 に 高 く ， 言 語 に 関 す る 困 難 へ の

理 解 が 高 く な る こ と が 示 唆 さ れ た （ 表 2 8）。  

 

（ ２ ） 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 指 導 ・ 支 援 尺 度  

言 語 障 害 に 関 す る 図 書 や 雑 誌 で の 学 習 経 験 に よ る 比 較 を 行 う た め に ，

言 語 に 関 す る 困 難 へ の 指 導 ・ 支 援 尺 度 に つ い て t 検 定 を 行 っ た 。 そ の 結

果 ， す べ て の 因 子 に お い て ， 言 語 障 害 に 関 す る 図 書 や 雑 誌 で の 学 習 経 験

の あ る 教 員 が 学 習 経 験 の な い 教 員 よ り 因 子 得 点 が 有 意 に 高 く ， 専 門 的 な

言 語 指 導 へ の 効 力 感 が 高 く な る こ と が 示 唆 さ れ た （ 表 2 8）。  
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表 28 言語障害に関する図書や雑誌での学習経験ごとの尺度得点 

 経験なし（点） 

（n=59） 

経験あり（点） 

（n=36） 
P 値 

言語に関する困難への理解尺度    

語彙に関する困難の理解 2.83（±0.79） 3.55（±0.88） ** 

文法・文脈に関する困難の理解 2.88（±0.84） 3.54（±0.89） ** 

発音・発話に関する困難の理解 2.94（±0.83） 3.48（±0.92） ** 

言語に関する困難への指導・支援尺度    

語彙表現・発話指導 3.27（±0.81） 3.73（±0.80） ** 

自己理解・対処 3.33（±0.86） 3.74（±0.80） ** 

教員の意識・心掛け 3.73（±0.78） 4.10（±0.68） ** 

（** p <0.01） 

 



68 
 

ⅳ - 3． 言 語 障 害 に 関 す る 教 員 と の 情 報 交 換 の 経 験 に よ る 比 較  

（ １ ） 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 理 解 尺 度  

言 語 障 害 に 関 す る 教 員 と の 情 報 交 換 の 経 験 に よ る 比 較 を 行 う た め に ，

言 語 に 関 す る 困 難 へ の 理 解 尺 度 に つ い て t 検 定 を 行 っ た 。 そ の 結 果 ， す

べ て の 因 子 に お い て ， 言 語 障 害 に 関 す る 教 員 と の 情 報 交 換 の あ る 教 員 が

情 報 交 換 の な い 教 員 よ り 因 子 得 点 が 有 意 に 高 く ， 言 語 に 関 す る 困 難 へ の

理 解 が 高 く な る こ と が 示 唆 さ れ た （ 表 2 9）。  

 

（ ２ ） 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 指 導 ・ 支 援 尺 度  

言 語 障 害 に 関 す る 教 員 と の 情 報 交 換 の 経 験 に よ る 比 較 を 行 う た め に ，

言 語 に 関 す る 困 難 へ の 指 導 ・ 支 援 尺 度 に つ い て t 検 定 を 行 っ た 。 そ の 結

果 ， す べ て の 因 子 に お い て ， 言 語 障 害 に 関 す る 教 員 と の 情 報 交 換 の あ る

教 員 が 情 報 交 換 の な い 教 員 よ り 因 子 得 点 が 有 意 に 高 く ， 専 門 的 な 言 語 指

導 へ の 効 力 感 が 高 く な る こ と が 示 唆 さ れ た （ 表 2 9）。  
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表 29 言語障害に関する教員との情報交換の経験ごとの尺度得点 

 経験なし（点） 

（n=37） 

経験あり（点） 

（n=57） 
P 値 

言語に関する困難への理解尺度    

語彙に関する困難の理解 2.64（±0.82） 3.40（±0.83） ** 

文法・文脈に関する困難の理解 2.72（±0.84） 3.40（±0.87） ** 

発音・発話に関する困難の理解 2.73（±0.83） 3.42（±0.86） ** 

言語に関する困難への指導・支援尺度    

語彙表現・発話指導 3.07（±0.86） 3.76（±0.70） ** 

自己理解・対処 3.21（±0.83） 3.73（±0.81） ** 

教員の意識・心掛け 3.60（±0.76） 4.09（±0.69） ** 

（** p <0.01） 
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ⅳ - 4． 言 語 障 害 の あ る 児 童 と の 関 わ り 経 験 に よ る 比 較  

（ １ ） 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 理 解 尺 度  

言 語 障 害 の あ る 児 童 と の 関 わ り 経 験 に よ る 比 較 を 行 う た め に ， 言 語 に

関 す る 困 難 へ の 理 解 尺 度 に つ い て t 検 定 を 行 っ た 。 そ の 結 果 ， す べ て の

因 子 に お い て ， 言 語 障 害 の あ る 児 童 と の 関 わ り 経 験 の あ る 教 員 が 関 わ り

経 験 の な い 教 員 よ り 因 子 得 点 が 有 意 に 高 く ， 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 理 解

が 高 く な る こ と が 示 唆 さ れ た （ 表 3 0）。  

 

（ ２ ） 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 指 導 ・ 支 援 尺 度  

言 語 障 害 の あ る 児 童 と の 関 わ り 経 験 に よ る 比 較 を 行 う た め に ， 言 語 に

関 す る 困 難 へ の 指 導 ・ 支 援 尺 度 に つ い て t 検 定 を 行 っ た 。 そ の 結 果 ， す

べ て の 因 子 に お い て ， 言 語 障 害 の あ る 児 童 と の 関 わ り 経 験 の あ る 教 員 が

関 わ り 経 験 の な い 教 員 よ り 因 子 得 点 が 有 意 に 高 く ， 専 門 的 な 言 語 指 導 へ

の 効 力 感 が 高 く な る こ と が 示 唆 さ れ た （ 表 3 0）。
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表 30 言語障害のある児童との関わり経験ごとの尺度得点 

 経験なし（点） 

（n=24） 

経験あり（点） 

（n=69） 
P 値 

言語に関する困難への理解尺度    

語彙に関する困難の理解 2.67（±0.73） 3.28（±0.87） ** 

文法・文脈に関する困難の理解 2.71（±0.70） 3.31（±0.91） ** 

発音・発話に関する困難の理解 2.65（±0.87） 3.33（±0.86） ** 

言語に関する困難への指導・支援尺度    

語彙表現・発話指導 2.99（±0.90） 3.67（±0.74） ** 

自己理解・対処 3.14（±0.91） 3.69（±0.78） ** 

教員の意識・心掛け 3.47（±0.79） 4.03（±0.69） ** 

（** p <0.01） 
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７ ． 重 回 帰 分 析 の 結 果  

ⅰ ． 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 理 解 が 指 導 ・ 支 援 に 及 ぼ す 影 響  

 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 理 解 が 指 導・支 援 に 及 ぼ す 影 響 を 検 討 す る た め ，

言 語 に 関 す る 困 難 へ の 指 導 ・ 支 援 尺 度 を 従 属 変 数 ， 言 語 に 関 す る 困 難 へ

の 理 解 尺 度 の 3 つ の 因 子 を 独 立 変 数 と し て 重 回 帰 分 析 を 行 っ た 。 分 析 の

結 果 ， 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 理 解 尺 度 の 「 発 音 ・ 発 話 に 関 す る 困 難 の 理

解 」 因 子 か ら ， 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 理 解 尺 度 に 有 意 な 影 響 が み ら れ た

（ R 2 = 0 . 2 7 4）（ 表 3 1）。ま た ，標 準 偏 回 帰 係 数（ β ）よ り ,「 発 音 ・ 発 話 に

関 す る 困 難 の 理 解 」 は 「 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 指 導 ・ 支 援 」 に 有 意 な 正

の 影 響 を 及 ぼ す こ と が 示 さ れ た （ β = 0 . 2 8 4 , p < 0 . 0 5）（ 図 5）。  
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表 31 「言語に関する困難への指導・支援尺度」を従属変数とする重回帰分析 

独立変数 β P 値 

言語に関する困難への理解尺度   

語彙に関する困難の理解 0.080 n.s. 

文法・文脈に関する困難の理解 0.205 n.s. 

発音・発話に関する困難の理解 0.284 * 

R2 0.274 ** 

Adj. R2 0.251  

n 96  

（** p <0.01, * p <0.05） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（** p <0.01） 

 

 

発音・発話に関する 

困難の理解 

言語に関する困難への 

指導・支援 

0.284* 

R2＝0.274** 

図 5 言語に関する困難への理解が指導・支援に及ぼす影響 
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ⅱ ． 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 指 導 ・ 支 援 が 学 級 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 態 度

に 及 ぼ す 影 響  

 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 指 導 ・ 支 援 が 学 級 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 態 度 に

及 ぼ す 影 響 を 検 討 す る た め ， 学 級 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 態 度 尺 度 を 従 属 変

数 ， 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 指 導 ・ 支 援 尺 度 の 3 つ の 因 子 を 独 立 変 数 と し

て 重 回 帰 分 析 を 行 っ た 。 分 析 の 結 果 ， 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 理 解 尺 度 の

「 発 音 ・ 発 話 に 関 す る 困 難 の 理 解 」 因 子 か ら ， 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 理

解 尺 度 に 有 意 な 影 響 が み ら れ た （ R 2 = 0 . 0 8 8）（ 表 3 2）。  
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表 32 「学級コミュニケーション態度尺度」を従属変数とする重回帰分析 

独立変数 β P 値 

言語に関する困難への指導・支援尺度   

語彙表現・発話指導 0.284 n.s. 

自己理解・対処 -0.102 n.s. 

教員の意識・心掛け 0.128 n.s. 

R2 0.088 * 

Adj. R2 0.059  

n 97  

（* p <0.05） 
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ⅲ ． 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 指 導 ・ 支 援 が 学 級 風 土 に 及 ぼ す 影 響  

 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 指 導 ・ 支 援 が 学 級 風 土 に 及 ぼ す 影 響 を 検 討 す る

た め ， 学 級 風 土 尺 度 を 従 属 変 数 ， 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 指 導 ・ 支 援 尺 度

の 3 つ の 因 子 を 独 立 変 数 と し て 重 回 帰 分 析 を 行 っ た 。 分 析 の 結 果 ， 言 語

に 関 す る 困 難 へ の 理 解 尺 度 の 「 語 彙 表 現 ・ 発 話 指 導 」 因 子 か ら ， 学 級 風

土 尺 度 に 有 意 な 影 響 が み ら れ た（ R 2＝ 0 . 3 0 3）（ 表 3 3）。ま た ，標 準 偏 回 帰

係 数 （ β ）よ り ,「 語 彙 表 現 ・ 発 話 指 導 」は「 学 級 風 土 」に 有 意 な 正 の 影

響 を 及 ぼ す こ と が 示 さ れ た （ β = 0 . 5 9 1， p < 0 . 0 1）（ 図 6）。  
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表 33 「学級風土尺度」を従属変数とする重回帰分析 

独立変数 β P 値 

言語に関する困難への指導・支援尺度   

語彙表現・発話指導 0.591 ** 

自己理解・対処 -0.179 n.s. 

教員の意識・心掛け 0.146 n.s. 

R2 0.303 ** 

Adj. R2 0.281  

n 97  

（** p <0.01） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（** p <0.01） 

 

 

 

語彙表現・発話指導 学級風土 
0.591** 

R2＝0.303** 

図 6 言語に関する困難への指導・支援が学級風土に及ぼす影響 
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ⅳ ． 学 級 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 態 度 が 学 級 風 土 に 及 ぼ す 影 響  

 学 級 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 態 度 が 学 級 風 土 に 及 ぼ す 影 響 を 検 討 す

る た め ， 学 級 風 土 尺 度 を 従 属 変 数 ， 学 級 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 態 度 尺 度

の 3 つ の 因 子 を 独 立 変 数 と し て 重 回 帰 分 析 を 行 っ た 。 分 析 の 結 果 ， 学

級 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 態 度 尺 度 の「 言 語 能 力・肯 定 的 意 識 」因 子 か ら ，

学 級 風 土 尺 度 に 有 意 な 影 響 が み ら れ た（ R 2＝ 0 . 3 4 5）（ 表 3 4）。ま た ，標

準 偏 回 帰 係 数（ β ）よ り ,「 言 語 能 力 ・ 肯 定 的 意 識 」は「 学 級 風 土 」に

有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ す こ と が 示 さ れ た（ β = 0 . 5 6 3，p < 0 . 0 1）（ 図 7）。  
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表 34 「学級風土尺度」を従属変数とする重回帰分析 

独立変数 β P 値 

コミュニケーション態度尺度   

言語能力・肯定的意識 0.563 ** 

心理的困り感 0.079 n.s. 

周囲との比較・劣等感 0.149 n.s. 

R2 0.345 ** 

Adj. R2 0.324  

n 97  

（** p <0.01） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（** p <0.01） 

言語能力・肯定的意識 学級風土 
0.563** 

R2＝0.345** 

図 7 学級のコミュニケーション態度が学級風土に及ぼす影響 
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８ ． 自 由 記 述 に よ る 回 答  

 通 常 学 級 に お け る ， 言 語 に 関 す る 困 難 の あ る 児 童 へ の 対 応 の 難 し さ と

し て ど の よ う な こ と が あ る か ， ま た ， そ の よ う な 児 童 に は ど の よ う な 指

導 ・ 支 援 が 必 要 で あ る と 思 う か ， 自 由 記 述 に よ る 質 問 を 行 っ た と こ ろ ，

下 記 の よ う な 回 答 を 得 た （ 表 3 5， 3 6）。  
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表 35 言語に関する困難のある児童への対応の難しさと必要な指導・支援  

対応の難しさ（n=98) 

〈知識不足，自信のなさ〉 

 ダ行やラ行を置き換えて文章を書くことが何回か見られました。その際，どのように指導するのが適切

なのかわからず，とまどった。間違ってしまうことへの苦手意識を持っている場合，置換を指摘するこ

とで，書くことが嫌いになってしまうかもしれない等考えると，正しい指導を学ぶ機会がほしい。 

 専門的な知識，指導に欠けるところがあると思う。通級などに頼らず，担任も一人ひとりに合った指導

ができるようになりたい。 

 専門的な知識の不足。 

 その状態を知らない，もしくは，知識がないことが難しさの一つとしてあると感じる。 

 本人が分かる言葉で，確認を行いながらの説明，指導が難しい。 

 9 と 10 を聞きまちがえ，まちがった答えを言ってしまったように感じてしまうことがある。 

 一人一台タブレットの導入等が，良い方法を生み出せそうな気がするが，まだ研修が進んでいない。 

 専門的な知識を有しての訓練が必要なことが多く，またその知識や技法を全教員が持つことの難しさ。 

 

〈個別支援の限界〉 

 子どもたち一人ひとりに合った指導を全体の中でしていくこと。 

 授業内容が多すぎて，ゆっくり関わる時間をとりにくい。 

 困り感を解消するための指導が担任一人では難しい。 

 一斉指導の中で，理解してもらうことが難しさとしてあると考えている。 

 一斉に指示を出した時に理解できているか確認をしきれていないことが起こりうること。 

 個別でゆっくり時間をとって支援をしたいが，32 人の学級の中では時間的に難しい（他の児童を待たせ

ることになる）。そのため通級や特支転籍などに頼っているところがある。 

 一斉指示が通らない際に，個別に回る必要があるが，回っている内に指示を理解した児童が待つ時間に

なってしまう。学級で動くときの子どもたちの差が難しい。 

 その児童が理解できるように，こちらとしても色々と支援をしたり，配慮をしたりするが，それでもな

かなか難しいのが現状である。 

 大勢の児童がいる中でどこまで関わっていけるのか。 

 多くの子どもが当たり前にできる，また困難が目立ちやすいことで，周囲と言語障害のある児童とでギ

ャップが生まれてしまうこと。 

 マスクをしていることによる，発音の確かめづらさ。 

 言葉や文章での表現が難しい児童は，どうしてもなおしが多くなってしまう。 

 

〈実態把握の難しさ〉 

 障害のある子が具体的に何に困っているのかを担任，クラスメイトが把握するのが難しい。 

 話し合い活動を通して，考えを深める時に，話し合いの内容をどの程度理解しているのか，把握するの

が難しい。 

 1 年生は，文字や話すことなどの学習を始めたばかりで，「障害」なのか経験不足や幼さなのか，見極め

て適切な支援をすることに大変気をつかう。 

 障害について，適切に把握することが難しい。 

 児童の思いをどのようにとらえるか。 
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〈自己理解への働きかけ〉 

 児童自身が気にするあまり，もしくは辛い思いをした経験などにより，自己肯定感が低くなってしまう

こと。 

 学級で吃音が出るのではないかと心配している児童がいる。 

 学年が上がると周りの目も気になってくるし，対応が繊細になるのではないか。 

 

〈周囲との関係〉 

 友達との関わりの中で，自分の気持ちを，うまく伝えられなくてトラブルになることがある。 

 子ども同士のつながりがしっかりしていないと難しいと思う。 

 周りの子が言語障害の児童に対して傷つくことを言ってしまわないか。 

 低学年であることや，一人一人の理解する力も違い，該当児のことを分かっているようで分からないこ

とがあるように思う。 

 子どもたちが理解できるように説明するのが難しい。 

 学級に伝えることを望んでいないため，周りの子への指導が難しく感じる。 
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表 36 言語に関する困難のある児童への必要な指導・支援 

必要な指導・支援（n=98) 

〈知識・専門性の獲得〉 

 障害への知識。 

 専門知識と指導法の獲得。 

 教員の専門性が必要。 

 

〈個に合わせた支援〉 

 授業では課題を明確にする。視覚支援を行う。意見を整理し，考えやすくする等。 

 全体の中でその個に応じた適切な支援を進めていくこと。 

 全体にも指導しながら，個別の支援を行うこと。 

 その子に合った言葉をかけ，ゴールをその子に合ったものにし，できた，わかったと達成感が持たせら

れるようにすることで，その子に自信をもたせ，次もやりたい，取り組んでみようと思えるようにする

ことが大切だと思う。 

 その児童に合った教材を別に準備することが大切だと思う。また，事前に学習のすすめ方や学習計画に

ついて知らせておく等の支援が必要だと思う。 

 ルビをふる，課題量の調整，視覚支援などで，個別での支援が必要。 

 言葉が上手に使えない子どもの特徴として，主語がぬけて話す，キーワードが見つけられない，語彙が

少ないことがあると思う。言語とは言葉のゆたかさになると思うことが多いので，使えなくてもいいの

で，読むことを充実させていきたい。音読でなくてもいいので，言葉をまるごといれる指導があるとい

いのではないかと取り組んできている。 

 音読・発表時の配慮 

 一斉指導では伝わりにくい時は，個別に伝える。 

 その子のアセスメントから，その子の困り感を適切に把握すること。 

 できること，難しいことをはっきりさせて，適切な支援をすること。 

 障害の特性に対応した適切な指導。 

 感情カードを用意するなどして，今思っていることを表現しやすいクラス環境を作る。 

 席の場所を工夫したり，クラス全体の理解を促したりしたい。 

 文章は聞き取りしたことを文章に直して書き方を伝える。 

 コミュニケーションが伝わりにくいようであれば，友達との仲介をして，その子の言いたいことを伝え

るようにする。あるいは，伝わる言い方を教えて言わせてみる。 

 発話しやすくする支援は，本人や家族が望めば必要だと思う。 

 一斉指導の中で，特性や困難に応じた支援をすること。 

 文節ごとに区切って読みやすくする。 

 一度に読む量や 1 ページの文字数を少なくする。 

 児童の自己肯定感が低くならないようにすること 

 周りを気にせず発音できる環境。。 

 

〈本人と話す機会〉 

 本児を正確にききとること，思いを知ること。本児が自分の障害に対してどう思っているのかを担任が

知ること。本児と信頼関係を築くために何度も話すこと。 

 不安を取り除くために話を聞いたり，サインを作るという支援が必要。 
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〈周囲への理解促進〉 

 児童の周りの環境に対して，理解を深めさせる指導や取り組みが必要。 

 友達関係では，気持ちを言葉で伝えられるよう，教師が入り，子ども同士をつないでいく。 

 違いを認められるクラスづくりが も重要。 

 周りの理解。 

 みんながその子を知る取り組みが必要。違いは違いとして認めあえるクラスづくりが必要だと思う。 

 去年，担任した児童（4 年）が吃音のある児童だった。保育園の頃，言葉の教室に通っており，母は心配

しているようでした（小学校に上がってからは，通っていない）。周りの友達は，何人も理解のある子達

ばかりで，母は安心していた。本人，周りの友達も吃音を気にしていなかったので，特に指導，支援は

していない。ただ，その児童が発表するときは，発言が終わるまで待つように心がけた。 

 児童を受け入れられる集団づくりが も必要。 

 全体に対し，いろんな子がいるという人権教育を基盤にして学習を進めることが必要。 

 周囲からの偏見防止と周囲の意識。 

 周囲との関係をつなげていくための取り組みや，他者理解をする必要がある。 

 周りの理解が一番大切である。 

 

〈校内・関係機関との連携〉 

 コーディネーターや外部の専門の先生のアドバイスが必要だと思う。 

 一人にばかり時間をかけられない。→人を増やす。TT をする。通級や個別指導，専門機関へつなぐ。 

 言語指導（ことばの教室）の拡充 

 「ことばの教室」があるため，専門的なことは通級で指導していただいており，大変助かっている。 

 保護者との連携。保護者に児童の困り感への理解がないと，支援の仕方や校内・外とのつなぎ方などが

うまくいかない。 

 専門性を持った教員もしくは心理士や ST などの配置。 
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Ⅳ ． 考 察  

 

１ ． 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 理 解 に つ い て  

「 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 理 解 尺 度 」 の 各 項 目 に つ い て 確 認 的 因 子 分 析

を 行 っ た 結 果 ， 「 語 彙 に 関 す る 困 難 の 理 解 」 ， 「 文 法 ・ 文 脈 に 関 す る 困

難 の 理 解 」 ， 「 発 音 ・ 発 話 に 関 す る 困 難 の 理 解 」 と い う 3 因 子 構 造 が み

ら れ た 。 「 語 彙 に 関 す る 困 難 の 理 解 」 因 子 に は ， 「 語 彙 の 乏 し さ や 抽 象

的 な 言 葉 の 理 解 （ 時 間 や 位 置 表 現 ， 慣 用 句 ， 心 情 等 ） に 困 難 が あ る こ と

を 知 っ て い ま す か 」 ， 「 語 彙 を 想 起 す る の に 時 間 が か か る と い う 困 難 が

あ る こ と を 知 っ て い ま す か 」 ， 「 誤 っ た 語 彙 を 使 用 す る と い う 困 難 が あ

る こ と を 知 っ て い ま す か 」 と い っ た 項 目 が 含 ま れ た 。  

ま た ，「 文 法 ・ 文 脈 に 関 す る 困 難 の 理 解 」因 子 に は ，「 文 脈 の 理 解（ 話

の あ ら す じ や 文 章 の 要 点 を 読 み 取 る ） に 困 難 が あ る こ と を 知 っ て い ま す

か 」 ， 「 文 法 の 誤 り （ 助 詞 の 活 用 や 動 詞 の 時 制 の 誤 り ） が み ら れ る と い

う 困 難 が あ る こ と を 知 っ て い ま す か 」 ， 「 対 人 文 脈 （ 聞 き 手 の 立 場 や 状

況 に 応 じ て 言 葉 づ か い を 変 え る ） に 対 す る 困 難 が あ る こ と を 知 っ て い ま

す か 」 と い っ た 項 目 が 含 ま れ た 。  

そ し て ， 「 発 音 ・ 発 話 に 関 す る 困 難 の 理 解 」 因 子 に は ， 「 語 音 を 繰 り

返 し た り 引 き 伸 ば し た り 言 葉 が 出 づ ら い と い う 困 難 が あ る こ と を 知 っ て

い ま す か 」 ， 「 特 定 の 語 音 の 産 出 （ 「 さ 」 ⇒ 「 し ゃ 」 と 発 音 す る 等 ） に

困 難 が あ る こ と を 知 っ て い ま す か 」 ， 「 自 分 の 構 音 の 誤 り に 気 付 か な い

と い う 困 難 が あ る こ と を 知 っ て い ま す か 」 と い っ た 項 目 が 含 ま れ た 。  

先 行 研 究 に お い て は こ れ ら の 他 に も ， 言 語 に 関 す る 困 難 に よ っ て 児 童

が 感 じ る 心 理 的 な 困 難 や ， 児 童 が 参 加 し づ ら い で あ ろ う 場 面 へ の 理 解 も

必 要 で あ る と 述 べ ら れ て い た 。 し か し ， 今 回 の 分 析 に お い て ， こ れ ら の
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理 解 は 因 子 と し て あ ら わ れ ず ， 測 る こ と の で き な い 尺 度 と な っ た 。 心 理

的 な 困 難 や 困 難 場 面 は ， 言 語 に 関 す る 困 難 に よ っ て 引 き 起 こ る 二 次 的 な

も の で あ り ， 児 童 そ れ ぞ れ で も 異 な っ て く る こ と が 考 え ら れ る た め ， 実

際 に そ の よ う な 児 童 と 関 わ っ た 経 験 の あ る 教 員 で な け れ ば 想 定 し づ ら い

こ と が 推 察 さ れ る 。 今 回 の 「 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 理 解 尺 度 」 は ， そ れ

ぞ れ の 言 語 の 困 難 に 関 す る 概 念 へ の 理 解 を 測 る 尺 度 と し て 捉 え る こ と が

で き る 。ま た ，因 子 得 点 と し て は ，そ れ ぞ れ「 語 彙 に 関 す る 困 難 の 理 解 」

因 子 が 3 . 1 0±0 . 8 8 点 ，「 文 法 ・ 文 脈 に 関 す る 困 難 の 理 解 」因 子 が 3 . 1 3±

0 . 9 0 点 ，「 発 音・発 話 に 関 す る 困 難 の 理 解 」因 子 が 3 . 1 4±0 . 8 9 点 と な っ

た 。  

尺 度 9 項 目 の う ち ，尺 度 得 点 の 平 均 値 が 高 か っ た 上 位 2 項 目 と し て は ，

「 発 音 ・ 発 話 に 関 す る 困 難 の 理 解 」 因 子 に 含 ま れ る 「 語 音 を 繰 り 返 し た

り 引 き 伸 ば し た り 言 葉 が 出 づ ら い と い う 困 難 が あ る こ と を 知 っ て い ま す

か （ 平 均 点 3 . 2 9±0 . 9 9） 」 ， 「 特 定 の 語 音 の 産 出 に 困 難 が あ る こ と を 知

っ て い ま す か 。 （ 平 均 点 3 . 2 7±0 . 9 8） 」 で あ っ た 。 発 音 ・ 発 話 の 困 難 を

抱 え る 吃 音 な ど の 障 害 は 近 年 取 り あ げ ら れ て お り ， 教 員 も 比 較 的 理 解 し

や す い も の で あ っ た こ と が 考 え ら れ る 。 し か し ， 理 解 が 一 番 高 か っ た 項

目（ 3 . 2 9±0 . 9 9）に つ い て も 平 均 値 は「 3．少 し 知 っ て い る 」の 値 に 近 く ，

言 語 に 関 す る 困 難 に つ い て 自 信 を も っ て 理 解 し て い る と 回 答 で き る 教 員

が ま だ ま だ 少 な い 現 状 が 伺 え た 。  

そ れ に 対 し ，尺 度 得 点 の 平 均 値 が 一 番 低 か っ た 項 目 は ，「 発 音・発 話 に

関 す る 困 難 の 理 解 」 因 子 に 含 ま れ る 「 自 分 の 構 音 の 誤 り に 気 付 か な い と

い う 困 難 が あ る こ と を 知 っ て い ま す か（ 平 均 点 2 . 9 1±1 . 0 0）」で あ っ た 。

児 童 に よ っ て こ う し た 状 況 が 起 き る こ と が 少 な か っ た り ， あ ま り 想 定 し

て い な か っ た り す る こ と が 考 え ら れ る 。発 音 や 発 話 に 困 難 の あ る 児 童 は ，
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思 う よ う に 意 思 疎 通 で き な い こ と へ の 戸 惑 い が 生 ま れ る （ 大 伴 ， 2 0 0 1）

場 合 や ， 何 回 も 聞 き 直 さ れ 言 い 直 し を す る こ と で 発 言 し な い 子 ど も に な

る（ 山 下 ，2 0 1 7）場 合 が あ る と 言 わ れ て お り ,自 身 の 障 害 や 困 難 に 気 付 か

な い こ と で よ り そ の 可 能 性 が 高 く な る こ と が 考 え ら れ る 。 吃 音 や 構 音 障

害 な ど は 目 に 見 え や す い 困 難 で あ る が ， 構 音 に よ る 本 人 の 心 理 ま で は 理

解 す る こ と が 難 し い た め ， こ う し た 困 難 が あ る こ と に つ い て も 理 解 を 進

め る べ き で は な い だ ろ う か 。  

ま た ，「 語 彙 に 関 す る 困 難 の 理 解 」因 子 に 含 ま れ る「 語 彙 の 乏 し さ や 抽

象 的 な 言 葉 の 理 解 （ 時 間 や 位 置 表 現 ， 慣 用 句 ， 心 情 等 ） に 困 難 が あ る こ

と を 知 っ て い ま す か（ 3 . 0 1±0 . 8 7）」に つ い て も ，二 番 目 に 低 か っ た 。語

彙 の 乏 し さ や 言 葉 の 理 解 に つ い て は ， 児 童 の 年 齢 や 学 力 ， 理 解 力 ， 他 の

障 害 と も 関 連 が あ る た め ， 単 に 言 語 に 関 す る 困 難 と し て 捉 え づ ら い の で

は な い だ ろ う か 。 実 際 に ， 自 由 記 述 の 回 答 で も 「 1 年 生 は ， 文 字 や 話 す

こ と な ど の 学 習 を 始 め た ば か り で ， 障 害 な の か 経 験 不 足 や 幼 さ な の か ，

見 極 め て 適 切 な 支 援 を す る こ と に 大 変 気 を つ か う 」 と い っ た 実 態 把 握 の

難 し さ に 関 す る 意 見 が 挙 げ ら れ て い た 。こ の よ う な 困 難 の あ る 児 童 に は ，

「 右 か ら 3 番 目 の 人 は … 」 な ど 位 置 表 現 を 含 ん だ 指 示 の 理 解 が 難 し い こ

と （ 大 伴 ・ 大 井 ， 2 0 1 1） や ， 慣 用 句 が 含 ま れ る 文 章 や 物 語 の 登 場 人 物 の

心 情 を 表 す 文 章 を 理 解 し に く い こ と （ 大 伴 ・ 林 ・ 橋 本 ， 2 0 1 8） な ど と い

っ た 困 難 が み ら れ ， 教 員 が 適 切 に 理 解 し て い な け れ ば ， 授 業 内 で の 言 語

指 示 や 文 章 の 理 解 が で き ず に 学 習 活 動 へ の 参 加 が 難 し く な っ て く る こ と

が 考 え ら れ る 。 そ の た め ， 児 童 が ど う い っ た 語 彙 の 理 解 に つ ま ず き や す

い の か を ， 教 員 は 理 解 し て お く べ き で は な い だ ろ う か 。  
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２ ． 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 指 導 ・ 支 援 に つ い て  

「 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 指 導 ・ 支 援 尺 度 」 の 各 項 目 に つ い て 確 認 的 因

子 分 析 を 行 っ た 結 果 ， 「 語 彙 表 現 ・ 発 話 指 導 」 ， 「 自 己 理 解 ・ 対 処 」 ，

「 教 員 の 意 識 ・ 心 掛 け 」 の と い う 3 因 子 構 造 が み ら れ た 。 「 語 彙 表 現 ・

発 話 指 導 」 因 子 に は ， 「 語 彙 を 増 や す こ と （ 事 物 の 特 徴 や 概 念 を 学 ぶ ，

語 彙 を 想 起 す る ， 文 章 か ら 語 彙 を 学 ぶ 等 ） に 関 す る 指 導 ・ 支 援 を 行 う こ

と が で き る と 思 い ま す か 」 ， 「 文 章 や 言 葉 で 表 現 す る こ と （ 作 文 ， 道 順

や 手 順 を 言 葉 で 説 明 す る 等 ） に 関 す る 指 導 ・ 支 援 を 行 う こ と が で き る と

思 い ま す か 」 ， 「 教 科 書 や 文 章 の 音 読 練 習 な ど ， 音 読 に 関 す る 指 導 ・ 支

援 を 行 う こ と が で き る と 思 い ま す か 」 ， 「 現 実 に 近 い 場 面 等 の 様 々 な 場

面 を 想 定 し た 発 話 練 習 な ど ， 発 話 に 関 す る 指 導 ・ 支 援 を 行 う こ と が で き

る と 思 い ま す か 」 と い っ た 項 目 が 含 ま れ た 。  

ま た ， 「 自 己 理 解 ・ 対 処 」 因 子 に は ， 「 自 己 理 解 を 促 す 取 り 組 み （ 自

己 の 言 語 に 関 す る 困 難 や 障 害 に つ い て の 話 し 合 い ， 正 し い 知 識 ・ 理 解 ，

適 切 な フ ィ ー ド バ ッ ク 等 ） に つ い て の 指 導 ・ 支 援 を 行 う こ と が で き る と

思 い ま す か 」 ， 「 言 語 に 関 す る 困 難 場 面 へ の さ ま ざ ま な 対 処 法 （ コ ミ ュ

ニ ケ ー シ ョ ン 手 段 等 の 交 渉 を す る 等 ） に つ い て の 指 導 ・ 支 援 」 を 行 う こ

と が で き る と 思 い ま す か ， 「 心 理 的 な 安 定 （ 言 語 に 関 す る 否 定 的 な 言 葉

等 へ の 回 復 力 を つ け る 等 ） に つ い て の 指 導 ・ 支 援 を 行 う こ と が で き る と

思 い ま す か 」，「 紙 ，ホ ワ イ ト ボ ー ド ，I C T 機 器 等 の 多 様 な 表 現 方 法 を 提

示 す る な ど ， 音 声 言 語 に 限 定 し な い 様 々 な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 手 段 の 活

用 に 関 す る 指 導 ・ 支 援 を 行 う こ と が で き る と 思 い ま す か 」 と い っ た 項 目

が 含 ま れ た 。  

そ し て ， 「 教 員 の 意 識 ・ 心 掛 け 」 因 子 に は ， 「 言 葉 が 出 る ま で 待 つ ，

話 し 方 で な く 内 容 に 注 目 す る ， あ い づ ち や う な ず き で 聞 い て い る こ と を
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示 す な ど ，聞 き 方 に 関 す る 支 援 を 行 う こ と が で き る と 思 い ま す か 」，「「 ゆ

っ く り 」「 ゆ っ た り 」話 す こ と や ，子 ど も に 合 わ せ て 発 話 の 長 さ や 文 法・

単 語 の 複 雑 さ を コ ン ト ロ ー ル す る な ど ， 接 し 方 に 関 す る 支 援 を 行 う こ と

が で き る と 思 い ま す か 」 ， 「 言 語 に 困 難 の あ る 児 童 に 一 方 的 に 教 え る の

で は な く ， 一 緒 に 考 え た り ， 考 え る 機 会 を 提 供 し た り す る な ど の 支 援 を

行 う こ と が で き る と 思 い ま す か 」 と い っ た 項 目 が 含 ま れ た 。  

先 行 研 究 に お い て は こ れ ら の 他 に も ， ク ラ ス メ イ ト に 本 人 の 困 難 に つ

い て 伝 え る と い っ た 周 囲 へ の 理 解 促 進 や ， 困 難 を 軽 減 さ せ る た め 授 業 や

教 室 の 環 境 を 調 整 す る こ と も 必 要 で あ る と 述 べ ら れ て い た 。 し か し ， 今

回 の 分 析 に お い て ， こ れ ら の 理 解 は 因 子 と し て あ ら わ れ ず ， 測 る こ と の

で き な い 尺 度 と な っ た 。 周 囲 へ の 理 解 促 進 や 環 境 調 整 は ， 言 語 に 関 す る

困 難 へ の 直 接 的 な 指 導 で は な く ， 心 理 や 周 囲 に 働 き か け る 間 接 的 な 指 導

で あ り ， 他 の 因 子 と の 関 連 が み ら れ な か っ た た め で は な い か と 推 察 さ れ

る 。 今 回 の 「 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 指 導 ・ 支 援 尺 度 」 は ， 言 語 の 困 難 へ

の 直 接 的 な 指 導 ・ 支 援 に 対 す る 教 員 の 効 力 感 を 測 る 尺 度 と し て 捉 え る こ

と が で き る 。 ま た ， 因 子 得 点 と し て は ， 「 語 彙 表 現 ・ 発 話 指 導 」 因 子 が

3 . 4 7±0 . 8 3 点 ，「 自 己 理 解・対 処 」因 子 が 3 . 5 2±0 . 8 4 点 ，「 教 員 の 意 識・

心 掛 け 」 因 子 が 3 . 9 0±0 . 7 4 点 と な っ た 。  

尺 度 1 1 項 目 の う ち ， 尺 度 得 点 の 平 均 値 が 高 か っ た 上 位 2 項 目 と し て

は ， 「 教 員 の 意 識 ・ 心 掛 け 」 因 子 に 含 ま れ る 「 言 葉 が 出 る ま で 待 つ ， 話

し 方 で な く 内 容 に 注 目 す る ， あ い づ ち や う な ず き で 聞 い て い る こ と を 示

す な ど ， 聞 き 方 に 関 す る 支 援 を 行 う こ と が で き る と 思 い ま す か (平 均 点

4 . 0 1±0 . 7 3 )」 ，「 「 ゆ っ く り 」「 ゆ っ た り 」 話 す こ と や ， 子 ど も に 合 わ

せ て 発 話 の 長 さ や 文 法 ・ 単 語 の 複 雑 さ を コ ン ト ロ ー ル す る な ど ， 接 し 方

に 関 す る 支 援 を 行 う こ と が で き る と 思 い ま す か (平 均 点 3 . 8 8±0 . 8 4 )」が
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挙 げ ら れ る 。 意 識 や 心 掛 け は ， 専 門 的 な 知 識 や 指 導 技 術 が な く て も 行 う

こ と の で き る も の で あ り ， ど の 教 員 も 自 信 を も つ こ と が で き た の で は な

い だ ろ う か 。  

そ れ に 対 し ， 尺 度 得 点 の 平 均 値 が 一 番 低 か っ た 項 目 は ， 「 語 彙 表 現 ・

発 話 指 導 」 因 子 に 含 ま れ る 「 現 実 に 近 い 場 面 等 の 様 々 な 場 面 を 想 定 し た

発 話 練 習 な ど ， 発 話 に 関 す る 指 導 ・ 支 援 を 行 う こ と が で き る と 思 い ま す

か (平 均 点 3 . 2 6±0 . 9 4 )」 で あ っ た 。 吃 音 や 構 音 障 害 な ど の 状 態 を 知 っ て

い て も ， ど う い っ た 指 導 ・ 支 援 を す べ き か わ か ら な い 教 員 が 多 い こ と が

考 え ら れ る 。 実 際 に ， 語 彙 や 発 話 等 に 関 す る 取 り 組 み と し て は ， 自 分 の

気 持 ち を 言 葉 に 表 す （ 藤 田 ， 2 0 1 0） こ と や ， 会 話 の や り と り を 通 し て 表

現 す る 力 を 高 め る （ 大 伴 ・ 林 ・ 橋 本 ， 2 0 1 8） こ と ， さ ま ざ ま な 発 話 ・ コ

ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 場 面 を 体 験 す る （ 小 林 ， 2 0 0 9） な ど と い っ た ， 児 童 に

自 己 表 現 や 対 話 的 な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 機 会 を 経 験 さ せ る こ と を 重 視

し た 指 導 ・ 支 援 法 が 多 く み ら れ る 。 こ の こ と か ら ， 通 常 学 級 で は 言 語 障

害 通 級 指 導 教 室 で 行 わ れ て い る よ う な 構 音 指 導 な ど と い っ た 専 門 的 な 指

導 ・ 支 援 が 求 め ら れ る の で は な く ， 授 業 内 で の 言 語 活 動 の 機 会 を 積 極 的

に 増 や し て い く こ と に よ っ て ， 結 果 的 に 児 童 の 語 彙 や 発 話 の 困 難 の 改 善

に つ な が っ て い く の で は な い か と 推 察 す る 。  

ま た ， 「 自 己 理 解 ・ 対 処 」 因 子 に 含 ま れ る 「 自 己 理 解 を 促 す 取 り 組 み

（ 自 己 の 言 語 に 関 す る 困 難 や 障 害 に つ い て の 話 し 合 い ， 正 し い 知 識 ・ 理

解 ， 適 切 な フ ィ ー ド バ ッ ク 等 ） に つ い て の 指 導 ・ 支 援 を 行 う こ と が で き

ま す か (平 均 点 3 . 4 0±0 . 9 2 )」 に つ い て も ， 二 番 目 に 低 か っ た 。 現 場 の 教

員 は ， 自 己 理 解 を 必 要 だ と 意 識 す る 場 面 が な か っ た り ， 自 己 理 解 が 必 要

な 児 童 へ の 指 導 経 験 が な か っ た り す る こ と も 影 響 し て い る の で は な い か

と 考 え ら れ る 。 実 際 に ， 言 語 に 関 す る 困 難 の あ る 児 童 の 自 己 理 解 を 促 す
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取 り 組 み と し て は ， 自 身 の 障 害 に つ い て の 調 べ 学 習 （ 小 林 ， 2 0 1 0） や ，

子 ど も の 話 し 方 に つ い て 言 葉 や 視 覚 的 に フ ィ ー ド バ ッ ク す る （ 小 林 ・ 川

合 ， 2 0 1 3） こ と ， 困 難 や 悩 み ， 障 害 に 対 す る 思 い を 話 す （ 小 林 ・ 川 合 ，

2 0 1 3） な ど と い っ た ， 児 童 が 自 身 の 障 害 に つ い て 自 分 か ら 理 解 す る た め

の 機 会 を 設 け る だ け で な く ， 客 観 的 な 視 点 か ら 自 身 の 障 害 を 考 え る 機 会

や ， 他 者 と 思 い を 共 有 す る 機 会 に つ な が る よ う な 多 様 な 指 導 ・ 支 援 が み

ら れ た 。 そ こ で ， 教 員 に は ， 自 己 理 解 が 進 ん で お ら ず 一 人 で 悩 み を 抱 え

て い る 児 童 を 適 切 に 把 握 し た り ， そ う し た 児 童 と 同 じ 悩 み を 持 つ 他 児 と

つ な げ た り す る と い っ た 理 解 と 専 門 的 な 指 導 や 取 り 組 み が 必 要 と な っ て

く る と 考 え ら れ る 。  

 

３ ． グ ル ー プ ご と の 理 解 と 指 導 ・ 支 援 に つ い て  

（ １ ） 学 習 の 経 験 ご と の 理 解 と 指 導 ・ 支 援 に つ い て  

ま ず ， 学 習 の 機 会 で の 比 較 に 関 し て ， 研 修 へ の 参 加 や ， 図 書 や 雑 誌 に

よ る 学 習 ， 教 員 間 の 情 報 交 換 と い っ た 経 験 に つ い て ， 特 別 支 援 教 育 全 般

に 関 す る 得 点 と 言 語 障 害 に 関 す る 得 点 を 比 較 し た と こ ろ ， 全 て の 項 目 に

お い て 言 語 障 害 の 得 点 の 方 が 低 い と い う 結 果 が み ら れ た 。こ の こ と か ら ，

特 別 支 援 教 育 よ り も 言 語 障 害 に 関 す る 学 習 の 機 会 が 少 な く ， 研 修 と い っ

た 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 理 解 を 向 上 さ せ る た め の 環 境 や ， 教 員 が 言 語 の

困 難 に 関 す る 情 報 収 集 ・ 交 換 を 行 う 頻 度 が 少 な い 現 状 が 推 察 さ れ る 。 実

際 に ， 自 由 記 述 で の 回 答 に お い て も 「 正 し い 指 導 を 学 ぶ 機 会 が ほ し い 」

や 「 ま だ 研 修 が 進 ん で い な い 」 と い っ た 意 見 が ， 理 解 や 指 導 ・ 支 援 に 関

す る 課 題 の 一 つ と し て 挙 げ ら れ て い た 。  

ま た ， 言 語 障 害 に 関 す る 学 習 の 機 会 の 程 度 ご と に ， 経 験 あ り 群 と 経 験

な し 群 そ れ ぞ れ の 理 解 と 指 導 ・ 支 援 の 得 点 に つ い て t 検 定 を 用 い て 比 較
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し た 結 果 ， 全 て の 因 子 に 関 し て 経 験 あ り 群 の 方 が 有 意 に 高 か っ た 。 こ の

こ と か ら ， 言 語 の 困 難 に 関 す る 学 習 の 機 会 を 増 や す ほ ど ， 言 語 に 関 す る

困 難 へ の 理 解 や 指 導 ・ 支 援 が 向 上 す る こ と が 示 唆 さ れ た 。 現 在 ， 言 語 の

困 難 に 関 す る 学 習 の 機 会 と し て ， 日 本 言 語 障 害 児 教 育 研 究 会 や ， 全 国 公

立 学 校 難 聴 ・ 言 語 障 害 教 育 研 究 協 議 会 と い っ た 様 々 な 機 関 が ， 研 修 会 や

セ ミ ナ ー を 開 催 す る だ け で な く ， ガ イ ド ラ イ ン や 当 事 者 の 声 等 を 公 開 し

て い る 。 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 理 解 や 指 導 ・ 支 援 を さ ら に 促 進 し た り 充

実 さ せ た り す る た め に は ， 教 員 一 人 ひ と り が 言 語 の 困 難 に 対 し て 関 心 を

持 ち ， 日 常 的 に 情 報 収 集 を 行 っ て い く こ と や ， 学 校 内 で の 教 員 間 の 情 報

交 換 や 事 例 検 討 ， 研 修 へ の 参 加 な ど を 積 極 的 に 行 っ て い く こ と が 望 ま し

い 。  

 

（ ２ ） 指 導 経 験 ご と の 理 解 と 指 導 ・ 支 援 に つ い て  

 通 常 学 級 に お け る 言 語 に 関 す る 困 難 の あ る 児 童 へ の 指 導 経 験 の 有 無 に

よ っ て 群 分 け を 行 い ，「 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 理 解 尺 度 」，「 言 語 に 関 す る

困 難 へ の 指 導 ・ 支 援 尺 度 」 そ れ ぞ れ の 関 連 に つ い て ， ｔ 検 定 を 用 い て 分

析・比 較 を 行 っ た 。そ の 結 果 ，理 解 と 指 導・支 援 の 全 て の 因 子 に お い て ，

指 導 経 験 の あ る 教 員 が な い 教 員 よ り も 因 子 得 点 が 有 意 に 高 い 結 果 と な っ

た 。 そ れ に 対 し ， 同 様 の 手 続 き で 教 職 経 験 年 数 に よ る 比 較 を 行 っ た が ，

有 意 差 は み ら れ ず ， 因 子 得 点 に も 差 は で な か っ た 。 こ の こ と か ら ， 言 語

に 関 す る 困 難 へ の 理 解 や 指 導・支 援 に は 教 員 の 教 職 経 験 年 数 は 影 響 せ ず ，

言 語 に 困 難 の あ る 児 童 へ の 指 導 経 験 の 有 無 が 影 響 す る こ と が 示 唆 さ れ た 。

担 当 し た 学 級 に 言 語 に 関 す る 困 難 の あ る 児 童 が 在 籍 し た こ と が き っ か け

と な っ て ， 教 員 が 研 修 へ の 参 加 や 情 報 収 集 な ど と い っ た 学 習 の 機 会 を も

つ こ と で 理 解 が 向 上 し ， そ こ か ら 指 導 ・ 支 援 に つ な が っ て い っ た の で は
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な い だ ろ う か 。  

小 島 ・ 吉 利 ・ 石 橋 ら （ 2 0 1 1） は ，「 特 別 支 援 教 育 に 対 す る 理 解 と 技 能 」

は 特 別 支 援 教 育 の な い 教 員 よ り も 経 験 が あ る 教 員 が 有 意 に 高 か っ た こ と

を 報 告 し て い る 。 今 回 の 調 査 で は 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 指 導 経 験 の な い

教 員 が よ り 多 く（ 5 1 . 0％ ），指 導 経 験 の あ る 教 員（ 3 5 . 7％ ）と い う 結 果 と

な っ た 。今 回 の 調 査 で も ，言 語 に 困 難 の あ る 可 能 性 が あ る 児 童 は 5 0％ 以

上 に の ぼ り ， 指 導 の 在 り 方 に つ い て 検 討 を 行 う 機 会 を 設 け て も よ い の で

は な い だ ろ う か 。 そ う し た 実 践 が ， 経 験 に つ な が っ て い く の で は な い か

と 考 え ら れ る 。  

 

（ ３ ） 言 語 障 害 通 級 指 導 教 室 の 有 無 ご と の 理 解 と 指 導 ・ 支 援 に つ い て  

言 語 障 害 通 級 指 導 教 室 の 有 無 に よ っ て 群 分 け を 行 い ，「 言 語 に 関 す る 困

難 へ の 理 解 尺 度 」，「 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 指 導 ・ 支 援 尺 度 」 そ れ ぞ れ の

関 連 に つ い て ， ｔ 検 定 を 用 い て 分 析 ・ 比 較 を 行 っ た 。 今 回 の 調 査 で は ，

言 語 障 害 通 級 指 導 教 室 の あ る 学 校 3 校 ， な い 学 校 6 校 で あ っ た 。 結 果 ，

「 発 音 ・ 発 話 に 関 す る 困 難 の 理 解 」 因 子 に お い て ， 言 語 障 害 通 級 指 導 教

室 の あ る 学 校 の 教 員 が な い 学 校 の 教 員 よ り 有 意 に 因 子 得 点 が 高 か っ た 。  

2 0 1 6 年 度 に 難 聴 ・ 言 語 障 害 通 級 指 導 教 室 に 在 籍 し た 2 6 , 3 3 3 人 の 児 童

の う ち ， 過 半 数 の 1 5 2 6 1 人 （ 5 7 . 8％ ） が 構 音 障 害 （ 口 蓋 裂 を 含 む ） や 吃

音 と い っ た 発 音 や 発 話 に 関 す る 困 難 を 抱 え て い た と い う 報 告 が あ る （ 国

立 特 別 支 援 教 育 総 合 研 究 所 ，2 0 1 6）。こ の こ と か ら ，言 語 障 害 通 級 指 導 教

室 の あ る 学 校 の 教 員 は ， そ の よ う な 児 童 を 指 導 ・ 支 援 す る 機 会 や ， 事 例

に つ い て 情 報 を 得 た り 検 討 し た り す る 機 会 が 多 い こ と が 考 え ら れ る 。 そ

の 結 果 ， 発 音 ・ 発 話 に 関 す る 困 難 へ の 理 解 が 高 か っ た の で は な い だ ろ う

か 。 言 語 障 害 通 級 指 導 教 室 の な い 学 校 に お い て は ， ど う い っ た 児 童 が 通
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級 指 導 教 室 に 通 い ， ど の よ う な 指 導 を 受 け て い る の か が 想 定 し づ ら い 。

学 級 に は ， 多 く の 可 能 性 の あ る 児 童 が 在 籍 し て い る た め ， 専 門 的 な 指 導

が 必 要 な の か ， 配 慮 が 必 要 な 程 度 な の か ， 理 解 が 難 し い 状 況 が あ る 。 自

由 記 述 の 回 答 に お い て も 「 外 部 の 専 門 の 先 生 の ア ド バ イ ス が 必 要 だ と 思

う 」 と い っ た 関 係 機 関 と の 連 携 を 必 要 と す る 意 見 が 挙 げ ら れ て い た 。 そ

の た め ， 言 語 障 害 通 級 指 導 教 室 の 教 員 が 巡 回 や 研 修 を 行 う な ど ， 児 童 の

実 態 や 教 育 の 在 り 方 に つ い て 実 際 の 様 子 を 交 え て 知 る 機 会 が 必 要 な の で

は な い だ ろ う か 。  

 

４ ． 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 理 解 と 指 導 ・ 支 援 の 関 連 に つ い て  

 「 言 語 の 困 難 に 関 す る 理 解 尺 度 」 の 下 位 因 子 で あ る 「 語 彙 に 関 す る 困

難 の 理 解 」 ， 「 文 法 ・ 文 脈 に 関 す る 困 難 の 理 解 」 ， 「 発 音 ・ 発 話 に 関 す

る 困 難 の 理 解 」 と ， 「 言 語 の 困 難 に 関 す る 指 導 ・ 支 援 尺 度 」 の 下 位 因 子

で あ る 「 語 彙 表 現 ・ 発 話 指 導 」 ， 「 自 己 理 解 ・ 対 処 」 「 教 員 の 意 識 ・ 心

掛 け 」 に つ い て 相 関 分 析 を 行 っ た 結 果 ， 全 て の 因 子 間 に お い て 1％ 水 準

の 有 意 な 相 関 関 係 が み ら れ た 。こ の 結 果 か ら ，語 彙 や 文 法・文 脈 ，発 音・

発 話 に 関 す る 困 難 の 理 解 に は ， 語 彙 表 現 や 発 話 練 習 な ど と い っ た 言 語 指

導 だ け で な く ， 児 童 の 言 語 に 関 す る 自 己 理 解 を 促 す 指 導 ・ 支 援 や ， 言 語

の 困 難 の あ る 児 童 に 対 す る 教 員 の 関 わ り 方 の 意 識 ・ 心 掛 け と も 関 連 が あ

る こ と が 示 唆 さ れ た 。 よ っ て ， 困 難 へ の 理 解 が 深 ま る こ と で ， よ り 個 に

応 じ た 実 践 が で き る よ う に な り ， 実 践 を 行 っ て い く 中 で さ ら に 児 童 へ の

理 解 が 深 ま っ て い く こ と が 考 え ら れ る 。  

実 践 報 告 の 中 で ， 子 ど も と 教 員 が 障 害 に つ い て の 話 を し た り ， 子 ど も

の 話 し 方 に つ い て 教 員 が 言 葉 や 視 覚 的 に フ ィ ー ド バ ッ ク し た り す る （ 小

林 ・ 川 合 ， 2 0 1 3） と い っ た 子 ど も の 自 己 理 解 を う な が し て い る も の が あ
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っ た 。 そ こ で は ， 実 践 を 通 し て 教 員 に よ る 児 童 へ の 理 解 も 深 ま っ て い る

過 程 が あ っ た 。 ま た ， 通 常 学 級 で も 特 別 支 援 教 育 に お け る 指 導 案 作 り の

視 点 を 取 り 入 れ ， 児 童 の 実 態 や 目 標 ， 指 導 ・ 支 援 方 法 な ど を 検 討 す る こ

と が 必 要 で あ る と さ れ て お り （ 青 山 ・ 2 0 1 9） ， こ れ は 実 践 を 検 討 す る 中

で 児 童 へ の 理 解 を 深 め る も の と な っ て い る 。 こ の よ う に ， 理 解 が 実 践 に

つ な が る だ け で な く ， 実 践 か ら 理 解 が 深 ま る こ と も 考 え ら れ る 。 た だ 実

践 を す る だ け で な く ， そ の 過 程 で 児 童 の 実 態 を 把 握 し ， 本 人 に 合 っ た 目

標 を 検 討 す る こ と が 必 要 で あ る と い え よ う 。 そ の 上 で 実 践 と 効 果 の 振 り

返 り を 行 い ， 理 解 を 深 め て い く べ き で は な い だ ろ う か 。  

 

５ ． 学 級 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 態 度 に つ い て  

「 学 級 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 態 度 尺 度 」 の 各 項 目 に つ い て 確 認 的 因 子

分 析 を 行 っ た 結 果 ，「 言 語 能 力 ・ 肯 定 的 意 識 」，「 心 理 的 困 り 感 」，「 周

囲 と の 比 較 ・ 劣 等 感 」 と い う 3 因 子 構 造 が み ら れ た 。 「 言 語 能 力 ・ 肯 定

的 意 識 」 因 子 に は ， 「 友 人 や 先 生 と 会 話 で の や り と り が で き る ク ラ ス で

あ る 」 ， 「 自 分 の 考 え や 気 持 ち を こ と ば で 表 現 で き る ク ラ ス で あ る 」 ，

「 出 来 事 や 自 分 の 考 え を 文 章 で 書 く こ と が で き る ク ラ ス で あ る 」 ， 「 た

く さ ん の 人 に 向 か っ て 話 せ た り ， 言 葉 が ス ラ ス ラ 出 て き た り す る な ど ，

話 す こ と へ の 自 信 が あ る ク ラ ス で あ る 」 と い っ た 項 目 が 含 ま れ た 。  

ま た ， 「 心 理 的 困 り 感 」 因 子 に は ， 「 発 話 場 面 （ 音 読 す る ， 人 前 で 話

す 等 ） で 心 配 ・ 不 安 に な る こ と が あ る ク ラ ス で あ る 」 ， 「 話 し 合 い で 自

分 の 考 え が あ る の に 言 え な い ， 言 う タ イ ミ ン グ を 逃 す な ど ， 話 し た い こ

と が あ っ て も 言 え な い こ と が あ る ク ラ ス で あ る 」 ， 「 友 達 と 話 す ， 知 ら

な い 人 に 話 し か け る ， 大 勢 の 前 で 話 す ， 先 生 に 質 問 す る ・ 答 え る 時 等 ，

話 す 時 に 緊 張 す る ク ラ ス で あ る 」 と い っ た 項 目 が 含 ま れ た 。  
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そ し て ， 「 周 囲 と の 比 較 ・ 劣 等 感 」 因 子 に は ， 「 友 達 と 比 べ て 上 手 に

友 人 等 と 話 せ な い な ど ，気 に し て し ま う 児 童 が い る ク ラ ス で あ る 」，「 友

達 と 比 べ て 上 手 に 授 業 中 等 に 発 表 で き な い な ど ， 気 に し て し ま う 児 童 が

い る ク ラ ス で あ る 」 ， 「 友 達 と 比 べ て 自 分 の 声 の 調 子 や 話 し 方 が 変 だ と

思 う な ど ， 気 に し て し ま う 児 童 が い る ク ラ ス で あ る 」 と い っ た 項 目 が 含

ま れ た 。  

先 行 研 究 に お い て は こ れ ら の 他 に も ， 児 童 が ク ラ ス メ イ ト か ら 受 け 入

れ て い る と 感 じ て い る と い っ た 被 受 容 感 も コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 態 度 の 一

つ の 要 素 と し て 考 え ら れ て い た 。 し か し ， 今 回 の 分 析 に お い て は 因 子 と

し て あ ら わ れ ず ， 測 る こ と の で き な い 尺 度 と な っ た 。 児 童 が 被 受 容 感 を

も っ て い る か ど う か は 教 員 か ら は 見 え づ ら く ， 評 価 し づ ら い も の で あ っ

た と 推 察 さ れ る 。 今 回 の 「 学 級 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 態 度 尺 度 」 は ， 言 語

能 力 や 困 り 感 な ど と い っ た 児 童 の 言 動 に 直 接 あ ら わ れ や す く ， 教 員 か ら

評 価 し や す い 範 囲 で の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 態 度 を 測 る こ と が で き る 尺 度

と し て 捉 え る こ と が で き る 。 ま た ， 因 子 得 点 と し て は ， 「 言 語 能 力 ・ 肯

定 的 意 識 」因 子 が 3 . 1 5±0 . 6 5 点 ，「 心 理 的 困 り 感 」因 子 が 3 . 1 6±0 . 7 0 点

（ 逆 転 項 目 ） ，「 周 囲 と の 比 較 ・ 劣 等 感 」 因 子 が 3 . 4 1±0 . 6 2 点 （ 逆 転 項

目 ） と な っ た 。  

尺 度 1 0 項 目 の う ち ， 尺 度 得 点 の 平 均 値 が 高 か っ た 上 位 2 項 目 と し て

は ， 「 言 語 能 力 ・ 肯 定 的 意 識 」 因 子 に 含 ま れ る 「 友 人 や 先 生 と 会 話 で の

や り 取 り が で き る ク ラ ス で あ る （ 平 均 点 3 . 8 2±0 . 7 9） 」 ， 「 周 囲 と の 比

較 ・ 劣 等 感 」 因 子 に 含 ま れ る 「 友 達 と 比 べ て 自 分 の 声 の 調 子 や 話 し 方 が

変 だ と 思 う な ど ， 気 に し て し ま う 児 童 が い る ク ラ ス で あ る （ 逆 転 項 目 ）

（ 平 均 点 3 . 7 1±0 . 6 2） 」 で あ っ た 。 学 級 の 状 況 と し て ， 自 分 の 話 し 方 に
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つ い て 周 囲 と 比 較 し た り ， 言 語 に 関 す る 劣 等 感 を 抱 い た り す る 状 況 ま で

に は 至 っ て い な い こ と が 考 え ら れ る 。  

そ れ に 対 し ， 尺 度 得 点 の 平 均 値 が 一 番 低 か っ た 項 目 は ， 「 言 語 能 力 ・

肯 定 的 意 識 」 因 子 に 含 ま れ る 「 た く さ ん の 人 に 向 か っ て 話 せ た り ， 言 葉

が ス ラ ス ラ 出 て き た り す る な ど ， 話 す こ と へ の 自 信 が あ る ク ラ ス で あ る

（ 平 均 点 2 . 6 2±0 . 7 9） 」 で あ っ た 。 近 年 ， 都 市 化 や 少 子 化 ， 家 庭 の 核 家

族 化 と い っ た 地 域 社 会 の 変 化 や ， 携 帯 型 ゲ ー ム 端 末 の 普 及 等 に よ り ， 児

童 の 人 間 関 係 は よ り 希 薄 化 し て い る と の 指 摘 も あ る（ 渡 部・江 幡 ，2 0 1 5）。

そ の た め ， こ う し た 児 童 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に 対 す る 自 信 の な さ は ，

学 校 教 育 の 中 で も 指 導 し て い く べ き 点 で あ り ， 注 意 が 必 要 な の で は な い

だ ろ う か 。 言 語 の 困 難 が あ る 児 童 は ， 発 話 へ の 緊 張 か ら 発 話 場 面 を 回 避

し た り （ 小 林 ， 2 0 2 0） ， 答 え が わ か っ て い て も 発 表 で き な か っ た り （ 小

林 ，2 0 1 5），不 安 や 劣 等 感 か ら 友 達 と の 関 わ り を 避 け た り（ 小 林 ，2 0 1 5）

す る と い っ た 報 告 も み ら れ た 。 ま た ， 自 由 記 述 に お い て も 「 児 童 自 身 が

気 に す る あ ま り ， も し く は 辛 い 思 い を し た 経 験 な ど に よ り ， 自 己 肯 定 感

が 低 く な っ て し ま う こ と 」 と い っ た 課 題 が あ げ ら れ て い た こ と か ら も ，

自 身 の 語 彙 や 発 話 へ の 不 安 が コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に 対 す る 自 信 の な さ に

つ な が り ， そ し て ， 周 囲 と の 関 係 づ く り に ま で 影 響 が 及 ぶ こ と が 考 え ら

れ る 。 言 語 の 困 難 の あ る 児 童 に 話 す こ と へ の 自 信 を も た せ る た め に は ，

発 話 ・ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 場 面 を 事 前 に シ ミ ュ レ ー シ ョ ン す る （ 小 林 ，

2 0 0 9） こ と や ， 他 者 に 発 話 が 理 解 さ れ る 経 験 を す る （ 大 伴 ， 2 0 0 1） こ と

な ど が 有 効 で あ る と さ れ て い る 。 教 員 は ， 児 童 が 少 し で も 自 信 を も っ て

コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が 取 れ る よ う に す る た め ， い き な り 発 話 や 発 表 を さ

せ る の で は な く ， ま ず は 練 習 す る 時 間 を 設 け る と 良 い の で は な い だ ろ う
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か 。 ま た ， 発 話 内 容 を 他 児 が 理 解 し て い る か そ の 都 度 確 認 す る こ と で ，

児 童 も 安 心 し て 言 語 活 動 に 取 り 組 む こ と が で き る の で は な い だ ろ う か 。  

ま た ， 「 言 語 能 力 ・ 肯 定 的 意 識 」 因 子 に 含 ま れ る 「 出 来 事 や 自 分 の 考

え を 文 章 で 書 く こ と が で き る ク ラ ス で あ る （ 平 均 点 3 . 0 2±0 . 7 8） 」 に つ

い て も ， 二 番 目 に 低 い 結 果 と な っ た 。 言 葉 で は 説 明 で き た と し て も ， 文

章 に す る こ と は よ り 高 度 で 児 童 に と っ て も 難 し い 活 動 で あ る た め ， 効 果

と し て 感 じ づ ら い こ と が 考 え ら れ る 。 大 伴 ・ 林 ・ 橋 本 （ 2 0 1 8） は ， 言 語

症 の 児 童 は ， 書 き 誤 り を 指 摘 さ れ る こ と が 多 く ， 文 字 を 書 く こ と を 避 け

た が る こ と が あ る と 指 摘 し て い る 。 ま た ， 子 ど も に 合 わ せ て 文 法 の 複 雑

さ ， 単 語 の 長 さ な ど の 言 語 構 造 の 要 求 水 準 を コ ン ト ロ ー ル す る （ 小 林 ，

2 0 1 5） こ と も 必 要 で あ る と 言 及 さ れ て い る 。 さ ら に ， 言 語 の 困 難 の あ る

児 童 の 表 現 方 法 に つ い て ， 紙 ， ホ ワ イ ト ボ ー ド ， I C T 機 器 な ど 多 様 な 表

現 方 法 を 提 示 す る （ 文 部 科 学 省 ， 2 0 1 7） こ と も 求 め ら れ て い る 。 よ っ て

教 員 は ， 個 に 応 じ て 課 題 の 内 容 や レ ベ ル が 適 切 で あ る か 検 討 す る と 同 時

に ， 児 童 に 合 わ せ た 多 様 な 表 現 方 法 を 提 示 す る と 良 い の で は な い だ ろ う

か 。  

 

６ ． 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 指 導 ・ 支 援 と 学 級 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 態 度

の 関 連 に つ い て  

「 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 指 導 ・ 支 援 尺 度 」 と 「 学 級 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ

ン 態 度 尺 度 」 の 関 連 に つ い て 相 関 分 析 を 行 っ た 結 果 ， 「 言 語 に 関 す る 困

難 へ の 指 導 ・ 支 援 尺 度 」の 下 位 因 子 で あ る「 語 彙 表 現 ・発 話 指 導 」，「 教

員 の 意 識 ・ 心 掛 け 」 と ， 「 学 級 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 態 度 尺 度 」 の 下 位 因

子 で あ る 「 言 語 能 力 ・ 肯 定 的 意 識 」 の 間 で 5％ 水 準 の 有 意 な 相 関 関 係 が

み ら れ た 。 こ の 結 果 か ら ， 語 彙 や 文 法 ， 発 話 等 に 関 す る 実 践 や ， 教 員 の
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関 わ り 方 の 意 識 ・ 心 掛 け が あ る と ， 児 童 の 言 語 能 力 や 言 語 へ の 肯 定 的 意

識 が あ る 学 級 に つ な が っ て い た 。  

言 語 症 の 子 ど も は ， 自 分 の 気 持 ち を 言 葉 で 表 現 で き ず に ， 感 情 だ け が

高 ぶ っ て し ま う （ 大 伴 ・ 林 ・ 橋 本 ， 2 0 1 8） と い う 困 難 が あ り ， 自 由 記 述

の 回 答 に お い て も ， 「 友 達 と の 関 わ り の 中 で ， 自 分 の 気 持 ち を ， う ま く

伝 え ら れ な く て ト ラ ブ ル に な る こ と が あ る 」 と い っ た 内 容 が 挙 げ ら れ て

い た 。そ の よ う な 児 童 が 自 分 の 気 持 ち を あ ら わ せ る よ う に な る た め に は ，

語 彙 を 獲 得 し 表 現 を 増 や す 指 導 が 必 要 で あ る と い え よ う 。 ま た ， 児 童 へ

の 関 わ り 方 と し て は ，吃 音 の あ る 児 童 が 教 員 に 求 め る 対 応 や 支 援 と し て ，

「 言 葉 が 出 る ま で 待 つ 」 ， 「 普 通 に 接 す る 」 ， 「 友 達 に 伝 え て も ら う 」

と い っ た も の が 報 告 さ れ て い た （ 飯 村 ・ 石 田 ， 2 0 1 8） 。 そ う い っ た 言 語

指 導 や 教 員 の 関 わ り 方 が ， 学 級 の 言 語 能 力 や 肯 定 的 意 識 に つ な が っ て い

る の で は な い だ ろ う か 。  

さ ら に ， 「 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 指 導 ・ 支 援 尺 度 」 に 含 ま れ る 「 自 己

理 解 ・ 対 処 」 因 子 と ， 「 学 級 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 態 度 尺 度 」 に 含 ま れ る

「 言 語 能 力 ・ 肯 定 的 意 識 」因 子 の 間 で 1 0％ 水 準 の 相 関 関 係 の 有 意 傾 向 が

み ら れ た 。 こ の 結 果 か ら ， 児 童 が 自 身 の 特 性 を 知 り ， 言 語 の 困 難 に つ い

て 正 し い 知 識 を 学 ん だ り ， 対 処 法 を 考 え た り す る と い っ た 自 己 理 解 の 機

会 も ， 児 童 の 言 語 能 力 や 言 語 へ の 肯 定 的 意 識 と 関 連 が あ る こ と が 示 唆 さ

れ た 。  

言 語 の 困 難 が あ る 児 童 は ， う ま く 話 せ な か っ た り 𠮟𠮟 責 や か ら か い を 受

け た り す る こ と か ら 有 能 感 や 自 尊 感 情 が 低 下 す る （ 小 林 ・ 川 合 ， 2 0 1 3）

こ と や ， 不 安 や 劣 等 感 か ら 友 達 と の 関 わ り を 避 け る よ う に な る （ 小 林 ，

2 0 1 5） こ と が あ る 。 そ の よ う な 児 童 の 自 己 肯 定 感 を 向 上 さ せ る 取 り 組 み

と し て ， 正 し い 知 識 ・ 理 解 を 獲 得 さ せ た り 適 切 な フ ィ ー ド バ ッ ク を 行 っ
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た り す る な ど と い っ た 自 己 理 解 を 促 す 取 り 組 み（ 小 林・川 合 ，2 0 1 3）や ，

言 語 に 関 す る 否 定 的 な 言 葉 等 へ の 回 復 力 を つ け る な ど と い っ た 心 理 的 な

安 定 に 関 す る 実 践 （ 牧 野 ， 2 0 1 7） が 報 告 さ れ て い た 。  

児 童 が 友 人 や 教 員 と い っ た 周 囲 の 人 々 と 円 滑 か つ 自 信 を も っ て コ ミ ュ

ニ ケ ー シ ョ ン が と れ る よ う に な る た め に は ， 言 語 の 困 難 へ の 直 接 的 な 指

導 ・ 支 援 だ け で な く ， 教 員 が 児 童 の 困 り 感 を 理 解 し た 上 で 関 わ り 方 に つ

い て 検 討 し た り ， 児 童 自 身 が 自 分 の 特 性 や 困 難 に つ い て 学 び ， 対 処 で き

る よ う に な っ た り す る と い っ た 間 接 的 な ア プ ロ ー チ も 必 要 で あ る と い え

よ う 。  

 

７ ． 学 級 風 土 に つ い て  

「 学 級 風 土 尺 度 」の 各 項 目 に つ い て 確 認 的 因 子 分 析 を 行 っ た 結 果 ，「 学

級 へ の 満 足 感 」，「 支 え 合 い ・ 相 互 支 援 」，「 親 し さ 」，「 自 己 開 示 ・ 他 者 理

解 」，「 多 様 性 理 解 ・ 支 援 」と い う 5 因 子 構 造 が み ら れ た 。「 学 級 へ の 満 足

感 」因 子 に は ，「 児 童 ら が ク ラ ス を 気 に 入 り ，楽 し い と 感 じ ら れ て い る ク

ラ ス で あ る 」，「 児 童 ら が 何 か に 夢 中 に な れ た り ， 目 標 に 向 か っ て 頑 張 れ

た り す る ク ラ ス で あ る 」，「 児 童 ら が ク ラ ス メ イ ト か ら 頼 ら れ て い る ， 好

か れ て い る な ど ， 認 め ら れ て い る と 感 じ ら れ て い る ク ラ ス で あ る 」 と い

っ た 項 目 が 含 ま れ た 。  

ま た ，「 支 え 合 い ・ 相 互 支 援 」 因 子 に は ，「 ク ラ ス メ イ ト が 困 っ て い る

と き や つ ら い 目 に あ っ て い る と き ，失 敗 し た と き な ど に ，手 助 け (教 え 合

い ，声 か け 等 )が で き る ク ラ ス で あ る 」，「 苦 手 な こ と で も 頑 張 っ て い る ク

ラ ス メ イ ト を ， 応 援 や 後 押 し で き る ク ラ ス で あ る 」，「 ク ラ ス メ イ ト が 間

違 っ た こ と や 良 く な い 行 動 を し て い た ら ， 注 意 で き る ク ラ ス で あ る 」 と

い っ た 項 目 が 含 ま れ た 。  
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さ ら に ，「 親 し さ 」 因 子 に は ，「 仲 の 良 い ク ラ ス メ イ ト や ， 同 じ こ と に

興 味 を 持 つ 友 達 が い る な ど ，個 人 間 の 仲 の 良 さ が あ る ク ラ ス で あ る 」，「 グ

ル ー プ で の 遊 び や 男 女 間 の 活 動 が で き る な ど の 仲 の 良 さ が あ る ク ラ ス で

あ る 」，「 学 級 全 体 で 遊 び や 活 動 を 行 え る な ど の 仲 の 良 さ が あ る ク ラ ス で

あ る 」 と い っ た 項 目 が 含 ま れ た 。  

加 え て ，「 自 己 開 示 ・ 他 者 理 解 」 因 子 に は ，「 自 分 の 気 持 ち や 考 え を 気

軽 に あ ら わ せ る ク ラ ス で あ る 」，「 人 の 気 持 ち が わ か る ， 優 し い ク ラ ス で

あ る 」，「 ク ラ ス メ イ ト が 間 違 え た と き や で き な い こ と が あ る と き ， 笑 っ

た り か ら か っ た り し な い ク ラ ス で あ る 」，「 気 の 合 わ な い 友 達 で も 良 い と

こ ろ を 見 つ け た り ， 違 う 意 見 も 受 け 入 れ た り す る な ど ， 他 者 を 尊 重 で き

る ク ラ ス で あ る 」 と い っ た 項 目 が 含 ま れ た 。  

そ し て ，「 多 様 性 理 解 ・ 支 援 」 因 子 に は ，「 障 害 の あ る 児 童 や 困 難 の あ

る 方 に つ い て 受 け 入 れ ， 理 解 し て い る ク ラ ス で あ る 」，「 障 害 の あ る 児 童

や 困 難 の あ る 方 に つ い て ， 迷 わ ず 手 助 け で き る ク ラ ス で あ る 」，「 障 害 の

あ る 児 童 や 困 難 の あ る 方 と 抵 抗 な く 話 し た り ，仲 間 に 入 れ た り す る な ど ，

自 然 に 関 わ る こ と が で き る ク ラ ス で あ る 」 と い っ た 項 目 が 含 ま れ た 。  

先 行 研 究 に お い て は ， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 態 度 尺 度 と 同 様 ， 学 級 で の

被 受 容 感 も 学 級 風 土 の 一 つ の 要 素 と し て 考 え ら れ て い た 。 し か し ， 今 回

の 分 析 に お い て は 因 子 と し て あ ら わ れ ず ， 測 る こ と の で き な い 尺 度 と な

っ た 。 こ れ に 関 し て は ， 前 述 し た 理 由 と 同 じ よ う に ， 児 童 が 被 受 容 感 を

も っ て い る か ど う か は 教 員 か ら は 見 え づ ら く ， 評 価 し づ ら い も の で あ っ

た と 推 察 さ れ る 。 今 回 の 「 学 級 風 土 尺 度 」 は ， 児 童 一 人 ひ と り の 学 級 へ

の 満 足 感 や 自 己 開 示 の 程 度 ，児 童 同 士 の 親 し さ や 相 互 理 解・支 援 の 程 度 ，

ま た ， 多 様 性 へ の 児 童 の 理 解 ・ 支 援 の 程 度 を 測 る こ と の で き る 尺 度 と し

て 捉 え る こ と が で き る 。ま た ，因 子 得 点 と し て は ，「 学 級 へ の 満 足 感 」因



102 
 

子 が 3 . 6 1±0 . 6 4 点 ，「 支 え 合 い ・ 相 互 支 援 」 因 子 が 3 . 7 6±0 . 6 4 点 ，「 親

し さ 」 因 子 が 3 . 8 1±0 . 6 7 点 ，「 自 己 開 示 ・ 他 者 理 解 」 因 子 が 3 . 5 2±0 . 6 5

点 ，「 多 様 性 理 解 ・ 支 援 」 因 子 が 3 . 5 5±0 . 7 9 点 で あ っ た 。  

尺 度 1 6 項 目 の う ち ， 尺 度 得 点 の 平 均 値 が 高 か っ た 上 位 2 項 目 は ，「 親

し さ 」 因 子 に 含 ま れ る 「 グ ル ー プ で の 遊 び や 男 女 間 の 活 動 が で き る な ど

仲 の 良 さ が あ る ク ラ ス で あ る（ 平 均 点 3 . 8 9±0 . 7 8）」，「 支 え 合 い・相 互 支

援 」 因 子 に 含 ま れ る 「 ク ラ ス メ イ ト が 困 っ て い る と き や つ ら い 目 に あ っ

て い る と き ， 失 敗 し た と き な ど に ， 手 助 け （ 教 え 合 い ， 声 か け 等 ） が で

き る ク ラ ス で あ る （ 平 均 点 3 . 8 2±0 . 7 2）」 で あ っ た 。  

そ れ に 対 し ，尺 度 得 点 の 平 均 値 が 低 か っ た 下 位 2 項 目 は ，「 自 己 開 示 ・

他 者 理 解 」に 含 ま れ る「 気 の 合 わ な い 友 達 で も 良 い と こ ろ を 見 つ け た り ，

違 う 意 見 も 受 け 入 れ た り す る な ど ，他 者 を 尊 重 で き る ク ラ ス で あ る（ 3 . 4 0

±0 . 7 0）」，「 自 分 の 気 持 ち や 考 え を 気 軽 に あ ら わ せ る ク ラ ス で あ る（ 平 均

点 3 . 4 3±0 . 8 0）」で あ っ た 。児 童 同 士 の 仲 の 良 さ や 助 け 合 い が あ る 学 級 は

多 く み ら れ る が ， 児 童 が 安 心 し て 自 己 開 示 し た り ， 他 児 の 困 り 感 に つ い

て 周 囲 が 理 解 し 受 け 入 れ た り で き る 学 級 は ， ま だ 少 な い 現 状 が 推 察 さ れ

る 。  

児 童 の 自 己 開 示 や 他 者 理 解 を 促 す 取 り 組 み と し て ， 障 害 理 解 教 育 が 挙

げ ら れ る 。 前 述 し た よ う に ， 吃 音 の あ る 児 童 へ の 支 援 に 関 す る 聞 き 取 り

調 査 で は ， 学 級 担 任 が ク ラ ス メ イ ト に 本 人 の 吃 音 に つ い て 伝 え た り ， 子

ど も た ち が 多 様 性 や 個 性 を 認 め 合 う こ と が で き る 学 級 づ く り を 行 っ た り

す る こ と が ， 学 級 で か ら か い を 受 け な い こ と に つ な が っ て い た （ 植 田 ，

2 0 1 7）。 ま た ， 自 由 記 述 に お い て も ，「 児 童 の 周 り の 環 境 に 対 し て ， 理 解

を 深 め さ せ る 指 導 や 取 り 組 み が 必 要 」や ，「 み ん な が そ の 子 を 知 る 取 り 組

み が 必 要 。 違 い は 違 い と し て 認 め あ え る ク ラ ス づ く り が 必 要 だ と 思 う 」
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と い っ た 障 害 理 解 教 育 を 必 要 と 感 じ て い る 意 見 が 多 く み ら れ た 。さ ら に ，

障 害 理 解 教 育 は ， 障 害 の あ る 児 童 や 困 難 の あ る 方 へ の 理 解 や 支 援 が で き

る と い っ た 多 様 性 理 解 ・ 支 援 に も つ な が る の で は な い か と 考 え ら れ る 。  

児 童 の 障 害 や 困 難 に つ い て は ， 学 級 に カ ミ ン グ ア ウ ト す る こ と や ， 障

害 理 解 教 育 を 行 う こ と は ， 本 人 や 保 護 者 の 意 向 を 聞 い た 上 で 行 う と い っ

た 事 例 性 が 高 く ， 実 際 に 行 う 際 に は 注 意 が 必 要 な 対 応 と な る 。 ま た ， 周

囲 の 児 童 の 理 解 力 や 受 け 止 め 方 を 想 定 す る こ と が 難 し い 。 教 員 は 普 段 の

学 校 生 活 に お い て ， 児 童 が そ れ ぞ れ の 違 い を 認 め 合 え る よ う に な る 指 導

や ， お 互 い を 知 る こ と の で き る 取 り 組 み を 行 っ た り ， 必 要 な 際 に は カ ミ

ン グ ア ウ ト や 障 害 理 解 教 育 を 検 討 し た り す る 過 程 が 求 め ら れ る の で は な

い だ ろ う か 。  

 

８ ． 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 指 導 ・ 支 援 と 学 級 風 土 の 関 連 に つ い て  

「 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 指 導 ・ 支 援 尺 度 」 の 下 位 因 子 で あ る 「 語 彙 表

現 ・ 発 話 指 導 」，「 自 己 理 解 ・ 対 処 」，「 教 員 の 意 識 ・ 心 掛 け 」と ，「 学 級 風

土 尺 度 」 の 下 位 因 子 で あ る 「 学 級 へ の 満 足 感 」，「 支 え 合 い ・ 相 互 支 援 」，

「 親 し さ 」，「 自 己 開 示 ・ 他 者 理 解 」，「 多 様 性 理 解 ・ 支 援 」 に つ い て 相 関

分 析 を 行 っ た 結 果 ， 全 て の 因 子 間 に お い て 1％ 水 準 の 有 意 な 相 関 関 係 が

み ら れ た 。 こ の 結 果 か ら ， 教 員 が 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 指 導 ・ 支 援 を す

る ほ ど ， 学 級 へ の 満 足 感 ， 児 童 同 士 の 親 し さ や 相 互 支 援 ， 児 童 の 自 己 開

示 や 周 囲 の 他 者 理 解 ， ま た ， 障 害 の あ る 児 童 や 困 難 の あ る 方 へ の 理 解 や

支 援 が で き る と い っ た 学 級 風 土 に つ な が る と い う こ と が 示 唆 さ れ た 。  

語 彙 表 現 や 発 話 へ の 指 導 に よ り ， 学 級 で の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が よ り

行 い や す く な る こ と が 考 え ら れ る 。 ま た ， 言 語 の 困 難 が あ る 児 童 へ の 必

要 な 指 導 ・ 支 援 に つ い て ， 障 害 に 対 し て オ ー プ ン に 話 せ る 環 境 づ く り を
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行 う こ と や ， 自 分 の つ ら い 気 持 ち を 吐 露 で き る 場 の 保 障 を 行 う （ 小 林 ・

川 合 ， 2 0 1 3） こ と と い っ た 報 告 が あ る こ と か ら ， 児 童 が 安 心 し て 自 己 開

示 で き る 学 級 風 土 が 必 要 で あ る こ と が 伺 え る 。 さ ら に ， 周 囲 の 児 童 に 対

し て は ， 教 員 が か ら か い を 許 さ な い 毅 然 と し た 態 度 で 対 処 す る （ 小 林 ，

2 0 1 5） こ と が 求 め ら れ て お り ， 教 員 の 実 践 に よ っ て 児 童 を 理 解 し 受 容 す

る 学 級 風 土 に つ な が っ て い く こ と も 考 え ら れ る 。  

そ こ で 教 員 は ， 当 該 児 童 へ の 語 彙 表 現 や 発 話 へ の 指 導 だ け で な く ， 学

級 の 環 境 や 周 囲 の 児 童 へ の 働 き か け も 行 う こ と で ， ど の 児 童 も 過 ご し や

す い 学 級 風 土 に な っ て い く の で は な い だ ろ う か 。  

 

９ ． 重 回 帰 分 析 に つ い て  

 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 理 解 が 指 導 ・ 支 援 に 関 す る 効 力 感 に 及 ぼ す 影 響

を 検 討 す る た め ， 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 指 導 ・ 支 援 尺 度 を 従 属 変 数 ， 言

語 に 関 す る 困 難 へ の 理 解 尺 度 の 3 つ の 因 子 を 独 立 変 数 と し て 重 回 帰 分 析

を 行 っ た 。 分 析 の 結 果 ， 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 理 解 尺 度 の 「 発 音 ・ 発 話

に 関 す る 困 難 の 理 解 」 因 子 か ら ， 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 理 解 尺 度 に 有 意

な 影 響 が み ら れ た （ R 2 = 0 . 2 7 4）。 ま た ， 標 準 偏 回 帰 係 数 （ β ） よ り ,「 発

音 ・ 発 話 に 関 す る 困 難 の 理 解 」 は 「 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 指 導 ・ 支 援 」

に 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ す こ と が 示 さ れ た （ β = 0 . 2 8 4 , p < 0 . 0 5）。  

 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 指 導 ・ 支 援 が 学 級 風 土 に 及 ぼ す 影 響 を 検 討 す る

た め ， 学 級 風 土 尺 度 を 従 属 変 数 ， 言 語 に 関 す る 困 難 へ の 指 導 ・ 支 援 尺 度

の 3 つ の 因 子 を 独 立 変 数 と し て 重 回 帰 分 析 を 行 っ た 。 分 析 の 結 果 ， 言 語

に 関 す る 困 難 へ の 理 解 尺 度 の 「 語 彙 表 現 ・ 発 話 指 導 」 因 子 か ら ， 学 級 風

土 尺 度 に 有 意 な 影 響 が み ら れ た（ R 2＝ 0 . 3 0 3）。ま た ，標 準 偏 回 帰 係 数（ β ）

よ り ,「 語 彙 表 現 ・ 発 話 指 導 」は「 学 級 風 土 」に 有 意 な 正 の 影 響 を 及 ぼ す
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こ と が 示 さ れ た （ β = 0 . 5 9 1， p < 0 . 0 1）。  

さ ら に ， 学 級 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 態 度 が 学 級 風 土 に 及 ぼ す 影 響 を 検

討 す る た め ， 学 級 風 土 尺 度 を 従 属 変 数 ， 学 級 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 態 度 尺

度 の 3 つ の 因 子 を 独 立 変 数 と し て 重 回 帰 分 析 を 行 っ た 。 分 析 の 結 果 ， 学

級 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 態 度 尺 度 の 「 言 語 能 力 ・ 肯 定 的 意 識 」 因 子 か ら ，

学 級 風 土 尺 度 に 有 意 な 影 響 が み ら れ た （ R 2＝ 0 . 3 4 5）。 ま た ， 標 準 偏 回 帰

係 数 （ β ）よ り ,「 言 語 能 力 ・ 肯 定 的 意 識 」は「 学 級 風 土 」に 有 意 な 正 の

影 響 を 及 ぼ す こ と が 示 さ れ た （ β = 0 . 5 6 3， p < 0 . 0 1）。  

本 来 で あ れ ば 他 の 因 子 も 影 響 し て い る と 想 定 し て い た が ， 結 果 と し て

は そ れ ぞ れ の 尺 度 で 1 つ の 因 子 か ら し か 影 響 が み ら れ な か っ た 。し か し ，

今 回 影 響 が み ら れ な か っ た 言 語 に 関 す る 理 解 や 実 践 ， ま た ， 学 級 の 児 童

の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 態 度 に 関 す る 意 識 を 高 め て い く べ き で は な い だ ろ

う か 。 ま た ， 人 数 を 増 や し た り 対 象 を 広 げ た り す る こ と に よ っ て 結 果 が

変 わ る 可 能 性 が あ る た め ， こ の 結 果 に つ い て は 今 後 さ ら な る 調 査 ・ 検 討

が 必 要 で あ る 。  

 

１ ０ ． 自 由 記 述 に つ い て  

 通 常 学 級 に お け る 言 語 に 関 す る 困 難 の あ る 児 童 へ の 必 要 な 指 導 ・ 支

援 に つ い て ， 自 由 記 述 に よ る 質 問 を 行 っ た と こ ろ ， こ れ ま で に 挙 げ た 回

答 以 外 に は 「 個 に 応 じ た 指 導 ・ 支 援 」 に 関 す る 意 見 が 多 く 挙 げ ら れ て い

た 。内 容 と し て は ，「 全 体 の 中 で そ の 個 に 応 じ た 適 切 な 支 援 を 進 め て い く

こ と 」や ，「 そ の 子 に 合 っ た 言 葉 を か け ，ゴ ー ル を そ の 子 に 合 っ た も の に

し ， で き た ， わ か っ た と 達 成 感 が 持 た せ ら れ る よ う に す る 」 な ど と い っ

た ， 一 斉 指 導 の 中 で も 個 の 困 難 に 応 じ た 指 導 や 支 援 に 取 り 組 む こ と で ，

児 童 が 参 加 し や す か っ た り 達 成 感 が 得 ら れ た り す る よ う な 授 業 づ く り が
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必 要 で あ る と 考 え ら れ て い た 。他 に も ，「 適 切 な 実 態 把 握 」に つ い て 述 べ

ら れ て お り ，「 そ の 子 の ア セ ス メ ン ト か ら ，そ の 子 の 困 り 感 を 適 切 に 把 握

す る こ と 」や ，「 で き る こ と ，難 し い こ と を は っ き り さ せ て ，適 切 な 支 援

を す る こ と 」 な ど と い っ た 内 容 が あ っ た 。 さ ら に ， 因 子 分 析 で は あ が ら

な か っ た「 環 境 調 整 」に 関 す る 意 見 も 挙 げ ら れ て お り ，「 授 業 で は 課 題 を

明 確 に す る 。 視 覚 支 援 を 行 う 。 意 見 を 整 理 し ， 考 え や す く す る 等 」 や ，

「 感 情 カ ー ド を 用 意 す る な ど し て ， 今 思 っ て い る こ と を 表 現 し や す い ク

ラ ス 環 境 を 作 る 」 な ど と い っ た 意 見 が み ら れ た 。  

し か し ，対 応 の 難 し さ に つ い て 同 様 に 調 査 し た 結 果 ，「 個 に 応 じ た 指 導

の 限 界 」 に 関 す る 意 見 が 多 く 挙 が っ て お り ， 指 導 ・ 支 援 を 必 要 と 感 じ て

い る に も 関 わ ら ず 実 践 を 難 し く 感 じ る と い っ た 教 員 の 葛 藤 が み ら れ た 。

内 容 と し て は ，「 授 業 内 容 が 多 す ぎ て ，ゆ っ く り 関 わ る 時 間 を と り に く い 」

や ，「 困 り 感 を 解 消 す る た め の 指 導 が 担 任 一 人 で は 難 し い 」，「 一 斉 指 示 が

通 ら な い 際 に ， 個 別 に 回 る 必 要 が あ る が ， 回 っ て い る 内 に 指 示 を 理 解 し

た 児 童 が 待 つ 時 間 に な っ て し ま う 」 な ど と い っ た 意 見 が み ら れ ， 個 に 応

じ た 指 導 を 行 っ て い く 上 で は ， 授 業 と の 両 立 の 難 し さ だ け で な く ， 担 任

一 人 で 行 う こ と の 難 し さ や ， 他 児 の 進 度 と の 兼 ね 合 い の 難 し さ な ど ， 多

様 な 課 題 が あ る こ と が 示 唆 さ れ た 。  

だ が ，必 要 な 指 導 ・ 支 援 に お け る 他 の 意 見 と し て ，「 校 内 ・ 関 係 機 関 と

の 連 携 」 に 関 す る 意 見 が あ り ， 個 に 応 じ た 指 導 の 限 界 を 少 し で も 緩 和 す

る 方 法 と し て 考 え ら れ て い た 。内 容 と し て は ，「 一 人 に ば か り 時 間 を か け

ら れ な い か ら 人 を 増 や す 」や ，「 テ ィ ー ム テ ィ ー チ ン グ を し た り ，通 級 や

個 別 指 導 ， 専 門 機 関 へ つ な い だ り す る 」 な ど と い っ た ， 担 任 以 外 の 人 員

を 確 保 し 支 援 に つ い て 頼 る こ と や ， 言 語 の 困 難 を 専 門 と す る 機 関 へ と 児

童 を つ な ぎ ， よ り 指 導 を 充 実 さ せ る こ と が 必 要 で あ る と さ れ て い た 。  
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実 態 把 握 や 環 境 調 整 等 の 個 に 応 じ た 指 導 ・ 支 援 や ， 校 内 ・ 関 係 機 関 と

の 連 携 に し て も ， 児 童 を 一 番 近 く で 見 る こ と が で き る 担 任 の 教 員 が 理 解

を 深 め て い な け れ ば ， 実 践 を 行 っ た り ， 他 の 教 員 や 機 関 に 協 力 を 求 め た

り す る こ と が で き な く な っ て く る こ と が 考 え ら れ る 。 ま ず は 教 員 が 言 語

に 関 す る 困 難 に つ い て 知 識 を も ち ， そ の 児 童 に は ど う い っ た 指 導 ・ 支 援

が 必 要 な の か ，ま た ，他 の 機 関 に つ な げ る べ き で あ る の か な ど に つ い て ，

判 断 で き る よ う に な る こ と が 必 要 な の で は な い だ ろ う か 。  
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Ⅴ ． 総 合 考 察  

 

 今 回 の 調 査 を 通 し て ， 言 語 に 関 す る 困 難 の あ る 児 童 へ の 理 解 と 指 導 の

現 状 に 関 し て ， ① 「 語 彙 に 関 す る 困 難 」 や 「 文 法 ・ 文 脈 に 関 す る 困 難 」

の 理 解 の 不 足 と 「 語 彙 表 現 ・ 発 話 」 に 関 す る 指 導 の 難 し さ が あ る こ と ，

② 「 教 員 の 意 識 ・ 心 が け 」 の 指 導 ・ 支 援 に つ い て は 行 う こ と が で き て い

る こ と ， ③ 「 自 己 理 解 ・ 対 処 」 の 指 導 は 難 し い と 感 じ て い る こ と ， と い

っ た 3 つ の 状 況 が 示 唆 さ れ た 。  

ま ず ① に 関 し て ，「 語 彙 に 関 す る 困 難 」や「 文 法 ・ 文 脈 に 関 す る 困 難 」の

理 解 に つ い て ， 比 較 的 教 員 が 理 解 で き て い な い と 感 じ る 項 目 と し て 挙 げ

ら れ て い た 。 そ し て ，「 語 彙 表 現 ・ 発 話 」 に 関 す る 指 導 ・ 支 援 に つ い て ，

教 員 は 比 較 的 難 し さ 感 じ て い る 状 況 が み ら れ た 。 理 解 も 難 し く ， 実 践 も

行 う こ と が で き て い な い と 感 じ て お り ， こ う し た 状 況 は ， コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン 態 度 の 「 言 語 能 力 ・ 肯 定 的 意 識 」 に つ い て 学 級 の 児 童 が で き て い

な い と 考 え て い る と い う 結 果 に つ な が っ て い る の で は な い だ ろ う か 。 ま

た ，「 発 音 ・ 発 話 に 関 す る 困 難 」の 理 解 に つ い て は ，比 較 的 で き て い る と

感 じ て い る よ う で あ っ た 。 し か し ， こ う し た 困 難 の あ る 児 童 が い る こ と

に つ い て の 理 解 は あ る も の の ，同 じ く「 語 彙 表 現・発 話 」に 関 す る 指 導・

支 援 に つ い て 行 う こ と が で き な い と 感 じ て い る た め ， 課 題 意 識 は あ る も

の の ， 学 級 の 「 言 語 能 力 ・ 肯 定 的 意 識 」 は 解 決 で き な い ま ま と な っ て し

ま う こ と が 考 え ら れ る 。そ こ で ，教 員 の「 語 彙 に 関 す る 困 難 」や「 文 法 ・

文 脈 に 関 す る 困 難 」へ の 理 解 を 高 め て い き ，「 語 彙 表 現・ 発 話 」に 関 す る

指 導 ・ 支 援 を 行 う こ と が で き る よ う に し て い く こ と が 必 要 で あ る こ と が

考 え ら れ る 。 そ の た め に は ， 教 員 一 人 ひ と り が 言 語 の 困 難 に 対 し て 関 心

を 持 ち ， 日 常 的 な 情 報 収 集 ・ 交 換 や 事 例 検 討 ， 研 修 へ の 参 加 な ど を 積 極
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的 に 行 っ て い く こ と が 望 ま し い 。  

 ② に 関 し て ，「 教 員 の 意 識 ・ 心 掛 け 」と い っ た 指 導 ・ 支 援 に つ い て は 行

う こ と が で き て い る と 教 員 は 感 じ て お り ， ま た そ れ は コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ

ン 態 度 の 児 童 の「 心 理 的 困 り 感 」や「 周 囲 と の 比 較・劣 等 感 」の 無 さ や ，

学 級 風 土 の 「 支 え 合 い ・ 相 互 支 援 」 や 「 親 し さ 」 が あ る と い っ た 学 級 の

児 童 の 関 係 性 に つ な が っ て い る の で は な い だ ろ う か 。 自 由 記 述 に お い て

も ，「 児 童 が 自 身 の 障 害 に 対 し て ど う 思 っ て い る の か を 担 任 が 知 る こ と や ，

本 児 と 信 頼 関 係 を 築 く た め に 何 度 も 話 す こ と 」 が 大 切 だ と 考 え て い る と

い っ た 意 見 も あ り ， 本 人 に 対 す る 接 し 方 や ， 学 級 の 親 し さ ， 支 え 合 い ，

相 互 支 援 の 意 識 を 持 て る よ う に す る と い っ た 教 員 と し て の 心 構 え に つ い

て は ， 教 員 生 活 の 中 で 日 々 持 ち 続 け て い る の で は な い か と 考 え ら れ る 。  

 ③ に 関 し て ，「 自 己 理 解 ・ 対 処 」の 指 導 ・ 支 援 に つ い て は 難 し い と 感 じ

て い る こ と が ， 学 級 風 土 の 「 自 己 開 示 ・ 他 者 理 解 」 が で き て い な い 学 級

で あ る と 感 じ て い る こ と に つ な が っ て い る の で は な い か と 考 え ら れ る 。

自 由 記 述 に お い て も ，「 友 達 と の 関 わ り の 中 で ，自 分 の 気 持 ち を ，う ま く

伝 え ら れ な く て ト ラ ブ ル に な る こ と が あ る 」と い っ た 状 況 も み ら れ た が ，

「 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を す る 中 で ， 伝 わ り に く い よ う で あ れ ば 伝 わ る 言

い 方 を 教 え て 言 わ せ て み る 」 と い っ た 支 援 を 行 っ て い る と い う 意 見 も 挙

げ ら れ て い た 。 こ の よ う に ， ト ラ ブ ル も あ る 中 で ， 効 果 的 な 指 導 に つ な

が る と ま で は 感 じ ら れ て い な く と も ， 本 人 に ど の よ う に 対 処 し て も ら い

た い と い っ た 実 践 を 続 け て い る の で は な い か と 考 え ら れ る 。  

「 教 員 の 意 識 ・ 心 掛 け 」は あ る が ，「 語 彙 表 現 ・ 発 話 指 導 」や「 自 己 理

解・対 処 」と い っ た 指 導・支 援 が で き て い な い と 感 じ て い る 状 況 が あ り ，

発 音 ・ 発 話 と い っ た わ か り や す い 理 解 だ け で な く ， よ り 専 門 的 な 語 彙 や

文 法 ・ 文 脈 の 理 解 を 深 め ， さ ら に 「 語 彙 表 現 ・ 発 話 指 導 」 や ， 本 人 が 障
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害 と ど う 向 き 合 っ て い く べ き で あ る か と い っ た 「 自 己 理 解 ・ 対 処 」 に つ

な が る 指 導 ・ 支 援 に つ い て ， 事 例 検 討 会 や ス ー パ ー バ イ ズ な ど も 行 い な

が ら ， 教 員 の 理 解 と 実 践 を 深 め て い く べ き で は な い だ ろ う か 。  

今 回 の 調 査 で は ， 理 解 尺 度 に は 「 心 理 的 困 難 」 や 「 困 難 場 面 」 に 関 す

る 理 解 と い っ た 因 子 が み ら れ ず ， ま た 指 導 ・ 支 援 尺 度 に つ い て も 「 環 境

調 整 」 や 「 周 囲 の 理 解 促 進 」 と い っ た 因 子 が 挙 げ ら れ な か っ た 。 本 人 の

困 難 へ の 理 解 ・ 実 践 だ け で な く ， こ う し た 周 囲 に 対 す る 働 き か け に つ い

て も 検 討 が 出 来 る よ う 意 識 を 向 け ， ま ず は 本 人 へ ， そ し て 周 囲 へ と 理 解

や 指 導 ・ 支 援 を 拡 大 し て い く べ き で は な い だ ろ う か 。  

 本 調 査 結 果 か ら ， 教 員 に は 言 語 に 関 す る 困 難 の あ る 児 童 へ の 理 解 に つ

な が る 十 分 な 研 修 や 学 習 の 機 会 が な く 、 日 々 の 実 践 の 中 で 自 身 で の 検 討

は 行 っ て い る が 、 専 門 的 な 知 識 や 理 解 が 充 足 し て い な い と 感 じ て い る 現

状 が あ る こ と が 示 唆 さ れ た 。 困 難 の あ る 児 童 を 前 に し て 、 言 語 に 関 す る

課 題 意 識 は あ る も の の 、 自 身 の 実 践 に 自 信 が な い 状 況 が 考 え ら れ る 。 そ

う し た 状 況 を 変 え て い く た め に も 、 普 段 の 指 導 や 実 践 の 中 に 、 よ り 具 体

的 で 専 門 的 な 理 解 を 深 め ら れ る よ う な 仕 組 み が 必 要 で あ る と 考 え ら れ た 。 
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(編 )基 礎 か ら わ か る 言 語 障 害 児 教 育 ,  学 苑 社 .  

6 .  藤 野 博 ( 2 0 1 7 )  言 語 発 達 遅 滞 と そ の 理 解 .  日 本 言 語 障 害 児 教 育 研 究 会

(編 )基 礎 か ら わ か る 言 語 障 害 児 教 育 ,  学 苑 社 .  

7 .  原 由 紀 ( 2 0 1 0 )  流 暢 性 障 害 の 基 本 概 念 ・ 治 療 の 原 則 と 流 れ .  城 本 修 ・

原 由 紀 (編 )  標 準 言 語 聴 覚 障 害 学 発 声 発 語 障 害 学 ,  医 学 書 院 .  

8 .  井 戸 伸 之 ・ 左 藤 敦 子 ( 2 0 1 8 )  通 級 指 導 教 室 (難 聴 ・ 言 語 障 害 )と 特 別 支

援 学 校 (聴 覚 障 害 )に お け る 連 携 お よ び 協 力 の 現 状 と 課 題 .  筑 波 大 学

特 別 支 援 教 育 研 究 ,  ( 1 2 ) ,  7 3 - 8 1 .  

9 .  伊 藤 亜 矢 ・ 松 井 仁 ( 2 0 0 1 )  学 級 風 土 質 問 紙 の 作 成 ,  教 育 心 理 学 研 究 ,  

4 9 ,  4 4 9 - 4 5 7 .  

1 0 .  小 林 宏 明 ( 2 0 0 4 )  吃 音 を も つ 児 童 ・ 生 徒 の 支 援 に 関 す る 実 態 調 査 .  

金 沢 大 学 教 育 学 部 紀 要 ，  5 3 ,  2 1 9 - 2 3 3．  
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1 1 .  小 林 宏 明 ( 2 0 1 0 )  吃 音 の 発 達 と 進 展 の メ カ ニ ズ ム .  城 本 修 ・ 原 由

紀 (編 )  標 準 言 語 聴 覚 障 害 学 発 声 発 語 障 害 学 ,  医 学 書 院 .  

1 2 .  小 林 宏 明・川 合 紀 宗 ( 2 0 1 3 )  特 別 支 援 教 育 に お け る 吃 音・流 暢 性 障

害 の あ る 子 ど も の 理 解 と 支 援 ,  学 苑 社 .  

1 3 .  小 林 宏 明 ( 2 0 1 5 )  「 吃 音 」に 対 す る 心 理 面 も 含 め た 理 解 と 学 校 現 場

に お け る 対 応 .  実 践 障 害 児 教 育 ,  2 0 1 4 年 1 月 号 ,  2 0 - 2 3 .  

1 4 .  小 林 宏 明 ( 2 0 1 7 )  吃 音 児 の 支 援 .  日 本 言 語 障 害 児 教 育 研 究 会 (編 )

基 礎 か ら わ か る 言 語 障 害 児 教 育 ,  学 苑 社 .  

1 5 .  小 林 宏 明 ( 2 0 2 0 )  吃 音 の あ る 学 齢 児 の 指 導 (訓 練 )・支 援 ．子 ど も の

こ こ ろ と 脳 の 発 達 ， 1 1 ( 1 ) ,  4 8 - 5 4 .  

1 6 .  小 島 道 生 ・ 吉 利 宗 久 ・ 石 橋 由 紀 子 ・ 平 賀 健 太 郎 ・ 片 岡 美 華 ・ 是 永

か な 子 ・ 丸 山 啓 史 ・ 水 内 豊 和 ( 2 0 1 1 )  通 常 学 級 で の 特 別 支 援 教 育 に 対

す る 小 ・ 中 学 校 の 担 任 教 師 の 意 識 構 造 と そ の 影 響 要 因 .   特 殊 教 育 学

研 究 ,  4 9 ( 2 ) ,  1 2 7 - 1 3 4 .  

1 7 .  国 立 特 別 支 援 教 育 総 合 研 究 所 ( 2 0 1 6 )  平 成 2 8 年 度 全 国 難 聴 ・ 言 語

障 害 学 級 及 び 通 級 指 導 教 室 実 態 調 査 .  

1 8 .  楠 敬 太・金 森 裕 治・今 枝 史 雄 ( 2 0 1 2 )  障 害 理 解 教 育 の 評 価 に 関 す る

研 究 -児 童 生 徒 版 障 害 者 に 対 す る 多 次 元 的 態 度 尺 度 の 開 発 を 通 し て - .  

大 阪 教 育 大 学 紀 要 ,  6 1 ( 1 ) ,  5 9 - 6 6 .  

1 9 .  牧 野 泰 美 ( 2 0 1 7 )  難 言 教 育 に お け る 子 ど も と の 関 わ り と 教 室 経 営

の 基 礎 基 本 .  日 本 言 語 障 害 児 教 育 研 究 会 (編 )基 礎 か ら わ か る 言 語 障

害 児 教 育 ,  学 苑 社 .  

2 0 .  松 本 禎 明・須 川 果 歩 ( 2 0 1 3 )  発 達 障 害 の 子 ど も の 支 援 に 関 す る 小 学

校 教 諭 の 意 識 に 関 す る 調 査 研 究 .  九 州 女 子 大 学 紀 要 ,  5 0 ( 2 ) ,  1 6 9 -

1 8 5 .  
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2 1 .  松 村 勘 由・牧 野 泰 ( 2 0 0 4 )  わ が 国 に お け る 言 語 障 害 教 育 を 取 り 巻 く

諸 問 題 -変 遷 と 展 望 - .  国 立 特 殊 教 育 総 合 研 究 所 紀 要 ,  3 1 ,  1 4 1 - 1 5 1 .  

2 2 .  文 部 科 学 省 ( 2 0 1 3 )  言 語 障 害 教 育  言 語 障 害 教 育  特 別 支 援 学 級  障

害 の 程 度 .  

2 3 .  文 部 科 学 省 ( 2 0 1 9 a )  令 和 元 年 度  通 級 に よ る 指 導 実 施 状 況 調 査 結

果 に つ い て .  

2 4 .  文 部 科 学 省 ( 2 0 1 9 b )  特 別 支 援 教 育 に 係 る 教 育 職 員 免 許 状 に つ い て .  

2 5 .  文 部 科 学 省 ( 2 0 1 7 )  小 学 校 学 習 指 導 要 領 解 説 (国 語 編 ) .  

2 6 .  長 澤 泰 子・太 田 真 紀 ( 2 0 0 3 )  教 育 臨 床 に お け る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

分 析 の 試 み :吃 音 の あ る 子 ど も と 教 師 の 話 し 合 い 場 面 に つ い て .  日 本

橋 学 館 大 学 紀 要 ,  2 ,  3 - 1 3 .  

2 7 .  中 村 淳・大 橋 佳 子 ( 1 9 9 3 )  小 学 生 吃 音 児 を 対 象 と し た コ ミ ュ ケ ー シ

ョ ン 自 己 評 価 尺 度 の 検 討 .   日 本 特 殊 教 育 学 会 第 3 1 回 大 会 発 表 論 文

集 ,  4 3 6 - 4 3 7 .  

2 8 .  日 本 精 神 神 経 学 会 (日 本 語 版 用 語 監 修 ) ( 2 0 1 4 )  高 橋 三 郎 ・ 大 野 裕

(監 訳 )  D S M - 5 精 神 疾 患 の 分 類 と 診 断 の 手 引 .  医 学 書 院 .  

2 9 .  野 島 真 弓・見 上 睦・中 村 貴 志 ( 2 0 1 0 )  吃 音 児 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

態 度 と 吃 音 重 症 度 ,吃 音 の 自 意 識 , 指 導 方 法 と の 関 係 に つ い て の 検

討 : C o m m u n i c a t i o n  A t t i t u d e  T e s t を 用 い て .  特 殊 教 育 学 研 究 ,  4 8 ( 3 ) ,  

1 6 9 - 1 7 9 .  

3 0 .  緒 方 祐 子 ( 2 0 1 0 )  小 児 の 発 話 障 害 の 評 価 と 訓 練 .  城 本 修 ・ 原 由 紀

(編 )標 準 言 語 聴 覚 障 害 学 発 声 発 語 障 害 学 ,  医 学 書 院 .  

3 1 .  大 伴 潔 ( 2 0 0 1 )  発 語 の 著 し い 不 明 瞭 さ に 関 す る 研 究 動 向 :理 解 に 比

べ て 表 出 が 困 難 で あ る 表 出 性 言 語 発 達 遅 滞 の 機 序 と 支 援 法 .  特 殊 教

育 学 研 究 ,  3 9 ( 2 ) ,  7 9 - 8 4 .  
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3 2 .  大 伴 潔・大 井 学 ( 2 0 1 1 )  特 別 支 援 教 育 に お け る 言 語・コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン ・ 読 み 書 き に 困 難 が あ る 子 ど も の 理 解 と 支 援 ,  学 苑 社 .  

3 3 .  大 伴 潔 ( 2 0 1 7 )  言 語 発 達 遅 滞 児 の 支 援 .  日 本 言 語 障 害 児 教 育 研 究

会 (編 )基 礎 か ら わ か る 言 語 障 害 児 教 育 ,  学 苑 社 .  

3 4 .  大 伴 潔 ・ 林 安 紀 子 ・ 橋 本 創 一  ( 2 0 1 8 )  ア セ ス メ ン ト に も と づ く 学

齢 期 の 言 語 発 達 支 援 - L S C A  

3 5 .  を 活 用 し た 指 導 の 展 開 - .  学 苑 社 .  

3 6 .  大 伴 潔 ( 2 0 1 9 )  言 語 障 害 通 級 指 導 に お け る 語 彙 を 育 て る 指 導 方 法

に 関 す る 調 査 .  東 京 学 芸 大 学 紀 要 ,  7 0 ,  1 5 9 - 1 6 6 .  

3 7 .  大 伴 潔・溝 江 唯 ( 2 0 1 9 )  言 語 障 害 通 級 指 導 に お け る 指 導 方 法 に 関 す

る 調 査 :言 語 表 現 ・ 言 語 理 解 ・ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 領 域 に 焦 点 を 当 て

て .  東 京 学 芸 大 学 教 育 実 践 研 究 支 援 セ ン タ ー 紀 要 ( 1 5 ) ,  1 0 7 - 1 1 4 .  

3 8 .  酒 井 奈 緒 美 ( 2 0 1 0 )  評 価 の 実 際 .  城 本 修 ・ 原 由 紀 (編 )  標 準 言 語 聴

覚 障 害 学 発 声 発 語 障 害 学 ,   医 学 書 院 .  

3 9 .  坂 田 善 政 ( 2 0 1 0 )  幼・小 児 期 の 発 達 性 吃 音 の 治 療 .  城 本 修・原 由 紀

(編 )  標 準 言 語 聴 覚 障 害 学 発 声 発 語 障 害 学 ,  医 学 書 院 .  

4 0 .  左 藤 敦 子 ・ 池 田 彩 乃 ・ 山 中 健 二・四 日 市 章 ( 2 0 1 6 )  特 別 支 援 教 育 に

お け る 現 職 教 員 の 研 修 ニ ー ズ：特 別 支 援 教 育 制 度 施 行 7 年 後 の 特 別 支

援 学 校 の 現 状 と 展 望 .  筑 波 大 学 特 別 支 援 教 育 研 究 ,  1 0 ,  5 3 - 6 3 .  

4 1 .  城 野 明 子 ・ 久 保 田 功 ・ 楠 本 季 佐 子・村 田 清 高 ( 1 9 9 5 )  言 語 発 達 遅 滞

児 の 追 跡 調 査 .  音 声 言 語 医 学 ,  3 6 ,  3 8 7 - 3 9 6 .  

4 2 .  植 田 康 頌 ( 2 0 1 7 )  吃 音 の あ る 児 童 へ の 指 導 ・ 支 援 の 在 り 方 .  静 岡

大 学 大 学 院 教 育 実 践 高 度 化 専 攻 成 果 報 告 書 抄 録 集 7 ,  9 7 - 1 0 2 .  

4 3 .  上 村 逸 子 ( 2 0 1 2 )  通 級 指 導 教 室 に お け る 課 題 と 展 望 -「 こ と ば の 教

室 」 を 中 心 に - .  大 阪 教 育 大 学 障 害 児 教 育 研 究 紀 要 ,  ( 3 4 ) ,  2 3 - 3 2 .  
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4 4 .  渡 部 玲 二 郎・江 幡 綾 子 ( 2 0 1 5 )  児 童 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能 力 を 高

め る た め の 実 践 研 究 ( 1 ) -小 学 校 に お け る ア サ ー シ ョ ン ト レ ー ニ ン グ

の 試 み - .  茨 城 大 学 教 育 学 部 紀 要 ,  6 4 ,  3 5 3 - 3 7 0 .  

4 5 .  W a t s o n  M .  M .  &  L e a h y ,  J . ( 1 9 9 5 )  M u l t i m o d a l  t h e r a p y  f o r  a  

c h i l d  w i t h  d e v e l o p m e n t a l  a p r a x i a  o f  s p e e c h : A  c a s e  s t u d y .  C h i l d  

L a n g u a g e  T e a c h i n g  a n d  T h e r a p y ,  1 1 ,  2 6 4 - 2 7 2 .  
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い た し ま す。  
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