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自閉症児の各領域 ･ 教科における ｢過 ご しにくさ｣ に関する考察

- 自閉症児 に関わる養護学校教員の意識調査 を通 して -
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近年 ､ 自 閉症 児に対す る指導 の 成果が 問い 直 され て お り ､ 指導方法 の 開発が 進め られ て い る ｡ た だ､ 現時点で

自閉症 児 は知 的障害養護学校 に在籍 し , そ の 教育課程 に基づ い た 指導 を う けて お り ､ 成果 を問 い 直す には ､ 現行

の 指導 の 中で課題 を 明らか にす る必要が ある｡ そ こ で 本研究で は ､ 知的障害養護学校 にお ける 各領域 ･ 教科に お

い て ､ 自 閉症児が 示 す ｢過 ご し にく さ｣ の 整理 を試み た ｡ 具体的 には ､ 彼 らの ｢過 ご しに く さ｣ に関 して , 教員

に ア ン ケ
ー

ト調査 を実施 し , 各領域 ･ 教科 ご と の 傾向 を抽 出､ 分析 した ｡ そ の 結果､
｢ 美術｣ ｢ 生 活単元学習｣ ｢全

校集会｣ にお い て ,
｢ 過 ご し にく さ｣ が 顕著 に認め られ , そ の 理由 と して ｢対人 関係の 困難 さ｣ ｢興味 ･ 関心 の 幅

の 狭 さ｣ が 想定さ れ た ｡ また ､ 解消方法 と して ｢活動 へ の 見通 しが 持 て る情報 提供｣ ｢学習環境 の 構造化｣ な ど

が 考 え ら れ た｡ 今後の 課 題 と して ､ 自 閉症 児に 見 られ る 各領域 ･ 教科 ご と の ｢過 ご しに く さ｣ の 整理 を継続 し､

授業 に活か して い けるよ う にする こ とが あ げ られ た ｡
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1 はじめ に

文部科学省 ｢ 今後 の 特別支援教育 の 在 り 方 に つ い て

( 最終報告) ｣ に 見 られ る よ う に､ 全国的に 自閉症児 に対

する 従来の 指導の 成果が 問い 直さ れ て い る｡
こ の 流 れ を

受けて , 自閉症児に 特化 した 教育内容を研究 して い る 学

校が あ る ｡

鳴門教育大学附属養護学校で は ､ 自閉症の 指導プ ロ グ

ラム の 開発 と して
､ 彼ら の か た よ っ た 社会性 の 発達 に着

目 して 自立活動の 見直 しに 取り 組ん で い る
｡ 現行 の 5 区

分 2 2 項目を も と に 自閉症 の 特性 を再整理 し､
｢社会 との

関わ り｣ を 加え た 6 区 分 13 項目 を提案 して い る｡ ル ー

ル 理 解 や 人 との 関わ り な ど を 指導事項 に 盛 り込 ん で い

る｡ 筑波大学附属久 里浜養護学校 で は 自閉症児 の 指導 に

特化 した養護学校 とい う位置づ け で , 彼 ら の 障害特性 を

反映 させ た課題学習や 自立活動 の 内容 を検討 し て い る｡

自閉症 児 に対す る個別 の 課題学習に お け る
``

配慮点
"

の

抽出や ､ 自立活動 にお ける 新 区分 ｢ 社会的適応｣
｢ 自律

的活動｣ の 導入 に 取り組 ん で い る｡

三 重大学教育学部附属養護学校 にお い て も在籍者 の 6

割以上 を 自閉症児が 占め て お り､ 今後 も 増加が 予測 され

る｡ そ こ で ｢ 自閉症児 の 指導 の 専門性｣ の 向上 をか か げ､

そ の 専門性 を学校生活 の 中で の ｢ 過 ご しに く さ｣ の 軽減

と とら え る こ と か ら 着手 した｡ 自閉症児 の 障害特性か ら

彼 ら の 学校生括 に お ける ｢ 過 ご しに く さ｣ は様 々 に想定

さ れ, そ の 解消方法 に も様 々 な ア プロ ー チが 考 え られ よ

う｡ 本研究 で は､ まず知的障害養護学校 で あ る本校 の 教
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育課程の 範囲内で そ の ｢過 ご しに く さ｣ を解消す る こ と

を考 え た｡ 具体的に は 本校 の 教育課程に沿 っ て ､ 各 々 の

領域 ･ 教科 ご と に 認め られ る ｢過 ご しに く さ｣ を抽出す

る こ とを考 え た｡

わ た した ち 教員が領域 ･ 教科 ご と に自閉症児 の ｢ 過 ご

しに く さ｣ を見出そ う とす る と き､ そ れ を実感する の は ､

授業場面 で の 指導 に 対 し て 彼 ら が 活動 へ の 不適応 と い

う ｢過 ご しに く さ｣ の サ イ ン を示 す と き で は な い だ ろう

か｡ 彼 ら が そ の サ イ ン を 出す と き, わ た し た ち は自閉症

児に対す る ｢指導 の しに く さ｣ を実感す る の で はな い だ

ろ う か｡ そ こ で今 回 は､ 自閉症児 の ｢ 過 ご し にく さ｣ を

解釈す る に あ た っ て
､ 教員 の ｢ 指導 の し に く さ｣ か ら考

え る こ と に し た｡

本校 で も以前か ら 自閉症児 に 対する ｢ 指導 の し にく

さ｣ に つ い て の 指摘 は あ っ た ｡ そ れ は美術や 生活単元学

習 な ど で 顕著 に指摘 され て き た｡ 見本 を 見せ る と そ の

イ メ ー ジ に と ら わ れ て し ま う 美術や 話 し合 い 活動 を 中

心 に し た よ う な 生活単元学習 で は､
｢ 指導に 乗り に く い｣

と い う意味で確か に強 く感 じ られ た の で あ ろ う｡ こ れ は

自閉症児 の 特性 を 考え れ ば 当 然の 結果 と も考 え られ る｡

しか し なが らわ た し た ち は 日 々 の 授業で , 自閉症児の 特

性 をか み 砕 い て 理 解す る と 同時 に ｢ 指導 の し にく さ｣ を

解消 し て い く必要が あ る
｡

2 目的

本研究 で は, 自閉症児の 学校生括 にお ける ｢ 過 ご し に

く さ｣ を解消す る に あた っ て
､ まず教員の ｢ 指導の し に
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森井 博之 ･ 坂本 学 ･ 井上

< さ｣ を抽出する ｡ そ の 上 で 知的障害義務学校 に お け る

各 々 の 領域 ･ 教科 ご と に ､ 自閉症 児 の ｢ 過ご し に く さ｣

と し て 分析 ･ 整理 し, 有効 な改善方法 に つ い て の 指針を

得る こ と と す る ｡

3 方法

日 頃か ら わ た し た ち が実感 し て い る 自閉症 児に 対す る

｢ 指導の し に く さ｣ を ､ あ ら た め て 領域 ･ 教科 の 枠 で 整

理す る こ と を考 え､ 三 重大学教育学部附属養護学校教員

( 全 29 名 : ′ト学部 9 名､ 中学部9 名､ 高等部 1 1 名) を

対 象に ア ン ケ - ト調 査 を実施 し たo

ア ン ケ ー ト は 以 下 の よ う に
､ 本校 で 実施 さ れ て い る

各々 の 教科 ･ 領域 に つ い て ｢指導の し に く さ｣ を ( 感L:

る) ( や や 感L: る) ( あ ま り 感 じ な い) く感 じ な い) の 4

件法で 回 答する 形 式と し た｡ また( 感L; る) ( や や 感L: る)

に 回 答し た 場合は ､ そ の 理 由 を自閉症 の 特性と し て あ げ

た 5 つ の 選択肢 ( 二二内に 示 す) か ら 選択す る 形 式と

し た o 以下に 質問項目を 示す.

分析の 観点 とし て ラ イ フ ス テ - ジ別の 特徴を 把握す る

た め に ｢ 学部別｣ を . 自閉症 児 の 指導経験の 浅い 教員と

豊富な 教員の 意識の 違 い を手巴超する た め に ｢ 自閉症 児の

指導経験年数別｣ を､ それ ぞ れ 設定 し た ｡

自閉症児に 対する指導 の しに く さ ア ン ケ
ー

ト

･=L7 教科 : ｢音楽｣ ｢ 体育J ｢ 美術｣ に つ し】て 指導 の し に く さ

を 感 じ ます か ～

･恩領域 : r 課 題 学 習 ( 自 1

1

[
_ 活 動)｣ ｢ 全 校集 会｣ に つ い て 指

導の し に く さ を 感じ ま す か ?

(■蔓傾 城 . 教科を あ わ せ た指 導: ｢ 生 活革7 T: 学習｣ ｢ 作業学習J

｢快活 動｣ ｢ 朝の 会 / 帰 り の 会｣ ｢ 給 食｣ に つ い て 指 導

の し に く さ を 感じ ます か ?

④11. 記 の 教 科
･

領 域 に お け る 指導 の し に く さ の 原因 に 以

下 の もの が 該当 し ます か ?

言 葉の 遅れ . 対 人関 係 の 困憩 さ

興 味の 範田 の 残 さ
･ 変化 に 対す る抵抗

ア ン / ( ラ ン ス な惑う乏

● 自閉症児の 指 導経験年数別の 結果

泰之 ･ 石 倉 裕晃 ･ 姉崎 弘

回収結 果 は 各海域 ･ 教科 に お け る ｢ 教え に く さ｣ と し

て 抽出 す る
｡

そ の 上 で 各教科 . 範域 に 特有 で . 自閉症 児 に 顕著だ と

考え られ る ｢ 過 ご し に く さ｣ を導 き だし ､ そ の 解消 に 必

要な配慮事項 を考察す る ｡

4 結果

回 答結果を ｢ 教員全体｣ ｢ 自閉 症 児 の 指導寝顔年数別｣

｢ 学部別｣ の 観点 で 整理 し た. 以 下 に 項 目 別に 認め られ

る 傾向をあげ る ｡

教科 : ｢音 楽｣ ｢美術｣ ｢ 体 育｣ の 指導の しに< さ

教員全体 で ( 感 じ る) ( や や 感 じ る) とい う ｢ 指導 の

し に く さ｣ に 回 答 し た の は, 音楽 で 5 割. 美術で () 苦り､

体育で 6 割と い う 結果に な っ た ｡

経験年数別の 傾向は 3 教科 と も類似し て お り. 経験 が

増す に つ れ て ( あ ま り 感 じ な い) ( 感 じ な い) の 割合が

高く な る 結果で あ っ たo

調査 の 実施前か ら 教員が 感じ て い た ｢ 美術は 指導 し に

く い｣ と い う 印象が こ こ で も明 ら か に な っ た ｡ そ の 理 由

と し て ほ と ん どの 教員が ｢ 興味の 範囲の 狭さ｣ を選択し

●教員全体の 結果
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自閉症 児 の 各碩域 ･ 教科に お け る ｢ 過ご しに く さ｣ に 関す る 考察
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●学部別 の結果
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て お り ､ 題材選びに 多く の 教員が 苦労 し て い る こ と が推

測 され たb

領域 : ｢ 課 題 学習 (自立語 動) ｣ r 全校集会｣ の 指導の し に

く さ

教員全体で ｢指導 の し に く さ｣ に 回答 し た の は. 課 題

学習 ( 自立活 動) で 三! 割 ､ 全校集会 で 9 割 で あ っ た｡ 両

者と も に 学部別､ 経験年数別 の 差 が ほ と ん ど認 め ら ず､

同様 の 傾向を 示す 結果で あ っ た｡

全校集会 に つ い て は指導 の し に く さ の 理 由 と し て ｢ 対

人 関係の 困 灘 さ｣ ｢ 変(t: へ の 抵抗｣ に 多 < の 教員が 回 答

して お り､ 集団活動 の 苦手な 自閉症児に 対し て 教員が指

導 の し に く さ を感 じ て い る こ と が推測 され たo

課 題学習 ( 自立活 動) は 基本白勺に 2 ､ 3 名 ま で の 少 人

数で 授業 を進 めて お り､ 個別的 な配慮が で き て い る た め

指導 の し に く さ を感 じ に く い と い う こ と で あ ろ う. 一方､

全校集会 は 大 きな 集Ei[で あ る こ と､ 見通 し の 持 ち に く い

こ とな ど､ 参加 し にく い 状況 が 認 め られ る こ と に よ る と

考 え られ る ｡

領域 ･ 教科 を あ わ せて た 指導 : ｢ 生 活 単元 学習｣ ｢作業学習｣

｢係活動｣ ｢朝の 会 / 帰り の 会｣ ｢給食｣ の 指 導の しに< さ

教員全体で ｢ 指導 の し に く さ｣ に回 答 した の は 生活単

元 学習 で 9 割､ 作業学習 で 2 割､ 係活動 で 1 割､ 朝 の

会/ 帰 り の 会で 4 乱 給食 で 3 割 で あ っ たo

生 活単元学習は 以 前か ら 指導 の し に く さ が 指摘 され て

い た が ､ そ の 理 由 と し て ｢ 対 人 関係｣ ｢ 興味 の 範囲 の 狭

さ｣ に 多く の 教員が 回 答し て い る ｡ 興味 ･ 関心 か ら題材

作り をは じ め る こ とや 授業内容 に 相談活動な ど を盛 り込

む 必 要が あ る こ とな どが 関係 し て い る と 考え ら れ る ｡ 高

等部で は 指導の し に く さ が 減少し て い る が ､
こ れ に は 生

活単元学習の 授業時数の 少な さ ､ 行 事の 準備 を中心 に し

た パ タ ー

ン 化 しや す い 学習内容が 関係し て い る と考え ら

れ る ｡

作業学習や 係活動 は 指導内容 を構造化し や す く , ワ ー

ク シ ス テ ム を 構成す る こ と で 見通 し を持 た せ や す い た

め､ 指導の し にく さ を感 じな く て も よ い も の と思 わ れ る o

経験年数 2 年未満 の 教員の 半数が 指導の し に く さ を感 じ

て し1 る が . 3 年以降 に な る と激減する た め ､

一

定期間 の

経験 で コ ツ を つ か め て い る も の と 思 わ れ る ｡

同様 に 朝 の 会/ 帰 り の 会や給食は 活 動の 目 的が は っ き

り し て い る こ と, 毎 日 の く り 返し に よ っ て パ タ
ー

ン 化し

や す い こ と か ら 自閉症児 に と っ て わ か り や す い も の と考

え られ る ｡

5 考察

以 上 の ア ン ケ -

卜結果よ り . わ た し た ち が 漠然と ｢ 指

導 の し に く さ｣ を感 じ て い た 部分を ､ あ ら た め て 確認 す

る こ とが で き た｡

そ こ で ア ン ケ
ー

ト結果に 基づ い て ､ 領域
･

教科別に 考

え られ る ｢ 過 ご し に く さ｣ と そ れ に 対す る 配慮事 項 を考

察 し て み た い
｡

●図エ ･ 美術

･ 自 閉 症 児 は 想億 や = 夫 t 完成 像の イ メ- ジ が 難 し< .

見 本が な い と見 通 しが 持て な い 場合 が 多 い . しか し な

が ら､ 図 工 ･ 美術 と い う 教科の 特 性上 . 見 本の 提示 は ､

創 造 性 や 工 夫 を 阻 害す る こ と に つ な が り ､ 好 ま しく な

い o

･

見 通 し の 持 ち に く さ は ､ 活 動 の お も し ろ さ や 楽 し さ ､

完成 に伴 う 達成感 や 成 就感 に も つ な が り に く く . 結果

的 に主 体的な 活動 には つ な が らな い
｡

･ 見通 し が持て て も制作 意欲 には 結び つ き にく い
｡ 興 味 .

関 心 の 幅 が狭 い 自 閉症 児 に と っ て は ､ 完成が 単 な る 目

的 に な っ て L , ま っ て . 強 迫 的 に制 作を 続 け て しま う 場

合が 少な く な い
c あ る い はP艮前の 材料が な < な っ て 次 々

に進 め られ な い 状 況 にな る と , 自 分 か ら 要求す る こ と

な く 制作が 途絶え . 敢席 して し ま う こ とが あ る ｡
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自閉症 児 が 図 工 ･ 美術 の 学習 に主体的 に参加 で き る よ

う にす る た め に は, 見本や 示 範が 必要 にな る と考 え る べ

き で あ ろ う｡ 見本 の 提示 は新 し い 情報 の 伝達 と考 え, 積

極的に取 り入 れ る必 要が あ るだ ろ う｡ 見本は で き あが っ

た状態 の も の を示 し､ 常 に確認 で き る よ う に して お く こ

と が有効 と考 え られ る｡

ま た 同
一

の 題材 を継続的 に扱 っ て い く こ と も有効 と考

え られ る
｡ 彼 ら の 本来 の 創意 工 夫は ､ 見通 し を持て た 後

に こ そ 発現す る と考え られ る｡ そ の た め には 同
一

の 題材

を何 回 もく り返す こ とが ､ 学習内容 を理 解す る こ と に つ

なが り､ そ れ が 興味 ･ 関心 へ と つ な が っ て い く もの と考

え られ る｡ 同様 の 視点 と し て
､ 有名な 美術作品の 模写な

ど に取 り組む こ とで ､ オ リ ジナ リ テ ィ の あ る表現が 発現

して い く 可能性 も考え られ る｡

図工
･

美術 を余暇的な 楽 しみ とする 自閉症児 もあ る こ

とか ら､ 学校 にお け る 図 工
･ 美術の 学習が , 彼 らの 豊か

な 余暇生活 につ な が っ て い く こ と を期待 した い
｡

●音楽

･ 活動そ の もの の 音量 ､

一 斉 指導を 中心 に した 指導形 態

に起 因する 集 団 の馬毒々 しさな ど､ 自閉症児 が 苦手と す

る 音刺激の 多 さか ら不安定に なる場 合が 認め られ る ｡

自閉症児の 聴覚過敏が ｢ 過ご しに く さ｣ に 影響する と

想定 して い た が ､ ア ン ケ ー トに は 授業に 支障を 来す レベ

ル の 過敏さ が 認め ら れ な か っ た ｡ 授業に お い て は , 音楽

室 へ の 移動, 学習順序の パ タ ー

ン 化な ど, 見通 しの 持ち

や す い 設定が とり や すい こ とで , 不安な く 落ち 着い て 学

習 に参加 で き て い る と思 わ れ る ｡

音楽 に乗 っ て 楽 しむ 様子 も多々 見ら れ る こ とか ら, 彼

ら の 聴覚過敏が 突発的な 大音量や 特定の 種類の 音に 限ら

れ て い るの で は な い か とさ え 思え る｡ 美術同様, 音楽鑑

賞 を趣味 とす る自閉症児は 少な く な い た め ､ 豊か な 余暇

生活 へ の つ な が り も意識 して 指導 した い
｡

●体育

･ 運動 に ぎ こ ち なさ を 示 す自 閉症 児 は 少なく な い｡ 示 範

を 見て の 動作模 倣が難 しく ､ 身体 の 動 か し方 を言葉で

説 明され て もわか り にく い ｡

･ ゲーム 性 の あ る種 目 に おい て は ､ ル ール 理 解や チーム

プ レーな どを 要求 され ると難 しい｡

他者 の 動 き (身体 の 動 か し方, 場所 の 移動､ 順番な ど)

が モ デ ル に な る た め､ す ぐに対応 で き な く て も, 同
一

の

運動に じ っ く り取 り組 ん だり, 何度 も く り返 し た りす る

こ と で 何を した ら よ い の か が理 解 され や す い
｡

運動の ぎ こ ち な さ は, あ く ま で も客観的な評価 で あ る

た め本 人 の ｢過 ご し に く さ｣ に は つ な が り に く い も の と

思 わ れ る｡

一

方 ､ ゲ ー ム 性の あ る球技な どの 種目に つ い

て は ､ ル ー ル 理 解の 難 しさ か ら 積極的な 参加が 認め にく

い ｡

●全校集会

･ 大勢で の 活動 ゆえ に ､ 予測不 可能な 騒 音や 反 響音､ 放

送機器 の 拡声 音な どの 影響が あり ､ 聴 覚過敏 か らく る

｢ 過 ご し にく さ｣ が認 め られ る
｡

･ 活動内容 が 必ず しも一定で な く ､ 生徒 が 進行 する こ と

で 見 通 しが持 ち にく く､ 不安 を 感 じて 集 団 か ら離れ て

しまう 子 どもが 少なく ない
｡

･ 空調設備 が 整わ な い 体 育館で 実施す る た め ､ 暑 さや 寒

さ が顕著で ､ 落 ち着 けない 子 が い る｡

ア ン ケ ー ト結果 に は ｢ 対 人 関係 の 困難 さ｣ ｢ 変化 へ の

抵抗｣ が あ げら れ て い た が,
コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン の 難 し

さ や 興味 ･ 関心の 幅の 狭 さ な ど､ 集団活動 が有す る総合

的な 課題が す べ て影響 して い る と推測 され る｡

よ っ て 集団参加 に伴 う不安要素を い か に取 り除ける か

が 具体的な 配慮事項 に な る だろ う｡ 集会 の 進行 を可能 な

限り パ タ ー

ン 化 し､ 活動 の 順番や 内容, 場所 を視覚情報

と して 提示 する な ど構造化 の 手法 を取 り入 れ た い ｡

●自立活動 (課題学習)

･ 個 々 の 実 態 に基 づ い た 少人数編成 の 授業 形 態 を と っ て

い る た め ､ 個 に応 じた 配慮が しや すく ､
｢ 過 ご しにく さ｣

は 少な い｡

個室に移動 した後､ 個別 に授業 をす る た め､ 子 ども に

とっ て は 落ち 着い た環境 で の 学習 が可能 に な る｡ も ち ろ

ん 学習内容 も個 々 の 課題 に即 した も の に な っ て お り, 敬

り 組 み や す い 活動 に な っ て い る ｡ も と も と 自閉症児 に

と っ て の 個別的な課題 の 有効性 を指摘す る先行研究 は多

く
､ 本校 の 課題学習 もそ の 形 態 を と っ て い る こ とか ら｢ 過

ご しに く さ｣ に は つ なが ら な か っ た も の と い え よ う
｡

た だ し､ 自閉症児 に対す る自立活動の 内容に つ い て は ､

今後 の 検討が必要で あ る｡ 内容 を よ り精選 し, 例 えば彼

ら の 苦手とす る コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン に関す る指導な ど を

どの よ う に考 え るか が 課題 に な る｡

● 日常生活の 指導

･ ｢ 係活 動｣ は 毎 日継続 さ れる 活動で あ り ､ 放送 に よ る 合

図 ( タ イ ム キー プ機能) もあり ､ 見 通 しが 持 ちや すく ､

過 ご しにく さは 認め にく い
｡

･ ｢ 朝の 会｣ も毎 日 ､ ほ ぼ同 じ内容､ 座席,
パ ター ンで 進

め られ るた め ､ 見 通 しが 持ちや す い
｡

･ ｢ 給食｣ は ､ 自閉症児に 顕 著な 感覚の過敏 (食感や 喉 ご し)

が 影響 し､ 偏 食や 二 度食 い が 見 られ る
｡ また ｢ ご ちそ
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自閉症児 の 各領域 ･ 教科 にお け る ｢ 過 ご し にく さ｣ に関する 考察

う さ まが 待て な い ｣ ｢ 早食 い｣ な どの 食事の マ ナーに 関

する 問題が あ る ｡

･ ｢ 帰り の 会｣ は ､ 学校生 活の 最終 日課 と い う こ とが よ く

理 解 さ れて お り ､ 見 通 しが持 ちや すい
｡ そ れ ゆえ 着 が

え が すむ と ､ 早 く 帰 り た が る子 や 下 校 が 遅 れ る と不 安

定 にな っ て 下 校を 催促する 子 が 少なく ない
｡

日常生活 の 指導 は､
｢ 着 が え｣ も含 め､ い ずれ も毎 日

の く り 返 しの 指導で あ る
｡

よ っ て そ れ ぞれ の 内容の パ

タ
ー

ン を統
一 して

, あ ま り 変化の な い 設定 にす る こ と で

見通 しが 持ち や すく 不安 な 状況に は な り に く い
｡ 学習内

容に 構造化の 手法を 導入 しや すい た め, 彼 ら の ｢ 過 ご し

に く さ｣ を 軽減 して い る も の と考 え られ る｡ 具体的 な構

造化の 例 と して､
｢ 着が え｣ で は場所 と着が え の 手順､

｢ 朝

の 会｣ で は役割の 順番 とス ケ ジ ュ
ー ル の 視覚的な 提示(写

真､ 絵､ シ ン ボル ､ 文字 カ ー ド) な どが あげ られ る｡

｢ 給食｣ に つ い て は､ 特 に 小学部 の 児童 に つ い て 様 々

な ｢ 過 ご しに く さ｣ が認 め ら れ る｡ 自閉症児 の 偏食 に対

して は こ れ ま で も様 々 な指摘 が な され て きて い るが ､ 感

覚過敏 へ の 配慮 を 前提 に指導 をす る べ きで あ ろ う
｡ 具体

的に は好 き な 食材 をや や 多 め に盛 り つ けた り､ 冷め た 場

合 は温 め た り
､ あ る い は

一

口 だけで も食 べ る よう に促 し

た りす る な ど無理 の な い 指導 を進 め る べ き で あ ろ う｡
い

ずれ に して も楽 し い 雰囲気 の 中で 様 々 な 食品 を 口 にす る

経験 を重視 して い き た い
｡

ま た, 見通 し が持 て るが ゆえ の ｢ 待 て な い｣ と い う問

題 に つ い て は､ 時間に基づ くル ー ル を守 る習慣 を定着 さ

せ た い ｡ そ の た め に も事前 の 予告 と時間 に正 確な 学習活

動 の 運営 は不可 欠 で あ る と考 え られ る
｡

●生活単元 学習

･ 自 閉症 児は ｢ 生活単元 学習の 授業 に乗 り に く い｣ ｢ 盛り

上 が り に欠 ける｣ と い う印 象が 強 い｡ ワ ク ワ ク した 楽

しそ うな参加姿勢が 認め にく い｡

･ ｢ な ぜ取 り組ん で い る の か ?｣ とい う 活動目 的の 理 解や ､

話 し合 い 活動 にお ける言 葉の 理 解が難 しい｡ 結 果的 に ,

活 動内容 が 理 解で き ず､ 遊 ば され て い る ､ や らさ れて

い るよ うな姿 につ なが っ て しま う｡

･ 取り 上 げ るテ ー マ が 変更 した 直後 は ､ 見通 しが持 ち に

く く 変化 へ の 抵抗感が 認 め られる
｡ テ ーマ の 理 解 に は ､

言葉も介在する た め ､ そ の 理 解 に苦労する ｡

ア ン ケ
ー

ト結果 に は ｢ 対人 関係の 困難 さ｣ ｢ 興味の 範

囲 の 狭 さ｣ が あげ られ て い た が ､ 生活単元学習は , ま さ

しく ､ 授業内容 と して こ の 両方 を強く 有 して い る ｡

一

般

に生活単元学習 で は 子 ど もた ち の 興味 ･ 関心 に基づ く 主

体的な 取 り組み が 重視さ れ る｡ 授業が 盛り 上 が り , 子 ど

もた ち か らの 様々 な 発言や ア イ デア ､ 話 し合い 活動､ 積

極的な活動参加 と い う流れ で 授業が 進行 し て い く こ と を

イ メ ー ジ し が ち で あ る
｡

しか しな が ら､ 自閉症児 にお い

て は対 人 関係や 言葉 の 理 解 の 問題か ら, 双 方向の や り と

り に よ る授業展開が 難 し い
｡

そ こ で 自閉症児 の 主 体性 に対す る と ら え方 を あ らた め

て 見直す こ とが 要求 され よ う｡ 彼 ら の 主体性 を ｢ 見通 し

を持 っ て 混乱な く 淡 々 と活動す る姿｣ と して と らえ な お

す の で あ る
｡ 彼 ら の 落 ち着 い た 継続的な 活動 を主 体性の

発現 と と ら えれ ば､ 例 えば話 し合 い 活動 へ の 参加 を要求

し な く て も､ 選択肢 を準備 した 自己 選択 ･ 自己 決定 に基

づ い た 学習内容が 組織 で き よう ｡
もち ろん 題材の 選定 に

お い て も, 情報提供 に留意す る こ とで
､ そ の 幅は広 が る

はず で あ る｡

彼 ら の 特性 に留意 した 主 体性 につ い て
､ まず教員が イ

メ ー ジ を変え る こ とが 必 要 で あ る と思 わ れ る ｡

●作業学習

･ 精度を 保つ た め の ｢正 しい 手順｣ が 厳然と 存在する た め､

暖昧 さ が 少 なく ､ 自 閉症児 に は 見通 しを持 っ て 継続 し

やす い
｡

･ 作業や 労働の 意義 を理 解す る の が 難 しく ､ 自主的な と

り く み には 発展 し にく い
｡

･ 進路学 習 に おい て は ､ 様 々 な 情報提供 を 受 けて も､ 自

分の 進路 と結びつ けて 考え る の が難 しい
｡

生活単元学習 とは 好対照 で あ るが ､ 作業学習 を好 き な

自閉症児は 多い ｡ 彼 らの 授業 へ の 参加に は ｢ 過 ご し にく

さ｣ が 感 じ られ ず､ む し ろ授業開始前か ら集合 して 準備

す る姿が 多く 見 られ る
｡

こ れ は 活動内容が 明確 で ､ そ こ に秩序が 存在 して い る

た め で あ り ､
｢ 何 を す る の か｣ ｢ ど こ ま で や る の か｣ ｢次

に何 をす るの か｣ とい う 授業内容そ の もの が構造化 しや

す い こ と によ る と考え られ る ｡
さ ら に個 々 の 生徒や 作業

工 程 にあ わ せ た ワ
ー ク シス テ ム の 設定や 動作を 伴 っ た 学

習 が, 自閉症児 に と っ て の 見通 し の 持 ち や す さ に つ な

が っ て い る の で あ ろ う ｡ 作業学習の 持つ 内容自体 が, 自

閉症児の 特性 とマ ッ チ して い る とい え る の で は な い だろ

う か ｡

こ の 他, す べ て の 学校生括 に 共通する道徳的な 内容 で

あ る が , こ れ は ｢ 他者の 気持ち に な っ て 考 え る｣ と い う

自閉症児 に と っ て は 難 しい 内容が 要求 さ れ る｡ 環境 の 統

制や 指導法の 工 夫の レベ ル で 解消さ れ る 問題 と は考 え に

く く ､ 子 ど もの 気持ち に 任せ て い る だけ で は適切 な対 人

態度の 獲得に は つ な が り に く い ｡ そ こ で ｢0 0 な と き の

気持ち は × ×｣ とい っ た 情報提供 を基本 と し た指導 が必

要 と考え ら れ る
｡ そ の 上 で 善悪 の 判断や 他児 と の 協力を

単純に促すだけで な く ､ 具体的なル ー ル や 協力の 仕方 を
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ス キル と して 指導 して い く こ とが 必要 で あ る と考 え られ

る ｡

6 今後の 課題

こ こ ま で 各領域 ･ 教科 ご と に自閉症児の ｢ 過 ご し にく

さ｣ を 取り 上 げ, そ の 解消に む けて の 配慮 に つ い て 考察

を進め て き た｡ ま た､ こ の 他 に も感覚 の 過敏 さや 変化 へ

の 柔軟性 の な さ, コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン の 難 し さが 原因で

｢ 過 ご し にく さ｣ を感 じ る自閉症児は 少な く な い だろ う｡

逆に 毎日 く り 返す内容 で ､ 言葉 を介 さな く て も進め られ

る 学習内容や , 厳然と した順番 ･ 秩序 の あ る活動 で は 比

較的落ち着 い た活動が認 め られ て い る
｡

そ の 中で
､

い ず れ の 領域 ･ 教科 に も共通す る と考 え ら

れ る ｢ 自閉症児に 関 して の 配慮｣ に つ い て ､ 以下 に ま と

め て 記載する｡

●学 習環境 を構造化す る｡

･ 机 の 向きや 並 び方 を学習 内容 に応 じて 変 え る｡

･
一

度定 め た着 席場所 は変更 しな い
｡

●視 覚的な 支援 を取 り入れ る｡

･ 写 真, 絵 , シ ン ボル ､ 文字 カ
ー

ド

･

サ イ ン ､ ジ ェ ス チ ャ
ー

､ 指差 し , 見本 の 提示

●障害特性 に応 じた 学習 ス タイ ル を確立す る｡

･ ｢ 何 を｣ ｢ い つ ま で｣ ｢ どれ だけ｣ ｢次 に何す る｣ か を 常

に情報提供 し ､ 見通 し を持て る よ う にす る
｡

･ 機械 的な 記 憶 を使 っ た 活 動の パ タ
ー ン 化, 同 じ順 序で

の 進行､ 始 ま り と終わ り の 仕方 の 統 一

･ で き るだ け個 別的 に ､
/ト集 団で

･ 言葉 の み で なく ､ 動作 を伴 っ た 学習 を取 り入 れ る｡

･
一

日 の が ん ば り ど こ ろ ､ そ の 授業 内で の が ん ば り ど こ

ろ を指定す る｡

I

●そ の 他

･ 大 きな 声や 突然 の 大 きな 音を出 さな い よ う に

本研究 で は自閉症児 の ｢ 過 ご し にく さ｣ を解消する 第

一

歩 と して
､ 領域 ･ 教科別 に彼 らの ｢ 過 ご し にく さ｣ を

検討 し て きた ｡ 各領域 ･ 教科 に特有の 本質的な ｢ 過 ご し

に く さ｣ を整理 す る には 至 らな か っ た が ､ 領域 ･ 教科の

枠組み で 自閉症児 の ｢ 過 ご し にく さ｣ を分析 して き た こ

と は, 授業 に結び つ け られ る とい う 視点か ら, 教育現場

に と っ て は 意義深 い こ と と考え る ｡

今後 は､ 本研究 で 得 られ た 領域 ･ 教科 ご との ｢ 指導の

し にく さ｣ と ｢ 過 ご し にく さ｣ を分析 ･ 整理 し､ 自閉症

児 の 指導 に関す る課題 を明 らか に して い き た い
｡
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