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通常学校における特別支援教育の推進を促す条件

-先進校の特別支援教育担当者に対する面接調査から-
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Interview investigations were carried out toward sta出 ofthe specia1 needs education in ordinary 

e1ementa1 and secondary scho01s which are known as advanced practice scho01s on the specia1 needs 

education. Results were as follows: (1) The Special Support Education Coordinators(SSEC) of each school 

usually managed to promote the levels of knowledge and skill on白e叩ecialneeds education of出e

general teachers. (2)Commonly recognized in both schools was白ecollaboration between血eSSEC and 

the Student Guidance and Counseling Director(SGCD).(3)The construction of出ewhole school support 

system seemed ωbe required to develop the suitable teachers' involvement for not only the children with 

special needs but also for the children with various tasks in life in ordinary schools. 

1.問題と目的

2006年の「学校教育法の一部を改正する法律」の成立を受けて 従来の“特殊教育"か

ら，障がいのある一人ひとりの児童生徒のニーズに基づいてそれぞれに適した教育的支援を遂

行する“特別支援教育"への転換が 2007年度に行われ(文部科学省， 2007)，“特別支援教育

元年"と呼ばれるようになってからすでに 10年余が経過した。すべての学校で特別支援教育

に関する「校内委員会」の設置や特別支援教育コーディネータの指名， ["個別の指導計画」及

び「個別の教育支援計画」の作成 ・実施などが求められ，各学校はそれぞれが置かれた状況に

応じて特別支援教育を実施するための札織編成や支援のための取り組みを具体化する必要に迫

られた。文部科学省や各教育委員会も，教員研修の計画的推進を図るとともに，通知や通達を

各教育長や学校宛に適宜発行し， 特別支援教育の理念の浸透や特別支援教育の体制整備に関す

る基本的考え方や必要な取り組みの例示など精力的な活動を進めてきたところである。中で

l教職大学院系列
本研究は，平成29年度文部科学省委託研究(特別支援教育の視点を踏まえた学校経営構築研究開発事業

(代表者:原田唯司)の一環として実施された。



  62 

2007

 
	

10 Fig.1

 

 
Figure 1 2018  

 
2007



   63 

 
1

29 77.7
2018a

30 1
45.6 41.2 2018

 
2

2016
31 34 26

5 12 17

20 2015
12.7 2008

 
10 2011

2016
	 	 	

	

	

	



  64 

 
2018b 2012

2017 144,031 1.5%
2013

2017
2017 1000

35.5 20.8
2018b  

 
2015 SC 58

2015 ASD ADHD
ASD

ADHD

2012
446 165
37.0

	

2010 p20-21
 

	



   65 

 

 

1

2
 

 
 

(1)  
( )

1 6
17-29

 
(2)  

2017 10 11  
(3)  

55 70
IC  

(4)  
 



  66 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
(5)  

 
 

 
1  

Table 1



   67 

 
Table 1  

 1  2  3  4   5  6   

      

 

 

 

 

 
 

 
   

     

 
SC

 
   

  

 

        

 
2

1

 

Co
Table 2  

 
Table 2  

  Co  

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

8-1

Co

 

8-1

 

8-2

 

8-2

 



  68 

 8-3

 

8-3

 

8-4  8-4 19 5

 

 
 
2  

2 1 	

	

Co

 
2 	 	

Co

	

Co Co

 
Co 	 Co 4



   69 

2 10

 
Co

	

	

 23

	

	  
 

3  
2

	

5 2

 

Co 	



  70 

	

Co

 

2

 

Co 	

3

 
	

	

 

 
 

4  

1
Co

 



   71 

 
	

 
 

	

	

 
2

Co 	

	

DV

2
 

 
 

 
1  

	



  72 

 

 
Co 	

 

	

 
	 Co

 
 
	

 
 

 

Co

 



   73 

 
 

2  

 

 

 

	 	

	

	 	

	  



  74 

 

 

	

	

 

	

 
 

 
2012

10 1-
12  

2015
6 57-65. 

2018 30
http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h30hakusho/zenbun/index-pdf.html  

2007
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/054/shiryo/attach/1361204.htm  

2015  3-3 
2018a 29

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/__icsFiles/afieldfile/2018/03/26/1402731_1.pdf  
2018b 29  

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/30/10/__icsFiles/afieldfile/2018/10/25/1410392_1.pdf  
2015

2
13-20  



   75 

2015 ASD ADHD
26 332-343  
2008

ypec.ed.jp/center/kenkyukaihatu/kiyou/H18/oka1.pdf  
2016 27

  
2018 29

http://zent2014.xsrv.jp/htdocs/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E8%AA%BF%E6%9F%BB/?actio
n=common_download_main&upload_id=344  

 


