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1 . は じめに

発 達 障 が い の あ る 大学生へ の 修学 支援 の 必要

性 と 関 心 が急 速 に 高 ま っ て い る が、 現在 の と こ

ろ 、 ど の よ う な 支援が必要 か つ 有効 で あ る か に

つ い て の 合 意 が得 ら れ て い る と は 言 え な い。 富

山 大学 で は、 平成 19 年 度 か ら 、 発達障がい の あ

る 大学 生 の 修学支援 を 中核 的 に 行 う 組織体制 を

構築 し 、 平成 25 年 1 月 現在、 学生支援セ ン タ ー

の 下 部組織 で あ る 、 ア ク セ シ ビ リ テ イ ・ コ ミ ュ

ニ ケ ー シ ョ ン 支援室 (Hub for Accessibility and 

Communication Support: 以下 HACS) がその任

を 担 っ て い る 1 ) 0 HACS が継続的 に 支援 し て い る

発達障がい の あ る 学生 (医学的診断 は な い が支援

を 必要 と す る 学生 を 含 む ) は、 平成 25 年 1 月 現

在 38 名 で あ り 、 富 山大学の学生の約 0.4% を 占 め

て い る 。

筆 者 ら は、 HACS に お け る 支援実践 の 経験か

ら 、 発 達 障 が い の あ る 学 生へ の 支援 は 、 1 ) 個

別 支援 (personal support) と 、 2 ) 合理的配慮

(reasonable accommodation) の提供、 の 二大要

素か ら な り た っ て い る と 考 え て い る 2 ) 。 いずれの
支援活動 に お い て も 、 そ の 出発点 は学生 の ニ ー ズ

を 丁 寧 に 支援者が聴 き と る こ と か ら 始 ま る 。 言葉

を 変 え れば、 発達障がい の あ る 学生 と 支援者の 聞

に 有効 な 対話が成立す る こ と が、 支援 に と っ て の

必須事項 と な る 。

発達障がい の あ る 大学生の支援 は 、 伝統的 に は、

学生相談の範障 と し て理解 さ れ る こ と が多 く 、 多

く の大学 で は 学生相談室や保健管理セ ン タ ー がそ

の任 に 当 た っ て き た 3 ) 。 一方で、 発達障がい の あ

る 当 時者や 当事者の家族か ら 「相談 に 行 っ て も 、

話 を 聞 い て く れる だ け で、 何 も し て く れ な い の で

役 に た た な い」 と い う 感想 が寄せ ら れた り 、 カ ウ

ン セ リ ン グがかえ っ て 当 事者 を 傷つ け た り す る こ

と さ え あ る と す る 声 も 報告 さ れて い る 4 ) 。 ま た 、

専 門 家 の 一部か ら も 、 「 内 省 や洞 察 を 求 め る 伝統

的 な 精神療法の手法 は ASD の カ ウ ン セ リ ン グ に

は用 い な い のが無難であ る 」 と い っ た 指摘がな さ

れ る こ と があ る 5 ) 。 も ち ろ ん一方 で は 、 発達障が

い学生への カ ウ ン セ リ ン グの 有効性 も 主張 さ れて

い る 6 ) 。 し か し 、 こ れ ら の 言説 を 実証す る 研究結

果が示 さ れて い る わ け で は な く 、 現時点 で は 、 発

達障がい の あ る 大学生への支援 に お い て 、 どの よ

う な対話的方法が適切 で あ る か に つ い て の結論 は
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得 ら れて い な い。

本小論に お い て は 、 筆者 ら が富 山 大学 に お い て

実践 し て い る 支援 の 経験 に 基づ き 、 発 達 障 が い

の あ る 学生 と 支援者 の 対話 の ひ と つ の 典型 例 を

シ ョ ー ト ス ト ー リ ー と し て示 し 、 そ こ でや り と り

さ れて い る 語 り を い く つ かの技法的枠組み を 参照

し な が ら 丁寧 に た ど る こ と に よ り 、 あ る 程度 の モ

デル化 を 試み た い と 思 う 。

2 . 対話の提示

こ の例示 は 、 実在の 個別 の 学生の事例 を 示 し た
も の で は な く 、 筆者 ら が HACS に お い て 日 常 的

に 行 っ て い る 発達障がい の あ る 学生への複数の修

学 支援経験 に 基づい て 構 成 し た 架 空 の 会話 で あ

る 。

学生 A さ ん は、 ア ス ペ ル ガ ー 症候群 の 傾 向 を

も っ て い る と 支援者 は考 え て い る が、 現在 ま で に

医療機 関 で確 定 的 な 診 断 は な さ れ て い な い。 入
学後 自 発的 に 本人が HACS に 来談 し 、 就学支援

を 受 け る こ と に な っ た。 所属 の 学科 の 教 員 、 家

族 と 支援室 の 情報共有 も あ る 程度確立 し て お り 、

HACS に お け る 定 期 的 な 面 談 が行 わ れ て い る 。

以 下 は 、 あ る 日 の HACS に お け る 、 A さ ん と 支

援者 (桶 谷) の対話で あ る 。 な お 、 こ の対話の 映
像 は 、 富 山 大学が作成 し た発達障がい学生支援の

た め の教材 と し て 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 に 公開 さ れ

て い る 7 ) o

# 1  (支援者) : そ れ で は 、 前 田 の面談か ら 今 日

ま での こ と を 教 え て く だ さ い。

#2 (A さ ん) : う ~ ん、 ち ょ っ と 調子が悪 く て ・ ・ ・

#3 (支援者) : 調子が悪かっ たんですか ? じ ゃ あ、

ス ケ ジ ュ ー ル 帳 を 見 な が ら 話 し ま

し ょ う かo . ・ ・ い つ 頃か ら か な あ ?

#4 (A さ ん) : ・ ・ 水曜 日 の フ ラ ン ス 語の授業で ・ ・

急 に 当 て ら れて し ま っ て 、 発表 し た

んで、すが先生が笑 っ た ん です。 馬鹿

に さ れた よ う な気が し て ・ .

#5 (支援者) : ・ ・ ・ な る ほ ど。

#6 (A さ ん) : そ れか ら 授業 に 出 ょ う と す る と

足がす く んで ・ ・ ほ かの授業 に も 出

ら れな く な っ て し ま っ て。

#7 ( 支援者) : う ー ん、 そ う ですか。 発表 し た
と き に先生 に 馬鹿 に さ れた よ う に 感

じ て 、 そ の後 は授業 に 出 ょ う と す る

と 足がす く む んですね。 フ ラ ン ス 語

だけ じ ゃ な く て 、 ほ かの授業 に も 出

ら れて い ま せ んか ?

#8 (A さ ん) : い え 。 出 ら れ な い の は語学の授

業 だ け です。 教室の前 ま で は行 く ん

で す が、 授 業 で 当 て ら れ る か も と

思 っ た ら 、 ど う し て も 中 に 入れな く

て - 。

#9 (支援者) : ・ - 少 し 質 問 さ せ て く だ さ い。

発表の 内 容 っ て何で し た か ?

#10 (A さ ん ) : あ あ 、 発表の 内 容 は 映画 の あ

る シ ー ン の和訳で し た。

#11  (支援者) : フ ラ ン ス 語の先生が笑 っ た と き 、

先生 は あ な た に何か言い ま し た か ?

# 12 (A さ ん ) : よ く 覚 え て い ま せ ん。 発 表

の と き は 頭 の 中 が真 っ 白 だ っ た の

で ・ - 。

#13 (支援者) : そ う ですか。 じ ゃ あ 、 先生が笑 っ

た理由 は よ く わ か ら な い の か な ?

#14 (A さ ん ) : は い。 で も 、 き っ と 私 が変 な

こ と を 言 っ た ん だ、 と 思 い ま す。 と き

ど き 、 そ う い う 風に 言 わ れ る ん で ・ ・ 。

#15 ( 支援者) : そ う で す か。 じ ゃ あ 、 予 想 は

つ く け ど、 は っ き り と し た理由 は わ

か ら な い ん ですね。

# 16 (A さ ん) : ・ ・ ・ わ か り ま せん。

# 17 (支援者) : う ー ん、 理 由 が わ か ら な い と

不安です よ ね0 ・ ・ こ れ ま で に も 今

回 の よ う な こ と っ て あ っ た ?

# 18 (A さ ん) : え え 、 ・ - あ り ま し た 。

# 1 9  (支援者) : そ の と き は 、 ど う し ま し た か ?

#20 (A さ ん ) : い え 、 何 も ・ ・ ・ 気 分が落 ち

込ん で ・ ・ そ の ま ま 授業 に 出 れ な く

な っ て、 単位 を 落 と し ま し た。 本当

は 先 生 に な ん で 笑 っ た の か 聞 き た
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か っ た ん です け ど、 な ん て 聞 い て い

い かわ か ら な い し ・

#21 (支援者) : そ う だ、 っ た ん ですね0 ・ ・ 先生

に 何 で 笑 っ た の か 聞 い て み た い と

思 っ た ん ですね。 今回 は ど う で し ょ

う ?

#22 (A さ ん) : ・ ・ ・ で き れば確認 し た い です が ・ ・

ど う 聞 け ばい い か ・ ・

#23 (支援者) : そ う です ね0 ・ ・ じ ゃ あ 、 私が

今か ら 幾っ か選択肢 を 挙 げ る の で、

で き そ う な 方法があ る か ど う か考 え

て み ま し ょ う 。

こ こ で支援者 は ホ ワ イ ト ボー ド を 用 い て 、 以下
に 示 す よ う な ア ル ゴ リ ズ ム を 用 い て A さ ん に 今

後の行動の選択肢 を 提案 し た 。

1 . ま ず 「先生 に ど う 話すか を 、 支援者 と 一緒

に 考 え る 」

2 . 次いで、 以下の 3 つの選択肢か ら 一つ を選ぶ

選択肢 1 : I一緒 に 考 え た こ と を も っ て、 A

さ ん が 一 人 で 直 接 先 生 に あ い に い

く 」

選択肢 2 : I支援者があ ら か じ め 状況 を 先 生

に 伝 え て お き 、 そ の 上 で、 A さ ん

が一人で先 生 に 会い に い く 」

選択肢 3 : I支援 者 か ら 伝 え た 上 で、 支援室

の ス タ ッ フ と A さ ん が一緒 に 先 生

に会い に い く J

#24 (支援者) : ど う で し ょ う ? こ の 3 つ の 選

択肢の 中 か ら 選ぶ と し た ら 、 どれ に

な る で し ょ う か ?

#25 (A さ ん) : ・ ・ そ う ですね ・ ・ 。 2 香 な ら ば、

な ん と かで き る と 思 い ま す。

#26 (支援者) : わ か り ま し た。 じ ゃ あ 、 先 生

に ど う 話すか は後で相談す る こ と に

し て、 今か ら 先生 に 電話で状況 を 伝

え て く る の で、 し ば ら く 待 っ て い て

下 さ い。

支援者は 、 教員 に 電話 で事情 を 説明 し 、 A さ ん

に教員 が会 っ て く れる こ と を伝 え 、 そ の 時 間 と 場

所 を 調整 し た 。 ま た、 教員 と 話 し た後、 そ の報告

を 支援室 に し に き て も ら う こ と を A さ ん と 約 束

し た。

#27 (支援者) : 先生 に 会 っ て こ ら れ た と 思 い

ま すが、 い かがで し た か ?

#28 (A さ ん) : は い 、 言言 し て き ま し た 。

#29 (支援者) : 話 を し て み て ど う で し た か ?

#30 (A さ ん) : え え ・ ・ 先生 は、 私 の 発表 を 笑 っ

た ん じ ゃ な く て 、 私が訳 し た と こ ろ

の 映画 の シ ー ン を 思 い 出 し て 笑 っ て

い た ん だ、 と 云 わ れ ま し た 。

#31 (支援者) : う ー ん、 そ う だ、 っ た ん で す ね。

そ う い う こ と がわ か っ た ん で す ね。
思い切 っ て尋ね て み て 良 か っ た です

ね。

#32 (A さ ん) : は い 、 よ か っ た です。

#33 (支援者) : 今回 は先生 に確認で き て よ か っ

た の ですが、 今回 の よ う に 人 に 笑 わ
れた と 思 う こ と っ て 、 こ れ ま で も あ

り ま し た か ?

#34 (A さ ん ) : あ り ま す。 絶対 み ん な は 自 分

の こ と を 笑 っ て い る ん だ っ て 思 っ て

し ま い ま す。 で も 、 今回 は確かめ ら
れて よ か っ た です。

#35 (支援者) : そ う で す ね。 で は 、 人 に 笑 わ

れて い る よ う に 感 じ る と い う こ と に

つ い て は、 ま た 改 め て 話 し 合 い ま

し ょ う 。

#36 (A さ ん) : は い

#37 (支援者) : そ れ で は、 こ の あ と の 授 業 の

予 定 を 確認 し ま し ょ う か。

#38 (A さ ん) : え ー っ と ・ ・ ・ あ っ 、 金曜に レ ポ ー

ト の締 め切 り があ っ た ! ( あ わ て て 、

カ バ ン か ら レ ジ ュ メ を 出 す)

3 . 対話の分析 と 考察

本節 で は 、 前節 に 示 し た 支援者 と A さ ん と の
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対話 を 少 し ず つ 区 切 り な が ら 再掲 し 、 対話分析

を 試 み る 。 対話分析 の 方 法 は、 斎 藤 ・ 岸 本 の 方

法 8 ) に し た が っ た 。 な お 、 分析 の 参照 枠 と な る

理論的枠組み と し て 、 1 ) Ivy に よ っ て提唱 さ れ

た統合的 カ ウ ン セ リ ン グ理論で あ る 、 マ イ ク ロ カ
ウ ン セ リ ン グ ・ ト レ ー ニ ン グj去 9 . 10) お よ び、 2 )

Greenhalghll) 、 Charon12) 、 斎 藤 13) に よ っ て 提

唱 さ れた 、 医療 に お け る ナ ラ テ イ ブ ・ ア プ ロ ー チ

の枠組み を 採用 し 、 適宜文献 を 引用 し つ つ考察 を

進め る 。

#1 (支援者) : そ れで は、 前 田 の面談か ら 今 日

ま での こ と を 教 え て く だ さ い。

#2 (A さ ん) : う ~ ん、 ち ょ っ と 調子が悪 く て ・ ・ ・

#3 (支援者) : 調子が悪かっ た んですか ? じ ゃ あ、

ス ケ ジ ュ ー ル 帳 を 見 な が ら 話 し ま

し ょ う かo • . ・ い つ 頃か ら か な あ ?

支援者 と A さ ん は す で に 何 回 か の 面談 を 経 て

い る の で、 も ち ろ ん初対面で は な い 。 こ こ で は支

援者 と A さ ん に す で に 最低限の信頼関係 ( ラ ・ ポ ー

ル ) が形成 さ れて い る こ と を 暗黙の前提 と し て会

話が始め ら れて い る 。 も し こ れが初 回 の面接で あ

れば、 面談への導入 に は さ ら に丁寧 な ス テ ッ プが

必要で、 あ る 。 # 1 は 支援者か ら の 最 初 の 発話 で あ

り 、 こ の面接が有効 な も の と な る か ど う か に 大 き

な 影響 を 与 え る 。 # 1 は、 技法的 に は 100 に つ

い て教 え て く だ さ い」 と い う 形式 を 用 い た 「 聞 か
れた質問」 で あ る 。 「最近 は ど う ですか ? J と い っ
た 、 よ り 漠然 と し た 質問 に比べれば、 答 え ら れ る

内容 は 限定 さ れて い る 。 A さ んが話す こ と の で き

る 内容 は、 「前 回 の 面談か ら 今 日 ま で に 起 こ っ た

で き ご と 」 だ け で あ り 、 そ の枠組みか ら 逸脱す る

内容 に つ い て は話す こ と がで き な い 。 し か し 、 そ

の枠組み の範囲 内 で あ れば、 どの よ う な 表現形式

を と っ て話す こ と も で き る 。 し た が っ て 、 こ の 質

問 は答 え の 内容や形式が狭 く 限定 さ れた 「 閉 ざ さ

れ た 質 問 」 と は 異 な っ て お り 、 「 焦点 の 当 て ら れ

た 質 問」 に 分類 さ れ る 質 問 で あ る 。

発達障がい傾 向の あ る ク ラ イ エ ン ト に 、 全 く 枠

組みの な い 「 聞 かれ た 質 問 」 を す る と 、 ク ラ イ エ

ン ト は全 く 答 え ら れな い か、 「べつ に ・ ・ 」 と い っ

た 回 答が返 っ て く る こ と が し ば し ば経験 さ れ る 。

そ こ で つ い 支援者 と し て は、 答 え を 限定す る 「 閉

ざ さ れ た 質 問」 を 最初 か ら 使っ て し ま う 。 し か し

「 閉 ざ さ れた質問」 で会話 を 進め る と 、 「 は い J 1 い
い え 」 と い う 答え し か返 っ て こ な い た め に 、 常 に

支援者側 が対話 の 主導権 を と ら ざ る を 得 な く な

り 、 学生 は 自 由 に話す こ と がで き な い。

こ の よ う に、 「 ク ラ イ エ ン ト が話 し た い こ と を
自 由 に話せ る 」 と い う カ ウ ン セ リ ン グの原則 を 生

か し つ つ、 「枠組み が与 え ら れ な い と 話す こ と が

で き な い」 と い う 発達障がい の あ る 学生の特性 に

よ る 問 題 を で き る だ け緩和 す る 工 夫 が必要 に な

る 。 し か し 、 発達障がい の あ る 学生 の 「枠組みが

な い と 話せ な い 」 と い う 特性 は、 「枠組み が示 さ

れればむ し ろ 話す能力 は 高 い 」 と 言い換 え る こ と

も 可 能 で あ る 。 我 々 の 経験か ら は、 「話題 の 枠組

み を あ る 程度明確 に示 し つ つ (焦点 を 当 て つ つ ) 、

形式 と し て は 聞か れ た 質 問 を 用 い る 」 と い う 戦略

が有効で、 あ る 。

こ の よ う な 支援者か ら の 「焦点 を 当 て た 聞 かれ

た 質 問 」 に よ っ て、 A さ ん は #2 で、 「 ち ょ っ と

調 子 が悪 く て ・ . J と い う 、 断 片 的 で は あ る が、

本人 に と っ て は重要 な 語 り を 開始す る こ と がで き

た 。 こ れ に対 し て支援者 は 、 #3 に お い て、 ま ず 「調

子が悪か っ た ん で す か ? J と 、 「 く り か え し 」 の

技法 を 用 い て応答す る 。 こ の よ う に ク ラ イ エ ン ト

の 重要 な 表現に対 し て、 と り あ え ず 「 同 じ言葉 を

く り か えす」 こ と は、 カ ウ ン セ リ ン グの技法 と し

て は正統的であ る し 、 発達障がい傾 向 を も っ学生

と の対話で生 じ や す い 「言葉の す れ違い」 を 防止

す る 効果があ る 。 い っ た ん 「 く り か え し 」 技法 に

よ っ て 焦点 を あ て た 「話題」 を 、 ど う や っ て膨 ら

ま せて い く かが、 支援者 に と っ て の 次の課題 に な

る 。 こ こ で は も ち ろ ん複数の選択肢があ る 。 例 え

ば、 「調子が悪 い の で す ね。 ど ん な ふ う に 調 子が

悪 い の か具体的 に 教 え て く れ ま せ んか け と い う

よ う に 、 I r今 こ こ 』 での調子の悪 さ 」 を さ ら に 詳

し く 語っ て も ら う と い う 戦略 も 考 え ら れる 。 そ れ



発達障がい の あ る 大学生 と の個別面談 一 対話分析に よ る 検討 一 71 

に対す る 学 生 の 応答 と し て 「 よ り 具体的 な 言葉」

が浮か び上がっ て く る な ら ば、 そ の こ と に は大 き

な 意 味があ る だ ろ う 。

し か し 今 回 の 会話 で は 、 支援者 は 別 の 方 向 に 焦

点 を あ て た 。 ま ず「 ス ケ ジ、 ユ ー ル表 を み て み ま し ょ

う J と 提案す る こ と に よ っ て、 ク ラ イ エ ン ト の 「今

こ こ で の 感覚」 と は む し ろ 距離 を と る 方向 に 話題

を 誘導 し 、 次 に 「 い つ 頃か ら か な あ ? J と 問 う こ

と に よ っ て、 「調子の 悪 さ 」 を 時 間 軸 の 中 に 位置

づけ る よ う に 焦点づけ た 。 こ の よ う な 誘導 は 、 「調

子の悪 さ 」 を ク ラ イ エ ン ト 自 身か ら 引 き 離 し て対

象化 し 、 支援者 と ク ラ イ エ ン ト が共 同 し て 「話題

を 吟味す る 」 こ と がで き る よ う な構図 を 作 り 出す

と い う 意味で、 一種の外在化 を 狙 っ て い る と 考 え

る こ と も で き る 。 「 い つ 頃 か ら で し ょ う か ? J と

い う 質 問 は、 時 間 に 焦点 を 当 て た 質 問 で あ り 、 ク

ラ イ エ ン ト と 支援者 を 今 回 の 「 困 り ご と 」 の 出発

点へ と 導 く 効果があ る 。 こ の よ う な 聴 き 方 は 、 ク

ラ イ エ ン ト が 「物語」 を 語 り 始め る こ と を 促進す

る こ と が期待で き る 。

#4 (A さ ん) : ・ ・ 水曜 日 の フ ラ ン ス 語の授業で ・ ・

急、 に 当 て ら れて し ま っ て 、 発表 し た

んで、すが先生が笑 っ た ん です。 馬鹿

に さ れた よ う な気が し て ・ - 。

#5 (支援者) : ・ ・ ・ な る ほ ど。

#6 (A さ ん) : そ れか ら 授業 に 出 ょ う と す る と

足がす く ん で ・ ・ ほ かの授業 に も 出

ら れ な く な っ て し ま っ て。

#7 (支援者) : う ー ん、 そ う ですか。 発表 し た

と き に先生 に馬鹿 に さ れた よ う に 感

じ て 、 そ の後 は授業 に 出 ょ う と す る

と 足がす く む んですね。 フ ラ ン ス 語

だ け じ ゃ な く て 、 ほ かの授業 に も 出

ら れて い ま せ んか ?

#8 (A さ ん) : い え 。 出 ら れ な い の は 語学の授

業 だ け です。 教室 の前 ま で は行 く ん

で す が、 授 業 で 当 て ら れ る か も と

思 っ た ら 、 ど う し て も 中 に 入れな く

て ・ ・ 。

支援者の 「 い つ 頃か ら 始 ま っ た の で し ょ う か ? J 

と い う 「時間 に 焦点 を あ て た 質問」 に 誘発 さ れて、

A さ ん は 、 #4、 #6 に お い て、 気分が落 ち 込む き っ
か け と な っ た 出来事に つ い て の エ ピ ソ ー ド を 語 り

始 め た。 Narrative Based Medicine (NBM : 物

語 と 対話 に 基づ く 医療) の提唱者で あ る 英国 の 医
師 Trisha Greenhalgh は、 医療 に お け る 物語 を 「特

定 の 現 実的 あ る い は想像上 の 文脈 (context) に

置 か れ、 あ る 困 り ご と (trouble) に 直 面 し て い

る 登場人物 (characters) に よ る 、 何 ら か の 目 的

を 持 っ た 行動 に つ い て の、 時 間 配列 (chronology) 

を も っ た語 り ま た は記述J と 定義 し て い る 10) 0 A 

さ ん の こ こ での語 り は 断片 的 で は あ る が、 そ の 中

に 豊 か な 物 語 の 素材 を 内包 し て い る O 支援者 は、

「 な る ほ ど (#5) J な ど の あ い づ ち を 用 い て A さ

ん の語 り を 促進 し 、 A さ ん の語 り が一段落 し た と

こ ろ で、 今 度 は 支援者が理解 し た A さ ん の 物 語

を 「要約 と 確認J の技法 を 用 い て 明確化 し て い る 。

#6 に お い て 支援者 は、 「発表 し た と き に 先生 に 馬

鹿 に さ れた よ う に 感 じ て 、 そ の 後 は授業 に 出 ょ う

と す る と 足がす く む ん ですね」 と 、 A さ ん の 断片

的 な語 り を 、 一貫性の あ る プ ロ ッ ト (筋書 き ) と

し て 明確化 し て い る 。 こ の よ う な技法 を 、 斎藤 13)

は 、 emplotting (筋書 き 化) と 名付 け て お り 、 物

語 と 対話 に 基づ く 医療 (NBM) に お い て 用 い ら

れ る 重要 な技法 と し て位置付 け て い る 。

「 フ ラ ン ス 語だ け じ ゃ な く て、 ほ か の授業 に も

出 ら れて い ま せん か ? (#7) J は、 閉 ざ さ れた 質

問 で あ る が、 A さ ん の物語の詳細 を さ ら に 明確 に

す る た め の 質問 で あ る 。 A さ ん は、 こ の 質 問 に 対

し て 「 い い え 」 と 答え て い る が、 そ れ に 引 き 続い

て 、 「教室 の 前 ま で は 行 く ん です が、 授業で 当 て

ら れ る か も と 思 っ た ら 、 ど う し て も 中 に 入 れ な く

て ・ ・ 。 J と 、 よ り 詳細 な状況が語 ら れて い る (# 8 ) 。

こ こ で、 A さ ん の 語 る 物語 を 、 支援者が どの よ

う に 理解 し 、 扱 う かが重要 な 問題 に な っ て く る O

「物語 る 」 と は、 語 り 手が経験 し た 事実の シ ー ク

エ ン ス ( ス ト ー リ ー ) を イ可 ら かの プ ロ ッ ト に よ っ

て 意味づけ る 行為 で あ る 13) 0 A さ んの 語 り は 「私

は先生 に 馬鹿 に さ れた 」 と い う プ ロ ッ ト を 主張 し
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て い る よ う に見え る 。 こ れに対 し て支援者 は 、 い っ

た ん A さ んの語っ た言葉 を で き る だ け て い ね い に

繰 り 返す こ と に よ っ て ス ト ー リ ー 化 し た 。 ス ト ー

リ ー は 時 間 経過 に そ っ た物語で あ り 、 プ ロ ッ ト は

そ れ を 意 味づ け る 「 因 果論的 な 」 物語で あ る 問。
こ こ で、 「先生 に 馬鹿 に さ れた 」 と い う プ ロ ッ

ト を 主張す る A さ ん に 対 し て、 支援者が どの よ う

に 「支援者か ら 見た A さ んの物語」 を 紡 ぐか と い

う こ と が問題に な る 。 支援者がナ ラ テ イ ブ ・ ア プ

ロ } チ を 採用 す る な ら ば、 物語の持つ 3 つ の特徴、

1 ) 物語 は多様性 を 持つ 。 2 ) 物語は拘束性 を 持

つ 、 3 ) 物語は変容 し て い く 、 を 意識 し つ つ 、 対

話 を 続 け て い く と い う こ と に な る 14) o

ま ず支援者 は、 A さ ん の 体験の語 り を 「一つ の

物語」 と し て 把握 し よ う と 努め る 。 #7 で用 い ら

れた 「要約 と 確認」 は、 物語化の た め の 強力 な技

法 で あ る 。 一方 で支援者 は 、 「一つ の 経験 に 対 し

て 物 語 は 複 数 あ り う る 」 と い う こ と を 知 っ て い

る 。 そ れ に も 拘 わ ら ず、 い っ た ん構成 さ れた物語

は 、 当事者に対 し て拘束力 を 持 ち 、 A さ ん の場合

で あ れ ば、 「私 は誰か ら も 馬鹿 に さ れ る よ う な 人

間 で あ る J と い う 強 固 な信念 ( 自 己物語) に ま で

発展 し て い く 可能性があ る と い う こ と も 支援者 は

知 っ て い る 。 そ こ で支援者 は 、 A さ ん の プ ロ ッ ト

が 自 己強化的 に進展 し て い く 危険性 を 最小 限 に 抑

え つ つ 、 多様性 に 開かれた会話 を 心がけ る こ と に

な る 。 具体的 に は 「話題 に さ れて い る 経験」 を 対

象化 し つ つ 、 支援者 と A さ んが協働 し な が ら 「話

題」 に つ い て 多方面か ら 吟味 し て い く こ と がで き

る よ う な 対話 を 展 開 さ せ る こ と で あ る 。 こ の 目 的

の た め に は 、 多彩 な 質問技法 を 用 い て対話 を 促進

す る こ と が有効であ る 。

#9 (支援者) : ・ - 少 し 質 問 さ せ て く だ さ い。

発表の 内容 っ て何で し た か ?

#10 (A さ ん ) : あ あ 、 発 表 の 内 容 は 映画 の あ

る シ ー ン の和訳で し た 。

#11  (支援者) : フ ラ ン ス 語の先生が笑 っ た と き 、

先生 は あ な た に何か言い ま し た か ?

# 12 (A さ ん ) : よ く 覚 え て い ま せ ん。 発 表

の と き は 頭 の 中 が真 っ 白 だ っ た の

で ・ 。

#13 (支援者) : そ う ですか。 じ ゃ あ 、 先生が笑 っ

た理由 は よ く わ か ら な い の か な ?

#14 (A さ ん ) : は い。 で も 、 き っ と 私 が 変 な

こ と を 言 っ た ん だ と 思 い ま す。 と き

ど き 、 そ う い う 風 に 言 わ れ る ん で ・ - 。

#9 に お い て支援者 は 、 「少 し 質 問 さ せ て く だ さ

い j と い う 前置 き を 置 い て か ら 、 質問 を 始め て い

る 。 こ の よ う な 前 置 き は 、 支援者 と A さ ん と の

対話 を 「枠づけ る 」 働 き があ る 。 発達障がい傾 向

の あ る 学生 と の対話 に お い て 、 こ の よ う な 「対話

に 先行す る 枠づけ」 の メ ッ セ ー ジ を 意識的 に 用 い

る こ と は、 ク ラ イ エ ン ト の安心感 を 増 し 、 対話 を

活性化す る こ と に役立つ 。 そ の後、 支援者 は 、 # 9 、

#11 、 #13 に お い て 「発表の 内容J I先生 の 発言 」

「先生 の 行動 に つ い て の 推 定 さ れ る 理 由 」 な ど に

焦点 を 当 て 、 A さ ん の具体的 な発話 を 促す質問 を

重ね て い く 。 こ れ ら の 質 問 で は 、 支援者の 「私 は

そ の こ と に つ い て 知 ら な い の で教 え て く だ さ い J

と い う 「無知 の 質 問 」 の 姿勢が貫かれて お り 、 決

し て A さ ん を 「 試 す 」 よ う な 質 問 で は な い。 A

さ ん は こ れ ら の 質 問 に対 し て 、 自 身 の 経験 を 想起

し 、 具体的 に 語 る 努力 を 忠実 に 重 ね て い る (#10、

# 12) 。 し か し、 #13 に お い て 支援 者 が投 げか け
た 「先生が笑 っ た 理由 は よ く わ か ら な い の か な ? J 

と い う 質 問 は 、 支援者 に よ る 一種の解釈 と し て も

機能 し て お り 、 A さ ん は控 え め で は あ る が、 こ の

解釈に 対 し て は、 「 は い 。 で も 、 き っ と 私が変 な

こ と を 言 っ た ん だ と 思 い ま す (#14) J と 反論 し

て い る 。 こ こ で A さ ん が、 支援者か ら 押 し 付 け

ら れ よ う と し て い る プ ロ ッ ト ( = 先生 に 馬鹿 に さ

れた と は 限 ら な い ) に 対 し て 、 反論 を 言葉 に で き

た と い う こ と に は 、 大 き な 意味があ っ た と 思 わ れ

る 。

#15 (支援者) : そ う で す か。 じ ゃ あ 、 予 想 は

つ く け ど、 は っ き り と し た理由 は わ

か ら な い んで、すね。



発達障がいのあ る 大学生 と の個別面談 一 対話分析 に よ る 検討 一 73 

#16 (A さ ん) : ・ ・ ・ わ か り ま せん。

#17 (支援者) : う ー ん、 理 由 が わ か ら な い と
不 安 で す よ ね0 ・ ・ こ れ ま で に も 今

回 の よ う な こ と っ て あ っ た ?

#18 (A さ ん) : え え 、 ・ - あ り ま し た 。

# 1 9  (支援者) : そ の と き は、 ど う し ま し た か ?

#20 (A さ ん ) : い え 、 何 も ・ ・ ・ 気 分 が 落 ち

込んで ・ ・ そ の ま ま 授業 に 出 ら れ な

く な っ て、 単位 を 落 と し ま し た 。 本

当 は先生 に な んで、笑 っ た の か聞 き た

か っ た ん ですけ ど、 な ん て 聞 い て い

い か わ か ら な い し ・ ・ 。

#14 ま で の 対話 の 流 れ に お い て 、 「先生が笑 っ

た 理 由 」 に 関 し て 、 A さ ん は 「私がへ ん な こ と を

言 っ た の で馬鹿 に さ れた 」 と い う 物語 を 紡い でお

り 、 支援者 は 「 そ れ は 事実か ど う か わ か ら な い 」

と い う 物語 を 紡 い で い る 。 も し こ こ で支援者が「そ

れ は A さ ん の 被害 妄 想 で あ る J と い う 物語 を 主

張す れば、 両者の物語 を す り 合 わ せ る こ と は 非常

に 難 し く な る だ ろ う 。 発達障がい の あ る 学生 に 限

定 さ れた話で は な いが、 人 間 は そ の 人特有の物の

見方 (観点) を 通 じ て 世界 を 認識 し て い る 。 お お

げ さ に 言 え ば、 各人が体験 し て い る 世界 (現実)

は、 そ れぞれが異 な っ た も の で あ る 。 そ こ に お い

て 「 ど ち ら に と っ て の現実が正 し い現実 な の か ? J 

と い う 問 い を 立 て る と 、 対話 は 著 し く 不毛 に な っ

て い く 。 #15 以 降の対話に お い て 、 支援者 は 一貫

し て、 A さ ん に と っ て の現実 を 「そ れ も 一 つ の現

実」 と し て 認め た う え で、 「 よ く 分か ら な い か ら

一緒 に 有効 な 対応 を 探 し て い こ う 」 と い う 物語 を

提案 し て い く 。 # 17 に お い て 、 「 理 由 が分か ら な

い こ と に 対す る 不安」 へ の 共感 を 示す と と も に 、

#17、 #19 に お い て は、 「過去 の 似 た よ う な 体験」

を 探索 し 、 「 そ の 時 は ど う 対処 し た か」 と い っ た

解決志向 的 な 質問 を 重 ね て 、 A さ ん の 更 な る 語 り

を 引 き 出 し て い く 。 そ の よ う な や り と り の 中 で、

#20 に お い て 「本当 は 先生 に な んで、笑 っ た の か聞

き た か っ た ん です け ど、 な ん て 聞 い て い い か わ か

ら な い し ・ ・ ・ 」 と い う A さ ん の 新 し い 語 り が

浮かび上がる 。 支援者 は そ こ か ら 新 し い行動選択

の 可能性 を 見出 し て い く 。

#21 (支援者) : そ う だ、 っ た ん です ね0 ・ ・ 先生

に 何 で 笑 っ た の か 聞 い て み た い と
思 っ た んですね。 今回 は ど う で し ょ

う ?

#22 (A さ ん) : ・ ・ ・ で き れ ば確認 し た い です が ・ ・

ど う 開 け ばい い か ・ ・ .

#23 ( 支援者) : そ う です ね0 ・ ・ じ ゃ あ 、 私が

今か ら 幾つ か選択肢 を 挙 げ る の で、

で き そ う な 方法があ る か ど う か考 え

て み ま し ょ う 。

#21 に お い て支援者 は 、 ま ず A さ ん 自 身が語っ

た 言葉 を 忠実 に 繰 り 返す こ と に よ っ て 、 A さ ん の

解決志 向 的 な 態 度 に 対す る 共感 と 尊重の態度 を 示

す。 こ こ で、 発達障がい の あ る 学生 は、 し ば し ば

「 自 分で試 し て み る J r 自 分で探索 し て み る 」 と い

う 意欲 と 能力 が高 い と い う 経験的事実 を ふ ま え て

お く こ と は重要であ ろ う 。 「 目 上の 人 (教員 ) に 『私

を 馬鹿 に し た の で は な い ですか け と 直接尋ね て

み る 」 と い う 発想 に対 し て怖気つ い て し ま う の は 、

む し ろ 定型発達者 に よ く 見 ら れ る 傾 向 で あ る 。 支

援者が 自 身 の 定型発達的世界観 に と ら わ れて い る
と 、 学生の 「探索の提案」 に対 し て 否 定的 に 反応

し て し ま う こ と があ る 。 そ れ ら の こ と を 十分 に ふ
ま え た 上で支援者 は 、 「今回 は ど う で し ょ う か (今

回 は 自 分で確 か め て み た い と 思 い ま す か ? ) J と

問 い か け る 。 す る と #22 に お い て A さ ん は 、 「 で

き れば確認 し た いが、 方法が分か ら な い」 と 答 え

る 。 定型 的発達者 な ら 、 「直接確認 な ど と て も で
き な い (先生が気 を 悪 く す る か ら ) J と 答 え る だ
ろ う 。 こ こ で も 、 そ う い っ た 「常識」 は、 む し ろ

日 本の 文化 に 特有 な 「 グ ロ ー バ ル に見れば偏 っ た

認識」 で あ る 可能性 を 十分に考慮す る 必要があ る

だ ろ う 。 #23 に お い て 支援者 は 、 「先生 に 確 認す

る 方法」 に 焦 点 を あ て、 そ の ア イ デ ア を A さ ん

と 二 人で吟味す る た め に 、 ホ ワ イ ト ボー ド を 用 い

る こ と を提案す る 。 視覚 に よ る ス キ ー マ の認識や、



74 

ア ル ゴ リ ズ ム 的表現の把握 に優れた発達障がい の

あ る 学生 に と っ て 、 こ の よ う な ツ ー ル の利用が効

果的であ る こ と は、 繰 り 返 し指摘 さ れて い る 15) o

#24 (支援者) : ど う で し ょ う ? こ の 3 つ の 選

択肢の 中 か ら 選ぶ と し た ら 、 どれに

な る で し ょ う か ?

#25 (A さ ん) : ・ ・ そ う です ね ・ ・ 。 2 番 な ら ば、

な ん と かで き る と 思 い ま す。

#26 (支援者) : わ か り ま し た 。 じ ゃ あ、 先 生

に ど う 話すかは後で相談す る こ と に

し て 、 今か ら 先生 に 電話で状況 を 伝

え て く る の で、 し ば ら く f寺 っ て い て

下 さ い。

ホ ワ イ ト ボー ド な どの ツ ー ル を 用 い て支援者が

選択肢 を 提示 し 、 そ れ に つ い て A さ ん と の 対話
の 中 で実行可能 な 案 を 選択す る と い う 方法 は 、 発

達障がい者 (児) の教育法 ・ 支援法 に お い て広 く

用 い ら れ る 、 あ る 意 味 定番 の 方法 で あ る 。 し か

し 、 大学 に お け る 学生相談 を 、 古典的 な 非指示的

カ ウ ン セ リ ン グ と し て の技法的枠組み か ら の み と
ら え る と 、 こ の よ う に 支援者が積極的 に動 く 方法

に抵抗 を 覚 え る の も 不 自 然 と は 言 え な い。 し か し 、

Ivy カ吋是唱 し た マ イ ク ロ カ ウ ン セ リ ン グ 8 ) で は、

こ の よ う な技法 は、 積極技法の カ テ ゴ リ ー に位置

づけ ら れ る 有力 な技法で あ る 。 支援者が こ こ で用

い て い る 技法 は 、 「論理的帰結」 と 呼ばれ る 積極

技法 (， こ う す ればあ あ な り 、 あ あ す れ ば こ う な

る で し ょ う J ) に似て お り 、 支援者 が ク ラ イ エ ン

ト と 対話 しつ つ 、 行動選択 を協働 し て行 っ て い く
こ と を 助 け る 技法で あ る と 考 え ら れ る 9 ) 。 こ の よ

う な技法 は、 医療 に お い て は、 informed consent 

や shared decision making な ど と 呼 ばれ る 共 同

意思決定作業 に 用 い ら れ る 技法 と 類似 し て い る 。

#25 に お い て A さ ん は 、 提示 さ れ た 選択 肢 の う

ち の 2 番 目 を 明確 に 選択 し た 。 こ の 選択肢 に は、

「支援者が教員 に電話 を す る 」 と い う 行動が含 ま

れ て い る 。 そ こ で #26 に お い て 、 支援者 は 直 ち

に そ れ を 行動 に 移す。 「 ク ラ イ エ ン ト の 話 は 聴 く

が、 治療者 自 身 は何 も し な い」 と い う 、 古典的 な

心理療法の原則 に教条的 に し がみつ い て い る 支援

者 で あ れ ば、 「指導教員 に 直 ち に 電話 を か け る 」

と い う 支援 者 の 行動 に は 驚 く に 違 い な い。 し か

し 、 こ こ ま で の 支援 者 と A さ ん と の 丁 寧 な 物 語

の 共有、 さ ら に は A さ ん を 取 り 巻 く 支援 ネ ッ ト

ワ ー ク と い う 文脈 を 考慮 し た 場合、 こ こ で支援者

の と っ た積極的 な 行動 は 自 然 な 流 れ に 沿 っ た も の

で あ る と 言 え る 。

Charonll) は、 ナ ラ テ イ ブ ・ メ デ ィ ス ン の 実践
に お い て、 配慮 (attention) 、 表現 (representa-

tion) 、 参入 (affiliation) の 3 つ の流 れ を 重視 し

て い る 。 「 配慮」 と は、 医療者が患 者 の 苦悩 の 語

り に 耳 を 傾 け 、 物語 を 読み取 り 理解す る こ と を 通

じ て 、 対話的 な 関係 を 形成 す る こ と で あ る 。 「表

現」 と は、 医療者 と 患者が、 物語 を 描写 し 、 表現

し 、 共有す る こ と を 通 じ て 、 新 し い物語 を 共 同創

出す る こ と で あ る 。 そ し て 「参入」 に お い て、 共

有 さ れた物語に動か さ れて 、 医療者 は患者 と と も

に 行動す る 新 し い癒 し の 関係へ参入す る 。 こ こ で
は 、 医療者 を 支援者、 患者 を 発達障がい の あ る 学

生 と 読み 替 え る と 、 医療 に お け る ナ ラ テ イ ブ ・ ア

プ ロ ー チ と 、 大学 に お け る 発達障害学生支援 に は

共通の構造があ る こ と が読み取れ る 。

#27 (支援者) : 先生 に 会 っ て こ ら れ た と 思 い

ま すが、 い かがで し た か ?

#28 (A さ ん) : は い 、 話 し て き ま し た。

#29 (支援者) : 話 を し て み て ど う で し た か ?

#30 (A さ ん) : え え ・ ・ 先生 は 、 私の発表 を 笑 っ

た ん じ ゃ な く て 、 私が訳 し た と こ ろ
の 映画 の シ ー ン を 思 い 出 し て 笑 っ て

い た ん だ、、 と 云 わ れ ま し た 。

#31 (支援者) : う ー ん、 そ う だ っ た ん で す ね 。

そ う い う こ と が わ か っ た ん で す ね。

思い切 っ て尋ね て み て 良か っ た です

ね。

#32 (A さ ん) : は い 、 よ か っ た です。

#33 (支援者) : 今回 は先生 に 確認で き て よ か っ

た の ですが、 今回 の よ う に 人 に 笑 わ
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れた と 思 う こ と っ て、 こ れ ま で も あ

り ま し た か ?

#34 (A さ ん ) : あ り ま す。 絶対 み ん な は 自 分

の こ と を 笑 っ て い る ん だ っ て 思 っ て

し ま い ま す。 で も 、 今回 は確かめ ら

れて よ か っ た です。

#35 (支援者) : そ う で す ね。 で は、 人 に 笑 わ

れて い る よ う に 感 じ る と い う こ と に

つ い て は、 ま た 改 め て 話 し 合 い ま

し ょ う 。

#36 (A さ ん) : は い

#37 (支援者) : そ れ で は 、 こ の あ と の 授 業 の

予 定 を 確認 し ま し ょ う か。

#38 (A さ ん) : え ー っ と ・ ・ ・ あ っ 、 金曜 に レ ポ ー

ト の締 め切 り があ っ た ! ( あ わ て て、

カ バ ン か ら レ ジ、 ユ メ を 出す)

#27 -- #38 は、 支援 者 の ア レ ン ジ の 上 で、 A

さ んが直接教員 と 話 を し た後 で の 、 振 り 返 り の対

話 で あ る 。 #27 と #29 に お い て、 支援者 は こ こ

で も 「 聞 かれた質問」 を 用 い て、 A さ ん の体験の
語 り を 引 き 出 そ う と す る 。 そ れ に 呼応 し て A さ

ん は、 #30 に お い て 「先生 は、 私 の 発表 を 笑 っ た

ん じ ゃ な く て、 私が訳 し た と こ ろ の 映画 の シ ー ン

を 思 い 出 し て 笑 っ て い た ん だ、 と 云 わ れ ま し た 」

と 、 「私 は先生か ら 馬鹿 に さ れ た 」 と い う 物語 を

書 き 換 え る こ と がで き た こ と を 報告 し て い る 。 ま

た #32 の 「 は い、 良 か っ た です 」 と い う A さ ん

の 表現 に は 、 お そ ら く 「 馬 鹿 に さ れ て い た の で

は な く て よ か っ た J í直接確認す る こ と が有効 な

方法 だ と い う 経験が得 ら れて よ か っ た 」 な どの 、

複 数 の 感情が込め ら れ て い る と 思 わ れ る 。 #33、

#35 に お い て支援者 は 、 今 回 の 経験 を 有意義 な も

の と し て 共有す る と と も に 、 「何か あ る と 、 自 分

が馬鹿 に さ れ て い る と 解釈 し て し ま う A さ ん の

傾 向J に つ い て の A さ ん の 洞 察 を 深め る た め の 「洞

察 の 一般化」 に つ い て の提案 を 行 っ て い る 。 A さ

ん は こ の支援者の提案 に 対 し て も 前 向 き に応答 し

て い る が、 支援者 は #35 -- #37 に お い て、 将 来

への含み を 残 し つ つ 、 ス ケ ジ、 ユ ー ル確認 と い う 具

体的 な 就学支援へ と 話題 を 戻 し 、 今 回 の 面談 を 終

わ っ て い る 。

4 . ま と め

本稿で は、 発達障がい の あ る 学生の修学支援 を

行 っ て い る HACS に お け る 我 々 の 経験か ら 構成

さ れた対話事例 を 、 統合的 カ ウ ン セ リ ン グ理論で

あ る マ イ ク ロ カ ウ ン セ リ ン グ と 、 医療 に お け る ナ

ラ テ イ ブ ・ ア プ ロ ー チ を 準拠枠 と し て分析 し 、 考

察 し た 。 発達障がい の あ る 学生 に は 甚 だ し い多 様

性があ る こ と 、 支援者 と の対 話 の 形式 や 内 容 は、

支援者 と 学生の 関係性や、 支援が行 わ れ る 環境 な

どの コ ン テ ク ス ト に 大 き く 影響 さ れ こ と を 考慮す

る と 、 有効 な 面接法の単純 な モ デル化 は不可能で

あ る し 、 現在の と こ ろ 、 実証的研究 は ほ と ん どな

い状況であ る こ と も 認め ざる を 得 な い。 し か し 今

回我々 が試み た よ う に 、 実践経験か ら 構成 さ れた

事例 を 詳細 に検討 し、 そ れ に基づい て い く つ かの

提言 を す る こ と は、 同様の状況 に あ る 実践者 に 利

用 可 能 な 知識資産 を 提供す る 有益 な 作業で あ る と

思 わ れ る 。

発達障がい の あ る 学生 の 支援 に 、 カ ウ ン セ リ ン
グ 的 な 面接が役 に た た な い の で は な い か と い う 問

い に対す る 、 我々 の 経験か ら の解答は No で あ る 。

カ ウ ン セ リ ン グ的技法 を 丁寧 に 用 い た 面接 は 、 明

ら か に 支援 に 有用 で あ る 。 し か し 、 単 に丁寧かっ
適切 に カ ウ ン セ リ ン グ技法 を 用 い る こ と に と ど ま

ら ず、 発達障がい の あ-る 学生への 支援 に 有益 な い

く つ か の 考 え 方 を 提案 し た い。

以 下 に 、 我 々 が有用 だ と 考 え る 、 発達障がい の
あ る 学生への修学支援 に お け る 面談の ポ イ ン ト を

7 項 目 に ま と め る 。

1 . 全体を 通 して、 学生のベー ス に合わせて話

を 進め る 。

2 . 面談の最初 は、 学生か ら 話 題 を 提供す る 機

会 を 与 え る 。

3 . 学生の 話 を 共感的 に聴 き な が ら 、 重要な言

葉 は繰 り 返 し て確認す る 。

4 . 問題の周辺 に あ る 体験や気持ち を 掘 り 起 こ
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し て い く た め の 質問 を し て い く 。

5 . 過去の体験 を 思 い 出す た め の 質 問 を し て 、

リ ソ ー ス を探す。

6 . 新 し い 考 え が浮かばな い と き 、 実際の行動

が イ メ ー ジ しやすい選択肢 を 与 え て 自 己決

定の機会をつ く る 。

7 . 実行後 に振 り 返 り を 行 な い 、 良か っ た点 を

確認 し、 本人の努力 を ね ぎ ら う 。

支援者が、 上記の 7 つ の ポ イ ン ト を 意識 し な が

ら 面接 を 進め る こ と は、 発達障がい の あ る 学生へ

の修学支援 に お い て有効で あ る と 私 た ち は感 じ て

い る 。 ま た 、 こ れ ら の ポ イ ン ト を 意識的 に 実践す

る た め に は、 種 々 の カ ウ ン セ リ ン グ技法、 ナ ラ テ イ

ブ ・ ア プ ロ ー チ に 関す る 知識 と 技法的訓練が役 に

た つ と 思 わ れ る 。
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