
富山大 学教育学部 許穿粛農 No.3 : 2 5
-

3 1 (2 0 0 0 )

富山県の 適応指導教室 におけ る指導員の 意識
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目 的

我が 国に お け る不登校児童生徒の 数 は1 2 万人 (小学生26 0

17 人, 中学生10 1 67 5 人) を超え た こ と が
, 平成1 0 年度学校

基本調査か ら明 らか と な っ た｡ 小学生 は 昭和5 6 年度, 中学

生 は昭和61 年度 を ピ
ー

ク に 児童生徒数 は減少 し て い る に も

か か わ らず, 不登校 の 児童生徒数 と出現率 は
, 毎年増加の

一

途を た ど っ て い る の が 現状 で あ る｡ 富山県に お い て も そ の 例

に もれ ず, 平成1 0 年度 の 不登校児童生徒数 と 出現率 は
, 小

学生 : 人数2 1 8 人, 出現率0 .35 %
, 中学生 : 人数87 1 人, 出

現率2 ,3 9 % と い う状況に あ る｡

不登校問題 に 対して は
,

さま ざま な施策が講 じられ て きた｡

そ の 1 つ と し て 適応指導教室を挙 げる こ とが で きる｡ 適応指

導教室と は
, ｢ 不登校児童生徒等 に 対する指導 を行 うた め に

教育委員会が
, 教育 セ ン タ

ー

等学校以外の 場所や学校 の 余裕

教室等 に お い て
, 学校生活 の 復帰 を支援する た め

, 児童生徒

の 在籍校と連携を と り つ つ
, 個別 カ ウ ン セ リ ン グ

, 集団で の

指導, 教科指導等を組織的, 計画的 に行 う組織 と して 設置 し

たもの｣ ( 文部省,
1 99 9) で あ る｡

適応指導教室 は
, 千葉市教育 セ ン タ ー

(1 9 88) に よ れ ば

昭和49 年 に 情緒障害児の 治療 の た め に 開設 し た の が そ の 端

緒 とさ れ て い る｡ 昭和50 年代後半 に な る と不登校問題に 対

応する ため に 設置さ れ るよ う に な り, 不登校児 の 増加 に 伴 っ

て
,

そ の 設置数 は増加 し て い る｡ さ ら に
, 平成4 年 ｢ 登校拒

否問題 べ の 対応 に つ い て｣ が 文部省初等中等局長通達 され る

こと に よ っ て
, 指導要録上出席扱 い が で きる よ う に な り,

そ

れ 以 降急増 し
, 都市部だ けに と どま らず小規模 な市や 町に も

設置さ れ る よう に な っ た｡ 平成10 年度現在, 全国に80 4 個所

の 適応指導教室が設置され
,
1 21 6 8人 の 児童生徒 が在籍 して

おり, 適応指導教室 の 役割 はま すます重く な り つ つ あ る｡

富山県で は, 平成2 年 に 富山県総合教育セ ン タ ー 教育相談

部 に 設置され たの を始 め と して , 平成1 1 年度現在9 個所設置

され て い る｡ その 実態 に つ い て は, 県内の 学校関係者 に お い
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て もそ の 活動内容に つ い て 把握 して い る者 は限 られ て お り,

適応指導教室の 関係者以外知 られ て い な い の が現状 とい える｡

と こ ろで , 適応指導教室に 関する研究は, 適応指導教室の

認識が 学校関係者 の 中 で も確立 して い な い こ と
,

適応指導教

室の 活動が始ま っ て 緒 に つ い たば か り の 施設が 多い こ とな ど

の ため
, 研究 その もの の 数が少な い の が現実 で あ る｡ しか も

,

実態把握や
,

基本的な活動内容の 紹介と い っ た研究が 大部分

を 占め て い る (古駕野,
19 98) ｡ 心理 学的研究 に つ い て は事

例研究 は散見さ れ るが
, 分析的な調査と し て は適応 指導教室

に 適所 した 児童生徒の 追跡調査 (本間 ･ 中川, 19 9 7) が行

わ れ た程度 に 過 ぎな い
｡

これ ま で の 適応指導教室の 実態調査と して は
,
大阪府教育

セ ン タ ー

(1 99 5) や服部 (199 5) が あ る｡
こ れ ら は い ずれ

も各適応指導教室 を対象と し た もの で あ る｡ 指導者自身の 意

識は反映さ れて はい る もの の
,

そ の 適応指導教室の ｢公式見

解｣ とい え るもの で あ る. 個 々 の 指導員の 意識 に つ い て 検討

さ れ た研究 は こ れ ま で 行わ れ て い な い ｡

不登校の 子 ども の た め に 開設さ れ た適応指導教室で ある が
,

現実 に はさ ま ざま な問題を かか え て い る｡ 必ず しも学校復帰

に結 び つ い て い な い こ と が 一

番の 問題で あ ろ う｡ ま た
, 服部

(19 95) は問題点 と し て
, 質的･ 量 的両面 で の 指導者不足,

施設設備不足, 運営費不足 を挙げて い る｡ ま た
, 服部 (1 99 5)

は今後の 適応指導教室の 課題 と して
, 学校等と の 連携づ く り,

｣L ､ の 居場所づ く り を指摘 して い る｡

そ こで
, 本研究 で は富山県 に お い て 開設され て い る適応指

導教室 に お け るそ れぞ れ の 指導員の 意識に つ い て
, 適応指導

教室 に お け る連携状況, 心 の 居場所づ く り に 視点を 当て な が

ら分析す る こ とを 目的 とする｡

方 法

被調査者 平成1 0 年度に 富山県内に 設置さ れ て い る8 つ の

適応指導教室 に勤務す る指導者1 6 名 (男性3 名, 女性13 名) ｡

- 2 5 -



予め電話で 調査 の趣旨を説明し
,

全員 の 了解を得た｡

調査項目 大 きく分 けて
,
適応指導教室の 活動状況 連携

状況, 指導者 の 意識と い う 3 つ の カ テ ゴ リ ー を設定 した｡

手続 き 第2 著者が そ れ ぞ れ の 適応指導教室 に 出向 い て
,

予め決 め られ た調査項目に つ い て
一

対
-

の 面接 を通し て 質問

し た｡ なお
,

こ の とき
, 録音に つ い て 承諾が 得られ た場合に

は カ セ ッ ト テ
ー プ レ コ

ー ダ ー

で 回答を録音 し, 得 られ なか っ

た場合 に は回答 を その 場 で 筆記 し た｡

結 果

各質問項目 に つ い て
,

そ れ ぞ れの 指導員の 回答を記述した｡

な お
, 質問項目に よ っ て は 個人が特定さ れ る と思 われ る もの

も含ま れ る の で , その 場合 は全員の 回答に つ い て 概観し た｡

1 適応指導教室 に おける活動状況

1) 指導員 の 構成

1 名 の 所が 1 個所, 2 名 の 所が 6 個所, 3 名 の 所が 1 個所

で あ っ た｡ ま た, 1 日 あ たり の 勤務人数 は
,
1 名 の 所が 5 個

所 ( そ の う ち 2 個所 は曜 日 に よ っ て 2 名) ,
2 名 の 所が 2 個

所,
3 名の 所が 1 個所で あ っ た｡

2) 教員歴 の 有無

教員歴の な い 指導員が 1 名で
, 残 り1 5 名 は教員歴が あ っ

た｡ 校種 の 内訳 は 中学校勤務者が 7 名, 小学校勤務者 が 8

名で あ っ た｡

3) 在籍な ら び に通級 して い る子 ども の 数

在籍 な らび に 通級し て い る子 どもの 数 は
, 少 ない 所か ら順

に4 (3 - 4) ,
5 (2 - 3) ,

5 (3 - 4) , 6 (6) ,
1 0 (8) , 1 3 (7

- 8) ,

1 8 (8) 名 で あ っ た ( か っ こ 内は通扱者数) ｡ な お
,

通級願等

の 書類が な い ため在籍と い う形を と ら な い所が 1 個所 で あ っ

たo

4) 1 日の 活動内容

時間割 を設 けて い る所 は 6 個所 , 設 けて い な い 所 は2 個

所で あ っ た｡ 設 けて い て も
, 時間割は あ っ て な い よ うな存在

の 所が 1 個所 あ り
,
実質的に 時間割 が ある所 は5 個所で あ っ

た｡ あ る適応指導教室の 1 日の 活動内容 を表1 に 示 した｡

表1 ある適 応指導教室 の 1 日 の 活動の 流れ

時 間 活動 の 内容

9 : 0 0 - 1 0 : 0 0 自 由時間

カ
ー ドゲ ー ム

､
トラ ン プ

､
T V ゲ ー

ム
､

ヒリヤ
ー

ド
､ 雑談等

1 0 : 0 0 - l l : 0 0 学習時 間

漢字や 計算の ドリ ル が 中心

l l : 0 0 - 12 : 0 0 自 由時 間

12 : 0 0 - 13 : 0 0 昼食

1 3 : 0 0 - 15 : 0 0 軽運動 の 時間

ド ッ ジ ボ ー ル
､ 簡単なウ ェ イ ト ト

レ ー

ニ ン グ等

時間割 を設 けて い る他 の 適応指導教室 に お い て も, 自由時

間, 軽運動, 学習時間等が 1 時間か ら 2 時間単位で 組み 合

わ さ っ て 構成さ れ て い た ｡ 小中学校 の よ う に 1 日 ごと の 時

間割 は設 けら れて お ら ず
,
1 週間を通 して あ る時間帯 は曜 日

に 関係な く 同じ活動が組ま れ て い た｡ 学習時間に つ い て は
,

曜日 ごと に 教科を定め て い る所もあ っ た｡ しか し
,

い ず れ の

所 も表 1 に 示 さ れ て い る よ う に 個別学習が 行 われ て い た｡

ただ し
,
2 つ の 適応指導教室で は, 英語に つ い て 指導員あ る

い は A L T に よ る
一

斉授業が 行わ れて い た｡ なお, 時間割の

ない 所で は, 子どもが や り たい こと を行う形態を と っ て い た｡

5) 特設活動の 内容

毎 日行わ れる活動以外 に , 事前 に 計画さ れ行 われ る活動 を

特設活動と 名 づ け た｡ 特設活動 を行 っ て い な い 所 は 2 個所

で あ っ た｡ 残 り 6 個所 の う ち で 行 わ れ て い る特別活動 は何

個所 で 実施さ れて い るか を
, 表 2 に 示 した｡ そ して

,
6 つ の

適応指導教室が 実施 して い る特設活動の 数 は
, 多い 適応指導

教室か ら順に16
,
8

,
8

,
8

,
7

,
4 種類で あ っ た｡ な お

, 活動

の 頻度 に つ い て
, 多 い も の は 週に 1 回, 少 ない もの は年 に 1

回と 幅の 広い もの で あ っ た｡

表2 行われ て い る特設活動 と実施 して い る適応指導教 室の数

実施 箇所 特設活動 の 内容

6 調 理 実習､ 野 外活動 , 軽ス ポ
ー

ツ
､

.
陶芸 ･ 工

芸 ･ 折紙 ･ 簾龍 ･ ト ン ボ 玉 づ く り

4 誕 生会 ･ お 別れ会 ･ 七 夕ま つ り ･ 百 人
一

首大

会 ･

お 楽 しみ 会 と い っ た リ ク レ ー シ ョ ン
､ 宿泊

学 習､ 社会見学

3 写生

2 草む し り ･ ごみ 拾 い と い っ た奉仕活 動､ 自画像

の 作成
1 版 画

､
パ ソ コ ン

, 音楽活動 ､ 新 聞作り
､

映写

会､ 卒業生 と語 る 会

2 適応指導教室 に お ける連携

1) 家庭 との 連携手段 の 内容

送迎時 (6 個所) , 保護者会 (5 個所) ,
電話 (4 個所) , 秦

庭訪問 (3 個所) , 来所相談 (1 個所) , 交換 ノ
-

卜 (1 個所)

が挙げられ た｡ 連携手段の 数 は
, 多い 適応指導教室か ら順に

5
,
5

,
4

,
3

,
3

,
2

,
2

,
1 種類 で あ っ た｡

2) 家庭と の 連携の 利点

指導員全員が
, 利点が あ ると 回答 した｡ そ して

,
そ の 内容

を表3 に まと め た｡

3) 連携の 難 しい 家庭

指導員 の う ち
,
8 名は ｢ 特に な い｣ と 回答 した｡ 残る 8 名

に つ い て
, 挙げた 内容を表 4 に ま と め た｡

4) 学校と の 連携方法

1 つ の 適応指導教室 で は
, 学校 と の 連携が 指導員 の 役割 に

な っ て い な い と 回答 した｡ 残 り 7 個所の 適応指導教室 に お

ける連携の 種類 をみ る と
, 適応指導教室 へ の 来室 (5 個所) ,

電話 (5 個所) , 出席状況 の 報告 (2 個所) , 学校訪問 (2 個

所) , 定期懇談会 (2 個所) で あ っ た｡ こ の う ち, 1 種類の 所

が 1 個所, 2 種類が 3 個所, 3 種類が 3 個所 で あ っ た｡

5) 連携の とり やす い学校と難 し い学校 との 違 い

連携 を と っ て い る と回答 した 7 個所 の 指導員15 名の う ち,

7 名が学校 に よ っ て 連携 の 内容に 違 い はな い
, あ る い は感 じ

て い な い と 回答 し た｡ 違 い を感 じ て い る残 り の 8 名 の 回答

は
, 表 5 に ま と めた｡
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富山県 の 適応指導教室 に お け る指導員 の 意識

表3 家庭 との 連携の 利点

指導員 回 答 内 容

∧ 保護 者か ら見 た家庭 で の そ の 子 の 変化 に つ い て わ か る

指 導員や教室 の こ と を 知 っ て もら うこ と に よ っ て ､ 保護者 に と っ て 意見 をい い やす い 関係 を作 る こ と が で き る

B 保護 者と の 信頼関係 を つ く る こ と が でき る

C 保護 者と の 信頼関係 を つ く る こ と が で きる

D 教室で は わ か ら ない 子 どもの 行動や様 子 が 見えて く る

E 子 どもを理 解す る の に役 立 つ

指 導員と 保護者 の 子 どもに 対す る共 通理 解を深め る こ と が でき る

F 教室で 子 ども に対応す る と き の 参考 に なる

G 指 導員と 保護者 がお 互 い に 理解 しあえ る

H 不 登校 の 原因が ､ 保護者 との 話 の 中で つ か め る こ と が ある

保護 者 の 考 え方 に ､ 少 しで も影響 を与え る こ と が で き る

保護 者と の 人間関係 を よ く す る こ と が で き る

Ⅰ 保護 者と 学校 と の 誤 解 を解 く こ と に よ っ て
､ 両者 の 橋渡 しが でき る

J あ ま り 教室で 話 さない 子 ども の い ろ い ろ な面を知 る こ と が でき る

K 子 どもの 理 解 が よ り 早 く で き る

指 導員と 保護者 がお 互 い に 理 解 しあえ る

Ⅰ一 指 導員と 保護者 が お 互 い の 生 き 方を知 る こ と が で き る

保 護者に 子 ども を肯定的に 見 る と い う こ と を影響づ け る こ と が で き る

M 保護 者の 考 え方や 子 ども - の 接 し方が わ か り
, 援助 しや す く な る

N 保 護者が 不 安 に な っ て い る状況 は子 どもを追 い つ め る と い う こ と に 気づ い て も ら え る

信 頼関係が でき ､ 自分の 率直 な思 い を伝 え る こ とが でき る

0 子 どもの 精神状態 が わ か る

P 保 護者 の 負 い 目 をな く して ･L ､ を解き ほ ぐ し
､

子 ども に対す る 意識を変 え て い け る

表4 連携 の難 しい家庭

指導員 回 答 内 容

B 無 関心 な家庭

指導性 の な い 家庭

Ⅰ 家族 が 共 通 理 解 をも っ て 子 ども に接 して い な い 家庭

留守 が ち な 家庭

J 保護者 の 信 念が 指導員 の 考 え方 と違 っ て い て
､ 踏み 込 み にく い 家庭

指 導員と 違 っ た 方針 をも ち､ 他 の 専門医 等に 相談 に行 っ て い る 家庭

子 どもを 教室に 単 に預 け て い る と い う意識 の 家庭

K 無 関心 な家庭

あき らめ て い る よう な感 じを受 け る 家庭

L 頭 で 答を 出 し て しま っ て
､ 実際 に保護 者が どん な気持 ちで い る の か 触れ にく い 家庭

M 何 を 考え て い る の か わ か らな い 家庭

子 どもの 方が 気 を つ か っ て しま っ て い る家庭

0 ガ ー ドが 固く ､ 腹 を わ っ て 話 して こ な い 家庭

P な か なか 連絡 して こ ない 家庭

表5 連携 の と り や すい 学校 と難 しい学校 と の 違 い

指導員 回 答 内 容

F 担任だ けで なく ､ 学校 ぐるみ で 取り 組ん で い る姿勢 が感 じられ るか どうか

G 書類等 をい ろ い ろ送 っ て くれ る か どうか

Ⅰ 学校か ら の 連絡 が 多 い か ど うか

J 一 生懸命 か どうか

K 学校 に専属 カ ウ ン セ ラ
ー

が い る か どうか

学校か ら の 連絡 が 多 い か どうか

教室 の 行事 に先 生が 参加 す るか どうか

自分 の 知 っ て い る 先生 が い るか どうか

M 不 登校 の 子 どもに つ い て 理 解が あ る か どうか

N ガ
ー

ドが 固く ない か どうか

P 管理 職の 構 えと して
, 担任 に任せ っ き り か

､ 学校 ぐるみ で取 り組 ん で い るか どうか

6) 学校以外 に 連携 をと っ て い る機関

挙げられ た機関と そ の 数 は
, 次 の 通 り で あ っ た｡ 所属する

教育 セ ン タ
ー

(8 個所) , 他の 適応指導教室 (5 個所) , 児童

相談所 (4 個所) , 専門医 (4 個所) , 所属する教育委員会

(3 個所) 富山県総合教育 セ ン タ
ー

(1 個所) ｡ 連携を と っ て

い る機関の 数 は
, 多い 適応指導教室か ら順に 5

,
5

,
4

,
3

,
3

,

2 , 2 , 1 個所 で あ っ た｡

3 指導員 の意識

1) 適応指導教室 の 最終的な目標

適応指導教室の 目標に つ い て は
, 服部 (199 5) は学校復

帰と こ こ ろの 自立 と い う 2 つ に 分類 し て い る｡
こ の 視点 に

もと づ い て 分類 した と こ ろ
,
3 名が 学校復帰, 1 3名 が こ こ ろ

の 自立 と回答 した｡ それ ぞれ の 回答 は表 6 に ま と め た｡
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表6 適応指導教 室の最終 的な目標

学校復帰が 目 標

指導員 回 答 内 容

A 子 どもが 復帰 しようと い う気に な っ た とき に は
､

すで に こ こ ろが だ い ぶ 強く なっ て い る
｡

学校復帰 と こ こ ろ の 自立

は 目標と して近 い 存在

こ こ ろ の 自立 は理 想
｡

学校 復帰と い う目 に 見える もの の 補助 をす る の が 現実だ と思 う
｡

子 ども を自 立 させ て い く自

信が あれ ばよ い が
､ そう い う自信は な い

o 保護者 だ っ て ｢ 学校だ け がす べ て で は ない｣ と は なか なか 思え な い だろ

う

子 どもは こ こ ろ の 問題 をか か えて い る の で ､ 学校 復帰 の た め だ けの 指 導は で き ない が
､

こ こ ろ の 自 立 が で きた ら学

校復帰 に仕向iナる よ うに した い
｡ 学校 で なけれ ば育たな い 面が 多く ある

こ こ ろ の 自立 が 目 標

指導員 回 答 内 容

B 学校復帰が
一 番大事 なの で は な い 最終的 に は 高校や 他の 団体で 自立 して が ん ば っ て い け ば よ い 子 どもの 現状を

考 える と ､ 学校復帰 を目標 に す る と つ ら い も の が ある

C 学校に 行 け る こ と に こ した こ と は な い が
､

い じめ られ た り して 行 け ない 子 どもは 無理 して行 く こ と は な い

E こ こ ろが 自立 して 元気 に な れ ば､ 学校 に戻 り た い と 思うの で は な い か
｡

しか し
､ 学校 に どう して も戻れ な い 子 ども

も い るか ら､ 学校復帰 だ け で は なく こ こ ろ の 自 立 を考えて い か ね ばな らな い

F 子 どもは ､ 複数 の 理由 が複雑 に 絡み 合 っ て学校 に行 け なか っ た り ､ 自分 で も どう して行 けな い の か わ か らな か っ た

り す る
o

そ こ を解き ほ ぐす こ とを考え ると
､

大変 だ が こ こ ろ の 自立 を目指 さなく て は な らな い と思 う
G 学校復帰に こ した こ とは ない が ､ 現実 に難 しい こ と もあ っ て

､
どちらか と い えば こ こ ろ の 自立に 傾 い て きた

｡ 子 ど

も1 人1 人の 場合が ある の で
､

｢ 最終 目標 は こ うだ｣ と い わ れた ら つ らい

H 学校復帰は 理 想的 だが
､

その た め に 教室 で
一 生懸命学校 復帰に 取 り組む こ と は で き ない

｡
｢ 学校復帰す れ ばそ れ で

よ い｣ と い うも の で は なく ､ 子 どもは こ こ ろ に何 か 問題 が あ る｡ 子 ど もの 閉 ざされ た こ こ ろ を開 い てや る と か
､ 話

を聞 い て や るとか ､ そ うい っ た 人 間的な っ なが り と い うもの を まず は 考え て い る

Ⅰ こ こ ろが 自立 した か ら こ そ ､ そ の 現象 と して学校復帰 で きる
｡

普通 に学校 に 行 っ て い る 子 どもで も , 自立 して い な
い 子 どもは た くさん い る が

､
学校 復帰 した 子 ども は こ こ ろ が 自立 して い る

K 子 どもの こ こ ろ に は学校 に行 け な い 何か が ある｡ 子 どもの 悩み を癒 して
､

共 に 悩ん で独 り 立 ちさせ た い
｡ 学校 復帰

が 可 能な子 ども の 場合 ､ 復 帰に 力を 入 れ る べ き だ

L 適 応指導教室 と して公 に な っ て い るの は 学校復帰 だ が ､ 学校復帰す る しな い と い う こ と は
､ 適応指導教 室の 目標 と

して 仕向け た り す るも の で なく
､

結局子 ども が自分 で 選 択 して い く こ と
｡ 学校だ っ て結 局 卒業 して しま う訳 だ し ､

そ う考え ると最終的 に は こ こ ろ の 自立 が 目標 に なる

M 本 当は 学校 復帰 を目標 にす べ き だ が
､ 子 ども を見 て い く うちに こ こ ろ の 自立 の 方 に傾 い てき た｡ 無理 に 学校 復帰 を

考え る前に ､ 子 ども自身 を大切 に した い

N どちか か と い えば こ こ ろ の 自 立 だが
､ 本当は ど ちら で もな い と 思う｡ 自 立 は 大人 で もそ うそ うで き ない もの で あ り

適応 指導教室で た か だか 1年や2 年子 ども と過 ご して
､ 子 どもの 自立 に あ た る 任務だ と い う こ と 自体が す ご く 勘違 い

して い る と思う｡ 適応指導教室 の 任 務は ､
｢自分 で い い の か｣ と 傷 つ い て い る 子 ども に ｢ あなた で い い の よ｣ と い

うよ うに
,

不 安を和 らげ て あ げて
､

自分に 対す る自信み た い なも の を子 ど もが 芽生 えさせ て い け る よう にす る こ と

で あ る

0 こ こ ろ の 自立 - の 過程 の 上 に学校復帰 が位 置づ い て い る
｡

そ の 学校 復帰も ､ 相 談室や 保健室 だけ に い る よ うで は復

帰 した こ とに な らず､ 友達 の 中にも 入 っ て い け る原級復帰 で ない と 復帰 し た こ とに は な ら ない

P 学校復帰 を目標 にす る と, 形だ け の 復帰 に なり が ち

表7 学校よ りも適応指導教 室が 充実 して い る と ころ

指導員 回 答 内 容

B -

人
一

人 に 細か く ケ ア で き る

C 一

人
一

人 が よく 見 え る

D 不 登校 の 子 どもが 理 解 で きる

E 一

人-
一

人 の 動きを 見 て 認 め る こ こ ろ の ゆ と り が あ る

ゆ っ た り した 気分 で子 どもの 全体像 をつ か ん でやれ る

F 子 どもに こ こ まで させ なきゃ な らな い と い うノ ル マ が なく ､

一

緒に 遊ん でや れ る の で 楽 しい

子 どもの 籍は 学校 に あ る の で
､ 責任が あ る よ うで ない と こ ろ が あ る

G 一

人
一

人 が よく わ か り
､

誤解が 少 な い

H 落 ち着 い て
､

一

人
一

人 に あ っ た 対応が で き る

I
-

人
一

人 に し っ か り と 関われ る

子 ど もの 変容が し っ か り と捉 え られ る

関 わ り が 深 い 分､
子 どもが 自立 して い く喜び が 大き い

J 勤務時 間や休み が ゆっ た り して い る

雑務 が 少なく､ 子 ども の こと に 専念で き る

子 どもの 姿か ら
､ 本当 の 人 間の 細やか さ を知 る こ と が でき る

K 子 どもが 少な い 分 ､ 目 が か け やす い

L カ リ キ ュ ラム を自分 で 作れ る

雑務 等や らな けれ ばな らない もの が 少な い 分 ､ ゆと り をも っ て 子 どもと接す る こ と が で き る

N 子 どもと と こ と ん 付合 お うと付合えて ､ 付合 わ なく て もい い と 思 っ た ら引 ける

根本的 なと こ ろで 向合 え る 時間が 圧 倒的 に 多い

0 時 間の ゆ と り が あ る

P 家庭 的な落ち着 い た雰 囲気で 取 り組 め る
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富 山県 の 適 応指導教室 に お け る指導 員の 意識

2) 学校 より も適応指導教室が充実 して い ると こ ろ 表8 に各指導員 の 回答 をま と め た｡

1 4 名が 充実 して い る と こ ろを挙げた｡ そ の 内容を 表 7 に 4) 満足度と その 理 由

ま と めた｡
1 0 0 点満点 で 現状の 満足度 を自己評価 し

,
そ の 理 由に つ い

3) 子 ど もと の 関 わ りで の 嬉 し い こ と ･ 励 み に な る こ と
, 悩 て 回答 し て もら っ た｡ その 内容を表 9 に ま と め た｡

み

表8 子 ど もの関 わり で の 嬉 しい こ と ･ 励み に なる こ と, 悩み

指導員 嬉 し い こと ･ 励み に なる こ と 悩 み

A 楽 しい 雰 囲気に した い なと思 っ て い る と
､

そ の

気持 ちを汲ん で 上 手 に盛 り上 げてくれ る こ と

子 ども の 口 数が 増 える こと

B ｢ こ こ - 来て よか っ た｣ と い っ てく れ る こ と

C うれ しそ うに た くさん 話 してくれ る こ と

D 卒業 して も遊 び に 来て くれ る こ と

E 子 どもと うま く楽 しく過 ごせ る こ と

やさ しい こ とばをか けて くれ る こ と

こ こ ろが 通 じ合え る こと

F 意欲 的 に取 り組 もう と い う前向き な姿勢が 見え

る と き

G そ れ まで 気 に して い た ことやで き なか っ た こ と

等を克服 して変化す る とき
｢ お も し ろか っ た｣ と い っ て くれ るとき

H だ ん だん こ こ ろ を開 い て きて
､ 普通だ と隠す よ

うな自分 の 非み た い な こ と で も話 して くれ る と

き

Ⅰ だ ん だん こ こ ろ を開い て きて
､ 何で も話 してく

れ る と き

が ん ば っ た こ とを伝 えに 来 るとき

人に い えな い 悩 み を 一

緒に 考え る とき

学校 復帰や卒 業後に も､ 電話や手紙 をくれ る と

き

それ ま で しなか っ た こと やで きなか っ た こ と が

で きる よ うに な っ た ､ と い う よ うに子 ど もが 変

化 する こ と

子 ども と生活 で き る こと自体が うれ しく ､ 若 い

気持 ちで い られ る

い つ も

M 子 ども か ら声 をか け てくれ る とき

N 困 っ た ときに 頼 っ て くれ る とき

子 ども が 自分に ｢聞 い て欲 しい｣ と話 しか け て

くれ る と き

子 ど もが 要望 をい える よ うに な っ た り して
, 変

化が わ か る とき

o 自分 の した い も の を持 っ てく る とき
一 緒 に 活動 して い る とき

こ ち らの した い こ と に の っ てき て く れ る とき

怒 っ た り 泣 い た り して気持 ちが 高ぶ っ て い る子 ども へ の 対応｡ 火
に 油を注ぐよ うな こ と をや り が ち｡ ささ い な こ と で悩 ん で し まう

ど うや っ て こ ころ の 悩み を聞き 出すか

悩み を聞 い て どの よう に応 え てや り ､ どの よ うに 癒 してや るか

あま り悩 まない ように して い る

悩み が ない こ とが 悩み ｡ 悩ん で も仕 方が ない の で 悩ま ない ように し

て い る｡
の ん び り や っ て い ない と､

ス ト レ ス が た ま っ て しま う

こう あっ て欲 し い
､ 今 の 時期 な らこ う しない と い け ない と い う こ と

を どの よ うに子 どもに わか らせ てやれ ば よ い か わ か ら ない
｡ す ぐ怒

り つ け る よ うな い い 方に な っ て しま い
､ 自分 が 情け なく な っ て しま

う

して 欲 しい こ とをや っ て くれ ない と き､ ど うや っ て 上 手 に誘 い 込 め

ば よ い か わ か らな い
｡ あま り い い 過 ぎて も､ 子 どもが 学校 の よ うに

窮屈に 感 じて適応指 導教室に 来 なく な っ て 家 に 閉 じ こも る の も困

る
｡

そ れが 悩み で もあり 使命で も ある

ゲ ー ム やス ポ
ー

ツ で
､ 子 どもと の 能力 差や年齢差 を感 じ

､ 相 手 に な

るの が つ ら い

｢ す る こ とが ない｣ と い われた ら､ どう して や れ ば よ い の か悩 む

雑誌 や フ ァ ッ シ ョ ン 等 に 興味が 走 っ て い る子 ど もに 対 して
､

も っ と

中学 生ら しい も の に 目 を向けて 欲 しい と 思うが
､

なか なか 向 け て く

れ な い

か た くなに 多く を語 らない
､

表現 しない 子 ども - の 対応｡ 話さ な い

方 が よ い の か
､ そ れ とも待 っ て い る方 が よ い の か

子 どもが1 つ の こ とに こ だ わ る とき｡ そ の 子 どもに 共感 して い る

が
､

内心 お か しい なと 思 っ て しま う

子 どもの こ こ ろ が揺れ て い る とき の 対応

登校 刺激 を与 えて もよ い 子 ども､
叱 っ て も よ い 子 ども と､ そ うで は

な い 子 ども の 加減 が難 し い

傷 つ きやす い 子 どもだと甘くす ると ､ それが 当 た り 前だ と思 われ る

職 業的 に子 どもと接 して し ま い
､ 本音で 話 し合 うと こ ろで つ き あえ

な い

子 どもが
､ 以前自 分が そうされ て い た反 動で 他 の 子 ども をい じめ た

り 支配 しよ うとす る と き の 対応o 家庭 の 部分 で ク リ ア し なく て は な

らな い 場合
｡

適応指 導教室で そ の 子 どもが 元 気 に な っ て も､ 家 に 帰

る とまた 同 じとい う ことが ある

子 ども の 認知 の 面で
､

どう-して もある 部分が 欠 落 して い る の で は な

い か と い うとき｡
｢ こ れ は こ うだ か ら い け な い こ と なん だ よ｣ と い

くら説明 しても､ そ の 意味が 理解 で きな い とき

子 ども と こ こ ろ が 通わな い

特 に ない
｡ 子 どもと は 意思 の 疎通 が 図 られ て い る｡ た だ , 自分 の 信

念が 子 どもに と っ て 本当に よ い の か と い う点 で は 悩む こ と が あ る

何も したが らな い 子 ども - の 対応

外 - 出た が らな い 子 ど も - の 対応

p 笑顔 で ｢ あ りが とう｣ と い わ れる と き 子 どもが ｢ 適応指導教室 に友 達が い ない か ら嫌 だ｣ と い うとき

機械的 で なく ､ 情緒 の こも っ た応 答が あ る とき 子 どもが ｢知 らん｣ ｢ わ か らん｣ と つ つ ぱね る い り方をす る と
_
き

考 察

1 適応指導教室の 活動状況

指導者に つ い て み ると, 年齢 に つ い て 尋ね なか っ たが
, 多

く の 指導員が5 0 - 60 歳代 と 見受 けら れ た｡ 教職経験 の 有無

の 結果か ら もわ か る よう に , 教員退職後の 受 け皿 で あ る こ と

が わか る｡
こ の こ と ば全国的な調査 ( 服部 ,

1 99 5) と も符

合す る も の で あ る ｡

一

方 , 指導者 の 性別 に つ い て
, 服部

(1 9 95) に お け る男性7 9 .4 % , 女性20 .6 % と い う結果 に 比 べ

る と
,
富山県で は女性 の 割合が きわ め て 高い こと が特徴 と い

え る｡

適応指導教室 の 規模 に つ い て
, 平成10 年度 の 全国平均

(1 教室 あた り の 指導者数 : 3 .1 人 , 在籍児童生徒数 : 1 5 . 1 人)

と比較する と
, 富山県の 適応指導教室 は規模 の 小さ い 所が 占
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表9 指導員 と して の 満足度 と そ の 理 由

指 導員 満足度 そ の 理 由

A 8 0

B 5 0

め っ た に で きな い
､

おも しろ い 仕 事

だと思 う
｢本 当に 子 ども の 進み た い 進路 に ア ド
バ イ ス で きて い るか｣ 等 ､ 本 当に 子 ど

も に して やれ て い るか を考 える と

C 8 0 同僚 の 先生も い い し
､

子 どもも素直

ない い 子だか ら

D 1 0 0 l 日 お き と い う勤務体制 の お 陰で ､ 負

担 に ならな い 程度 に仕事 が で き､
精

神 的 ･ 肉体的健康 に ち ょ う ど い い

E 数字化 で 回答な し

きな い

F 9 0 指 導力 の 足 り なさが悩 み だが
､ 仕事

そ の も の は満 足 して い る

G 5 0 自分が 指導員 と して適格 で な い 気が

して
､ 子 ど もに 申 し訳 な い

H 7 0 子 どもと の 関わり で悩 む こ とは ある

が
､ 学校 の 先 生と出会え る こ とや ､

コ ン ピ ュ
ー

タ 等の 新 し い こ と を習 え

Ⅰ 8 0

J 7 0

K 9 0

L 9 0

る こ と が い い

回答 な し

所属 の 教 育セ ン タ
ー や保護者 が

､ 指

導員 の こ と を ど こ まで 理解 して くれ

て い る か 疑問

給料 面が 不 満だが
､ 他 は満 足

だ い た い 満足 して い る
｡ 嫌 な こ と で

も､ 何とか 工夫 してや っ て い る

M I O 回答 な し

N _ 数字化 し 0 0 点 と い っ て しま うと嘘 っ ぼ い 気

た く ない が す る

o 5 0 子 どもが 少 なく ､ 暇 が あり 過 ぎる

p 5 0 子 どもが 少 なく
､

よ い 環 境が あ り な

_
/J

=

､

･､

~

= し に り川 し て い / J い

め て い る こ とが わか る｡ また
, 不登校 の 児童生徒 の 中で 適応

指導教室に 在籍 して い る者 の 割合が 全国平均 で は平成10 年

度9 .5 % で あ る の に 対 し
, 富山県で は5 ,6 % と か な り下回 っ て

い る こ とが 示され た｡ この こ と は, 適応指導教室の 認知が な

され て い な い こと を表すもの で あ る｡ 適応指導教室関係者の
,

学校に と どま らず, 保護者 や地域社会 - の 積極的な広報や啓

発活動が
,

これ ま で 以 上に 必要と され る｡

1 日の 活動に つ い て み る と, 時間割を設 けて い て もか な り

時間的に ゆ とり の あ るもの とい え る｡ この こ と は
, 学校 よ り

も適応指導教室が充実し て い る と こ ろ の 回答 で も示 され て い

る｡ 学校 へ の 復帰 を 一 義的 に考え る な らば学習指導 に ウ ェ イ

トが か か る はずで ある が, 現実 に は む しろ ス ポ
ー

ツ や ゲ ー ム

な どの 集団活動 を通し て の 人間関係 づ く りや 心の 居場所づ く

りが 重要視さ れ て い る表わ れ とい え る｡

特設活動 に つ い て は
,

さ ま ざま な活動が 行われ て い る こ と

が 明 らか とな っ た｡ 教室問格差が も っ と もは っ きり示 され た

項目 の 1 つ と い え る｡ 特設活動 を実施する に は
, 指導員 に

と っ て 日々 の 活動を こ な しなが ら さ らに 企画か ら運営 に ま で

至 る さ ま ざま な負担が 強い られ る現実が存在するだ け に
, 小

規模で あ る ほ ど実施 に は難 し い もの が ある｡ 本研究 で は
, 5

個所 の 適応指導教室が他 の 適応指導教室と連携 して い ると い

う 回答が 示さ れ たが
,

1 つ の 方向性と して 考え る べ き もの で

あ る｡ 今後
, 複数 の 適応指導教室が恒常的か っ 拡大的な視点

に も と づ い て
, 合同で 活動す る こ とを期待し た い｡

2 適応指導教室にお ける連携

適応指導教室 に お け る連携 を考え ると, 組織 の 中で の 連携

と組織外 との 連携と に 分 ける こと が で き る｡ 組織の 中は
,

い

う まで もなく その 所属する組織の 中で の もの で あり
,

こ れ に

は保護者 との 連携も含ま れ る｡ そ して , 組織外 との 連携は子

どもの 在籍する学校 や関係諸機関との 連携を意味する｡

組織内の 連携 に つ い て , 特 に 家庭 との 連携に つ い て はす べ

て の 指導者か ら肯定的な評価を 得た｡ そ して
, 連携の 難 し い

家庭に つ い て の 回答 は, 共通 した 内容と い え る｡ どれ だ け そ

の 垣根 を取り払う か, そ の ため の 適応指導教室側か らの 根気

あ る働 きか け は必要 で あ るが
,

そ れだ け で は済ま な い家庭側

の 要因も存在 して い るだ け に
,

そ の 改善方法に つ い て 検討す

る こ とが 必要 で あ る｡ ま た
, 富山県の 場合, 小規模の 適応指

導教室が 多い だ けに
,

や や もすれ ば指導員の 個人的な裁量 に

委ね ら れが ち に な る｡ 所属す る教育 セ ン タ ー との 問で
, 活動

内容や子 ども へ の 援助活動 の あ り方 な どの 打合わ せが よ り
一

層必要 とな ろ う｡

一

方, 組織外との 連携 はどうだ ろうか｡ 適応指導教室に よ っ

て 連携状況 に かなり の 差が ある ことが明らか とな っ た｡ 石田 ･

服部 (19 95) は
, 出欠状況 の 連絡が 主で 行動 の 記録や学習

の 記録 は あま り連絡が 行われ て い な い と い う問題点を 明らか

に して い るが
, 本研究で は そ れ以 上 に連携が あま り機能 して

い な い こ と を示 して い る｡ 子 ども と直接関わ っ て い て も っ と

も子ど もの 実態を把握 して い る指導員が その 任務で はな い と

い う 回答 ほ
,

連携以 前の 問題 で あ る｡ ま た
, 電話連絡を行う

とき 出席状況 に つ い て の 報告が なさ れ るた め で あ ろう か
, 出

席状況の 報告を行 っ て い る所が2 個所と い う きわ め て 少な い

結果に な っ たもの と予想 され る｡ しか し,
い ずれ に し て も適

応指導教室の 位置 づ けが唆味な もの で ある こと を象徴 して い

る よう に 思わ れ る｡ 学校と の 連携の とり やすさ の 回答 をみ て

ち
, 学校側の 適応指導教室に 対する温度差が か なり あ る こ と

が示 され て い る｡ 富山県適応指導教室推進会議 (1 99 2) , 高

岡市教育 セ ン タ ー

(1 99 7) や古賀野 (19 98) に お い て も,

学校や他機関との 連携が今後の 適応指導教室の 課題 と して 挙

げて い る｡ 連携が どれ だ け形式的な もの か ら密接なもの へ と

脱却で きる かが こ れか らの 課題 と い え る｡

3 指導員の 意識

適応指導教室の 最終的な目標 と して ,
こ こ ろの 自立 と回答

した指導員が過半数を 占め て い る こ とが 明らか と な っ た｡ 服

部 (1 99 5) で は 学校復帰 を適応指導教室 の 最終目標 に おく

こ と に賛同する指導員が51 .5 % で ある の に 対し, 子どもの 自

立 を最終目標に おく こ と に 賛同する者の 割合は90 .7 % で あ る

こ とが 示さ れて い る｡ ま た
, 石田 ･

服部 (1 99 8) の 小 ･ 中学

校教師と の 適応指導教室指導員と の 比較調査で も
,
｢ 心 の 安

定 ･ 自立｣ や ｢ 自由活動｣ と い う指導観 は
, 後者 に お い て 強

い こ とが 示さ れて い る｡ 本研究の 結果は質問の 形式は異な っ

て い るが , 類似 した傾向で あ る こ とが 明らか と な っ た｡

と こ ろが , 服部 ( 19 95) に よ る適応指導教室の 要覧分析

で は, 適応指導教室の 最終目標 は8 8 .3 % が学校復帰 と記載 さ
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富 山県 の 適応指導教室 に お ける指導 員の 意識

れ て い る｡ こ の 要覧と指導員 の 意識と の 差は
, 何を示す の で

あ ろ うか｡ ま さ に ｢ 本音 と建前｣ と もい え る もの で ある｡ こ

こ ろ の 自立を挙げて い なが らも
,

ジ レ ン マ に 揺れ て い る指導

員の 意識を読み取 る こ とが で き る｡

活動状況の 分析 で も示 した よ う に
, 適応指導教室 に お け る

活動 の軸 はJ[ ⊥
､ の 居場所 づ くり に 置か れて い る｡ こ れ は

, 指導

員の子 どもと接する経験を もと に積み重ね られ たもの で あ る｡

嬉し い こ と ･ 励 み に な る こ と の 多く の 回答が 子ど もの 積極的

な姿を 目の 当た り に し た とき の もの で あ っ た｡ 満足度に お い

て もか な り高い 自己評価が な され て おり,
こ れ ま で の 教員と

い う職業 とは異 なる業務を遂行する中で
, 学校 に 欠 けて い る

もの を適応指導教室で 実践し て い こう と する指導員の 前向き

の 姿勢 が感じ られ る｡

一

方 , 悩み に つ い て は指導員と して 何 を どの よ う に し て い

けば よ い か と い う 明確 な指針が存在 しな い 中で
,

そ の 指導の

あり方 に 悩ん で い る現実が浮か び上が っ て く る｡ 適応指導教

室で の 指導員 と は何か , あ る い は指導の あり方 と はと い っ た

ア イ デ ン テ ィ テ ィ を模索 して い る と い っ て も過言で はな い｡

こ の こと が ジ レ ン マ に つ なが っ た り, あ るい は問題点 と して

露呈 して い るの も事実で あ る｡
これ ま で

,
適応指導教室の 指

導 はあく ま で も個 々 の 適応指導教室に 委ね られ て き たが故 の

悩み と い え る｡

一

歩間違 えば, 適応指導教室が 本来 の 目的か

ら逸脱 して しま う と い う危険性もはらん で い る側面も垣間見

られ る｡
こ の こ と は

,
大阪府教育 セ ン タ ー (19 95) に お け

る ｢ 時間が か か り すぎ て 早期の 再登校が困難｣ ｢ 長期滞在 タ

イ プが 気に なる｣ とい っ た適応指導教室に お ける長期在籍 と

い う問題と も関連する こ とで あ る｡

この よ う な ｢本音と建前｣ を埋め る ため に も
,
適応指導教

室の あり方 に つ い て 検討す べ き時期に ある の で は な い だ ろ う

か｡ その ため に は
,

そ れ ぞれ の 適応指導教室の 指導実績を積

み重ね る こと が必要で あ る｡ そ うする こ と に よ っ て
,

適応指

導教室の 方向性 も定ま っ て く る の で は ない だ ろう か｡ 石田 ･

服部 (199 5) は
, 学校 - の 復帰 を支援す る対症療法的 な存

在と して 適応指導教室を位置づ ける の で なく
,

適応指導教室

に お ける実践の 成果を小学校や中学校 の側が 取り組 ん で い く

こ とが 必要で あ る と指摘 して い る｡ 各適応指導教室 の 積極的

な連携や情報交換 な どが
, 今求 め られて い る｡

注 本研究 に協力 い た だ い た富山県内の適応指導教室指導員

の 方 々 に深く感謝申し上げま す｡ な お
, 本稿 は水谷 の 平成10

年度富山大学教育学部特別研究 の 一

部 を
, 河本が新 た に ま と

めな お した もの で あ る｡
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関する研究 登校拒否の た めの 相談指導教室設置状況

- 関東地区及 び政令都市に お ける実態-

服部成男 1 99 5 適応指導教室 の 設置と そ の 運営 - 全国

の 実態と動向を通し て
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