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　本研 究で は、ホ
ーチ ミ ン 市師範大学特殊教育学部における教員養成の 実態に つ い て、

カ リ キ ュ ラ ム の 分析 を行 っ た 。 特殊教育学部の カ リキ ュ ラ ム は基礎科 目 （32単位）、

専門基礎科 目 （35単位）、 専門科 目 （52単位）、 教育実習 （10単位）、卒業論文 （6単位）

の 合計 135単位で構成 され てお り、 特殊教育 に関す る科 目は 71単位で あ っ た 。 カ リキ ュ

ラ ム の 特徴 と して は、  イ ン ク ル ーシ ブ教育の 重視 、   早期教育の 重視、  特殊教育

に特化 した カ リキ ュ ラ ム の編成、  知的障害が必修で ある こ とがあげ られた 。 こ の う

ち  、   、  に つ い て は、2010年の カ リキ ュ ラ ム 改訂 に よ り見 られた特徴 で あ り、特

に  と  に つ い て は、近年の ベ トナム における教育全体の 施策を受けて改定した 内容

で ある と思 われ る 。 また、  に つ い て は 、
ベ トナ ム で は原則 1 つ の 専攻に おい て 1 つ

の 資格 しか取得で きない 教員養成制度とな っ て お り、そ の ため に教科に関する科 目が

少ない の で はない か と考え られた 。
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チ ミ ン 市師範大学特殊教育学部

　　　　　　　カ リキ ュ ラム の 特徴

教員養成 カ リキ ュ ラム

1．問題の 所在 と 目的

　近年 の ベ トナム 社会主義共和 国 （以下，ベ ト

ナ ム ）にお ける教育は 、 1990年の 「万人の ため

の 教育世界会議 （World　Conference　on 　Education

for・ALL ）」 （ジ ョ ム テ ィ エ ン 会議）や、2000年

に セ ネガ ル の ダ カ ール で 開催 され た 「世界教育

フ ォ
ー

ラ ム （World　Education　Forum）」で採択 さ

れた 「ダカール 行 動枠組 み （Dakar・Framework

for　Action）」 と い っ た国際的な動向の 影響を受

け 、 「万人の た め の 教育 （Education 　for　All）」と

して展開され て きた （南部 ・白銀 ， 2013；高馬 ，

2013）。 特殊教育
1）

に つ い て も、1992年に憲 法

が 改正 され て 障害児の 教育の 機会に つ い て規定

　
＊

筑波大学 人 間系
”

筑 波 大 学 大 学 院人 間総 合 科 学 研 究 科
榊

ホーチ ミ ン 市師範大学

が な され る など、 1990年代以降法整備が進め ら

れ て きた 。

　特殊教育 に関する特 に 重要な法令 と して 、 「障

害者法令」（Ph6p 　1夸nh　v さngUdi 　im 　tat
，
06！19981PL−

UBTVQHIO ）、「教育法」 （Luat　giao　dりc，11／1998／

QH ）、「障 害 者 法 」 （LUAT 　NGU δ1　KHUy 倉T

TAT ，5112010／QH12）が あげ られ る 。 「障害者法

令」は 1998年に規定され、障害者の権利
一
般を

認め た法令であ り、 翌 1999年に出された 「障害

者法令」 の 実 施 に 関す る 細 則 を 定 め た 政令

（55！1999！ND −CP）に より、教育訓練省
2，
が環境

整備の 責務を負 っ て い る こ とが 規定され た （第

16条）。 同 じく1998年に施行され た 「教育法」は、

日本 の 「教 育基 本法」 に 該 当す る法律 で あ り、

第 58条に お い て 政府が特殊教育学校 の 設立 を奨

励するこ とが盛 り込 まれた （近田，2001）。 2010

年に規定 された 「障害者法」は、「障害者法令」
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を刷新 し新た に 「法律」に 格上 げ した もの で あ

り、 第 4章 （27条〜 31条） にお い て特殊 教育

に関 して規定され て い る 。

　 こ れ らの 法整備 と並行 し、国際的な動向も踏

まえて 、 国家の 行動計画 も策定 さ れ て い る （南

部 ・白銀，2013）。 2006年 に は、「障害者 の ため

の 国家支援計画 （2006−20ユ0）J （D6　an　trq　giUp

ngu むi　tan　tat　giai　do4n　2006−2010， 239f20061QD−

TTg）が策定 され 、 2015年 まで にす べ て の 障害

児に対 して イ ン ク ル ー
シブ教育を提供する こ と

を 目 指 し て い る （南部 ・白銀 ， 2013；黒 田 ，

2013）。

　「障害者の ため の 国家支援計画 （2006−2010）」

に もあ る よ うに、ベ トナ ム の 特殊教育の 主要な

教 育方法は イン クル ーシ ブ教育で あ る 。 実 際 、

「障害者法」 に お い て も、 第 28条 第 1 項で は、

特殊教育の 場 と し て イ ン ク ル ーシ ブ教育 、 セ ミ

イ ン ク ル ーシ ブ教育 、 特殊教育学校 と い う 3 形

態 を規定 して い るが、第 2項 で は主要 な教育方

法が イ ン ク ル ー
シブ教育である こ とが 規定 され

て い る 。

　以 上 の ように 、 こ こ 20年 ほ どで ベ トナム に

お け る特殊教育に 関す る法整備 は進め られ た

が 、特殊教育の 義務制 まで には至 っ て い な い こ

と
3〕
（森澤 ， 2003）、 就学率が 依然 として低 い 水

準にあるこ と （黒田 ， 2013；南部 ・白銀 ， 2013）、

施設設備面 だ けで な く教員の 専門性や 絶対数が

足 りて い な い こ と （Nguyen，2009；黒 田，2006）

など、 様 々 な課題が あるこ とが指摘 されて い る 。

　ベ トナ ム の 特殊教育を展開 して い く上 で の 課

題 の 1 つ と して 、教員養成が ある 。 ベ トナ ム に

お ける特殊教 育教員養 成 は 、 1999年に ハ ノ イ

（ハ ノ イ師範大学） とホーチ ミ ン （ホーチ ミ ン

市幼児師範学校）で 開始 され 、 現在で はハ ノ イ

師範大学 とホ
ー

チ ミ ン市 師範大学の 2 つ の 師範

大学 を中心 に行われ て い る
4）

。 教 員養成 の 対象

とな っ て い る障害種は、比 較的古 くか ら教育が

行わ れ て きた視覚障害 と聴 覚障害の 2 障害 と 、

知的障害が 中心で あり、肢体不 自由や病弱は特

殊教育の対象 とな っ て い ない こ ともあ り、養成

は行 われて い ない （江田 ・森澤 ・井上 ， 2003）
5）

。

　 また 、
ベ トナ ム で は 日本の よ うな教員免許制

度 は な い （関口 ， 2012）。 2005年 に 改訂 され た

「教育法 （Lu拿t　giao　dμc ， 38／2005／QH11）」 （以下 、

2005年教育法）第77条で は、教員資格に つ い て 、

就学前お よび小学校の 教員に つ い て は 中級師範

学校 （2 年制）、 中学校 の 教員 に つ い て は師範

短期大学 （3 年制）、高等 学校の 教員 に つ い て

は師範大学 （4 年制）の 卒業 資格が 必要で ある

と規 定 されて い る （近 田，2009）。 これ らの 卒

業資格を持 ち、各省が 実施する公務 員試験 に合

格する こ とに よ り、教員資格を得る こ とが で き

る （関口 ，2012；柴山，2008）。

　 と こ ろ で 、 2005年教 育法第77条で は、特殊

教育学校の 教員資格に つ い て は規定がない 。 「障

害者法」 第 29条 で は 、 特 殊教育 に 関す る教員

養成 に関する 規定 はあ るが 、 要件や カ リキ ュ ラ

ム 等 の 具体 的な規定は示 され て い な い 。幼児教

育に お い て は、芝 山 （2008）が 1 つ の 学部で 1

つ の 資格 しか養成 で きない ベ トナム の 教員養成

の 特徴 とそれ の 伴 う難 しさを 、 現地 の 教員 との

セ ミナーで の 意見交換等も踏まえて報告 して い

る。 特殊教育 につ い て は、 江田 ら （2004）や黒

出 （2013）が視覚障害 、 聴覚障害 、 知的障害に

つ い て教員養成 を行 っ て い る こ とを報告 して い

るが 、 具 体 的 なカ リキ ュ ラ ム 等 の 検討 まで は

行 っ て い ない 。

　 そ こ で、本研 究 は ホ
ー

チ ミ ン 市 師 範 大 学

（TruCrng　Dqi　hQc　Su　ph4m 　Thanh　Ph6 　H6 　Chi　Minh ；

Ho 　Chi　Minh　University　ofPedagogy ）特殊教育学

部 （Khoa 　Giao　dμc　D 蕁c　biξt）にお ける特殊教育

教員養成の 実態に つ い て 、 カ リキ ュ ラ ム分析 を

通 して明 らか にする こ とを目的 とした 。

皿．方法

　 1 ．対象

　ホーチ ミ ン市師範大学特殊教育学部を対象 と

した 。 ホーチ ミ ン市師範大学 は、ハ ノ イ師範大

学とともに ベ トナ ム に お ける特殊教育の 教員養

成の 中心的な役割 を担 っ て い る 。 特殊教育学部

は 、 2002年に 特殊教育学科 と して 設 立 され 、

2007年 に特殊教育学部へ と移行 した 。 同学部
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Table　1　 ホー
チ ミ ン 市師範大学特殊教育学部の カ リ キ ュ ラ ム の構成

選択
合計必修

必修 自由

基礎科 目 32 一 一 32

　　　　　　 専門基礎科目

専門科目　　 専門科目

　　　　　　 教育実習

　　　　　　 卒業論文

35 （12）
22 （22）
10 （10）
　 一

　 一

30 （21）
　 −

6 （6）
1｝

二

：

35 （12）

52 （43）
10 （10）
6 （6）

合計 99 （44） 36 （27） 0 135 （71）

括弧内は特殊教育に関わ る科 目の 単位数．

1）卒業論文 6単位を履修しな い 場合，特殊教育に関わ る科 目を 6単位履修，

は、視覚障害、聴覚障害、知的障害の 3 つ の 障

害種 に つ い て教員養成 を行 っ て い る 。 2014年

度現在 、 教員数が 14名、学生数が 132名 （1年

生 44名 、 2 年生 50名 、 3年 生 17名 、 4 年 生 21

名）で ある 。

　 2 ．手続き

　ホ ーチ ミ ン市師範大学特殊教育学部に依頼を

し、同学部教員で ある Hoang　Thi　Nga 氏 に特殊

教育学部の シラ バ ス を提供 して もらっ た 。 シ ラ

バ ス に つ い て は、以 下 の 手順 で分析 を行 っ た 。

　  翻訳 ：ベ トナム 語 を母語 と し、日本語も理

解する研究者 1 名が翻訳した。適切な訳語が見

つ か らなか っ た場合は、内容を説明して もらっ

た上で 、 訳者 と 日本の 特別支援教育 を専攻 し て

い る大学院生お よび特別支援教育専門の 大学教

員 、 研究員 ら 4 名で協議 し、訳語を決め た 。

　  内容の 分析 ： 日本語訳 され た科目名お よび

シ ラバ ス の 内容 を元 に 、 開設 されて い る科 目の

内容 を分類 した。分類 は、一
般教養に関する科

目、 普通教育 に関す る科 目、 特殊教育 に関す る

科 目で行 っ た 。 シ ラバ ス の 内容が不 明な場合 に

は、面接や メ ール に よ り特殊教育学部 に対 して

聞き取 りを行っ た 。

　 3 ．調査時期

　 2014年 4 月〜 7 月

皿．ホ ーチ ミン 市師範大学の 特殊教育教員養成

　　カ リキ ュ ラム の現状

　1．カ リキ ュ ラ ムの構成

特殊教育学部の カ リキ ュ ラ ム の構成を Table　l

に示 した 。 特殊教育学部で は全 67科 目 （161単

位） 開設 されて お り、 卒業 に必要 な単位 は 135

単位で ある
5，

。 カ リキ ュ ラ ム は基礎 科 目と専 門

科 目か ら構成 され 、
こ の うち専門科 目につ い て

は 、 専門基礎科 目、専門科 目 （必修）、専門科

目 （選択 必修）、教育実習、卒業論文に 分類 さ

れ る 。 特殊教育学部 は視覚 障害専攻あ る い は聴

覚障害専攻の 2 つ の専攻を設けて お り、学生 は

入学 年度 に よ り視覚 障害ある い は聴覚障害の い

ずれかを専攻す る こ ととなる 。

　また 、特殊教育学部で は卒業論文 は選択科目

となっ て お り、卒業論文 を履修 しな い 場合 、 「個

別の教育計画」、「障害児の 保護者 に対す る カ ウ

ン セ リ ン グ」、 「障害児の 性教 育1、 「障害児の 身

辺 自立指導法」の 4 科目の 中か ら 2科 目 （6 単

位）を履修す る 。 なお 、 シ ラ バ ス で は選択 自由

科 目とい う区分 もあ っ たが、該当する科 目は な

か っ た 。

　Table　1に は開設科 目の うち特殊教育に 関わる

科 目の 単位数に つ い て も示 して ある 。 専門基礎

科 目は 35単位 中 12単位 、 専門科 目 （必修）は

22単位 中22単位、専門科 目 （選択必修）は 30

科 目21単位 が特 殊教 育 に関 わ る科 目で あ り、

基礎科目に は特殊教育に関する科目は開設され

て い なか っ た 。

　 2 ．各科 目区分 の内容に つ い て

　 （1）基礎科 目 ：基礎科目は全 12科目32 単位
7♪

開設 されてお り、すべ てが必修科 目である 。 「マ

ル クス ・レ
ー

ニ ン 主義 （5単位）」、「ベ トナ ム

共産党の 革命方針 （3 単位）」、「ホ
ー

チ ミ ン 氏
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Table　2　開設科目
一覧 （専門基礎科 目）

分類 科目名 単位

普通教育に 関す る 科 目

保育 ・幼稚園 ・小学校の年齢段階の 教育学

保育 ・幼稚園美術

保育 ・幼稚 園音楽

児童読み聞かせ

3332

特殊教育に 関す る科 目

障害児心理学

特殊教育 に 関する ベ トナ ム 語

特殊教育概要

イ ン ク ル ーシ ブ教育

障害児の 早期介入 プ ロ グラム

精神障害学

222222

心理学 に 関す る科目

子どもの 心理 学

保育 ・幼稚園
・小学校の年齢段階 の 心理 学

神経心 理 学

342

そ の 他 子 ど もの 衛生 ・病気 予防 3

Table　3　開設科 目
一

覧 （専門科 目 （必修））

分類 科目名 単位

知的障害に 関する科 目

知的障害児の 診断 ・評価

小学校に お ける知的障害児の 指導法

保育 ・幼稚園 に おけ る知的障害児 の 養 護
・
教育

334

発達障害に 関する科 目

自閉症児教育

注意欠陥 ・多動性障害児教育

学習障害児教育

障害児の 行為管理
】1

2222

その 他 の 障害に関する科目
言語障害児の 指導法

脳性 ま ひ 児教育

22

1）行 動障 害 に関す る基礎 知識 と対応 に関する内容．

の 思想 （2 単位）」 とい っ た ベ トナム の 思想や

方針 に関する科 目 、 「外 国語 （3科 目 10単位）」、

「情報基礎 （3 単位）」、「心理学概要 （2 単位）」、

「教 育学 概 要 （2 単 位）」、「科 学研 究 法 （2 単

位）」、「イ ン テ ル に よる 指導法に 関する基礎的

なプ ロ グ ラ ム （2 単位）」、 「教 育機 関に お ける

行政管理 と専 門管理 （1単位）」、 と い っ た一般

教養に関わる科 目か ら構成 され て い る 。

　（2）専門科 目 ：専門科 目は専門基礎科目、専

門科 目、教 育実習、卒業論文か ら構成 され る。

まず、専門基礎科 目に つ い て で ある 。 専 門基礎

科 目で は、幼児、児童 を対象とした教育学、心

理学 に 関す る科 目や 、「特殊教 育概 要」な どの

特殊教育に関わ る科 目を履修する （Table　2）。

　専門科 目 （必修） は 、 Table　3に示す ように 9

科 目22単位か ら構 成 され て お り、 す べ て の 科

目が特殊教育に関わ る科 目で あ っ た 。 専門科 目

（必 修）にお ける特殊教育関係の 科 目は、知的

障害に関わ る科目、発達障害に 関わ る科目が 中

心で あ っ た 。 また 、 「脳性 まひ 児教育」 は肢体

不 自由児に関わる唯一の 必修科 目で あ っ た 。

　次 に、専門科目 （選択必修） に つ い て で あ る 。

Table　4 に示 した よ うに、専 門科 目 （選択必修）

は 3 つ の グ ル
ー

プか ら構成 され る 。 グ ル ープ 1

に つ い て は 、 視覚障害専攻の 学生 は視覚障害に

関わる科 目群 （7 科 目 19単位）、聴覚障害専攻
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Table　4　開設科目
一

覧 （専門科目 （選択必修））

選択グ ル ープ 開設科 目 単位

グル
ープ 1

（どち らか の 専攻）

（視覚障害専攻）

視覚機能評価

視覚心理

ベ トナ ム語の点字

歩行訓練

重複障害児教育

保育 ・
幼稚 園 に お け る視覚障害児 の 養護 ・教育

小学校 における視覚障害児 の 指導法

2223343

（聴覚 障害専攻）

聴覚学

聴覚障害児の コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 手段発達

サイ ン 言語

聴覚障害児の聴覚口話法

保育 ・幼稚園に お ける聴覚障害児の養護 ・教育

小学校に お ける聴覚障害児の 指導法

233443

グ ル ープ 2

（1科 目 を選択）

心理療法

言語療法

リハ ビ リ （機能訓練〉

222

グ ル
ー

プ 3

（9 単位分選択）

小学校の算数学習指導

小学校の 国語学習指導

小学校の生活学習指導

保育 ・幼稚園 の 絵本読み の 指導法

保育
・
幼稚園 の 生活科の 指導法

保育 ・幼稚園の 算数の 指導法

保育 ・幼稚園の 言語発達法

音楽活動 の 設定法

図画工 作活動 の 設定法

452333333

の 学生 は聴覚障害 に関わ る科 目群 （6科 目19単

位）を履修する 。 各専攻で 開設され て い る科目

につ い て はす べ て必修で あっ た。グ ル ープ 2 で

は、「心 理療法」、「言語療法」、「リハ ビ リ　（機

能 訓練）」の 3科 目か ら ユ科 目 （2 単位） を選

択す る こ とにな っ て い る 。 グ ル ープ 3 につ い て

は、主 に小学校 に お ける 指導 法 （3科 目 11単

位）、保育園 ・幼稚園 に お ける 指導法 （6科 目

18単位 ）で 構 成 されて お り、 こ の 中か ら 9単

位 を履修す る 。

　最後 に、教育実習 と卒業論文に つ い て で ある 。

教育実習 は 「事前実 習 1 （2 単位）」、 「事 前実

習 H （2 単位）」、「教 育実 習 （6 単 位）」 の 3科

目で 構成 されて い る 。 「事 前実習 1 （2単位 ）」

は 2 年次 に履修 し、視覚障害専攻の学生は盲学

校 お よび知 的障害児学校に 、 聴覚障害専攻の 学

生は聾学校お よび知的障害児学校 に各 1 週間行

き、授業の 見学を行っ た り、専門的な講義を受

けた りす る。「事前実習 H （2 単位）」は 3 年次

に履修 する 。 すべ て の 学生が知的障害児学校 に

4 週間実習 に行 き、 授業見学の ほか 4 時間授業

を担 当す る 。 「教 育実習 （6単位）」に つ い て は

4 年次に履修 し、盲学校 （視覚 障害専攻）あ る

い は 聾学校 （聴覚障害専攻）に お い て 10 日間

の 実習を行う。 実習内容に つ い て は、実際 に担

任 と して 個別の 指導計画 を作成 した り、授業を

担当す る 。

　卒業論文は既に述べ た ようにホーチ ミ ン市師

範大学特殊教育学部で は選択科 目で あ り、卒業

論文 を履修 しない 場合 には特殊教育に 関わ る科
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目か ら 2 科目を履修する こ とに なっ て い る 。

N ．ホ ーチ ミン市師範大学特殊教育学部 にお け

　　る教 員養成の 特徴

　特殊教育学部 における教員養成 カ リキ ュ ラ ム

の 特徴 につ い て は以 下 の 4 点を指摘する こ とが

で きた 。

　 1 ．インクル ーシブ教育の重視

　問題 の 所在と 目的で述べ た よ うに、ベ トナ ム

で は 2010年 に制定さ れ た 「障害者法」第28条

第 2 項 にお い て特殊教育の 主要 な教育方法が イ

ン ク ル ーシ ブ教育で ある こ と を規定 した 。また、

「障害者の ため の 国家支援計画 （2006−2010）」に

お い て も、2015年 まで に イ ン ク ル ーシ ブ教 育

を実現す る こ とを 目標 として い る 。

　 とこ ろで 、特殊教育学部で は 、 教員養成 開始

当初か らイ ン ク ル ーシ ブ教育を標榜 して い た わ

けで は な い 。 イ ン ク ル ーシ ブ教育が打 ち出 され

た の は 2010年 の カ リキ ュ ラ ム 改訂 で あ る 。 例

えば、「小学校に お け る知 的障害児 の 指 導法」

は 2010年の カ リキ ュ ラ ム 改訂以 前は 「知的障

害児の 指導法」 で あ っ た （視覚障害児、聴覚障

害児の指導法も同様）。 また 、 専門基礎科 目の 「イ

ン ク ル ーシブ教育」（Table　2）も2010年の カ リ

キ ュ ラ ム 改訂 で 新設 され た科目 で ある 。 こ の ほ

か 、 カ リキ ュ ラ ム 改訂以前は 「保育 ・幼稚園に

お ける乳幼児の 養護 ・教育」 として開講され て

い た科 目に つ い て も、 「保育 ・幼稚 園 にお ける

知的障害児の 養護・教育」 （専 門基礎科目）、「保

育 ・幼稚園 に お ける視 覚障害児 の 養護 ・教育」

（選択必修）、「保育 ・幼稚園 にお ける聴 覚障害

児 の 養 護 ・教育」（選択必 修） として それぞれ

の 障害種ご とに専 門科 目で 開設する形 に改訂 さ

れ 、 視覚障害専攻であれ ば視覚障害 と知的障害

に つ い て 、 聴覚障害専攻であれ ば聴覚障害 と知

的障害につ い て 学習する こ とにな っ た 。

　 2 ．早期教育の重視

　2003年、 ベ ト ナ ム 政 府 は 「NATIONAL

EDUCATION 　FOR 　ALL （EFA ）ACTION 　PLAN

2003−2015 （872／CP −KG 　date　O2〆0712003； 以 下 ，

EFA 行動計画）」 を発表 した
s〕
。　EFA 行動計画は

「ダカ
ー

ル 行動枠組み」に基づ き、「万人の た め

の 教育 （EFA ）」 を実現す る ため の 2015年まで

達成すべ き目標 と 、 日標達成の た め の 行動計画

を示 した もの で あ り、 具体的な行動計画 と して

早期教育 （Early　Childhood 　Education ）、初等教

育 （Primary　Education）、前期中等教育 （Lower

Secondary　Education ）、 イ ン フ ォ
ー

マ ル 教 育

（Non −Formal　Education） の 4 つ の ターゲ ッ トグ

ル
ー

プ を設定して い る （ベ トナ ム 政府 ，2003）。

ベ トナ ム の 早期教育に つ い て は、既 に就学前の

3 年間 （3 〜 5歳児）の 幼稚園教育が 国民教育

制度 の
一部に組み 込 まれ て い る （柴山 ， 2008）。

EFA 行動計画で は 2015年 まで に 3 、 4 歳児の 就

学率 を 75％ に、5 歳 児の 就 学率 を 99％ に まで

高める と と もに 、 少数民族や 障害児に対 して、

優先的 に早期教育 を提供する こ とを 目標 と して

掲 げ て い る 。 「障 害者 の た め の 国家支援計画

（2006−2010）」 を受 けて 新た に 出 され た 「障害

者の た め の 国 家 支 援 計 画 （2012−2020） （Phe

duy¢t　De　an　trq　giUp　ngu δi　khuyet　tat　giai　doξm

2012−2020 ，
1019！QD−TTg）」で も、早期介入 （can

thiep　s6m ）を積極的に行うこ とが掲げ られ て い

る 。 Dinh （2009）は、日本や ア メ リ カ の 取 り組

み を参考に、早期教育 の 取 り組 みが行われ て い

る こ とを報 告 して い る。

　特殊教育学部の カ リキ ュ ラ ム に関 しては 、 イ

ン ク ル ーシ ブ教育 と同様 に 2010年 の 改訂で 早

期教 育重 視 の 方 針 に 転 換 さ れ た （Table　5）。

Table・5 に示 した ように 、教育学、心理学に関す

る科目や 教科に関する科 目に つ い て 、小学校段

階だ けで な く幼稚園 ・保育 園段 階 も対象 とした

科 目に変更 され た のが わか る 。

　 3．特殊教育に特化 したカ リキュ ラ ム の 構成

　 イ ン ク ル ーシ ブ教育を重視する
一方で 、国語

や算数等の い わゆ る普通教育 に関わ る科 目が 少

ない こ とも特殊教育学部の カ リキ ュ ラム の特徴

で ある 。 Table　1 に示 した よ うに 、 特殊教育 に 関

す る科 目は全 135単位中71単位 （52．6％）を占

め る の に対 し、 普通教育に関す る科 目は専 門基

礎科 目が 4 科 目ll単位 （Table　2）、専 門科 目 （選

択必修）の 選択 グル ープ 3 に 9単位 （Tab　le　4）と
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Table 　5　2010 年の カ リキ ュ ラム改訂 （早期教育関連）

改訂内容 現行 カ リ キュ ラ ム で の 科 目名 （科 目区分） 旧 カ リキ ュ ラ ム で の 科 目名

新設 （専門基礎科 目）

児童読み聞 か せ

（専 門科 目 ：選択必修科 目）

保育 ・幼稚 園の 絵本読 みの 指導法

保育 ・幼稚園の 言語発達法

科目名変更 （専門基礎科 目）

保育
・幼稚 園

・
小学校 の 年齢段階 の 心理 学 発達心理 学

保育 ・幼稚 園
・小学校 の 年齢段階 の 教育学 小学校教育学

保育 ・幼稚 園美術 美術基礎

保育 ・幼稚 園音楽 音楽基礎

（専門科 目 ：選択必修科 目）

保育 ・幼稚園の 生活科の指導法
1」

生活科 の 指導法

保育 ・幼稚園の 算数の指導法
1）

算数の指導法

1）「小学校の 生活科指導法」， 「小学校の 算数の 指導法」も開設．

わずか に 20単位 （14．8％）だ けで あ る 。 日本で

は教 育職員免許法の 規定に よ り、 特別支援学校

教員免許 を取得す る ため に は基礎資格 と して 幼

稚園、小学校、中学校、高等学校の 普通免許が

必 要で ある （教育職員免許法第 5 条別表第 1）。

また、同 5 条別表第 1で は普通 免許の 取得に必

要な最低単位数 も示 されて い る 。 小学校教諭
一

種免許状の 取得 を例 に あげれば 、 「教科 に 関す

る科 目 （8 単位）」、「教 職 に関す る 科 目 （41単

位）」、 「教 科又 は教職 に関する科 目 （10単位）」

が必要であ る 。

　 こ れ に対 し、特殊教育学部で は、Table　4に示

した よ うな指導法が 中心で あ り、目本 の 「教職

に関す る科 目」に該当す る と思わ れ る科 目はほ

とん ど見 られなか っ た 。 こ れ は、ベ トナム の 教

員養成制度 と深い 関連が ある と考え られ る 。
ベ

トナ ム で は、通 常 1 つ の 専攻で は 1 つ の 資格 し

か取得で きな い （箕浦 ・矢田 ， 2007）。例 えば、

特殊教育学部 を卒業した場合、得 られ る教員資

格は特殊学校教員であ り、小学校等につ い て は

資格 を得 る こ とは で きない 。 言い換 えれば 、 特

殊教育学部は 、 特殊教育 に特化 した養成 を行 う

とい うこ とで あ り、 その ため に カ リキ ュ ラ ム が

編成 されて い るの だ と考 えられ る 。

　 4 ．養成を行 う障害種に つ い て

　ベ トナ ム で は、設置され て い る特殊教育学校

が盲学校、聾学校、知的障害児学校の 3種類で

あ る こ とか ら、教員養成に つ い て も視覚障害、

聴覚障害 、 知的障害の 3 障害種 に つ い て 行わ れ

て きた （江田 ら，2004）。 黒田 （2013）による と、

例 えば ベ トナ ム 北 部の ハ ノ イ師範 大 学で は 、

2012年度よ り自閉症教 育 も加 えた 4 つ の 専 攻

につ い て それぞれ教員養成 を行 っ て い る 。

　本研究で 明 らか に した特殊教育学部 に お い て

も、 2010年 の カ リキ ュ ラ ム 改訂以前 は視覚 障

害 、 聴覚障害 、 知的障害の 3 つ の 専攻に つ い て 、

それ ぞ れ教 員養 成 を行 っ て い た 。 2010年 の カ

リキ ュ ラ ム 改訂に よ り、視覚障害と聴覚障害の

2 専攻 とな っ た 。 知的障害に つ い ては専攻 とし

て は な くなっ たが 、 教員養成が行われ な くなっ

た わ け で は ない 。 Table　6 に は、2007年度版 カ

リキ ュ ラ ム の知的障害専攻にお ける開設科 目の

2010年版 カ リキ ュ ラ ム で の 位置づ け を示 した 。

こ こ か らわか る よ うに、知 的障害に つ い て は、

特殊教育学部で は必修化 した とい える。ま た、

ハ ノ イ師範大学で新た に教員養成の対象 とな っ

た 自閉症教育 に つ い て は 、 2007年版 カ リキ ュ

ラ ム で は 「情緒障害児の 指導法」の み で あ っ た

もの が、2010年の カ リキ ュ ラ ム 改訂で は 「自

閉症児教育」、「注意欠陥 ・多動性障害児教育」、

「学習障害児教育」の 3 科 目が 専 門基礎科 目に

開設 された 。 特殊教育学部で はハ ノ イ師範大学
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Table　6　専 門科 目 （選択　知的障害）開設科 目
一

覧 （2007年）

科 目名 2010年版 カ リ キ ュ ラ ム で の 位置づ け

特殊教育に お ける科学研 究法 基礎科 目

特殊教育入門

障害児の 早期介入プ ロ グ ラ ム

神経心理学

専門基礎科 日

知的障害児教育 （知的障害児の 診断 ・評価）

知 的障害児教育 （知的障害児 の 指導法）

脳性 まひ児 の 指導法

情緒障害児の 指導法
”

専門科 目 （必修）

視覚障害児教育
2’

聴覚障害児教育
黝

リハ ビ リ （機能訓練）

専 門科 目 （選択必修 ： グ ル
ー

プ 2）

個別の 教育計画 卒論未履修時選択科 目

ダウ ン 児 の 指導法

特殊教育に おける 障害児の 評価

知的障害児の 心理学

知的障害児の 早期介入プ ロ グ ラ ム
3〕

廃止

1）2010年版 カ リ キ ュ ラ ム で は 「自閉症児教育」，「注意欠 陥 ・多動性障害児教育」，
　 「学習障害児教育」 として 開設．
2）2010年版カ リキ ュ ラム で は，各専攻で どちらか を履修．

3）「障害児の 早期介入プ ロ グ ラ ム 」 に 統合．

の よ うに 新た に コ ース を設けて は い ない が 、 専

門基礎科 目と して全 員が履修す る構成 とな っ て

い た 。

　 また、江田 ら （2004）は 、 肢体不 自由児 は教

育 の 対象 とな っ て い な い こ とを指摘 した 。 特殊

教育学部の 2010年の カ リキ ュ ラム にお い て も

肢体不 自由に つ い て は 、 必修 で は 「脳性 まひ児

教 育」（専門基礎 科 目）の み 、 選択 必修で も

「機能 訓練 」が ある の み で あ り、教 員養成 の 対

象 とは なっ て い ない 現状が うかが えた 。

V ．終わ りに

　日本 とベ トナム で は教育制度、教育行政が 異

な っ て お り、 単純に
一

元化 して 比較す る こ とは

で きな い 。実際、障害者法 第 28条 で は 、イン

ク ル ーシブ教育を特殊教育の主要 な教育方法 に

掲げて い る 。 特殊教育学部 の カ リキ ュ ラ ム は、

2010年の 改訂 に よ り、 イ ン ク ル ーシ ブ教 育や

早期教育、早期介入 を重視 した カ リキ ュ ラ ム と

な っ た。一
方で 、ベ トナ ム で は 1学部で 取得 で

きる資格 は 1種類で あ り、 日本の ように複数の

資格 （例 えば、小学校教員免許と特別支援学校

教員免許 など） を取 れる制度 には な っ て い ない

（柴山，2008）。 そ の た め、特殊教育学部の カ リ

キ ュ ラ ム も普通教育 に関する科 目が ほ とん ど開

設 され て い なか っ た 。 こ の 点 は 、 イン ク ル ーシ

ブ教育を推進 して い く中で、教員の専 門性の 問

題が生 じる可能性 もある 。

付 記

　 本研究 は、日本学術振興会科学研究費補助金 「グ

ロ ーバ ル ・ス タ ン ダー ド と し て の 特別支援教 育 の

創 成 と貢献 に関す る総合 的研究」 （平成25−28年度

基盤研究 （A ）、研究代表者 ：安藤隆男）の 研 究成

果の
一

部で ある 。

註

1 ） 日本 は 2007年度よ り特 別 支援教 育 と呼称 して

　　い る が、ベ トナ ム で は 「Giao　dvc　dac　biξt」で

　　あ り、英語 は Specia］　Educationを使用 して い る 。

　　その ため、本研究 では英語表記 に合わ せ て 、「特

　　殊教育」を用い た。

2 ）ベ トナ ム の 中央 教 育行政 機関 は 教育訓練省

一 108一

N 工工
一Electronlc 　 Llbrary 　



Association of Disability Sciences, Japan

NII-Electronic Library Service

Assoclat 二lon 　of 　Dlsablllty 　Sclences ，　Japan

ホ
ー

チ ミ ン市師範大学特殊教育学部 にお け る特殊教 育 教 員養成の 現 状

　　（Ministry　ofEducation 　and 　Training）で あり、特

　 殊学校 も教 育訓練省 の 管轄 であ るが、ベ トナ

　　ム で は労働疾病兵社会省や保健省の 施設も一

　 部教育機能を担 っ て い る こ とか ら、具体的 な

　 実数 に つ い て は把握 され て い な い （黒 田 ，

　 2013）。

3）ベ トナ ム の 学制は、小学校 5 年、中学校 4 年、

　 高等学校 3 年 と な っ て お り、 2005年教育法で

　　は 小学校 5 年間お よ び 中学校 4年間が 義務教

　 育 として 定め られ て い る 。
ベ トナ ム で は、就

　 学率 は ほ ぼ 100％ と な っ て い る
一
方で 、退学率

　 が高い こ とが課題 とな っ て お り、「NATIONAL

　 EDUCATION 　FOR 　ALL （EFA）ACTION 　PLAN

　 2003−2015」では 、 2015年まで にすべ て の 児童

　 が 5年間 の 初等教 育を受け られ る よ う に す る

　　こ とが 目標に掲 げ られ て い る 。

4 ）Nga に よ る と、現在は 2 つ の 師範大学 と 3 つ の

　 師範短期大学で、特殊教育教員養 成が行 われ

　 て い る。

5 ）黒 田 （2013）に よ る と、例えば ハ ノ イ師範大

　 学で は、2012年度 よ り自閉症教育 も加えた 4

　 つ の 専攻 に つ い てそれぞ れ教員養成を行 っ て

　 い る 。

6 ）ベ トナ ム に お け る 高等教 育 カ リ キ ュ ラ ム は、

　 2007年に 教育訓練 省か ら出 され た 「単位 制度

　　に よ る 教 育課程に 閾する 規則 （Ban 　hanh 　Quy

　 che 　dtio　t40　d4i　hQc　vb 　cao 　d翫ng 　h弓chinh 　quy　theo

　 h拿th6ng　tin　chi，43／2007 〆QD−BGDDT ）」に基づ

　 い た 単位制 を採用 し て い る （上別 府 ， 2013）。

　 同規則 に よる と、1回 の 講義は 50分間 で あ り、

　　1単位あた りの講義は 15時間と定め られ て い

　　る 。 また、卒業 に必要最低単位数は 120単位と

　　なっ て い る 。

7 ＞ シ ラ バ ス で は 、 基礎 科 目に は 卒業要件 に 関 わ

　 る科 目 とは 別に、必修科 目として 「体育 （5単

　 位）」、「国防訓練 （14単位）」が開設 され て い る 。

8 ）ベ トナ ム は、国連に よ る 2015年 まで に初等教

　 育 の 完 全普及 を目指す 「ミ レ ニ ア ム 開発 目標

　　（Millennium　Development 　Goals；MDGs ）」達成

　 の ため、世界銀 行が 設立 した 「Education　For

　 All−Fast　Track　lnitiative（EFA −FTI）」の 支援対象

　 国 で あ り、「EFA 行動 計画」 は、　 FTI を受 け る

　 た め に 必 要な行動計画 と し て 策定さ れ た もの

　 で ある （浜野 ， 2004）。
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A  Study on  the Curriculum for [feacher [[lraining of  Special Edueation

           in Ho  Chi Minh  City Uniyersity ofPedagogy

Takao ANDO',  Ilakahito [[IANNO', Mai  KUROHA',  Mika  OZAHARA"',

             Ybngi ae LIM'  and  Hoang Thi Nga***

  The  purposes ofthis  study  was  to investigate the curriculum  construction  for teacher  training in

Faculty of  special education,  Ho  Chi Minh  City University ofPedagogy  (HCMUP/SP). The curriculum

of  HCmoP!SP  was  composed  of  fundarnental subjects  (35 credits),  specialized  fundamenta1 subjects

(35 credits),  specialized  subjects  (52 credits), teaching practices (10 credits),  and  graduation thesis (6
credits).  The  features of  HCMUPISP's  curriculum  construction  were  1) emphasis  on  illclusive

education,  2) emphasis  on  early  education,  3) curriculum  design, 4) refonms  on  compulsory  subjects.

1), 2) and  4) were  the  results  of  curriculum  reform  in 2010, and  especially  1) and  2) were  affected  by

the policy for education  by the government of  Vietnam. As  for 3), the curriculum  of  HCMUPfSP  was

spccialized  
"special

 education''  and  subjects  on  teaching methods  were  only  opened  as subjects  related

so-called  general education,  This was  considered  to be reflected  the system  of  teacher training in

Vietnam, in which  students  in Vietnam could  acquire  only  one  teacher license at his rnajor. Finally,

because of4)  the subjects  on  education  for children  with  intellectual disabilities were  compulsory,  and

the subjects  en  education  for children  with  visual  impairments or  hearing impairments were  selective.

Keywords: Faculty of  special  education,  Ho Chi Minh City University of  Pedagogy, curriculum  of

        teacher training, features ofcurriculum
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