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は じめ に

　シ ン ポ ジ ウ ム にお け る 4 人 の 先生 方 の こ提言

で 要点 は 尽 くされ て い るが 、 半世紀 以上 に わた

る 障害児教育と の 関わ りか らい ささか私見を述

べ させ て い た だ く。特別支援教育 と て 真 っ さ ら

の もので は な く、戦前、戦中、戦後 に か け て の

わ が 国な りの 実践の 集積の 上 に今 日が あ るわ け

で あ る 。 ど の よ うな新 しい 試 み で あ れ、こ の 現

実 を無視 して は 望 ま し い 発 展 に は つ な が る ま

い
。 先進 国信仰な ど ほ ど ほ ど に して 自前の 実績

を評価 して 、子 ど もをマ キ シ マ ム ・グ ロ ー
ス さ

せ る教育 をこ そ 追求すべ きで は ない か 。 こ れが

特別 支援教育 を して 実効あ らしめ る最短の 道程

で あ る 。 そ の よ うな前提の 下 に私な りの 体験 を

も踏 まえて 特別支援教育 に託 す る願 い を 三 点 に

しぼ っ て 紹介 して お く。

　 1　 社会 や学校の ノ ーマ リゼ ーシ ョ ン や、ソ

　　
ー

シ ャ ル ・ロ ール ・バ ロ リゼ ーシ ョ ンの実

　　現 を促進する こ と

　こ の よ うな状況 を創 出す る こ と こ そ 特別支援

教 育の 使命 で あ る 。 「当時者 で あ る子 ど もや 両

親が希 望す る と こ ろ で 、自由に必 要な教 育的支

援が受 け られる よ うな仕組 み を充実 させ よ」 と

い う主 張で ある
。

こ こ には 1955年 （昭 30）に附属

聾学校 に着任 し て 以来 、今 日 に至 る 私 自身と仲

間た ちとの 大づ か み な意味 で の こ の 方 向性 へ 向

け て の 素朴 な実践や試み の
一

端 を紹介す る 。

東京教育大学特殊教育学科第
一

回生

　 （元金沢大学教授）

　 ○　着任 当初 、幼稚部 の 年 長組 を担 当す る 。

子 ど もを手懐づ ける の に苦労す るが 若 さに任せ

て あの 手 こ の 手 を尽 くし、口 話力 や 言語力 （日

本 語力） をつ ける 。 1年経 と うとす る 頃 （1956

年）、ふ た りの 子 ど もを小 学校 へ 入 学 させ る こ

と を検討 し 、 萩原浅 五 郎 校長 （東京教 育大学助

教授 ）に相 談 を持ち掛 ける 。 当初 は 「一般 の 小

学校 に 出 した と こ ろ で つ い て 行けず絶対す ぐ聾

学校 に戻 っ て くる 。 そん な残酷な扱 い はす べ き

で は な い
。 世の 中 と い うもの はそ れ ほ ど甘 くな

い
。 君の や り方は乱暴過 ぎる 。 止 め て は ど うか」

と反対 さ れ る
。 私 は 「両親が そ れ を強 く望ん で

い る 。 本人 も小学校へ 行 きた が っ て い る 。 小 学

校の 学習 や生 活 に何 とか つ い て い ける だけ の 力

は つ い て きて い る 。 試 しに 出 してみ て は どうか」

と食 い さが る 。 最後は 「君が ア フ タ
ー ・ケ ア を

す るな らば認 め よ う」 と の こ と で 、 漸 くに して

校長の 許可 を得 る 。 当時 の
一般 の 社 会状 勢 と し

て は 、萩原先生の 指摘 の 方が 常識で あ っ た 。 結

果は 、 両名 と も聾学校へ 再 び戻 る こ と もな く一

般 の 小、中、高校 を経 て 大学 を卒業す る 。 ひ と

りは 航 空測量 に よる地 図作成 の 技 師 （5 年前 リ

ス トラ で 退職 、現在 自営業）、ひ と りは 会社 勤

め の あ と主婦 とな っ た 。 前者 は 日本大学 の 理 学

部 、 後者 は女子美術大学の 日本画科を卒業 し て

い る 。 ○ 翌 1957年、もう 1名小 学校の 2年生 に

転入 させ る 。 こ の 子 も一
般 の 小 、 中 、 高校 を出

て 、千葉 商科大学 を卒業 して 家業 の ホ テ ル 業 を

継 ぎ、今 で は 社長 とい うと こ ろ で あろ うか 。 こ

の 時は、萩原先生 も もう反対 されなか っ た よ う

で ある 。 こ の 他 に も附属聾学校 と の 関わ りで は、
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私 自身、並 び に仲 間た ちの 実践 を含 め れ ば同様

の ケ
ー

ス を数多 く出 して い る。

　O 　l984年 （昭 59）長年勤めた 附属聾学校 か ら

金沢大学 へ 転出す る際 、 先生 た ちが全 員で送 別

会 を開 い て くれ た 。 その 席 で 年齢 の 上 で も先輩

格に 当た る 中学部 の 上 野 画伯 が 「大塚 さん は、

附属聾学校 に着任 した ば か りの 頃 （1955年 、昭

30）、校 内で 折 ある ご と に
“

補聴器 の 進歩 や指

導法の 改善に よ っ て言語力 （日本 語力）や学力が

つ き 、 小学校 に最初 か ら入 学 した り、途 中で 小

学校 へ 転校 した りする子が 増 えて 、や がて 聾学

校 は不要 に な り消滅する
”

と叫んで い た。俺 た

ちは幼稚部や 小学部の ツ ケ を い っ ぱ い 背負 っ た

子どもの扱 い に四 苦八苦 して い る の に 新任 の 青

二 才が何 を言 う。 こ の 野郎 、ぶ ん 殴 っ て や ろ う

か 、 と思 っ た 。 と こ ろが 今 （1984、昭 59）で は聾

学校か ら
一
般の 学校ヘ イ ン テ グ レ ー トす る 生徒

が 後 を絶 たず、地 方 の 聾学校 を訪れ る と空 き教

室が 目立 ち 、 大塚 さん の 説 に だ ん だ ん近 くな っ

て きた よ うな気 がする 。 もしか した ら 、 大塚 さ

ん の 読み が 当 た っ た の か も しれ な い
。 若 い 時 の

感性 は 当た る こ とが あ る 。 」 と、ス ピー
チ を し

て くれた。思 えば汗顔 の 到 りで あ る 。

　 ＜ ソ
ー

シ ャ ル ・ロ ール ・バ ロ リゼ ーシ ョ ン と

して 、 い さ さか派手な事例 〉

○　附属 聾学校幼稚部主 事時代 に在籍 し た 女の

子が 、聴覚障害者 と し て 日本で 初 め て 薬剤師 の

免許 を取得 して い る 。

○ 　幼稚部生 え抜 きの 子 ど もを も含め て 何人 も

の 附属 聾学校の 卒業生が筑波大学 に 進学 し て い

る 。 中 に は博士 課 程 を終 えた者 もい る 。

○　附属 聾学校 の 教育相談 で 幼児 の 時代 、私 が

直か に関わ っ た ケ
ー

ス で 筑波大 の 博士課程 を出

て 筑波技術大学の 先生 をして い る人 もい る 。

　 ＜ ご 〈、 ささや か な事例〉

○　当 人は東洋大学 を 出て 大手の 有名銀行の ひ

とつ に 勤め る 45歳 を迎 えた聾の 女性 で あ る 。 日

常 的に は 、任 さ れ た仕事 を着実 に こ な すベ テ ラ

ン の 目立 た ない 縁 の 下 の 力持 ち的存在 の 社員 の

ひ と りに過 ぎな い
。 とこ ろ が、彼女は何 か仕事

をす る上 で 資格 の 取得 を求め られ る 事態が 生 じ

た時 は 、真 っ 先 に 挑戦 し、 しか もな るだ け 1 回

で 試験をパ ス する よう常 に心 がけて い るそ うで

ある 。 それ に よ っ て彼女の存在が、な くて は な

らな い 人 、 障害は あ っ て も能力あ る 人 と して 見

直 さ れ た り、認め られ た りするか らだそ うで あ

る 。 しか し、こ の よ うな チ ャ レ ン ジ も自己教育

力や 自己啓発の 意欲 な くし て は成立 し得 な い こ

とで ある 。 まさ に ソ
ーシ ャ ル ・ロ ール ・バ ロ リ

ゼ ーシ ョ ン で は な い か 。

　 2．メイク ・ザ ・レコ
ー

ドの教育を目指すこ と

　現状 の 到達 レ ベ ル を も っ て 満足 し て は い け な

い 、現 状 を超 える教育 を常 に 目指 すべ し とい う

主張で ある 。 極端な比 ゆ を用 い れば 、桐 ヶ 丘養

護 や 附属盲 、 附属 聾は 附属 の 小 、中 、高 と張 り

合 う ぐら い の 教育を実現す べ し と い う論 で あ

る 。 そ こま で 行 かず とも一
般の小 、中、高 と競

える ぐら い の 力 を つ け よ 、 場合 に よ っ て は そ れ

を超 える ぐら い に 子 ど もを伸 ばす とい う発 想 で

ある 。

一
見不可 能を可能 に する 、 少な く とも限

りな く可 能 に近 づ ける とい うの が 特別支援の 特

別支援 た る所以で は な い か 、た とえ 附属大塚 養

護の よ うな場合で あれ 限 りな く質の 高 い 教育 を

志向 し 、 子 ど もを伸 ばせ る だけ伸 ば そ うで は な

い か と い う論で ある 。 ケ
ー

ス に よ っ て は 、ある

い は 局面 に よ っ て は異常性 の 価値化 とい う路線

で の メ イ ク
・ザ ・レ コ

ー
ドも大 い に あ り得る の

で は ない か 。 特別支援 教育 に は メ イ ク ・ザ ・レ

コ ー
ドなど馴染 まな い とい う考 え方 もあるが そ

れ こ そ見当違 い で 、特別支援教育 だ か ら こ そ メ

イ ク ・ザ ・レ コ
ー

ドが求 め られ る の で ある 。 こ

こ に は 1952年 （昭 27）前後 か ら今 日 （2007年）に

至 る メ イ ク ・ザ ・レ コ
ー

ドへ の 道の 聾教育 にお

け る実践の
一

端 を紹介する 。 ○ 当時 、 附属聾学

校 と日本聾話学校 に お い て は ア メ リカ直輸入 の

デ イ リ
ー ・プラ ン と称す る ク ラ

ー
ク 聾学校の 教

育方式 の 追試 が な されて い た 。 国府台で 初 め て

こ の 方式 を眺め て 、子 ど もの 生活 中心の プ ロ グ

ラ ム で 、 しか も指導す べ き素材 が 明示 されて い

て 、何 と組織的で ア カ ヌ ケ の した 指導法で あ ろ

う、や は り舶来品は違 う、流石 に ア メ リ カ の 聾
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教育 は進 ん で い る と実感 させ られ た の で あ っ

た 。 熊本聾学校 にお い て既 に 4 年間の 現場体験

を して い た の で 授 業 を見 る 眼 は
一

応 身 に つ け て

い た。 したが っ て 早 くこの 方法 を もの に しなけ

れ ば と、心 ばか りが 逸 りに 逸 っ た の で あ っ た 。

○　丁 度そ の 頃、聾学校の 先生た ちか ら 口 話法

の 神様 と して崇 め られて い た川本宇之助老先生

（東京教育大教授 ）か ら 「日本 の 聾教育は欧米 に

遅れ を と っ て い る 。ク ラ
ー

ク
・

ス ク
ー

ル で は 口

話力 をよ くつ け、学力 も高 く、卒業生 に は大学

進学者が何 人 も出 て い る 。 レ キ シ ン ト ン ・ス ク

ール で は 自然な言語指導法 を取 り入 れ て 成果 を

上 げて い る 。イ ギ リス の マ リ ー ・ヘ ヤ ・
グ ラ マ

ース ク
ール で は ピ ュ ア ・オ

ー
ラ ル の 上、一般 の

学校 と同 じ レ ベ ル の 学習 を して い て、卒業生 に

は大学進学者 を出 して い る 。 日本 も速 くこ の レ

ベ ル まで 持 っ て い きた い 。こ れか らの 先 生 た ち

は奮起 し て 欲 しい 」 と い うお 言葉 を頂 い た 。 何

とか して こ の ご 期待に 応えね ば と思 っ た もの で

ある 。 ○ ユ953年 （昭 28＞か 1954年 （昭 29）頃、附

属聾学長 の 萩原浅五 郎先生か ら 「聾児の ポ テ ン

シ ャ リテ ィ （潜在能力）は 、こ こ に い る諸君 （大

学 生 や 先生 た ち）と大体同 じ位で あ る 。 しか る

に聾学校 の 教 育 の 成果 た るや 高等部 を卒業 し て

も一般 の 子 どもの 小 4 レベ ル 止 ま り、 9 歳 レ ベ

ル の 胸 つ き八 丁 で 立 ち往生 と は ど うい うこ と

だ 。 」 と大 きな難問 を突 きつ け られ る 。01955

年 （昭 30）附聾に着任以降、 そ の 仮設 を検証す べ

く、か つ 、そ れ を克服す べ く実践 に実践 を重ね

る。ちなみ に 「9 際レ ベ ル の 壁」 と い う聴覚障

害に起 因す る発 達 や 学 習の 遅滞現象 を洞察 し、

日本で 初 め て 明 らか に した の は 萩原 浅五 郎先生

で あ っ たこ とを覚 えて お い て欲 しい 。01974 年

（昭 49）、1975年 （昭 50）東京開催の 聴覚障害教育

国際会議、出席要請の た め欧米の代表的な大学、

研究所、ク リ ニ ッ ク、聾 学校 を歴訪す るが 、聾

学校の 中で 優 れ て い た の はイギ リ ス の マ リ
ー ・

ヘ ヤ
・
グ ラ マ

ース ク
ール の み で あ っ た。そ れ 以

外の 学校 と比 べ た場合、附属聾学校や 日本聾話

学校の 方が子 ど もを伸 ばす と い う意味で は遥 か

に よ い 成 果 を上 げて い た 。 また、 日本の 公 立聾

学校 に して も先様 と比 較 して 決 し て ひ けを取 る

もので は な く、 む し ろ 、少 しぐらい 上 で は なか

っ た か と思 う 。 しか し、学校 の 建物、施設 、 設

備 、 備品等の 面 で は 、そ の 時代 は わが 国の 方が

ま だ まだ 立 ち後 れ て い た。さ りなが ら、わが 国

の 子 ど もの 方 が伸 び て い た の は 、教 師た ちの 頑

張 りの 成果 で あ り、ま さ し くメ イ ク ・ザ ・レ コ

ー
ドそ の もの で は な い か 。 02007 年 （平 19）の

今 日、建物 や施設 、 設備 、 備 品等 の 面で は 大 き

く改 善 され、あ とは子 ど も を さ らに 伸 ばす だ け

の 時期 に入 っ た の で ある が残念 なが ら腰折れ現

象や足踏 み現象が 生 じて い る こ とを直視す べ き

で あろ う。 安易 に、簡単 に 、欧米モ デ ル や 国連

モ デ ル に 合 わせ よ うとする と
、 逆戻 りす る現象

で ある 。 理 由は、モ デ ル 自体の 目標水準 が 低 い

か らで ある。わが 国は わが 国な りの 目標水準 を

堅持 して、そ れ に向っ て 直進す べ きで ある 。で

は どうす べ きか 。 子 ど もの ポ テ ン シ ャ リテ ィ の

マ キ シ マ ム ・グ ロ ース を限 りな く追 求す る と い

うこ と に 尽 き よ う。 こ れ ぞ メ イ ク ・ザ ・レ コ ー

ドへ の 近道で ある 。

　 3． トレ イ ン ド ・テ ィ
ーチ ャ

ーの育成 と確保

　　 を急 ぐこ と

　「教 育 は人 な り」 とは昔 か ら言 い 旧 され て き

た こ と で 、衆知 の
一

致す る と こ ろ で あろ う。特

別支援教 育 と て その 例外 で は あ り得な い 。如何

に 制度や組織、施設 、設備、備品等が 整 っ て い

た と して も、子 ど もを扱 う教 師に人 を得 な けれ

ば、全 て は 画 に描 い た餅 も同然で ある 。 そ こ で 、

ど の よ うな教師を、ど うや っ て 、どれ だ けの 数、

育て る か と い うこ とが 主要 な課題 と して 浮上 す

る こ とは言 うま で もな い 。 こ こ に 述 べ る 「ト レ

イ ン ド ・
テ ィ

ーチ ャ
ー」 と い うの は 、子どもの

持 つ ポ テ ン シ ャ リ テ ィ を 目 い っ ぱ い に伸 ばす こ

と の で きる 腕 っ 利 きの 教 師とい う意味で あ る 。

参考例 として、聾学校幼稚部担 当の 理 想的 な教

師の 要件を要約的 に 紹介 し て お く。 本来的 に は

聾学校 の 教師全て に 共通す る 要件で あ り、さ ら

に は全 て の 障害児 を担当す る 教 師、それ ど こ ろ

か
一

般 の 学校の 教師 に も当て は ま る 要 件 とさえ
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特別支援教育 に 期待す る こ と

言え るか も しれ な い 条項で ある 。

　（1）聾教育 （こ こ を分野 に即 して 読み換 える 。 ）

を愛す る精神 を有す る人 、 （2）身体 が健康 で 継

続的 に困難 に チ ャ レ ン ジす る ス タ ミナ と勇気 を

有す る 人、（3）子供 に対 して 温 か い 愛情 と思 い

や りを有す る 人、（4）心の 平衡が よ くと れ て い

て 、 物の 見方、考え方、感 じ方、振舞 い 方に柔

軟 性 が ある 人、（5）ど ん な子 ど もで も教育す れ

ば そ の 子 な りに必 ず伸びる と い う教育科 学的見

識 と信念 を有す る人 、（6）子 ど もの 困難 の 克服

に 当た っ て 実践的 、 行動 的 、か つ 、意欲 的で あ

る 人、（7）子 ど もの 伸びな い 原 因 を子 どもの 持

つ 障害の せ い に しな い で 、教 育方法 の 改善、工

夫 に努力す る 人、（8）障害 は24 時 間存在す る の

で 、 24時 間教 育 の 姿勢 を持 っ て 「い つ で も」

「ど こ で も」子 ど もに関 わ れ る 人、（9）子 ど もと

環境条件の 変化 に よ く気が つ き、状 況 に応 じ て

計画 や 支援の 方 法を変 え得る能力 を有す る 人、

（10）単 に 遊ん だ り、ケ ア した りす るだけで な く、

子 ど もに教 え る こ との で きる人 、 （11）一般の 子

どもの 発達や 学習、教育 内容等 を よ く研 究 して

い て
、 障害を 持 っ た 子 ど もの 進度 や ニ ーズ に 合

わせ る こ とが で きる人、（12）子 ど もの 興味や 関

心 をそ そ り、しか も子 どもに生 き甲斐 を感 じさ

せ る よ うな状況 や 課題 を創 り出 せ る 人 、（13）

子 ど もと の コ ン タク トや コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン が

うまい 人、（14＞注意 は機敏 で あ りなが ら 、 動作

は 静 か で 、 し か も手早 く、機転が 利 く人、 （15）

子 どもの 持つ メ イ ン となる 独 自の ニ ーズ を的確

に把握 して そ の 支援に臨め る人、（16）障害が ト

ータ ル オ ル ガ ニ ズ ム の 障害 で あ る こ とを常 に念

頭 にお い て 、生 活万般わ た り人間形成 とい う観

点か ら細 心 の 注意 を払 い な が ら指 導 に 臨 め る

人 、（17）両親 の 参加協力 も視野 に入 れ、好 ま し

い 人 間関係 を保 ちつ つ 、一体 と なっ て 教育 に 臨

め る 入、 （18）豊 か な教 養 を有 す る と と もに芸

術 ・文化 、
ス ポ

ー
ッ 等の 分 野 で

一芸 に秀で て い

る 人、（19）他 の 専 門分野の 人 と協力 関係が 結べ

る 人、（20）目標 を意識 しな が ら も、気 負わず、

気長 に 、休 まず、こ つ こ つ と根気強 く、決 して

あ きらめず に、執念 を持 っ て 、 か つ 大 らか に子

ど もと取 り組め る 人 。

　〈直接担当する教師育成法の 重点〉

　（1）学生時代　  障害児に関わ りの ある学校 、

学級 、 福祉施設 、 病院、セ ン タ
ー等 を見学 させ

る 。   それ らへ の ボ ラ ン テ ィ ア と して 参加 さ せ

る 。   関連 の 研究会や 親の 会活動等 へ の 参加 を

奨励 する 。   特定 の 障害領域 に つ い て 主専 攻、

副専 攻 の ア ク セ ン トを つ けて 教育実習 を させ

る 。 そ の 場合、子ど もを観 る 眼や子 ど もを扱 う

勘 を養 う上 か ら は 広 く薄 くで な く、狭 く深 くが

効果 的で ある。 ともあれ、大卒 で 現場 へ 出た ら

直ち に何 とか子 ども を扱 える程度 の 力量は つ け

て お く必要があ る 。

　（2）担 当教 師 とな っ て か ら　  基本的 に は校

内、 校外の 研究授業 を通 して 、授業力 の あ る教

師へ 育て て い く 。   校内、校外 の 研究会、研修

会、親の 会活動等に 参加 させ 、担当者 と して の

力量 を拡 げる 。   関連す る幼 、 小 、中 、高 の 教

師 と積極 的に 交流す る 。 子 ど もの 交流 や イ ン テ

グ レ
ー

シ ョ ン の ベ ース と もなる 。   関連 する専

門機 関 の の ス タ ッ フ と協力す る 。   コ ーデ ィ ネ

ータ ーと密接 に 協力す る。か くし て 、子 ど もの

マ キシ ム ・グ ロ
ー

ス を目指すの で ある。

　 〈 コ ーデ ィネーターの育成策の重点〉

　 （ユ）現場主体一大学 （大学院）協力方式　  特

定 の 専 門 分 野 の 教 師 と して 現場 で 徹底 的 に 鍛

え 、 子 ど もが伸ば せ る 教 師に す る 。   障害や 問

題 、困難 等の 所在 を明確 にす る類症鑑別 に 必要

な諸検査や カ ウ ン セ リ ン グ等の方法 を講義や 実

習 を通 し て 習得 させ る 。
こ こ に大学の 出番が あ

る 。   多 くの 場 を踏 ませ て 、現場 の 担当者や専

門 機関 の ス タ ッ フ と好 ま し い 人間関係が保 て る

ようにす る 。  現 場 の 担当教 師や両親、場合 に

よ っ て は子 どもに 的確 な助言が 出来 る ように す

る 。

　 （3）大学 （大学 院）主 体
一

現場協力方式

　 シ ン ポ ジ ウ ム で の 先生 方の 提 言は大方 こ の 方

式 で あ る の で 、そ ち ら に お 任 せ し て 省略す る 。

い ずれ の 方式で あれ 、現場 を元気づ け 、活性 化

し、子 ど もの 成長 を促 進する コ
ー

デ ィ ネ
ー

タ
ー

の 育成 を目指す もの で あ っ て 欲 しい
。
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大塚 　 明俊

　 こ れ か ら私 自身、聾 学校 の 教師に な る に つ い

て若 い 時分 、 体験 し て お い て 良か っ た と思 う事

例 を幾 つ か紹介す る。01952 年 （昭 27）東京教

育大特 設教員養成部在学時代、午前中 は年間 を

通 して 専 ら附属聾学校 の 配属学級 で 教 育実 習を

し、講義は 午後か ら で あ っ た 。 寮で は特設 の 美

術科 （聾学校の 美術 の 教師を養成する コ ース 〉の

聾の学生 と全 員が 同室 の 生活 をす る 。 01953 年

（昭 28）、 大学の 正規 の プ ロ グ ラ ム で 様 々 な特殊

学校 、 施設、病院等を見学す る 。 ○ 同年、藤島

岳、菅 田洋 一
郎、大井清吉 ら と空 き時 間 の ほ と

ん どを附属小学校第 5 部の 特殊学級 （附属大塚

養護 の 前身）に ど っ ぷ りと浸 る 。○ 同年 、高木

憲次先 生が ホ
ー

ム ド ク タ ーをされ て い る家 の 重

度の 脳性 マ ヒ の 子 ど もの 家庭教師 を頼 まれ、 1

年間寝食 を共 にす る 。 時に は高木 先生直 々 の ご

指導に よ る 歩行訓 練や 言語訓練 を拝見す る。お

母 さん へ の 助 言な ども拝聴す る 。 ○ 同年 、 家庭

教 師が 縁で 、肢体不 自由児全 般や脳 性 マ ヒ 児の

こ とを もっ と知 りた くて 、高 木先生 設立 の 整肢

療護園 の 病院内学級 （附属桐ヶ 丘 養護の 前 身）へ

1 か 月 ほ ど 日参す る 。 往復 の 途すが らバ ス や 電

車の 中で 田中恒夫先生 よ り元気なお 声で ア メ リ

カ の 言語治療 に つ い て伺 う。 01955 年 （昭 30）
よ り附属聾学校 の 幼小 部 に 勤 め る 。 初め の 3 年

間 ぐらい は、特殊教育学科、特 設教員養成部学

生 の 教育実習が ある度 に 先輩教 師か ら教生 全体

を対 象 と した 指導授 業 を 冒頭 に 押 しつ け られ

る 。 また 校内の 研究授 業があ る際は 、真 っ 先 に

や らされ る 。 しか し一度 として辞退す る こ と は

しなか っ た 。 結果 と して そ の 先輩 た ちよ りこ ち

ら の 方が 授業 に強 くな っ た よ うで あ る 、「鉄 は

熱 い うちに 打 て 」の 効果 もあ っ た の か も しれ な

い が 。い ずれ に して も授業 とい う場 面で 子 ども

が扱 える
一

人 前の 教 師に なる に は 、や は り修羅

場 の 体験 を 数多 く踏 む こ とが 必 要 な よ うで あ

る 。

　 附 属聾 学校 にお け る 30年の 経 験 か ら省 み る

に 、 ひ と りの トレ イ ン ド ・テ ィ ーチ ャ
ーを育て

る に は 、学部卒 の 教 師で 平均 7 年 はか か る よ う

に思 う。 したが っ て 地方 の 教育委員会の 人事 の

よ うに 3 年の ロ
ー

テ ーシ ョ ン で 先生 た ち の 入 れ

換 えをや っ て い た の で は 、教 師と し て も の に な

らな い ま ま次 の 学校や 別 の 種類 の 学校 へ 行 っ て

しま う こ と となる 。
こ れ で は役立 たずの 教師を

大量 に創 り出す よ うな もの で 税金の 無駄 遣 い 以

外 の 何 もの で もな い
。 納税者 と して は税 金 を返

せ と叫び た い と こ ろ で ある 。 特別支援教育に は、
t一般 の 教 育の 10倍 ぐらい の 費用 をか けて い る こ

とに も思 い を い た すべ きであ ろ う 。 急 ピ ッ チ で

進 む少子高齢化 の 時代、 い つ の 日か費用対効果

の 観点か ら検討課題 と し て 浮上 し な い か と、危

惧 し て い る と こ ろで ある 。 大学 院を出た教師で

あれ ば、 3 年 ぐ らい で もク リア する よ うで ある 。

私 も時折 、授業 を見せ て い た だ い て い るが 、こ

の 会場 に 出席 されて い る 附属 聾学校幼稚部の G

先生 は そ の 実物見本だ と思 う。 子 ど もた ちの 伸

びが 素晴 ら しい 。

おわ り に

　い ずれ の 分野 で あれ、ば らば ら で 構 わ な い か

ら、先 ず はや る 気 の ある教師を集め る と こ ろか

ら着手 し よ うで は な い か 。 泥臭 さを恥 じる こ と

な く、や れ る教 師、や れ る 学級 、や れ る学校か

ら始め れ ば よい
。 か くして 新 たなネ ッ トワ

ー
ク

を拡 げ て い くの で あ る 。 特別 支援教育の 成 否 を

決する の は や る気 の ある 教 師を どれ だ け用意 で

きるか に か か っ て い る 。目標 は子 ど も の マ キ シ

マ ム ・グ ロ ース に あ り。 勇気 を持 っ て 敢然 と挑

戦す べ し。 例 と して聾教 育の 課題 を もっ て 端的

に 表現 すれ ば 、「9 歳 レ ベ ル の 壁 を克 服せ よ」

とい うこ と で ある。

　為せ ば成る、為さね ば成 らぬ 何 事 も、

　成 らぬ は人 の 為 さぬ な りけ り
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