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研究成果の概要（和文）：ことばの教室への入級審査のためのチェックリスト作成において、専門家への相談歴
等についての回答は、その後のことばの教室の利用を予測できる可能性があり、情報を得ておくことは有効であ
ることが確認された。担当教員による回答から、言語障害以外に発達障害等を対象とした指導も行っている現状
が明らかにされ、発達障害に関する項目を設定することの重要性についても示唆された。本チェックリストの言
語障害の項目については通常学級の児童との差が明らかであり、判別可能であると考えられた。本チェックリス
トを使用することで通級に通う必要のある児童を、ある程度検出できる可能性が示唆された。

研究成果の概要（英文）：In preparing a checklist for screening for admission to resource room for 
speech-language disorders , it was confirmed that information on the history of consultation with 
specialists may be useful in predicting subsequent use of the resource room. The responses of the 
teachers revealed that they are currently teaching students with developmental disabilities in 
addition to speech-language disorders, suggesting the importance of including items related to 
developmental disabilities. The differences between the speech-language disorder items in this 
checklist and those of children in regular classes were clear, and it was considered possible to 
discriminate between these two groups. It was suggested that this checklist could be used to detect 
children who need to attend classes to some extent.

研究分野： 音声言語障害学
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  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
　学術的な意義としては、言語障害の通級指導教室に通う児童と一般の児童の間で、就学前の健康診査や相談歴
の状況において違いがみられたこと、言語障害だけでなく発達障害のある児童も指導の対象になっていた現状が
明らかにされたことが挙げられる。
　社会的な意義については、言語障害を主訴として指導を受ける通級を判断するために教育現場で使用可能な評
価用ツールを作成したことである。本チェックリストは、現在、通級を利用する児童とそうでない児童の言語障
害の有無を判別が可能であることが検証された。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
（1）ことばの教室における言語聴覚士によるコンサルテーションとアセスメントの必要性 
言語障害特別支援学級あるいは通級指導教室（通称「ことばの教室」）には、児童を指導する教

員が存在しながら、以下 2 点の理由で児童の障害の専門的な把握については言語聴覚士の協力
を必要としている。 
① ことばの教室において経験年数が 3 年以下の教員が 46.5％に及ぶことが挙げられる（久保

山，2017）。 
② さらに、担当教諭において特別支援学校教諭免許状を有する者は 45.0%であることも影響す

る（久保山，2017）。 
この実態の改善は喫緊な課題であるが、実際には今すぐに制度を変更できる状態ではなく、現

状を踏まえながら、教員と言語聴覚士がうまく連携を取る方策を思案する必要に迫られている。 
特に、言語聴覚士の専門性としてアセスメント能力を期待されている点（松本，2015）から考え
ると、児童の入級を審査するアセスメントに貢献できる可能性は高い。 
比較的ベテランの教諭が集まりやすいといわれる東京都内のことばの教室においても、入級審

査時のアセスメント内容には以下のような問題がある。 
① 課題自体が旧く、現代の子どもの環境に即していない絵や単語等の刺激が多く難解なため、

子どもの注意集中が困難である。 
② 検査内容はベテランでない一般的な教諭が実施するには専門性が高い。 
以上の問題を改善するために、言語聴覚学を専門とする専門家が入級審査用の評価ツールをリ

ニューアルすることは意義があると考える。 
 
（2）「ことばの教室」に入級する児童の実態とは 
現在、ことばの教室の実態として単独の障害ではなく、複数の障害を併せ有する事例が増加し

ていることが報告されている（吉田，2011; 久保山, 2017）。その具体的な調査結果として、発達
障害の診断を有する児童の割合が 10.2%、診断はないが担当者からその傾向があると評価され
た児童は 19.5%にのぼるという報告があり（藤井，2016）、入級時に整理されるべき問題が複雑
化する傾向にあることも予想される。 
吉田（2011）は、ことばの教室での重複の事例を取り挙げ、主訴の解決だけに注目し、その背

景にある重要な問題を見逃すことになる危険性を指摘した。 
発達障害を併せ有する場合、「ことばの教室」と「自閉症・情緒障害通級指導教室」のどちらへ

の措置が適切であるか、現段階では適格な判断基準はない。この判断が入級時のスクリーニング
結果で適切になされることは、指導効果に直結し、児童の学校生活での QOL の向上にも大きく
関わるだろう。 
 

（3）複数の障害を併せ持つ事例に関する海外での報告 
 アメリカでは併存する言語障害についての疫学研究は進んでいる（Briley & Ellis, 2018 他）。
一方、併存障害に関する現場での支援についてはスクールクリニシャンの実践報告が日本より
多い。例えば，吃音と構音障害を併せ持つ場合、両障害の指導を平行して行う“Blended 
treatment”と、吃音に対して直接的に介入し構音障害は間接的に行う方法（Rutner,1995）等
の実践が報告される。 
 
（4）ことばの教室における「音声障害」支援の視点を入れることの重要性 
 日本のことばの教室では主に、言語発達障害、吃音、構音障害の三つが主な支援対象とされ、
音声障害については範疇ではなかった。声の評価は GRBAS 尺度を用いて聴覚的印象で評価す
るものであり（牧山，2012）、ことばの教室でも評価の実施が可能である。この小児のガラガラ
声といわれる「嗄声」はいじめにもつながりやすいとされ、適切な対応が求められるが、現状で
はアセスメントの対象ではないことは問題であり、評価の視点に取り入れたいと考える。 
 
２．研究の目的 
ことばの教室・通常学級の児童を対象に、発話・言語能力の包括的アセスメントツールを作成

することを目的とする。 
① 対象となったことばの教室の児童について、教員に尋ねた診断名・評価の結果を示し、障害

種の傾向を確認する。 
② 保護者に行った「相談歴に関する項目」の回答結果から、どの項目が、入級時のスクリーニ

ングとして、児童側の支援ニーズの有無を明確に判別し得るのか、ということを明らかにす
る。 

③ 本研究で使用した保護者による言語発話障害に関するチェック項目の集計結果と、ことばの
教員から聴取した指導対象の比較を行い、当該項目の妥当性を検討する。 

④ 本研究で使用した項目の集計を行い，通常学級に在籍している児童と通級指導教室に通う児 
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童で保護者記載の問診項目の比較を行う。 
⑤ ④により、指導が必要な児童をスクリーニングできるかどうかについて、基準値を設定する

ことで検討を行う。 
  
３．研究の方法 
言語障害の専門家８名により入級の適切さをスクリーニングするためのチェックリスト項目を

作成した。質問紙の構成は，相談歴 10 項目，自閉スペクトラム症（ASD）4 項目，注意欠如・多
動性障害（ADHD）3 項目，学習障害（LD）3 項目，言語発達障害 3項目，発達性協調運動障害（DCD）
2 項目，構音障害 7 項目，音声障害 2項目，吃音 4項目である。通常学級在籍児およびことばの
教室に通う児童の保護者を対象に質問紙調査を実施した。あわせて教員にも指導している障害
種別を尋ねた。 
 
４．研究成果 
（1）結果 
通常学級在籍児 42 名（１年生 23 名，2 年生 19 名），ことばの教室に通う児童 134 名（１年生

55 名，２年生 79 名）が分析対象となった(表 1)。回答した 123 名の概要についても表 1に示し
たとおりである。 
ことばの教室の教員が回答した、児童の障害種について図 2 に示した。該当の多い順は、構音

障害（32.1%）、吃音（27.6%）、構音障害＋吃音（7.5%）、言語発達障害（4.5%）、構音障害＋言語
発達障害（4.5%）であった。22.0%の児童が発達障害に単独あるいは重複で該当した。 
相談歴について保護者に尋ねた結果を、通級を利用しない通常学級の児童（以下、通常学級群）

とことばの教室を利用している児童の（以下、ことばの教室群）群において比較した結果を表 2
に示した。「乳幼児検診での指摘あり」については両群において有意差がみられなかったが、3歳
児検診については、ことばの教室群において、指摘のあった者の割合が有意に高い結果となった。
さらに、小学校入学までに専門機関で受けた療育については、心理療法と言語聴覚療法について、
同じく、ことばの教室群において、受けた者の割合が有意に高い結果となった。就学前に特別支
援学級を勧められた、就学後に在籍学級変更を勧められた割合については、両群で有意差がみら
れなかった（図 2）。これまでに個別検査実施を勧められた割合については、ことばの教室群が
30.3%と有意に高い割合を示しており、受けた経験がある割合についても 60.6%を示していた。 
ことばの教室群で個別検査を受けた者の中で、38.6%の児童が問題ありの評価を受けた。一方、
通常学級群の中でも、検査を受けた者の中で、7.1%が問題ありの評価を受けていた。 
次に、保護者がチェックリストに回答した結果から、ことばの教室で最も該当割合の平均値が

高い障害種は、順に吃音(37.0%)、言語発達障害（31.2%）、発達性協調運動障害 DCD（30.8%）、構
音障害（29.7%）であり、通常学級での結果と比較し有意に高い割合を示した（図 4）。一方、こ
とばの教室の ADHD（29.2%）、ASD（13.8%）、LD（24,6%）への該当割合は、通常学級の結果との比
較で有意差がみられなかった。音声障害は両群ともに 1%未満であった。 
同様に、保護者がチェックリストに回答した結果から、各障害の cut-off 値を設定した。ASD 児

（n=7）は cut-off2 点で感度 43％特異度 90％、ADHD 児（n=3）は cut-off1 点で感度 67％特異度
48％、LD 児（n=12）は cut-off2 点で感度 83％特異度 90％、言語発達障害児（n=16）は cut-off1
点で感度 88％特異度 95％、DCD 児（n=3）は cut-off2 点で感度 67％特異度 71％、構音障害児
（n=71）は cut-off1 点で感度 93％特異度 93％、音声障害は通級教員の回答では該当した者がい
なかった。吃音（n=49）は cut-off1 点で感度 98％特異度 94％となった。 
 
（2）考察 
まず、ことばの教室への入級審査のためのチェックリストにおいて、専門家への相談歴、検査

を受けた経験等についての回答は、その後のことばの教室の利用を予測できる可能性があるこ
とから、情報を得ておくことは有効であることが確認された。担当教員による回答から、言語障
害以外に発達障害等を対象とした指導も行っている現状が明らかにされ、発達障害に関する項
目を設定することの重要性についても示唆された。 
次に、本チェックリストの言語障害の項目については通常学級の児童との差が明らかであり、

判別可能であると考えられるが、発達障害においては判別が困難である可能性が示唆された。今
後は、発達障害に関する項目の検討が求められる。さらに、音声障害への該当が少ない点につい
ては慎重な解釈が必要であり、構音障害に該当した児童への精査の方法を分かりやすく示すな
どの工夫についても検討する必要がある。 
最後に、本チェックリストを使用することで通級に通う必要のある児童を、ある程度は検出で

きる可能性が示唆された。一方で，対象障害によってはサンプルサイズが小さいために精度が低
くなっていることや、検出に有用でなかった項目もみられたため、今後はそれらの検討が必要で
あると考えられる。 
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 表 1 対象者の概要 

 

 

 
 
 

 
図 1 ことばの教室の児童が該当した障害種 
 

表 2 相談歴 
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図 2 就学前・就学後に特別支援学級を勧められた割合 

 
 

 
 
図 3 個別検査を勧められた経験について 
 
 

 
 

図 4 各障害に該当した割合の比較 
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