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第１章
だい しょう

 このガイドライン
が い ど ら い ん

を読む
よ む

人
ひと

へ                    

教育
きょういく

長
ちょう

あいさつ                             

各学校
かくがっこう

、先生方
せんせいがた

が、世田谷区
せ た が や く

の教 育
きょういく

の充 実
じゅうじつ

や子ども
こ ど も

たちの幸せ
しあわせ

のために尽 力
じんりょく

く

ださっていることに敬意
けいい

を表します
ひょうします

。 

世田谷区
せ た が や く

では、「子ども
こ ど も

も大人
おとな

も共
とも

に学び
まなび

、共
とも

に育つ
そだつ

教 育
きょういく

の推進
すいしん

」を教 育
きょういく

の土台
どだい

に

据えて
す え て

、取り組んで
と り く ん で

います。教育
きょういく

大綱
たいこう

にもある通り
と お り

、「人
ひと

はひとりひとり違う
ち が う

。性別
せいべつ

も、

年齢
ねんれい

も、育ち暮らす
そ だ ち く ら す

環境
かんきょう

も資質
し し つ

もそれぞれ」です。このような中
なか

、これからの学校
がっこう

は、

私たち
わたしたち

大人
おとな

が「～である」といったことを決める
き め る

のではなく、子ども
こ ど も

たち自身
じしん

が学び方
まなびかた

や

過ごし方
す ご し か た

を決めて
き め て

いくことが必要
ひつよう

です。 

多様
たよう

な個性
こせい

や背景
はいけい

をもつ子ども
こ ど も

それぞれの学び方
まなびかた

をあらかじめ決める
き め る

のではなく、

子ども
こ ど も

が決めた
き め た

ことを子ども
こ ど も

と一緒
いっしょ

に実現
じつげん

するために、見守り
み ま も り

、伴走
ばんそう

することが

求められて
も と め ら れ て

います。 

これは一見
いっけん

すると当然
とうぜん

のことのように思えます
お も え ま す

が、子ども
こ ど も

への私たち
わたしたち

大人
おとな

が良かれ
よ か れ

と

思う
おもう

言葉
ことば

を飲み込み
の み こ み

、子ども
こ ど も

たちを信じて
し ん じ て

待ち
ま ち

、子ども
こ ど も

と対話
たいわ

をするということは、実は
じつは

非常
ひじょう

に難しい
むずかしい

のではないかと思います
お も い ま す

。しかしながら、この考え方
かんがえかた

は今後
こんご

の世田谷
せ た が や

の

教 育
きょういく

の根幹
こんかん

を成す
な す

ものであり、さまざまな学び
まなび

の場
ば

で実践
じっせん

していくべきことでありま

す。今回
こんかい

、このような考え方
かんがえかた

のもと、世田谷区
せ た が や く

教育
きょういく

委員会
いいんかい

として、これまで以上
いじょう

に

インクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教育
きょういく

を推進
すいしん

してくため、「せたがやインクルーシブ教育
きょういく

ガイドライン
が い ど ら い ん

」を

策定
さくてい

しました。 

これまでも先生方
せんせいがた

は、一人一人
ひとりひとり

の子ども
こ ど も

たちの幸せ
しあわせ

のために日々
ひ び

実践
じっせん

を積み重ね
つ み か さ ね

、

優れた
す ぐ れ た

指導
しどう

技術
ぎじゅつ

を有して
ゆ う し て

おられます。このガイドラインからこれまでの自身の教育の在

り方について、新たな発見や、考えられる
かんがえられる

こと、気づいた
き づ い た

ことを日々
ひ び

の授 業
じゅぎょう

や教 育
きょういく

活動
かつどう

に生
い

かしてほしいと思います
お も い ま す

。 私
わたし

もさらに実践
じっせん

していく先生方
せんせいがた

と一緒
いっしょ

に、世田谷区
せ た が や く

の

教 育
きょういく

の基礎
き そ

を築き
きずき

、インクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教 育
きょういく

を本ガイドラインに基づき一歩ずつ推進
すいしん

して

いきます。 

世田谷区
せ た が や く

教育
きょういく

委員会
いいんかい

  

教育
きょういく

長
ちょう

 知久
ち く

 孝之
たかゆき
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せたがやインクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教育
きょういく

ガイドライン
が い ど ら い ん

作成
さくせい

委員会
いいんかい

 委員長
いいんちょう

あいさつ    

今回
こんかい

、世田谷区
せ た が や く

におけるインクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教 育
きょういく

の実現
じつげん

を目指す
め ざ す

ガイドライン

を作成
さくせい

しました。インクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教 育
きょういく

は、全て
す べ て

の子ども
こ ど も

たちが背景
はいけい

や能 力
のうりょく

に関わらず
か か わ ら ず

、共
とも

に学び
ま な び

成 長
せいちょう

することを目指す
め ざ す

ものです。また、これからの時
じ

代
だい

の教 育
きょういく

に向けて
む け て

、多様性
たようせい

を尊 重
そんちょう

し、誰
だれ

一人
ひ と り

取り残さない
と り の こ さ な い

教 育
きょういく

環 境
かんきょう

の

整備
せ い び

の基盤
き ば ん

となるものです。 

世田谷区
せ た が や く

のインクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教 育
きょういく

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

は、「誰
だれ

一人
ひ と り

取り残さない
と り の こ さ な い

教 育
きょういく

」を基本
き ほ ん

に、すべての子ども
こ ど も

を対 象
たいしょう

に、共
とも

に学び
ま な び

、共
とも

に育つ
そ だ つ

ための質
しつ

の高い
た か い

教 育
きょういく

を保障
ほしょう

していくことです。このガイドライン
が い ど ら い ん

はインクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教 育
きょういく

の実現
じつげん

に向けた
む け た

視点
し て ん

を示す
し め す

とともに、インクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教 育
きょういく

を推進
すいしん

して

いく学校
がっこう

や先生方
せんせいがた

をサポート
さ ぽ ー と

するために作成
さくせい

しました。 

このガイドラインには、インクルーシブ教 育
きょういく

の理念
り ね ん

、行動
こうどう

コンセプト
こ ん せ ぷ と

、

基礎
き そ

知識
ち し き

、具体的
ぐたいてき

な取り組み
と り く み

方法
ほうほう

と事例
じ れ い

、インクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教 育
きょういく

を広める
ひ ろ め る

視点
し て ん

と方法
ほうほう

等
とう

で構成
こうせい

されています。 

インクルーシブ教 育
きょういく

の実現
じつげん

には教 育
きょういく

に携わる
たずさわる

一人
ひ と り

ひとりの意識
い し き

と行動
こうどう

が

重 要
じゅうよう

であり、日々
ひ び

の教 育
きょういく

活動
かつどう

で子ども
こ ど も

たちに寄り添い
よ り そ い

、柔 軟
じゅうなん

かつ創造的
そうぞうてき

な

対応
たいおう

を心がける
こ こ ろ が け る

ことが求められます
も と め ら れ ま す

。また、家庭
か て い

や地域
ち い き

社会
しゃかい

との連携
れんけい

も重 要
じゅうよう

であり、互いに
た が い に

協 力
きょうりょく

・連携
れんけい

し合いながら
し あ い な が ら

インクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教 育
きょういく

の理念
り ね ん

を

共 有
きょうゆう

することで、豊か
ゆ た か

な教 育
きょういく

環 境
かんきょう

が築かれます
き ず か れ ま す

。 

このガイドラインが先生方
せんせいがた

の教 育
きょういく

実践
じっせん

の道 標
みちしるべ

となり、子ども
こ ど も

たちの未来
み ら い

を共
とも

に拓く
ひ ら く

一助
いちじょ

となることを願って
ね が っ て

います。 

 

せたがやインクルーシブ教 育
きょういく

ガイドライン
が い ど ら い ん

作成
さくせい

委員会
いいんかい

 

                         委員長
いいんちょう

 半澤
はんざわ

 嘉
よし

博
ひろ

 
 

ˢⱧ ộӛˣ 
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第２章
だい しょう

 ガイドライン
が い ど ら い ん

の位置付け
い ち づ け

・構成                     

 

本ガイドライン
ほ ん が い ど ら い ん

は、世界
せ か い

の動向
どうこう

や国
くに

の法令
ほうれい

を踏まえ
ふ ま え

、区
く

の各種
かくしゅ

条例
じょうれい

や計画
けいかく

と共
とも

に、学校
がっこう

から地域
ち い き

共生
きょうせい

社会
しゃかい

を進めて
す す め て

いくものとし、教育
きょういく

委員会
いいんかい

として、インクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教育
きょういく

を推進
すいしん

していくための方向性
ほうこうせい

を示す
し め す

ものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本ガイドライン
ほ ん が い ど ら い ん

は区
く

がめざすインクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教育
きょういく

の 姿
すがた

と基本
き ほ ん

理念
り ね ん

、行動
こうどう

コンセプト
こ ん せ ぷ と

を

明確
めいかく

にするとともに、具体的
ぐたいてき

な取組
とりくみ

事例
じ れ い

から先生方
せんせいがた

の不安
ふ あ ん

を解消
かいしょう

し、多様
た よ う

な視点
し て ん

を学んで
ま な ん で

実践
じっせん

につなげられるように構成
こうせい

しています。 

また、インクルーシブ教育
いく

を学校
がっこう

から地域
ち い き

へ広げて
ひ ろ げ て

いくために、ガイドブック
が い ど ぶ っ く

の活
かつ

用例
ようれい

を

掲載
けいさい

しました。巻末
かんまつ

の資料編
しりょうへん

では、必要
ひつよう

な知識
ち し き

と区
く

が行って
おこなって

いる支援
し え ん

や予算
よ さ ん

等
とう

をまとめ、

先生方
せんせいがた

が専門性
せんもんせい

を高める
た か め る

ことができ、この一冊
いっさつ

でインクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教育
きょういく

についてすべて把握
は あ く

できる構成
こうせい

としています。 

 

 

 

世田谷区
せ た が や く

基本
き ほ ん

構想
こうそう

 

世田谷区
せ た が や く

基本
き ほ ん

計画
けいかく

 

世田谷区
せ た が や く

 

教 育
きょういく

振興
しんこう

 

基本
き ほ ん

計画
けいかく

 

【
（

区
く

の関連
かんれん

計画
けいかく

】
）

 

子ども
こ ど も

計画
けいかく

 

世田谷区
せ た が や く

子ども
こ ど も

条例
じょうれい

 

スポーツ
す ぽ ー つ

推進
すいしん

計画
けいかく

 

文化
ぶ ん か

・芸術
げいじゅつ

振興
しんこう

計画
けいかく

 

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

プラン
ぷ ら ん

 

せたがやインクルージョンプラン
い ん く る ー じ ょ ん ぷ ら ん

 

世田谷区
せ た が や く

地域
ち い き

保健
ほ け ん

医療
いりょう

福祉
ふ く し

総合
そうごう

計画
けいかく

 

健康
けんこう

せたがやプラン
ぷ ら ん

（第三次
だいさんじ

） 

世田谷区
せ た が や く

第二次
だ い に じ

多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

プラン
ぷ ら ん

 

整合
せいごう

 

連携
れんけい

 

連携
れんけい

 

方向性
ほうこうせい

 

一致
い っ ち

 

教育
きょういく

に関する
か ん す る

大綱
たいこう

 

（地方
ち ほ う

教育
きょういく

行政
ぎょうせい

の

組織
そ し き

及び
お よ び

運営
うんえい

に関する
か ん す る

法律
ほうりつ

） 

  世田谷区
せ た が や く

インクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教育
きょういく

ガイドライン
が い ど ら い ん

 



5 

 

第
だい

３章
しょう

 インクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教育
きょういく

と世田谷区
せ た が や く

がめざす姿
すがた

            

３―１ インクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教育
きょういく

をより理解
り か い

するための基礎
き そ

知識
ち し き

         

２０１３年
ねん

制定
せいてい

の「障害者
しょうがいしゃ

を理由
り ゆ う

とした差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関する
か ん す る

法律
ほうりつ

」は、障害者
しょうがいしゃ

に対する
た い す る

差別
さ べ つ

の防止
ぼ う し

と解消
かいしょう

を目的
もくてき

としています。この法律
ほうりつ

は、学校
がっこう

を含む
ふ く む

公共
こうきょう

機関
き か ん

や企業
きぎょう

が障害者
しょうがいしゃ

に対する
た い す る

差別
さ べ つ

を防止
ぼ う し

し、障害者
しょうがいしゃ

が社会
しゃかい

の一員
いちいん

として平等
びょうどう

に参加
さ ん か

できる環境
かんきょう

を

整える
ととのえる

ことを求めて
も と め て

います。 

 

１ 「差別
さ べ つ

」とは？ 

差別
さ べ つ

とは、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

にして不当
ふ と う

な扱い
あつかい

を受ける
う け る

ことを指します
さ し ま す

。次
つぎ

の二つ
ふ た つ

の形態
けいたい

が 

あります。 

直接
ちょくせつ

差別
さ べ つ

は、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

に不利
ふ り

な扱い
あつかい

を受ける
う け る

ことです。例えば
た と え ば

、視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

がい 

るにもかかわらず、点字
て ん じ

の教材
きょうざい

を提供
ていきょう

しないことです。また、間接
かんせつ

差別
さ べ つ

は、一見
いっけん

公平
こうへい

に 

見える
み え る

規則
き そ く

や手続き
て つ づ き

が、実際
じっさい

には障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

生徒
せ い と

に不利
ふ り

な影響
えいきょう

を与える
あ た え る

ことです。 

例えば
た と え ば

、エレベーター
え れ べ ー た ー

のない校舎
こうしゃ

の上
うえ

の階
かい

の教室
きょうしつ

での授業
じゅぎょう

では、車椅子
くるまいす

を利用
り よ う

している 

児童
じ ど う

生徒
せ い と

が参加
さ ん か

困難
こんなん

になる場合
ば あ い

です。 

 

２ 「障害
しょうがい

のモデル
も で る

」とは？ 

障害
しょうがい

の理解
り か い

には、主
おも

に３つのモデル
も で る

があります。それぞれが異なる
こ と な る

視点
し て ん

から障害
しょうがい

を 

捉え
と ら え

、対応
たいおう

策
さく

を考えます
か ん が え ま す

。 

（１）医学
い が く

モデル
も で る

 

医学
がく

モデル
も で る

では、障害
しょうがい

を個人
こ じ ん

の身体的
しんたいてき

・精神的
せいしんてき

な欠陥
けっかん

と捉えます
と ら え ま す

。このモデル
も で る

では、

障害
しょうがい

を治療
ちりょう

やリハビリ
り は び り

によって「正常
せいじょう

」に戻す
も ど す

ことを目指します
め ざ し ま す

。例えば、視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

に対して
た い し て

は視力
しりょく

を回復
かいふく

させる手術
しゅじゅつ

や治療
ちりょう

を行う
おこなう

ことです。 

（２）社会
しゃかい

モデル
も で る

 

社会
しゃかい

モデル
も で る

では、障害
しょうがい

を社会
しゃかい

のバリア
ば り あ

や偏見
へんけん

が原因
げんいん

と捉えます
と ら え ま す

。このモデル
も で る

では、

障害者
しょうがいしゃ

が直面
ちょくめん

する問題
もんだい

は、学校
がっこう

の環境
かんきょう

や指導
し ど う

体制
たいせい

の改善
かいぜん

によって解消
かいしょう

できると

考えます
か ん が え ま す

。例えば
た と え ば

、バリアフリー
ば り あ ふ り ー

の施設
し せ つ

整備
せ い び

や情報
じょうほう

のアクセシビリティ
あ く せ し び り て ぃ

向上
こうじょう

が重視
じゅうし

さ

れます。 

（３）人権
じんけん

モデル
も で る
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人権
じんけん

モデル
も で る

では、障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

生徒
せ い と

の権利
け ん り

と平等
びょうどう

を強 調
きょうちょう

します。このモデル
も で る

は、

障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

生徒
せ い と

も基本的
きほんてき

人権
じんけん

を享受
きょうじゅ

する権利
け ん り

があるとし、差別
さ べ つ

や排除
はいじょ

をなくすた

めの措置
そ ち

を求めます
も と め ま す

。例えば
た と え ば

、障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

生徒
せ い と

も学外
がくがい

での学校
がっこう

行事
ぎょうじ

等
とう

に参加
さ ん か

できる

ための体制
たいせい

整備
せ い び

や条件
じょうけん

整備
せ い び

をすることや、他
た

の児童
じ ど う

生徒
せ い と

との協働的
きょうどうてき

な活動
かつどう

ができる

準備
じゅんび

や配慮
はいりょ

等
とう

が重要
じゅうよう

とされます。 

 

３ 「ユニバーサルデザイン
ゆ に ば ー さ る で ざ い ん

」と「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」とは？ 

ユニバーサルデザイン
ゆ に ば ー さ る で ざ い ん

と合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

は、障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

生徒
せ い と

も平等
びょうどう

に、かつ公平
こうへい

・公正
こうせい

 

に授業
じゅぎょう

に参加
さ ん か

できるようにするための重要
じゅうよう

な概念
がいねん

です。 

（１）ユニバーサルデザイン
ゆ に ば ー さ る で ざ い ん

 

ユニバーサルデザイン
ゆ に ば ー さ る で ざ い ん

とは、すべての人
ひと

が利用
り よ う

しやすいように製品
せいひん

や環境
かんきょう

を設計
せっけい

す

ることです。これは、障害者
しょうがいしゃ

だけでなく、高齢者
こうれいしゃ

や外国人
がいこくじん

など、様々
さまざま

なニーズ
に ー ず

を持つ
も つ

人々
ひとびと

にも対応
たいおう

するものです。学校
がっこう

での事例
じ れ い

としては、車椅子
くるまいす

利用
り よ う

の児童
じ ど う

生徒
せ い と

がいるため、校内
こうない

の段差
だ ん さ

をなくし、エレベーター
え れ べ ー た ー

を設置
せ っ ち

した例
れい

や、視覚
し か く

障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

生徒
せ い と

のために、

音声
おんせい

案内
あんない

システム
し す て む

を導入
どうにゅう

した例
れい

があります。これにより、全て
す べ て

の児童
じ ど う

生徒
せ い と

が自由
じ ゆ う

に移動
い ど う

できるようになり、学びやすい
ま な び や す い

環境
かんきょう

が整いました
と と の い ま し た

。 

（２）合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

 

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

とは、障害者
しょうがいしゃ

が他
ほか

の人
ひと

と平等
びょうどう

に機会
き か い

を享受
きょうじゅ

できるようにするための

個別
こ べ つ

の支援
し え ん

や調整
ちょうせい

を指します
さ し ま す

。これは、特定
とくてい

の状 況
じょうきょう

に応じて
お う じ て

行われる
お こ な わ れ る

もので、過度
か ど

の

負担
ふ た ん

を伴わない
と も な わ な い

範囲
は ん い

で提供
ていきょう

されます。例えば
た と え ば

、聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

生徒
せ い と

に対して
た い し て

授業
じゅぎょう

内容
ないよう

を手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

で伝える
つ た え る

ことや、視覚
し か く

障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

生徒
せ い と

に対して
た い し て

デジタル

教科書
きょうかしょ

を提供
ていきょう

することが合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

に該当
がいとう

します。 

また、聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

生徒
せ い と

がいるクラス
く ら す

で、授業
じゅぎょう

の際
さい

に手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

を派遣
は け ん

した

り、また、ノートテイク
の ー と て い く

を行う
おこなう

ための文字
も じ

変換
へんかん

ソフトを提供
ていきょう

したりした例
れい

もあります。

これにより、聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

生徒
せ い と

も他
た

の児童
じ ど う

生徒
せ い と

と同じ
お な じ

ように授業
じゅぎょう

に参加
さ ん か

でき

るようになりました。 

以上
いじょう

のような取組み
と り く み

は、障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

生徒
せ い と

が平等
びょうどう

に教育
きょういく

を受ける
う け る

権利
け ん り

を保障
ほしょう

す

るだけでなく、全て
す べ て

の児童
じ ど う

生徒
せ い と

が互いに
た が い に

理解
り か い

し合い
し あ い

、支え合う
さ さ え あ う

環境
かんきょう

を作る
つ く る

ことにもつな

がります。 
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３－２ なぜ今
いま

、インクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

（教育
きょういく

）な
）

のか             

Ⱨ ộӛ 

・ガイドラインの基本となるインクルーシブ（教育）に関する解説 

・インクルーシブとインテグレーション（統合）やダンピング（投げ入れ）との違い 

・インクルーシブ教育の歴史的背景、国内外の状況、地域共生社会との関係 

・サラマンカ宣言、障害者の権利に関する条約、障害者を理由とした差別の解消の推進に

関する法律、障害者の権利に関する委員会の勧告等の解説 

・サラマンカ宣言では、障害だけでなくさまざまな背景の人を含むこととしており、多様

性や人権課題の観点もふまえ、せたがやインクルーシブ教育の姿を記載 

 （世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例にも触れられたら…） 

・インクルーシブ教育の推進は、人権モデルの視点から重要であることを記載 

 

 

 

 

 

 

 

≪池田先生プロット≫ 

 

① ・「なぜ今、インクルーシブ教育をめざすのか」という問いへの答えは、「教育の権利

保障を確立していくためである」となる。ということは、現在、教育への権利が侵害

されている人たちがいるということ。その具体が「障害児」や「外国籍児童生徒」。 

 

① ・インクルージョンとは、排除(エクスクルージョン)によって教育への権利が侵害さ

れている状態を変革していくための概念。 

 

① ・インクルーシブ教育への転換とは、教育制度の改革を意味する。つまり、誰かを排

除(エクスクルージョン)している制度を改革し、誰をも排除しない制度をつくるこ

と。 

 

② ・インクルーシブ教育への転換の具体は、2側面に分けられる。①制度上、普通教育

制度から排除されている者に着目し、その置かれた状況を差別(権利侵害)ととらえ、

誰もが「通常の」学校への就学が保障される制度をつくっていくこと。②そのため

に、現状の学校教育のあり方(授業の方法等の教室の中の環境整備)を変えていくこと

(合理的配慮)。同時に、これまで制度上は排除されていなくとも、実質的に教室の中

で排除を(精神的にも)経験している子どもたち(不登校、学業不振、LGBTQ等)が安心

して学べる環境に変えていく必要がある。 

 

② ・インクルーシブ教育の大前提は、すべての子どもたちが、場所を分けられることな

く、質の高い教育にアプローチできること。教育の保障のために場所を分けることは

差別とされる。分けないために何が必要かを考えることが合理的配慮。その「配慮」

をせずに、ただ場所を同じにするだけの状態は、差別とされる。 

 

ˢӟᴞχ ‹ ψⱧ ộӛˣ 

͏˵͎χ χθϛʺάχ τṜ∏βϥʻ 

ṁ χθϛʺⱢ ϒӱ βϥʻ 

χ πꜘΰοΜϥ ρ σϥθϛ⌡ βϥʻ 
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②・障害者権利条約の一般的意見第四号では、インクルーシブ教育とは、以下のように

あらわされている。 

 ＊すべての子どもは同じ教室で学ぶ。他者と離れた学校・学級に行かされることはな

い。 

＊障害児は他の生徒と同様に質の高い教育を受け、将来に必要な支援を受ける。 

＊各国は、誰もが共に学べるように教育の仕組みを変える必要がある。 

＊障害児が公平に扱われ、暴力等から守られねばならない。 

＊障害児は自宅から近い学校で質の高い教育を受ける。 

 

① ・仮に何らかの教育的目標達成にとって「分離」が効果を発揮するのだとすれば、

「効果」が出てしまうそのような教育体制（制度や方法等）が批判され、障害者権利

条約で確認されているインクルーシブ教育に向けた制度変革がなされねばならない。 

 

① ・学びの保障のためと称した「選択肢」の存在自体が差別とされる。この際、私立学

校が就学先の選択肢として存在していることを引き合いに出して、「障害児」の分離

を正当化しようとする議論があるが、選択肢が成り立つためには、まずは誰でも公立

の普通学校に入れる状態になっていることが前提なのであって、「障害児」の場合に

は、その条件が成り立っていない。実質上、普通学校(学級)以外を選択せざるを得な

い状況に追い込まれているため、そのような意味での選択肢の存在が差別となるので

ある。選択しなくてもいいように、普通学校(学級)のあり方を変えていかなくてはな

らない。  

 

② ・これらの教育上の差別解消が、国連によって(国際的に)各国に強く求められている

(障害者権利条約)。繰り返すが、それは教育制度の改革ということである。 

  “Iinclusion involves a process of systemic reform embodying changes and 

modifications in content, teaching methods, approaches, structures and 

strategies in education to overcome barriers with a vision serving to provide 

all students of the relevant age range with an equitable and participatory 

learning experience and the environment that best corresponds to their 

requirements and preferences” 

インクルージョンは、すべての年齢層の生徒に、公平に参加した上での学習経験と、

彼らの要求や好みに最も適した環境を提供し、障壁を克服するための教育内容、教授

方法、アプローチ、構造、戦略の変更と修正を具体化する制度的改革の過程を必要と

する。 

 

② ・現状の制度を変えていかないと、そこで働く教職員が、このまま差別をし続けるこ

とになってしまう。インクルーシブ教育は、人権保障のための教育である。 

 

③ ・このような改革に向けて、具体的な目標を設定し、そこに向けて解決すべき課題を

明らかにし、それをいつまでにどのような方法によって解決し、目標に到達していく

かの筋道を明示したものが「ガイドライン」である。 
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３－３ 世田谷区
せ た が や く

がめざすインクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教育
きょういく

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

          

 

世田谷区は、「誰
だれ

一人
ひ と り

取り残さない
と り の こ さ な い

教育
きょういく

」を基本
き ほ ん

に、すべての子ども
こ ど も

を対象
たいしょう

に、共
とも

に学び
ま な び

、

共
とも

に育つ
そ だ つ

ための質
しつ

の高い
た か い

教育
きょういく

を保障
ほしょう

していきます。 

さて、「すべての子ども
こ ど も

」とはすなわち、障害
しょうがい

のあるなしにとどまらず、これまでに育って
そ だ っ て

きた国、言語
げ ん ご

、民族
みんぞく

、文化
ぶ ん か

、宗 教
しゅうきょう

、経済
けいざい

及び
お よ び

家庭的
かていてき

な背景
はいけい

や、年齢
ねんれい

、性別
せいべつ

、ＬＧＢＴＱ
えるじーびーてぃーきゅう

などの性的
せいてき

指向
し こ う

及び
お よ び

ジェンダーアイデンティティ
じ ぇ ん だ ー あ い で ん て ぃ て ぃ

など、さまざまな個性
こ せ い

や背景
はいけい

、状 況
じょうきょう

のあ

る子
こ

ども一人一人
ひ と り ひ と り

を対象
たいしょう

としています。 

世田谷区
せ た が や く

では、このような背景
はいけい

等
とう

を踏まえて
ふ ま え て

、すべての子ども
こ ど も

が同じ
お な じ

場
ば

で関わり合い
か か わ り あ い

、自分
じ ぶ ん

や自分
じ ぶ ん

たちのことを自分
じ ぶ ん

で決め
き め

、学び合いながら
ま な び あ い な が ら

育つ
そ だ つ

ことを目指し
め ざ し

、誰
だれ

もが自分
じ ぶ ん

らしく学校
がっこう

生活
せいかつ

を送ることのできる教育
きょういく

を推進
すいしん

します。 

そのために、全て
す べ て

の差別
さ べ つ

を取り除き
と り の ぞ き

、学校
がっこう

が相互
そ う ご

理解
り か い

と学び合い
ま な び あ い

の場所
ば し ょ

であることを基本
き ほ ん

とし、大人側の「こうあるべき」というこれまでの観念を改めて見つめなおし、現在
げんざい

の制度
せ い ど

の中
なか

で何
なに

ができるかを絶えず
た え ず

考え
かんがえ

、学校
がっこう

、学年
がくねん

や学級
がっきゅう

運営
うんえい

、授業
じゅぎょう

の中
なか

で実践
じっせん

していきます。 

これまで進めて
す す め て

きた世田谷区
せ た が や く

の教育
きょういく

の知見
ち け ん

を生かしつつ
い か し つ つ

、住み慣れた
す み な れ た

環境
かんきょう

の中
なか

で

子ども
こ ど も

たち一人一人
ひ と り ひ と り

が望む
の ぞ む

学び
ま な び

が

行われる
お こ な わ れ る

よう、日々
ひ び

の教育
きょういく

の中
なか

でこ

の考え方
かんがえかた

を基本
き ほ ん

として実践
じっせん

し、でき

ることから一歩
い っ ぽ

ずつ前
ず つ ま え

へ進めて
す す め て

いき

ます。 

同じ
お な じ

場
ば

で共に学ぶ
ま な ぶ

仲間
な か ま

が、様々
さまざま

な

個性
こ せ い

や背景
はいけい

をもっていることは当然
とうぜん

であり、相互
そ う ご

理解
り か い

と尊重
そんちょう

が当たり前
あ た り ま え

となる。そんな子ども
こ ど も

たち同士
ど う し

のつ

ながりや学校
がっこう

の文化
ぶ ん か

をつくっていき

ます。 
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３－４ 行動
こうどう

コンセプト
こ ん せ ぷ と

                         

 

基本
き ほ ん

理念
り ね ん

に基づき
も と づ き

、行動
こうどう

コンセプト
こ ん せ ぷ と

を定めます
さ だ め ま す

。 

 

１ こども基本法
きほんほう

に定められた
さ だ め ら れ た

、すべての子ども
こ ど も

が自分
じ ぶ ん

に直接
ちょくせつ

関係
かんけい

することに意見
い け ん

を

言えたり
い え た り

、社会
しゃかい

の様々
さまざま

な活動
かつどう

に参加
さ ん か

できたりする権利
け ん り

は、インクルーシブ教育
きょういく

にあって

最も
もっとも

大切
たいせつ

にされる考え
かんがえ

です。学校
がっこう

、教員
きょういん

は子ども
こ ど も

の年齢
ねんれい

や発達
はったつ

の状 況
じょうきょう

等
とう

に応じて
お う じ て

、「こ

うあるべき」と大人が決めるのではなく、子どもの、そして子ども
こ ど も

たちの自己
じ こ

決定
けってい

を促す
うながす

ことが必要
ひつよう

です。 

 

２ 子どもたち一人一人
ひ と り ひ と り

が意志
い し

をもって決めた
き め た

学び
ま な び

が実現
じつげん

されるには、子ども
こ ど も

・学校
がっこう

・

保護者
ほ ご し ゃ

・行政
ぎょうせい

・地域
ち い き

の関係者
かんけいしゃ

などの対話
た い わ

を基
もと

にした環境
かんきょう

の調整
ちょうせい

をする必要
ひつよう

があります。 

 

３ 子ども
こ ど も

は自分
じ ぶ ん

が大切
たいせつ

にされていると感じた
か ん じ た

とき、自分
じ ぶ ん

らしさを発揮
は っ き

し、自己
じ こ

決定力
けっていちから

を

高めて
た か め て

いきます。学校
がっこう

では子ども
こ ど も

にも、大人
お と な

にも「～しなければならない」「～してはい

けない」と考えがち
か ん が え が ち

です。喜び
よろこび

や失敗
しっぱい

を積み重ねて
つ み か さ ね て

成長
せいちょう

していく子ども
こ ど も

たちを信じて
し ん じ て

伴走
ばんそう

し、見守っていくことが必要
ひつよう

です。 
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第
だい

４章
しょう

 インクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教育
きょういく

 実践
じっせん

のポイント
ぽ い ん と

               

世田谷
せ た が や

区内
く な い

においても、これまで多く
お お く

先生方
せんせいがた

が「共
とも

に学び
ま な び

、共
とも

に育つ
そ だ つ

」実践
じっせん

を行って
おこなって

きま

した。ここでは、今後
こ ん ご

、新た
あ ら た

な取組み
と り く み

にチャレンジ
ち ゃ れ ん じ

しようとする際
さい

の課題
か だ い

に対し
た い し

、参考
さんこう

とな

る事例
じ れ い

を紹介
しょうかい

します。 

先生方
せんせいがた

の身近
み ぢ か

な区内
く な い

には、このような取組み
と り く み

を行って
おこなって

いる先生方
せんせいがた

がおり、相談
そうだん

することも

できます。この実践例
じっせんれい

を読んで
よ ん で

インクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教育
きょういく

へのイメージ
い め ー じ

をもち、心配事
しんぱいごと

は仲間
な か ま

と

共
とも

に考え
かんがえ

、解決
かいけつ

し、実践
じっせん

していきましょう。 

 

４－１ 医療的
いりょうてき

ケア児
じ

の登校
とうこう

の様子
よ う す

  朝
あさ

の事例
じ れ い

                  

〇医療的ケア児の受け入れ例 

 今日は体調に不安があったので、保護者が児童を職員室まで送ってきました。車を止める

場所については、事前に保護者と話し合って決めてあります。学年の先生が出迎え、健康状

態の引継ぎを行います。教室には先生と一緒に向かいました。 

児童は定期的な注射が必要ですが、まだ自分では打つことができないので、非常勤看護師

が配置されるまでは、保護者に校内で待機していただきました。 

医療的ケア児が入学する際に、事前に学校と保護者の間で校内での対応について確認を行

いました。保護者の思い・願いについて、耳を傾け、思いに共感しながら、学校でできるこ

とを調整しました。具体的には、 

・ 学校では担任や養護教諭が中心としてなって支援すること 

・ 学校での医療的ケアについて変更の必要がある場合は、改めて話し合いの場を設定す

ること。 

・ 本人の体調等を含めて、緊密に学校と保護者が連絡をとること。 

を確認しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ӂΜⱧ Ϭ Ϧϥ 

̞⌠Ộ  

この事例のポイント（例） 

〇合理的配慮がされるまでの本人・保護者との調整 

〇調整は絶えず行われる 

〇本人・保護者の意思が尊重される 

〇支援する人材（看護師等）との連携 

〇校内での共通理解 

〇子どもたち同士のかかわり                   など 
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４－２ 共
とも

に学ぶ
ま な ぶ

授業
じゅぎょう

の中
なか

で  授業
じゅぎょう

①（
１ （

午前中
ごぜんちゅう

）の
ちゅう

事例
じ れ い

                        

〇 算数
さんすう

少人数
しょうにんずう

クラス
く ら す

での取組
とりくみ

 

全員
ぜんいん

が同じ
お な じ

レディネステスト
れ で ぃ ね す て す と

をやり、コース
こ ー す

分け
わ け

をします。特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

と交流
こうりゅう

学級
がっきゅう

の教員
きょういん

が一
いち

単元
たんげん

ずつ打ち合わせ
う ち あ わ せ

をし、学習
がくしゅう

の内容
ないよう

や子ども
こ ど も

の 状 況
じょうきょう

によって適切
てきせつ

な学習
がくしゅう

の進め方
すすめかた

を考えます
か ん が え ま す

。例えば
た と え ば

、単純
たんじゅん

な練習
れんしゅう

、テスト
て す と

など個人
こ じ ん

作業
さぎょう

は特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

で行い
おこない

、

様々
さまざま

な意見
い け ん

が出る
で る

内容
ないよう

の授業
じゅぎょう

は一緒
いっしょ

の教室
きょうしつ

で学びます
ま な び ま す

。単元
たんげん

や授業
じゅぎょう

のねらいに合わせて
あ わ せ て

、

調整
ちょうせい

を図る
は か る

ことが大切
たいせつ

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－３ 一緒
いっしょ

に遊ぼう
あ そ ぼ う

 中
なか

休み
や す み

の事例
じ れ い

                          

〇 学級
がっきゅう

活動
かつどう

での取組
とりくみ

「何
なに

をして遊ぶ
あ そ ぶ

か考える
かんがえる

」 

子ども
こ ど も

たちははじめ、「特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

の子
こ

でもできる遊び
あ そ び

」を考えました
か ん が え ま し た

。でも、話し合い
は な し あ い

を重ねて
か さ ね て

いくうち、みんながやりたいことをみんなが一緒
いっしょ

にできるようにするにはどのよう

な配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

か考える
かんがえる

ようになりました。はじめから「これはできない」と可能性
かのうせい

を排除
はいじょ

し

ていくのではなく、工夫
く ふ う

すれば一緒
いっしょ

にできることを子ども
こ ど も

たち自身
じ し ん

が増やして
ふ や し て

いきます。そ

の中
なか

で、一人一人
ひ と り ひ と り

が特別
とくべつ

なんだと気づいて
き づ い て

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

この事例のポイントを考えてみましょう 

〇 

〇 

〇 

この事例のポイントを考えてみましょう 

〇 

〇 

〇 
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４－４ 外国人
がいこくじん

、帰国
き こ く

子女
し じ ょ

と共
とも

に 授業
じゅぎょう

②（午後
ご ご

）の事例
じ れ い

                     

〇 大学生
だいがくせい

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

による通訳
つうやく

の支援
し え ん

 

言語
げ ん ご

の支援
し え ん

が必要
ひつよう

な子ども
こ ど も

に対して
た い し て

、留学生
りゅうがくせい

のボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

が授 業 中
じゅぎょうちゅう

そばについて

支援
し え ん

しています。希望
き ぼ う

や困り
こ ま り

ごとを母語
ぼ ご

で伝える
つ た え る

ことができ、子ども
こ ど も

の安心
あんしん

につながります。 

 

 

 

 

 

 

 

４－５ 性
せい

役割
やくわり

・性
せい

自認
じ に ん

について学ぶ
ま な ぶ

 放課後
ほ う か ご

（教員
きょういん

研修
けんしゅう

）の事例
じ れ い

                  

〇 人権
じんけん

課題
か だ い

（性
せい

自認
じ に ん

・性的
せいてき

指向
し こ う

）についての公開
こうかい

授業
じゅぎょう

 

世田谷区
せ た が や く

では、人権
じんけん

課題
か だ い

（性
せい

自認
じ に ん

・性的
せいてき

指向
し こ う

）についての理解
り か い

を深め
ふ か め

、区立
く り つ

学校
がっこう

教員
きょういん

とし

ての資質
し し つ

・能力
のうりょく

の向上
こうじょう

を図る
は か る

ため、授業
じゅぎょう

公開
こうかい

と協議
きょうぎ

を実施
じ っ し

しています。これまで参加者
さんかしゃ

からは、 

・性的
せいてき

指向
し こ う

や性
せい

自認
じ に ん

に関する
か ん す る

生徒
せ い と

の理解度
り か い ど

やその態度
た い ど

に関する
か ん す る

実態
じったい

を見る
み る

ことができた。 

・自校
じ こ う

でもできることから取り組んで
と り く ん で

いきたいと思った
お も っ た

。 

・すぐに使える
つ か え る

指導
し ど う

案
あん

を提供
ていきょう

していただけて良かった
よ か っ た

。 

などの声
こえ

がありました。 

 

 

 

 

 

 

４－６ 学ぶ
ま な ぶ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

                         

世田谷区
せ た が や く

では、疾病
しっぺい

や身体
しんたい

障害
しょうがい

等
とう

の理由
り ゆ う

から、徒歩
と ほ

や公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

の利用
り よ う

といった通常
つうじょう

の経路
け い ろ

及び
お よ び

方法
ほうほう

による通学
つうがく

では身体
か ら だ

の負担
ふ た ん

が極めて
き わ め て

大きく
お お き く

、生命
せいめい

の安全性
あんぜんせい

が確保
か く ほ

できない

場合
ば あ い

には、本人
ほんにん

の状 況
じょうきょう

と医師
い し

の意見書
いけんしょ

をもとに、福祉
ふ く し

タクシー
た く し ー

等
とう

で通学
つうがく

することが必要
ひつよう

と

認められる
み と め ら れ る

場合
ば あ い

に、通学
つうがく

に要する
よ う す る

福祉
ふ く し

タクシー
た く し ー

等
とう

の実費
じ っ ぴ

相当
そうとう

額
がく

を、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

就学
しゅうがく

奨励費
しょうれいひ

の通
つう

学費
が く ひ

として、令和
れ い わ

５年
５ ね ん

９月
９ が つ

から支給
しきゅう

対象
たいしょう

としています。 

命がけ
いのちがけ

で通学
つうがく

せざるを得なかった
せ ざ る を え な か っ た

子ども
こ ど も

の安全
あんぜん

確保
か く ほ

と、子ども
こ ど も

の通学
つうがく

に付き添って
つ き そ っ て

いた

保護者
ほ ご し ゃ

の負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

につながっています。 

この事例のポイントを考えてみましょう 

〇 

〇 

〇 

この事例のポイントを考えてみましょう 

〇 

〇 

〇 
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第
だい

５章
しょう

 ガイドライン
が い ど ら い ん

の活用
かつよう

について                      

５－１ 職員
しょくいん

会議
か い ぎ

・校内
こうない

研修
けんしゅう

等
など

で                           

学校
がっこう

のインクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教育
きょういく

の推進
すいしん

にあたって、

まずは、校内
こうない

の全教職員
ぜんきょうしょくいん

の間
あいだ

で、

インクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教育
きょういく

に関する
か ん す る

一定
いってい

の共通
きょうつう

理解
り か い

を

図る
は か る

ことが必要
ひつよう

です。 

どの教員
きょういん

であっても、どの授業
じゅぎょう

、どの教育
きょういく

活動
かつどう

においても、同じ
お な じ

認識
にんしき

のもとで子ども
こ ど も

たちと

接する
せ っ す る

ことが大切
たいせつ

です。 

以下
い か

の例
れい

を参考
さんこう

に、職員
しょくいん

会議
か い ぎ

や校内
こうない

研修
けんしゅう

で

本ガイドライン
ほ ん が い ど ら い ん

を活用
かつよう

して理解
り か い

を深め
ふ か め

ましょう。 

 

≪例
れい

１≫１５分
ふん

×６回
かい

（既存
き ぞ ん

の会議
か い ぎ

の中
なか

で実施
じ っ し

） 

（第１回
だい１かい

） 第１章
だい１しょう

～第３章
だい３しょう

を校長
こうちょう

等
とう

が読み上げ
よ み あ げ

、感想
かんそう

を交流
こうりゅう

する。 

（第２回
だい２かい

） 第４章
だい４しょう

の各事例
かくじれい

について、グループ
ぐ る ー ぷ

ごとに事例
じ れ い

のポイントを考え
かんがえ

、最後
さ い ご

に

全体
ぜんたい

で共有
きょうゆう

する。 

（第３回
だい３かい

） 第４章
だい４しょう

の各事例
かくじれい

について、グループ
ぐ る ー ぷ

ごとに事例
じ れ い

のポイント
ぽ い ん と

を考え
かんがえ

、最後
さ い ご

に

全体
ぜんたい

で共有
きょうゆう

する。 

（第４回
だい４かい

） インクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教育
きょういく

の推進
すいしん

に向けて
む け て

、「すでに取り組んで
と り く ん で

いること」「これか

らすぐに取り組めそう
と り く め そ う

なこと」について、グループ
ぐ る ー ぷ

ごとに「学校づくり
が っ こ う づ く り

」の

視点
し て ん

で話し合い
は な し あ い

、最後
さ い ご

に全体
ぜんたい

で共有
きょうゆう

する。 

（第５回
だい５かい

） インクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教育
きょういく

の推進
すいしん

に向けて
む け て

、「すでに取り組んで
と り く ん で

いること」「これか

らすぐに取り組めそう
と り く め そ う

なこと」について、グループごとに「学級づくり
がっきゅうづ くり

」の

視点
し て ん

で話し合い
は な し あ い

、最後
さ い ご

に全体
ぜんたい

で共有
きょうゆう

する。 

（第６回
だい６かい

） インクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教育
きょういく

の推進
すいしん

に向けて
む け て

、「すでに取り組んで
と り く ん で

いること」「これか

らすぐに取り組めそう
と り く め そ う

なこと」について、グループ
ぐ る ー ぷ

ごとに「授業づくり
じゅぎょうづ くり

」の

視点
し て ん

で話し合い
は な し あ い

、最後
さ い ご

に全体
ぜんたい

で共有
きょうゆう

する。 

※ 第４
だ い ４

～６回
６ か い

では、特別
とくべつ

支援
し え ん

教室
きょうしつ

や特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

の教員
きょういん

、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

コーディ 

ネーター等
とう

から、実践例
じっせんれい

を共有
きょうゆう

する機会
き か い

が設定
せってい

できるとよい。 

 

≪例
れい

２≫６０～９０分
９ ０ ふ ん

（新た
あ ら た

に機会
き か い

を設定
せってい

して実施
じ っ し

） 

① 第１章
だい１しょう

～第３章
だい３しょう

を校長
こうちょう

等
とう

が読み上げる
よ み あ げ る

。（１０分
ふん

） 

②
２

 第４章
だい４しょう

のいくつかの事例
じ れ い

について、グループごとに事例
じ れ い

のポイント
ぽ い ん と

を考え
かんがえ

、全体
ぜんたい

で 

共有
きょうゆう

する。（２０～３０分
ふん

） 

③ インクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教育
きょういく

の推進
すいしん

に向けて
む け て

、「すでに取り組んで
と り く ん で

いること」「これからすぐ
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に取り組めそう
と り く め そ う

なこと」について、グループごとに「学校づくり
が っ こ う づ く り

」「学級づくり
がっきゅうづ くり

」

「授業づくり
じゅぎょうづ くり

」の視点
し て ん

で話し合い
は な し あ い

、全体
ぜんたい

で共有
きょうゆう

する。（３０～５０分
ふん

） 

※ ③では、特別
とくべつ

支援
し え ん

教室
きょうしつ

や特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

の教員
きょういん

、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

コーディネーター

等
とう

から、実践例
じっせんれい

を共有
きょうゆう

する機会
き か い

が設定
せってい

できるとよい。 

 

５－２ 自己
じ こ

研鑽
けんさん

で                            

 世田谷区
せ た が や く

全体
ぜんたい

でインクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教育
きょういく

を推進
すいしん

するために

は、一人一人
ひ と り ひ と り

の教員
きょういん

がインクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教育
きょういく

に対する
た い す る

理解
り か い

を深め
ふ か め

、高い
た か い

意識
い し き

をもって取り組んで
と り く ん で

いくことが大切
たいせつ

で

す。 

 まずは、本ガイドライン
ほ ん が い ど ら い ん

を読み込んで
よ み こ ん で

内容
ないよう

を把握
は あ く

すると

ともに、区
く

が開催
かいさい

する教 職 員
きょうしょくいん

対象
たいしょう

の研修
けんしゅう

に参加
さ ん か

した

り、以下
い か

の資料
しりょう

を参照
さんしょう

したりして世田谷区
せ た が や く

の目指す
め ざ す

インクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教育
きょういく

についての理解
り か い

を深める
ふ か め る

こと、ま

た、学んだ
ま な ん だ

ことを自身
じ し ん

の取組み
と り く み

に積極的
せっきょくてき

に反映
はんえい

させ、Ｐ

ＤＣＡサイクル
さ い く る

によって次
つぎ

の実践
じっせん

につなげていくことで、より質
しつ

の高い
た か い

インクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教育
きょういく

の推進
すいしん

へとつなげていくことができます。 

 

※ ９月に開催されるシンポジウムの動画や、インクルーシブ教育の理解を深める上で参

考となる資料の二次元コードを掲載（⇒資料編にまとめた方がよいか）。 

 

５－３ 保護者会
ほ ご し ゃ か い

で                            

 各学校
かくがっこう

がインクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教育
きょういく

を推進
すいしん

するにあたっ

ては、当事者
とうじしゃ

である児童
じ ど う

・生徒
せ い と

・保護者
ほ ご し ゃ

のみならず、

すべての保護者
ほ ご し ゃ

の理解
り か い

啓発
けいはつ

を図る
は か る

ことが不可欠
ふ か け つ

です。 

 保護者会
ほ ご し ゃ か い

等
とう

の機会
き か い

において、本ガイドライン
ほ ん が い ど ら い ん

を活用
かつよう

し、全て
す べ て

の子ども
こ ど も

たちが背景
はいけい

や能力
のうりょく

に関わらず
か か わ ら ず

、共
とも

に学び
ま な び

成長
せいちょう

することを目指す
め ざ す

こと、子ども
こ ど も

の多様性
たようせい

を尊重
そんちょう

し、誰
だれ

一人
ひ と り

取り残さない
と り の こ さ な い

学級づくり
がっきゅうづ くり

や

学校づくり
が っ こ う づ く り

を行って
おこなって

いくこと等
とう

について、共通
きょうつう

理解
り か い

を図る
は か る

ことが望まれます
の ぞ ま れ ま す

。 

 

※ 当事者である児童・生徒が学級に在籍している場合は、保護者会で話す内容等につい 

て、当該の保護者と事前に十分な確認をしておきましょう。 
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５－４ 地域
ち い き

への発信
はっしん

で                         

地域
ち い き

と互いに
た が い に

協 力
きょうりょく

・連携
れんけい

し合いながら
し あ い な が ら

インクルー

シブ教育
きょういく

の理念
り ね ん

を共有
きょうゆう

することで、豊か
ゆ た か

な教育
きょういく

環境
かんきょう

が築かれる
き ず か れ る

とともに、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

につなが

ります。 

学校便り
がっこうだより

や学校
がっこう

ホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

、学校
がっこう

運営
うんえい

委員会
いいんかい

、

道徳
どうとく

授業
じゅぎょう

地区
ち く

公開
こうかい

講座
こ う ざ

等
とう

において、本ガイドライン
ほ ん が い ど ら い ん

の

内容
ないよう

や学校
がっこう

の取組み
と り く み

等
とう

について積極的
せっきょくてき

に発信
はっしん

し、

学校
がっこう

・家庭
か て い

・地域
ち い き

社会
しゃかい

が共通
きょうつう

理解
り か い

のもとで、相互
そ う ご

に

補完
ほ か ん

しつつ、一体
いったい

となってインクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教育
きょういく

を  

進めて
す す め て

いくことが大切
たいせつ

です。 

 

【
（

道徳
どうとく

授業
じゅぎょう

地区
ち く

公開
こうかい

講座
こ う ざ

の例
れい

】
）

 

（１）全学級
ぜんがっきゅう

で多様性
たようせい

の理解
り か い

に関する
か ん す る

道徳
どうとく

授業
じゅぎょう

の公開
こうかい

 

（２）本ガイドライン
ほ ん が い ど ら い ん

を活用
かつよう

し、世田谷区
せ た が や く

及び
お よ び

学校
がっこう

が目指す
め ざ す

インクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教育
きょういく

について  

の説明
せつめい

 

（３）教員
きょういん

・保護者
ほ ご し ゃ

・地域
ち い き

の方
かた

による意見
い け ん

交換
こうかん
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第
だい

６章
しょう

 資料編
しりょうへん

                             

６－１ 特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

について                      

 

インクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教育
きょういく

の推進
すいしん

にあたり、世田谷区
せ た が や く

における特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の現状
げんじょう

について

も触れて
ふ れ て

おきます。  

特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

は特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

や特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

で行う
おこなう

教育
きょういく

のことだけを示して
し め し て

いるので

はなく、通常
つうじょう

の学級
がっきゅう

において、一人
ひ と り

ひとりの子ども
こ ど も

が必要
ひつよう

とする教 育 上
きょういくじょう

の配慮
はいりょ

や支援
し え ん

も

含んで
ふ く ん で

います。 

特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

で培われて
つ ち か わ れ て

きた指導
し ど う

方法
ほうほう

などはインクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教育
きょういく

においても活用
かつよう

、応用
おうよう

されるものです。「共
とも

に学び
ま な び

、共
とも

に育つ
そ だ つ

」教育のために特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

を理解
り か い

することは、

インクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教育
きょういく

を形ばかりの場の統合としないためにも重要
じゅうよう

です。 

 

１ 就学
しゅうがく

相談
そうだん

について 

 

 就学
しゅうがく

相談
そうだん

では、障害
しょうがい

や発達上
はったつじょう

の特性
とくせい

ある子ども
こ ど も

の小学校
しょうがくこう

への就学
しゅうがく

、中学校
ちゅうがっこう

への 

進学
しんがく

などに関する
か ん す る

相談
そうだん

を行って
おこなって

います。 

子ども
こ ど も

と保護者
ほ ご し ゃ

の意向
い こ う

を尊重
そんちょう

した相談
そうだん

を行い
おこない

、子ども
こ ど も

が充実
じゅうじつ

した学校
がっこう

生活
せいかつ

を送る
お く る

こと 

につながる就学
しゅうがく

や進学
しんがく

などについて、保護者
ほ ご し ゃ

と教育
きょういく

委員会
いいんかい

が一緒
いっしょ

に考え
かんがえ

、進めて
す す め て

います。

  また、就学
しゅうがく

や進学後
しんがくご

の子ども
こ ど も

を支援
し え ん

する体制
たいせい

に関する
か ん す る

相談
そうだん

も行って
おこなって

おり、就学
しゅうがく

や 

進学後
しんがくご

すぐに学校
がっこう

全体
ぜんたい

での支援
し え ん

が円滑
えんかつ

に実施
じ っ し

できるように、子ども
こ ど も

・保護者
ほ ご し ゃ

と学校
がっこう

をつ

なぐ役割
やくわり

もあるほか、療育
りょういく

機関
き か ん

、就学前
しゅうがくまえ

教育機関
き か ん

、学校
がっこう

と連携
れんけい

し、就学前
しゅうがくまえ

から中学校
ちゅうがっこう

卒業
そつぎょう

までの一貫
いっかん

したフォローアップ
ふ ぉ ろ ー あ っ ぷ

も行って
おこなって

おります。 

インクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教育
きょういく

の推進
すいしん

にあたっても、就学
しゅうがく

相談
そうだん

と就学
しゅうがく

支援
し え ん

委員会
いいんかい

が子ども
こ ど も

と

保護者
ほ ご し ゃ

の意向
い こ う

を尊重
そんちょう

し、就学
しゅうがく

や進学
しんがく

などに向けた
む け た

子ども
こ ど も

の支援
し え ん

について考える
かんがえる

場
ば

である

ことの周知
しゅうち

を丁寧
ていねい

に行い
おこない

ながら、より相談
そうだん

しやすい体制
たいせい

に充実
じゅうじつ

させていく必要
ひつよう

がありま

す。 

 

２ 特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

について 

 

特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

は区立
く り つ

小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

の約
やく

３０％に設置
せ っ ち

しています。（令和６年度現在）知的
ち て き

障害
しょうがい

学級
がっきゅう

、自閉症
じへいしょう

・情緒
じょうちょ

障害
しょうがい

学級
がっきゅう

を希望
き ぼ う

・選択
せんたく

する児童
じ ど う

・生徒
せ い と

の増加
ぞ う か

に伴い
ともない

、学級数増
がっきゅうすうぞう

や学級
がっきゅう

開設
かいせつ

をしてきましたが、それでも教室
きょうしつ

の狭隘化
きょうあいか

や通学
つうがく

の負担
ふ た ん

といった課題
か だ い

があり

ます。 

区
く

が推進
すいしん

するインクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

教育
きょういく

においては、一人
ひ と り

ひとりの 状 況
じょうきょう

にあわせて子ども
こ ど も

や保護者
ほ ご し ゃ

の求める
も と め る

個々
こ こ

のニーズに対応した支援
し え ん

を行う
おこなう

教育
きょういく

と、共
とも

に学び
ま な び

、共
とも

に育つ
そ だ つ

学び
ま な び
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を同時
ど う じ

に進め
す す め

ていく必要
ひつよう

があります。インクルーシブ教育
きょういく

の推進
すいしん

と課題
か だ い

の解決
かいけつ

の両立
りょうりつ

を

図る
は か る

とともに、特別
とくべつ

な支援
し え ん

を希望
き ぼ う

する子ども
こ ど も

も地域
ち い き

の学校
がっこう

で学ぶ
ま な ぶ

こと、通常
つうじょう

の学級
がっきゅう

へ

転籍
てんせき

が円滑にできること、さらには校内
こうない

における教員
きょういん

の指導力
しどうりょく

や、特別な支援を行うた

めの実践力の向上
こうじょう

を実現
じつげん

していくために、「世田谷
せ た が や

区立
く り つ

小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

等
とう

整備
せ い び

計画
けいかく

」に基づき
も と づ き

、特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

未設置校
み せ っ ち こ う

への学級
がっきゅう

開設
かいせつ

を進め
す す め

、在籍
ざいせき

児童
じ ど う

・生徒数
せいとすう

（学
がっ

級数
きゅうすう

）

の総数
そうすう

は減少
げんしょう

させつつ、住み慣れた
す み な れ た

地域
ち い き

の学校
がっこう

で学べる
ま な べ る

体制
たいせい

を構築
こうちく

する必要
ひつよう

があります。 

 

３ 特別
とくべつ

支援
し え ん

教室
きょうしつ

・通級
つうきゅう

指導
し ど う

学級
がっきゅう

について 

 

特別
とくべつ

支援
し え ん

教室
きょうしつ

は区立
く り つ

小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

の全校
ぜんこう

に、通級
つうきゅう

指導
し ど う

学級
がっきゅう

は一部
い ち ぶ

の学校
がっこう

に設置
せ っ ち

して

います。これらの教室・学級では、通常
つうじょう

の学級
がっきゅう

に在籍
ざいせき

する子どもが、定期的
ていきてき

に通室
つうしつ

、通級
つうきゅう

し、学習
がくしゅう

や生活
せいかつ

をしやすくするために一人
ひ と り

ひとりに応じた
お う じ た

学習を行って
おこなって

います。 

特別
とくべつ

支援
し え ん

教室
きょうしつ

・通級
つうきゅう

指導
し ど う

学級
がっきゅう

は子ども
こ ど も

の 状 況
じょうきょう

や意向
い こ う

、指導
し ど う

による効果
こ う か

をふまえ、 

適宜
て き ぎ

退室
たいしつ

・指導
し ど う

終 了
しゅうりょう

となります。 

 

４ 通常
つうじょう

の学級
がっきゅう

での支援
し え ん

について 

 

区立
く り つ

小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

の通常
つうじょう

の学級
がっきゅう

には、さまざまな障害
しょうがい

や発達上
はったつじょう

の特性
とくせい

のある児童
じ ど う

・

生徒
せ い と

が在籍
ざいせき

しています。このような一人
ひ と り

ひとりの状 況
じょうきょう

に応じ
お う じ

て、教員
きょういん

のほかにも学校
がっこう

包括
ほうかつ

支援員
しえんいん

や学校
がっこう

生活
せいかつ

サポーター
さ ぽ ー た ー

による学び
ま な び

や育ち
そ だ ち

への支援
し え ん

が行われて
お こ な わ れ て

います。 

 

５ 医療的
いりょうてき

ケア
け あ

について 

 

教育
きょういく

委員会
いいんかい

では、医療的
いりょうてき

ケア児
け あ じ

が教育
きょういく

を受ける
う け る

機会
き か い

を確保
か く ほ

するために、平成
へいせい

  年度
ね ん ど

か

ら喀痰
かくたん

吸引
きゅういん

、経管
けいかん

栄養
えいよう

等
とう

の配慮
はいりょ

を必要
ひつよう

とする児童
じ ど う

に試行的
しこうてき

に看護師
か ん ご し

を配置
は い ち

しました。さら

に、令和
れ い わ

２年度
 ね ん ど

から学校
がっこう

に、令和
れ い わ

４年度
 ね ん ど

から新ＢＯＰ
し ん ぼ っ ぷ

学童
がくどう

クラブ
く ら ぶ

に本格的
ほんかくてき

な看護師
か ん ご し

の配置
は い ち

を

開始
か い し

しました。 

近年
きんねん

、医療
いりょう

技術
ぎじゅつ

の進歩
し ん ぽ

に伴い
ともない

、在宅
ざいたく

の医療的
いりょうてき

ケア児
け あ じ

が増加
ぞ う か

しており、令和
れ い わ

３年には全
ぜん

国
くに

で

約
やく

２万人
 まんにん

、区内
く な い

には令和
れ い わ

４年
ねん

４月
がつ

時点
じ て ん

で１８９人
にん

と推計
すいけい

されています。令和
れ い わ

３年
ねん

９月
つき

には、

医療的
いりょうてき

ケア児
け あ じ

及び
お よ び

その家族
か ぞ く

に対する
た い す る

支援
し え ん

に関する
か ん す る

法律
ほうりつ

が施行
し こ う

され、医療的
いりょうてき

ケア
け あ

、医療的
いりょうてき

ケア児
け あ じ

が定義
て い ぎ

されたことや、学校
がっこう

の設置者
せっちしゃ

や放課後
ほ う か ご

児童
じ ど う

健全
けんぜん

育成
いくせい

事業
じぎょう

を行う
おこなう

者
もの

は法
ほう

に基づき
も と づ き

、

医療的
いりょうてき

ケア児
け あ じ

に適切
てきせつ

な支援
し え ん

を行う
おこなう

ことが責務
せ き む

とされました。これを受け
う け

、令和
れ い わ

６年
ねん

３月
 が つ

に

「学校
がっこう

等
とう

における医療的
いりょうてき

ケア
け あ

実施
じ っ し

ガイドライン
が い ど ら い ん

」を策定
さくてい

しました。 
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６－２ 外国人
がいこくじん

・帰国
き こ く

子女
し じ ょ

について                     

 

１ 外国人
がいこくじん

や帰国
き こ く

子女
し じ ょ

の現状
げんじょう

 

 

外国人
がいこくじん

の子供
こ ど も

たちが将来
しょうらい

にわたって我が国
わ が く に

に居住
きょじゅう

し、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の一員
いちいん

として今後
こ ん ご

の

日本
に ほ ん

を形成
けいせい

する存在
そんざい

であることを前提
てい

に、日本
に ほ ん

における生活
せいかつ

の基礎
き そ

を身
み

に付け
つ け

、その能力
のうりょく

を伸ばし
の ば し

未来
み ら い

を切り拓く
き り ひ ら く

ことができるよう、外国人
がいこくじん

の子供
こ ど も

に対する
た い す る

就学
しゅうがく

機会
き か い

の提供
ていきょう

を

全国的
ぜんこくてき

に推進
すいしん

することが必要
ひつよう

である。（「外国人
がいこくじん

の子供
こ ど も

の就学
しゅうがく

促進
そくしん

及び
お よ び

就学
しゅうがく

状 況
じょうきょう

の把握
は あ く

等
とう

に関する
か ん す る

指針
し し ん

」(令和
れ い わ

２年
ねん

７月
がつ

１日
にち

、文部
も ん ぶ

科学省
かがくしょう

)） 

 外国人
がいこくじん

児童
じ ど う

生徒
せ い と

のすべてが、日本
に ほ ん

の学校
がっこう

に就学
しゅうがく

するに当たって
あ た っ て

日本語
に ほ ん ご

や学校
がっこう

文化
ぶ ん か

の違い
ち が い

に対して
た い し て

特別
とくべつ

に配慮
はいりょ

を必要
ひつよう

とするわけではありません。また、日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

が必要
ひつよう

な児童
じ ど う

生徒
せ い と

は外
がい

国籍者
こくせきしゃ

に限られる
か ぎ ら れ る

わけではなく、日本
に ほ ん

国籍者
こくせきしゃ

であっても、長期
ちょうき

の海外
かいがい

生活者
せいかつしゃ

や国際
こくさい

結婚
けっこん

の家庭
か て い

の子ども
こ ど も

への日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

が必要
ひつよう

なケース
け ー す

もあるからです。このように、外国人
がいこくじん

児童
じ ど う

生
せい

徒
と

と日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

が必要
ひつよう

な児童
じ ど う

生徒
せ い と

が全く
まったく

の同義
ど う ぎ

ではないという点
てん

に留意
りゅうい

しておくことが大
たい

切
せつ

です。（外国人
がいこくじん

児童
じ ど う

生徒
せ い と

受入れ
う け い れ

の手引き
て び き

、２０１９年
ねん

３月
がつ

、文部
も ん ぶ

科学省
かがくしょう

） 

 日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

を必要
ひつよう

としている児童
じ ど う

生徒
せ い と

は、全国的
ぜんこくてき

に見て
み て

文部
も ん ぶ

科学省
かがくしょう

の基本
き ほ ん

調査
ちょうさ

においても

特
とく

に小
しょう

・中学生
ちゅうがくせい

に増加
ぞ う か

傾向
けいこう

が見られます
み ら れ ま す

。ここで一番
いちばん

必要
ひつよう

な視点
し て ん

のひとつとして、彼ら
か れ ら

は

自分
じ ぶ ん

の意志
い し

で日本
に ほ ん

に来て
き て

いるわけではないことです。帰国
き こ く

・外国人
がいこくじん

児童
じ ど う

生徒
せ い と

にとっては、社会
しゃかい

生活
せいかつ

、学校
がっこう

生活
せいかつ

の多く
お お く

がストレス
す と れ す

の原因
げんいん

となりえます。したがって、日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

が必要
ひつよう

な児童
じ ど う

生徒
せ い と

にとってはまず、日本
に ほ ん

の学校
がっこう

に適応
てきおう

してその居場所
い ば し ょ

が確保
か く ほ

されることが重要
じゅうよう

です。そ

れは学級
がっきゅう

だけでなく、自分
じ ぶ ん

を受け入れ
う け い れ

安心
あんしん

させてくれる人
ひと

がいる場所
ば し ょ

となります。世田谷区
せ た が や く

の場合
ば あ い

、学級
がっきゅう

のほかに、この帰国
き こ く

・外国人
がいこくじん

教育
きょういく

相談室
そうだんしつ

がその一つ
ひ と つ

となりえます。 

世田谷区
せ た が や く

では、平成
へいせい

１５年度
ね ん ど

より、帰国
き こ く

・外国人
がいこくじん

教育
きょういく

相談室
そうだんしつ

を区内
く な い

中学
ちゅうがっ

校内
こうない

に設置
せ っ ち

し、

区立
く り つ

小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

に在籍
ざいせき

する外国人
がいこくじん

及び
お よ び

海外
かいがい

から帰国
き こ く

した児童
じ ど う

・生徒
せ い と

・保護者
ほ ご し ゃ

を対象
たいしょう

に、

教育
きょういく

相談
そうだん

・日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

・教科
きょうか

補習
ほしゅう

・通
つう

訳者
やくしゃ

の派遣
は け ん

等
とう

を行って
おこなって

います。なお、補習
ほしゅう

教室
きょうしつ

の在籍者
ざいせきしゃ

等
ら

は令和
れ い わ

５年
ねん

５月
がつ

時点
じ て ん

で５３名
めい

が在籍
ざいせき

しています。（帰国
き こ く

・外国人
がいこくじん

教育
きょういく

相談室だより
そ う だ ん し つ だ よ り

令和
れ い わ

５年
５ ね ん

５月号
５がつごう

） 

また、区
く

独自
ど く じ

採用
さいよう

講師
こ う し

の他
ほか

に、帰国
き こ く

・外国人
がいこくじん

教育
きょういく

相談室
そうだんしつ

の事業
じぎょう

を支援
し え ん

する学校
がっこう

を、区内
く な い

小中学校
しょうちゅうがっこう

に４校
４ こ う

配置
は い ち

し、各学校
かくがっこう

の担当
たんとう

教員
きょういん

が、相談室
そうだんしつ

の補修
ほしゅう

教室
きょうしつ

等
とう

の講師
こ う し

として、帰国
き こ く

・

外国人
がいこくじん

児童
じ ど う

・生徒
せ い と

の支援
し え ん

を行って
おこなって

います。現在
げんざい

、世田谷
せ た が や

区立
く り つ

小
しょう

・中
ちゅう

学校
がっこう

において、本教室
ほんきょうしつ

に通学
つうがく

している児童
じ ど う

・生徒数
せいとすう

の増加
ぞ う か

は著しい
いちじるしい

ものがあり、令和
れ い わ

６年
ねん

６月
がつ

末
すえ

時点
じ て ん

で小学生
しょうがくせい

３

９名
めい

、中学生
ちゅうがくせい

３７名
めい

の計
けい

７６名
めい

が在籍
ざいせき

しています。現在
げんざい

初期
し ょ き

指導
し ど う

を受けて
う け て

いる児童
じ ど う

生徒数
せいとすう

も増加
ぞ う か

しており、今後
こ ん ご

はさらに増加
ぞ う か

していく傾向
けいこう

にあります。 
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２ セミリンガルの問題
もんだい

 

 

指導上
しどうじょう

、考えなければ
か ん が え な け れ ば

ならないのが、彼ら
か れ ら

の言語
げ ん ご

のねじれです。生活
せいかつ

言語
げ ん ご

はある程度
て い ど

で

きているように見えて
み え て

も、学習
がくしゅう

言語
げ ん ご

は一段
いちだん

ハードル
は ー ど る

が上がります
あ が り ま す

。母国語
ぼ こ く ご

が十分
じゅうぶん

に定着
ていちゃく

し思考
し こ う

の基準
きじゅん

を母語
ぼ ご

に置いて
お い て

次
つぎ

の言語
げ ん ご

を載せられれば
の せ ら れ れ ば

、バイリンガル
ば い り ん が る

やトリリンガル
と り り ん が る

とし

ても思考
し こ う

が追いついて
お い つ い て

いきますが、母語
ぼ ご

が確立
かくりつ

されていないときに第二
だ い に

言語
げ ん ご

を載せて
の せ て

いっ

てもかえって思考
し こ う

が混乱
こんらん

し、次
つぎ

の言語
げ ん ご

そのものを拒否
き ょ ひ

してしまうことにもなりかねない

現実
げんじつ

があります。  

母語
ぼ ご

が、中国語
ちゅうごくご

、ネパール語
ね ぱ ー る ご

、英語
え い ご

、タガログ語
た が ろ ぐ ご

、スペイン語
す ぺ い ん ご

、モンゴル語
も ん ご る ご

、シンハラ語
し ん は ら ご

、

ポルトガル語
ぽ る と が る ご

など様々
さまざま

な言語
げ ん ご

の児童
じ ど う

生徒
せ い と

が入室
にゅうしつ

しています。この母語
ぼ ご

に合わせて
あ わ せ て

初期
し ょ き

指導
し ど う

を行って
おこなって

います。その上
うえ

で、編入前
へんにゅうまえ

の在留
ざいりゅう

国別
くにべつ

(帰国生
きこくせい

を含む
ふ く む

)では、初期
し ょ き

指導
し ど う

では３３か国
３ ３ か こ く

、

さらに、初期
し ょ き

指導
し ど う

を終 了
しゅうりょう

した児童
じ ど う

・生徒
せ い と

は、２５か国
か こ く

から入室
にゅうしつ

しています。(２０２４年
ねん

３月
がつ

末
すえ

時点
じ て ん

） 

本教室
ほんきょうしつ

では、基本的
きほんてき

に生活
せいかつ

言語
げ ん ご

をある程度
て い ど

習得
しゅうとく

できた小
しょう

・中学生
ちゅうがくせい

を対象
たいしょう

に、日本語
に ほ ん ご

と国語
こ く ご

を中心
ちゅうしん

とした学習
がくしゅう

を土曜
ど よ う

教室
きょうしつ

で行い
おこない

、さらに中学生
ちゅうがくせい

については水曜
すいよう

教室
きょうしつ

で、

国語
こ く ご

に加えて
く わ え て

、社会科
しゃかいか

・数学
すうがく

・理科
り か

の学習
がくしゅう

を進めて
す す め て

います。 

 現在
げんざい

もし、学校
がっこう

に帰国
き こ く

・外国人
がいこくじん

児童
じ ど う

生徒
せ い と

が一人
ひ と り

でも在籍
ざいせき

していれば、日本語
に ほ ん ご

指導
し ど う

をはじ

め特別
とくべつ

な配慮
はいりょ

を必要
ひつよう

としている自校
じ こ う

の児童
じ ど う

生徒
せ い と

が、安心
あんしん

して過ごせる
す ご せ る

環境
かんきょう

の構築
こうちく

を、

全教職員
ぜんきょうしょくいん

で推進
すいしん

していくことが求められて
も と め ら れ て

います。今後
こ ん ご

も、世田谷区
せ た が や く

として、

取り組んで
と り く ん で

いかなければならない課題
か だ い

の一つ
ひ と つ

と言える
い え る

でしょう。 

 

６－３ 性的
せいてき

マイノリティ
ま い の り て ぃ

に
ぃ

ついて                     

 

性
せい

同一性
どういつせい

障害
しょうがい

に関して
か ん し て

は社会
しゃかい

生活上
せいかつじょう

様々
さまざま

な問題
もんだい

を抱えて
か か え て

いる状 況
じょうきょう

にあり、その治療
ちりょう

の効果
こ う か

を高め
た か め

、社会的
しゃかいてき

な不利益
ふ り え き

を解消
かいしょう

するため、平成
へいせい

１５年
とし

、性
せい

同一性
どういつせい

障害者
しょうがいしゃ

の性別
せいべつ

の

取扱い
とりあつかい

の特例
とくれい

に関する
か ん す る

法律
ほうりつ

（以下
い か

「法
ほう

」という。）が議員
ぎ い ん

立法
りっぽう

により制定
せいてい

されました。ま

た、学校
がっこう

における性
せい

同一性
どういつせい

障害
しょうがい

に係る
か か る

児童
じ ど う

生徒
せ い と

への支援
し え ん

についての社会
しゃかい

の関心
かんしん

も高まり
た か ま り

、

その対応
たいおう

が求められる
も と め ら れ る

ようになってきました。 

この中
なか

では、悩み
な や み

や不安
ふ あ ん

を受け止める
う け と め る

必要性
ひつようせい

は、性
せい

同一性
どういつせい

障害
しょうがい

に係る
か か る

児童
じ ど う

生徒
せ い と

だけでな

く、いわゆる「性的
せいてき

マイノリティ
ま い の り て ぃ

」とされる児童
じ ど う

生徒
せ い と

全般
ぜんぱん

に共通
きょうつう

するものであることを

明らか
あ き ら か

にしたところです。これらについては、「自殺
じ さ つ

総合
そうごう

対策
たいさく

大綱
たいこう

」（平成
へいせい

２４年
ねん

８月
がつ

２８

日
にち

 閣議
か く ぎ

決定
けってい

）を踏まえ
ふ ま え

、教 職 員
きょうしょくいん

の適切
てきせつ

な理解
り か い

を促進
そくしん

することが必要
ひつよう

です。 
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６－４ ヤングケアラーについて                     

 

令和
れ い わ

２年度
２ ね ん ど

、厚生
こうせい

労働者
ろうどうしゃ

は文部
も ん ぶ

科学省
かがくしょう

と連携
れんけい

し、ヤングケアラー
や ん ぐ け あ ら ー

の実態
じったい

に関する
か ん す る

全国
ぜんこく

調査
ちょうさ

を行った
おこなった

ところ、中学
ちゅうがく

２年生
ねんせい

の ５．７％、全日制
ぜんにちせい

高校
こうこう

２年生
ねんせい

の４．１％が、「世話
せ わ

を

している家族
か ぞ く

がいる」と回答
かいとう

しました。そのうち約
やく

半数
はんすう

が、自分
じ ぶ ん

のやりたいことへの影響
えいきょう

はないとする一方
いっぽう

、家族
か ぞ く

の世話
せ わ

に 1 日
にち

平均
へいきん

７時間
じ か ん

を費やす
つ い や す

生徒
せ い と

が１割
わり

ほどいることもわか

りました。 

ヤングケアラー
や ん ぐ け あ ら ー

とは、法令上
ほうれいじょう

の定義
て い ぎ

はないものの、一般
いっぱん

に、本来
ほんらい

大人
お と な

が担う
に な う

とされてい

る家事
か じ

や家族
か ぞ く

の世話
せ わ

などを日常的
にちじょうてき

に行って
おこなって

いる子供
こ ど も

とされています。ケアを行って
おこなって

いる

子供
こ ど も

自身
じ し ん

に自覚
じ か く

が少なかったり
す く な か っ た り

、プライベート
ぷ ら い べ ー と

の問題
もんだい

で踏み込みにくかったり
ふ み こ み に く か っ た り

といった

理由
り ゆ う

により、支援
し え ん

が必要
ひつよう

であったとしても顕在化
けんざいか

しにくいことが指摘
し て き

されています。 

令和
れ い わ

４年
ねん

に世田谷区
せ た が や く

が実施
じ っ し

した調査
ちょうさ

では、回答
かいとう

した区立
く り つ

小
しょう

・中学生
ちゅうがくせい

のうち、「自分
じ ぶ ん

が

世話
せ わ

をしている家族
か ぞ く

がいる」と回答
かいとう

した小学生
しょうがくせい

は１７．７％（約
やく

９６０人
にん

）、中学生
ちゅうがくせい

は

７．７％（約
やく

２００人
にん

）であり、世田谷区
せ た が や く

全体
ぜんたい

で考える
かんがえる

と、約
やく

４，２００人
ひと

の小
しょう

・

中学生
ちゅうがくせい

が日常的
にちじょうてき

に家族
か ぞ く

の世話
せ わ

をしている状 況
じょうきょう

であることが予想
よ そ う

されます。また、生活
せいかつ

への影響
えいきょう

について、「睡眠
すいみん

が十分
じゅうぶん

に取れない
と れ な い

」「勉強
べんきょう

する時間
じ か ん

がない」「友達
ともだち

と遊べない
あ そ べ な い

ことがある」と回答
かいとう

している児童
じ ど う

・生徒
せ い と

も一
いっ

定数
ていすう

いることが分かって
わ か っ て

います。 

 

６－５ 不登校
ふとうこう

について                         

 

不登校
ふとうこう

児童
じ ど う

・生徒
せ い と

が全国的
ぜんこくてき

に増加
ぞ う か

する中
なか

、世田谷区
せ た が や く

でも平成
へいせい

２８年度
ね ん ど

から令和
れ い わ

４年度
ね ん ど

の６

年間
ねんかん

で約
やく

２．８倍
ばい

に増加
ぞ う か

し、現在
げんざい

も増加
ぞ う か

傾向
けいこう

は続いて
つ づ い て

います。今後
こ ん ご

、増え続ける
ふ え つ づ け る

不登校
ふとうこう

児童
じ ど う

・

生
せい

徒
と

に対し
た い し

、個々
こ こ

に応じた
お う じ た

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

とともに不登校
ふとうこう

を生み出さない
う み だ さ な い

魅力的
みりょくてき

な学校づくり
が っ こ う づ く り

という視点
し て ん

が重要
じゅうよう

と考えて
かんがえて

おります。 

世田谷区
せ た が や く

では令和
れ い わ

５年
ねん

９月
がつ

に、不登校
ふとうこう

児童
じ ど う

・生徒
せ い と

への支援
し え ん

に関する
か ん す る

教 職 員
きょうしょくいん

共通
きょうつう

の指針
し し ん

となる不登校
ふとうこう

支援
し え ん

ガイドライン
が い ど ら い ん

を策定
さくてい

しました。このガイドラインは、不登校
ふとうこう

の未然
み ぜ ん

防止
ぼ う し

、早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

対応
たいおう

、長期化
ちょうきか

した場合
ば あ い

の支援
し え ん

など各段階
かくだんかい

における対応
たいおう

の指針
し し ん

とし

て、不登校
ふとうこう

児童
じ ど う

・生徒
せ い と

への支援
し え ん

に関する
か ん す る

基本的
きほんてき

な考え方
かんがえかた

を示す
し め す

ものです。 
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６－６ 策定
さくてい

の経緯
け い い

について                          

 

・インクルーシブ教育ガイドライン作成委員会について 

・１７の人権課題（女性、子供、高齢者、障害者、同和問題、アイヌの人々、外国人、HIV

感染者・ハンセン病患者・新型コロナウイルス感染症等、犯罪被害者やその家族、インター

ネットによる人権侵害、北朝鮮による拉致問題、災害に伴う人権問題、ハラスメント、性自

認、性的指向、路上生活者の人権、様々な人権課題） 

・生徒指導提要の中の「性的マイノリティ」「外国人児童生徒」「ヤングケアラー」等に関す

る課題についての記述について 

など 

・委員会名簿 

・委員会開催記録 

・インクルーシブ教育関連予算 

など 

 


