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はじめに 

この冊子は、初めて広汎性発達障害の診断を伝えられたお

母さん、お父さんが、おうちに帰って「何を言われたんだろ

う？」「何をしたらいいんだろう？」と思ったときに、手にとっ

ていただければという思いで作成しました。 

そして、子どもさんの子育てのヒントにしていただけるよ

うに、広汎性発達障害の特性や対応をできるだけ読みやすい

ようにまとめてみました。 

初めから読まなくても、気になるところなどから読んでい

ただいてもかまいません。おうちでこの冊子を開いたときに、

“ちょっと元気が出るかも”と思っていただけたらうれしい

です。 

この冊子を作成するにあたっては、親の会や児童福祉セン

ター、地域療育センター、幼稚園、保育園、そして区役所、保

健センターの方たちのご協力をいただきました。また、お忙し

い中、漫画家の石坂啓さんにイラストを快く引き受けていた

だきました。 

名古屋市発達障害者支援センター りんくす名古屋 

4月2日は 

世界自閉症啓発デーです。 
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当事者団体・親の会 

名古屋手をつなぐ 

育成会 
知的障害 Tel：671-6211 

NPO法人 

愛知県自閉症協会 

・つぼみの会 

自閉症などの 

広汎性発達障害 
Tel：323-0298 

あいちLD親の会 

かたつむり 

LDなどの 

発達障害 

info@katatumuri

-aichi.org 

NPO法人 

えじそんくらぶ 

（なごや親の会） 

ADHDなどの 

発達障害 

usaginobotann 

@ybb.ne.jp 

NPO法人 

アスペ・エルデの会 
発達障害 info@as-japan.jp 

団体名 主な対象 連絡先 
ホーム 

ページ 

あり 

あり 

あり 

あり 

あり 

施設名（所在地） お住まいの区 電話番号 

中央療育センター 

  （昭和区折戸町4-16） 

中・昭和・瑞穂 

熱田・天白 
757-6126 

西部地域療育センター 

（中川区小本1-20-48） 
中村・中川・港 361-9555 

北部地域療育センターよつば 

  （西区新福寺町2-6-5） 
東・北・西 522-5277 

南部地域療育センターそよ風 

  （南区三吉町6-17） 
南・緑 612-3357 

東部地域療育センターぽけっと 

  （千種区猫洞通１－１５） 
千種・名東・守山 782-0770 

※小学生以上18歳未満の方は、中央療育センターにお問い合わせください。 
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お読みいただく前に～診断名について～ 

 

この冊子で使っている広汎性発達障害（自閉症、アスペル

ガー症候群を含む）という診断名は、アメリカ精神医学会によ

るDSM（精神疾患の診断・統計マニュアル）と、世界保健機

関によるICD（国際疾病分類）に基づいています。しかし、

DSMについては2013年に改訂され、自閉スペクトラム症と

いう診断名に変更されました。ICDも改訂が予定されています

が、しばらくは複数の診断名が使われることになります。 

福祉サービスを受けるために行政上必要な診断書は、ICDに

基づいており、広汎性発達障害という診断名が引き続き使われ

ます。そのため、この冊子では初版作成時のまま、従来の広汎

性発達障害という診断名を残しました。 

 また、DSMの広汎性発達障害と自閉スペクトラム症では、

名称だけではなく、診断基準にも一部変更がありました。改訂

前は、特徴の一部を持っていれば、広汎性発達障害と診断され

ましたが、改訂後は、すべての特徴を満たさなければ自閉スペ

クトラム症と診断されません。そのため、診断されるケースが

限定される可能性があります。しかし、対応や支援方法が異な

るわけではないので、この冊子ではほぼ同じものとして扱って

います。 

                              

2015年６月 

２ 
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障害児支援のサービス 

障害のあるお子さんが受けるサービスの相談や手続きは、区

役所福祉課が窓口になります。 

児童発達支援や放課後等デイサービス、外出のときにヘル

パーさんが付き添ってくれる移動支援などのサービスがありま

す。 

詳しいサービスの種類などは窓口で相談するとよいでしょ

う。障害児支援のサービスは愛護手帳や精神障害者保健福祉手

帳などの障害者手帳だけでなく、発達障害の診断書でも利用す

ることができます。 

上手にサポートを使うには？ 

「何回言ってもできない」「なんでできないの!?」「あの子は

できているのに…」など、障害のあるなしに関わらず、ついつ

い他の子と比べてしまっていました。親も子もイライラして、

不安は大きくなるばかり。 

 でも後から数ヶ月前、1年前の子どものことをふり返って

みると、この子なりに成長しているところはいっぱいある

なって気づきました。その時できなかったのは、当時はそれを

吸収するタイミングじゃなかったんだ、この子のペースじゃ

なかったんだと今は思います。ちょっと待つ期間が必要なと

きもあるんじゃないかな。 

 いつだって不安はあって当たり前だけど、それをわかっ

てくれる人が１～２人いるだけで乗り越えられることも

ありました。一人で抱え込まないで。（先輩ママ） 

コ ム ラ ４ 
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子育て支援のサービス 

区役所民生子ども課は、保育園の入所の手続きだけでなく保

育園での一時保育や乳児院・養護施設でのショートステイの窓

口にもなります。 

子育て支援の情報は、インターネットやお友だち、知り合い

の方たちからもたくさん入ってくると思います。名古屋市でも

さまざまなサービスがあります。その中で、お子さんの発達や

障害特性などを踏まえて選ぶときには、保健師さんや相談機関

の職員などに相談するのもよいでしょう。ここでは主なものを

紹介しています。詳しくは、保健センターにて配布された子育

て応援ブック「なごやっ子」をご覧ください。 

子育て支援サークルや親子教室などで、スタッフに相談す

ることも良いでしょう。集団の場で過ごすことも子どもの発

達をうながすことになるでしょう。お近くのサークルや教室

については、保健センターに問い合わせてみるとよいでしょ

う。                         

名古屋のびのび子育てサポートやシルバー人材センター等

が行っている子育て支援サービスでは、お子さんのお世話の

お手伝いや、園や学校の送迎などに利用できます（有料）。 

上手にサポートを使うには？ 

 

 

 

 

広汎性発達障害
こうはんせいはったつしょうがい

という言葉は自閉症、アスペルガー症候

群、非定型自閉症などのような自閉症と似た特徴を持つ障害の

総称です。 

３つの基本的な特徴 

では、広汎性発達障害全体に共通する特徴とはどんなもので

しょうか。大きく分けて「社会性の発達の障害」、「コミュニ

ケーションの発達の障害」、「想像力の障害とそれに基づく

行動の障害（いわゆる「こだわり行動」のこと）」という3つ

の基本的な特徴があります。 

社会性の発達の障害 

 広汎性発達障害の最も重要な特徴は人と関わりを持つときに

必要な対人能力、すなわち社会性の発達の障害です。「人と興

味や関心を共有する行動が乏しく、一人遊びが好き」、「人見

知りが全くなく、母の後追いもしない」、逆に「母にべったり

で、他の人との接触を極端に嫌がる」、「呼び掛けても振り向

かない」、「視線が合いにくい」などが幼児期によくみられる

症状です。しかし、症状の現れ方は一律ではなく、子どもの性

格などによってさまざまな形をとります。 

広汎性発達障害
こうはんせいはったつしょうがい

(自閉スペクトラム症)って？ 

 

３ 



 

 

コミュニケーションの発達の障害 

 典型的な自閉症の場合、以下のようなコ

ミュニケーションの問題がみられます。 

（１）言葉の遅れやオウム返しのような言 

語発達の問題 

（２）指差しや動作の真似といった言葉以

外のコミュニケーションの発達の問

題 

しかしそのような遅れが目立たないといわれるアスペルガー

症候群でもやはりコミュニケーションの問題を抱えています。

人がコミュニケーションをとる場合、言葉だけでやりとりをし

ているわけではなく、相手の表情、動作、声の調子、姿勢、そ

の場の雰囲気などさまざまな対人情報を手がかりにしていま

す。広汎性発達障害ではこうした情報を統合して処理すること

が上手くできないために、一方通行のコミュニケーションに

なってしまいます。 

自分の要求を伝えるための十分な言葉の力を持っているにも

かかわらず、会話になりにくいのは、こうした対人情報をまと

めあげて、「相手が何を聞きたがっているのか」、「今、どん

な気持ちでいるのか」などの他者の状態を推測する能力に障害

があるためと考えられます。 

広汎性発達障害 (自閉スペクトラム症)って？ 

 

４ 

 

 

上手にサポートを使うには？ 

しょうが、まずは先生とのやりとりで練習することも大切

です。あせらずゆったり見守りましょう。子ども同士のト

ラブルはつきものですが、その予防にもつながるでしょ

う。 

「ならし保育」の期間を長くしたり、短時間の通園から始

めることも必要な場合があります。園とご家族と協力しあ

うことが大切です。 

 

 

保健センター  

 健診が終わったり、他の相談機関を紹介されたからといっ

て、担当の保健師さんとのおつきあいは終わるものではありま

せん。健診後や入園後も、困ったときは相談してください。 

幼稚園や保育園を選ぶ際に、地域にある園の「教育・保育

方針、雰囲気、日課や年間生活の流れ」などについて相談す

ることもできます。 

ご家族が了承すれば、園と情報を共有しあって、サポート

を考えることもしています。 

区によっては、親の会（グループ）が開かれているところ

もあります。詳しい情報は保健センターへ直接お問い合わせ

ください。 
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保育園・幼稚園 

 市内の保育所等では障害児保育という形で、幼稚園では特別

支援教育という形でサポートがあり、多くの園で対応が行われ

ています。初めて集団生活を経験する場なので、お互いにわか

り合えるかたちでスタートできるとよいと思います。 

 そのためには次のことに気をつけたうえで、お子さんにあっ

た園を選びましょう。 

園を決める時に、まず直接連絡し、園の体制や取り組みを

聞いてみましょう。 

見学日や園庭開放などの時を利用して実際に見たり、相談

したりしてみましょう。もちろん個人的に相談や見学する

ことも良いでしょう。 

診察や療育などの際に伝えられたお子さんの情報（好きな

こと、嫌いなこと、苦手なこと、ことばの理解、意思表示

の方法、自分でできる身の回りのことなど）や、ご家族が

不安に思っていることを率直に伝えてみましょう。 

お子さんについて詳しい支援者に相談してみましょう。 

 初めての環境になれるのに時間が必要な子どもたちです。入

園後の集団生活では次のことに気をつけましょう。 

お友達と仲良く楽しく過ごして欲しいという思いもあるで 

上手にサポートを使うには？ 
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想像力の障害とそれに基づく行動の障害(こだわり行動) 

今、ここにないものについて考えたり、推測したりする力

が想像力です。子どもがふり遊びや、ごっこ遊びをするように

なるのは、この想像力があるからです。しかし、ごっこ遊びを

したり、絵や工作などに優れた能力を持つ子どもたちもいて、

想像力がないなんて思えないという印象を持つことも多いで

しょう。広汎性発達障害の場合、対人的な要素を含めた社会的

な想像力の障害といった方が適切かもしれません。ごっこ遊び

をしたとしてもパターン化したやりとりだったり、相手に合わ

せて柔軟なやりとりを楽しむことは苦手な場合が多いのです。 

また、変化や予想外の展開に弱く、そのことがいつもの状態

ややり方に固執する、いわゆるこだわり行動につながります。

興味の持ち方に偏りがあり、好きなことには非常に熱中します

が、興味の対象がなかなか広がりません。 

 

以上、基本的な特徴について説明

しましたが、例としてあげたもの

がすべての広汎性発達障害の子

どもにあてはまるわけではあり

ません。子どもの対人的能力のレ

ベルに配慮してくれる大人との

関係の中では特徴が目立たない

 

５ 

広汎性発達障害 (自閉スペクトラム症)って？ 



 

 ６ 

のですが、保育園などの集団生活に入って同年代の子ども同士

の本格的な交流が行われるようになって初めてその特徴が明ら

かになることがあります。また、特徴の現れ方は子どもの性格

や周囲の対応方法によってさまざまに変化します。だからこそ

対応方法やしつけの工夫が有効であり、重要になってきます。 

 

 

 

 

その他よくみられる症状 

この他に、広汎性発達障害すべてに共通するわけではありま

せんが、よくみられる症状に次のようなものがあります。 

感覚過敏 

赤ちゃんの泣き声が苦手、大きな音を怖がるなど音に対する

敏感さや洋服のタグを嫌がったり、締め付けるような洋服が

着られない、身体に触れられることが苦手といった触覚の敏

感さなどがあります。極端な偏食がある場合、食物の舌触り

に対する敏感さが原因のこともあり、困った行動の背景に感

覚過敏の問題があることがあります。 

広汎性発達障害 (自閉スペクトラム症)って？ 

 

 

ここでは、お子さんやご家族のためのさまざまなサービスや

制度の活用についてご紹介します。 

中央療育センター・地域療育センター 

医師の診察や心理職員による発達相談 

問診や発達検査等を通して総合的に診断や相談を行って

います。診察や面接は予約制ですが、センターによっては

電話で相談することもできます。また、お子さんの年齢や

状態に応じて、以下の支援を紹介することがあります。 

療育のグループ 

遊びを通して、親が子どもの特性や発達の理解を深め、

スタッフと共に対応について考える場です。お子さんが

おうちや園で落ち着いて生活できるように支援します。 

作業療法、言語療法など 

手先がうまく使えない等からだの動かし方や日常生活動

作についての訓練、場面に応じたことばの使い方の訓練

をします。対象や頻度は各センターで異なります。 

障害児支援のサービス（⇒P23参照)、地域の子育て支援

サービス(⇒P22参照)などについて、相談に応じます。区役

所での手続きについても説明しています。 

上手にサポートを使うには？ 
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幼児期には何を心がけるとよいのでしょうか 

幼児期に最も大切にしてほしいことについてお話したい

と思います。それは「穏やかで信頼関係のある親子関係を

作ること」です。成長に伴って、子どもたちはさまざまな

困難に直面しなくてはなりません。人間関係はより複雑に

なり、多くの問題にぶつかることもあるでしょう。これは

定型発達の子どもでも同じで、家族の支えや適切な同年代

集団との付き合いの中で乗り越えていくものです。対人面

やコミュニケーション能力の障害という特性を持つ広汎性

発達障害の子どもであれば、的確な道案内をしてくれる信

頼できる大人、つまり、家族の支えが何より重要だと考え

ています。 

しかし、よい親子関係をつくることが大事と言われて

も、それは決して簡単なことではありません。広汎性発達

障害の子どもは、こだわり行動やパニックなど対応が難し

い特性を持つことが多く、ご家族が途方にくれたり、余裕

を失ってしまうことが多いのです。ですから、子どもへの

対応を一緒に考えたり、子どもの成長について見通しをつ

けてくれる支援者の力を借りることも大事なのだと思いま

す。子どもを支えるためには、お母さん、お父さんも守ら

れ支えられることが必要です。ご家族だけで支えるのでは

なく、保育園や幼稚園、保健センター、療育機関、親の会

などいろいろな社会的な資源を活用してみてください。 
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お母さん、お父さんへ 

 

 

多動 

幼児期の広汎性発達障害には非常によくみられる症状で

す。年齢があがるにつれて、落ち着いてくることが多いで

す。 

パニック 

自分の思い通りにならない、予想していた通りにならないな

ど混乱した時に、感情のコントロールが上手く出来ず、激し

いかんしゃくを起こしたりする状態です。 

不器用さ 

箸やはさみの使い方といった手先の不器用さやボールを投げ

たりキャッチすることが出来ない、縄跳びができないなどの

協調運動の苦手さがあることも多いです。 

睡眠障害 

睡眠リズムが不規則、寝付きが悪いなど睡眠に関する問題を

持つ場合もあります。 

７ 

広汎性発達障害 (自閉スペクトラム症)って？ 



 

 

広汎性発達障害のなかま 

広汎性発達障害は自閉症と共通の特徴を持つグループです

が、自閉症の他に以下のようなタイプがあります。 

アスペルガー症候群ー言葉の遅れや知的障害がない 

非定型自閉症ー広汎性発達障害の特徴の一部を持っている

が、自閉症やアスペルガー症候群ほど3つの基本的特徴が

明らかでないもの。「特定不能の広汎性発達障害」という

言い方をする場合もあります。 

従来は広汎性発達障害の各タイプを上記のように区別して診

断していました。しかし2ページで説明したように改定された

診断基準では、これらの各タイプは明確な境界線があるという

より特性が強い人から弱い人まで連続したものと捉える考え方

になり、自閉スペクトラム症という診断名に変わりました。 

 

子どもへの関わり方を考える場合、自閉症であってもアスペ

ルガー症候群であっても生じてくる問題や基本的な対応方法に

大きな違いがあるわけではないので、同じ自閉スペクトラム症

というとらえ方をして、あとはそれぞれの子どもの特性に応じ

て工夫していくことが実際の対応には役立つと考えられます。 

８ 

 

 

広汎性発達障害 (自閉スペクトラム症)って？ 

 

 

のようなものです。安心できるようになれば、「お守り」の

数は少なくてすむようになります。無理にこだわりをなくそ

うとすると、かえってこだわりが強くなってしまうことがあ

ります。こだわりとどう付き合うかを考えましょう。 

もちろん、お子さん自身や周囲の人が病気やけがをするな

ど生活が大きく制限されるようなこだわりは減らしていく必

要があります。いきなりなくすのは難しいので、「こだわっ

てよい」場所や時間帯などを作ってみてはどうでしょう。 

かみつく・たたく 

子どもたちはかみついたりたたいたりして自分の要求を通

そうとすることがあります。「一緒に遊んで」「そのおも

ちゃが欲しい」と思っていても、適切な伝え方を知らないば

かりに、つい短絡的な行動をしてしまうのです。コミュニ

ケーションの力が育ってくると徐々にそのような行動は減っ

てきます。｢あそぼ！｣「貸して」など要求の仕方を教えてあ

げましょう。「使いたかったのね」等とお子さんの気持ちを

代弁し、「貸して」と言って借り方の見本を示します。それ

から一緒にやってみるとよいでしょう。練習はゆっくり重ね

て い き ま し ょ う。ま

た、周りの環境やその

前後の状況を整えるこ

とで、防げることもあ

ります。大人が工夫し

てみましょう。 

どんなふうに対応するといいの？ 

１7 

４ 



 

 

困ったことに、どう対応するか？ 

周りから見ると唐突だったり、わざと困らせていたりすると

きにも、お子さんにとっては１つ１つ理由があります。何を伝

えたかったのか、その意味を考えてみましょう。 

落ち着きなく、よく動く 

子どもはもともと好奇心旺盛で、よく動きます。加えて視

野も狭いのでキョロキョロしたり、自分の好きなものであれ

ば、目に入るとひきつけられて体が動いてしまいます。 

楽しいときだけでなく、不安なときにも人は落ち着きがな

くなります。ある程度エネルギーを発散し探索意欲を満たせ

ば、落ち着いてきます。それでもダメなら、わかりやすく安

心できる環境を作るとよいですね。  

パニック 

まず、本人や周りの人がケガをしないように物や人を遠ざ

けます。むやみに声をかけたり体に触れるとかえって興奮さ

せてしまうことがあります。おさまるまで待ってから「何を

したらよいか」を穏やかに言葉などで伝えましょう。気持ち

を切り替えられる方法を（例えば落ち着ける場所へ行く、好

きなうたを歌う、大好きなおもちゃを持つなど）普段から見

つけておくとよいですね。 

こだわり 

こだわりは、お子さんにとって安定するための「お守り」

どんなふうに対応するといいの？ 

３ 

２ 

１ 

１6 

 

 

まれな障害ですか？ 

どのくらいの頻度で生じるのかという有病率については、以

前は典型的な自閉症で0.０4%程度と言われていました。

1990年代になってアスペルガー症候群なども含めた広汎性発

達障害という概念が出てきてからの報告ではもっと多い数字が

報告されるようになり、最近では2%という高い有病率が報告

されています。これは小学校の1クラスに1人くらい広汎性発

達障害の子どもがいるということになり、決してまれな障害で

はないことがわかります。 

 

９ 

この冊子をお母さんとお父さんはどんな気持ち

で読まれているのでしょうか？ 毎日の子育て

でイライラしたり、お子さんのことが心配で仕

方がなかったり・・・。出口の見えない不安でいっ

ぱいかもしれませんね。 

でも、あなたが踏み出したこの一歩がお子さん

にとってきっといい結果につながると思います

よ。（保健師） 

コ ム ラ １ 

広汎性発達障害 (自閉スペクトラム症)って？ 



 

 

原因は？ 

広汎性発達障害は先天的な脳機能の障害によって起こると考

えられています。育て方やしつけの方法が原因で生じるもので

はありません。では、脳機能の障害が生じる原因については何

が考えられるのでしょうか。 

胎児期の異常などいろいろ議論があり、まだ最終的な結論が

出ているわけではありませんが、現在、最も注目されているの

が広汎性発達障害は多因子疾患の一つであるという考え方で

す。多因子疾患とは「複数の遺伝子と環境要因の相互作用に

よって発症する疾患」で、糖尿病や高血圧なども多因子疾患だ

と言われています。原因となる遺伝子を持っているだけで発症

するわけではなく、原因遺伝子は疾患に罹るリスクを決定する

だけです。 

糖尿病を例に考えると、原因遺伝子を持っていて、そこに食

生活や運動量などの生活習慣を含めたさまざまな環境要因が作

用して、実際に発症して病気の状態になる人もいれば、原因と

なる遺伝子を持っていても環境要因をコントロールすることに

よって、糖尿病を発症せずに過ごす人もいるわけです。 

広汎性発達障害もこのような多因子遺伝によるものではない

かという考え方が注目されています。 

 

10 

広汎性発達障害 (自閉スペクトラム症)って？ 

 

 

教えるときに気をつけること 

 ほかの人と同じものを見たり聞いたりしていても、感じてい

るものは違っていることがあります。 

 細かいところまできちんと覚えていることがある反面、肝心

なところが認識されていないときがあります。逆に細部まで

きっちり記憶されているので、少しでも違いがあると全く違う

ものとして認識されて、｢応用がきかない｣「融通がきかない」

という状況になることがあります。 

 また「見よう見まね」がとても苦手です。独学で覚えて修正

がききにくいことがあります。遠回りのようでも、最初から細

かく段階を踏んで正しいやり方を教えた方がよいことがありま

す。  

１5 

どんなふうに対応するといいの？ 

 「障害があります」と診断されてしまいとっても

ショックでした。そのときは、子どものことを話せ

る仲間がいたことで頑張れました。でも、今振り返

ると一番身近で支えてくれていたのは、家族だっ

たんだと気づきました。一人で悩まないで、色々な

ところに相談しながら一緒に考えていけるといい

ですよ。（先輩ママ） 

コ ム ラ ３ 



 

 

わかるように伝えるには 

日本語がうまく話せない外国の方とお話しするときには、

ジェスチャーや実物、絵などを使って、目で見えるかたち（＝

具体的）にしますよね。そして短い言葉ではっきりとお話する

と思います。お子さんにも同じようにするとよいでしょう。イ

メージが共有しやすくなるので、ことばを話せるお子さんにも

わかりやすいでしょう。 

「どうして…?」「何が…?」という漠然とした問いは初心

者には難しいので、「◇◇が欲しいの?」「おなかが痛い

の?」「△と□のどっちがいい?」などと具体例をあげる質問

にかえて、答えを選べるようにすると、答えやすいでしょう。 

伝えるときは、「○○ちゃん／くん」と声をかけたり、子

どもの視界に入ったりして注意をひきつけることも大切です。 

１4 

３ 

園では、みんなと一緒だからで

きることが、家で一人になるとで

きなくなることもあります。 

それぞれの環境のいいところを

生かしながら子どもたちの成長を

一緒に考えていけるといいですよ

ね。(園の先生) 

反面、みんなのペースに合わせるとでき

ないことも、家でその子のペースでみてあ

げることで、できることがあります。 

コ ム ラ ２ 

どんなふうに対応するといいの？ 

 

 

対応の基本的な考え方 

広汎性発達障害をもつ子どもへの対応の目標は、何らかの訓

練や治療によって｢ふつう｣の子どもに近づけることではありま

せん。先ほど述べたように脳機能の障害であり、現時点では根

本的な治療法が確立されているわけではありません。ですか

ら、ゴールとして目ざすものはその特性を持ちながら、それと

上手に付き合ってその子どもらしい人生を送る力をつけるこ

と、健全な人格をはぐくむことです。これは広汎性発達障害の

子どもに限ったことではなく、子育て全般の目標と全く同じと

いうことになります。ただ、対応する上で、その特性について

さまざまな工夫や配慮が必要だということが違うだけです。 

「環境を整える」 

すっきりと、シンプルに 

必要なもの以外は目に触れないように片付けましょう。そし

て、何か伝えたいときにはテレビなどは消して余分な音が耳に

入らないようにしてからにしましょう。ほんの些細な音でも気

になってしまうことがあります。 

また、物だけではなく、人の動きやことばも気になるもので

す。場所を変えたり時間をずらすなど工夫してみましょう。話

をするときは、気になってしまう物と子どもと間に入ると、簡

単にさえぎることができます。布などで覆って見えなくするだ

けでも違いますよ。 

１ 
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どんなふうに対応するといいの？ 



 

 

見てわかるように 

いつも決まった場所で同じ活動をすると、その場所で何をす

るかがわかるようになります。そして、決まった時間やパター

ンで活動すると「いつ始まって、いつ終わるか」もわかるよう

になります。見通しが持てると安心して活動に集中できます。  

安心して過ごせるように 

周囲から情報を読み取ることが苦手なので、自分でわかって

動けるところが好きです。よく知っているものや大好きなもの

があるところ、不快な刺激が入ってこないところなど、一人で

リラックスできる場所を確保できるとよいですね。  

 

 

 

 

「コミュニケーション」 

 コミュニケーションはよくキャッチボールに例えられます。 

 やりとりが続くには、ボールを投げることと取ることの２つ

が必要です。でも、お子さんは、キャッチボールの初心者で

す。コントロールも悪く、勢いも弱すぎたり強すぎたりしま

す。また取り方も不慣れです。 

２ 

３ 
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どんなふうに対応するといいの？ 

 

 

やり取りする楽しさを  

まず、お子さんが投げたものに周りが反応することを知っ

てもらいましょう。そのためには、どんなボールであっても受

け取ってみましょう。独り言に聞こえたり、聞き取りにくいも

のもあるでしょうが、そのままマネしてみるだけでもいいです

よ。言いたいことをわかってくれるという体験を通して、伝わ

ることの楽しさを感じてもらいましょう。 

やりとりが続くようになるとお互いに楽しいものです。コ

ミュニケーションの楽しさに気づかせてあげてくださいね。 

伝わっていない!? 

「わざとしているの？」「何度も言っているでしょ!?」「△

△しちゃだめ！」などと言うことはありませんか？ お子さん

からすると、「何を言われているか、よくわからない」「どう

したらいいかわからない」と感じている場合があります。 

 イメージすることが苦手なので、「△△しないで、どうした

らいいか？」がわかりません。だから同じことをやり続けてし

まうのです。やるべきことを「○○します」と伝えると、わか

りやすいでしょう。例えば「走っちゃダメ」ではなく、「歩い

てね」「止まってね」と言った方が何をするかがわかりやすい

ですよね。 

他にも、もともとのことばの意味をまちがって覚えている場

合もあるので、まずどんな意味で覚えているかを確認してみる

ことも必要でしょう。 

13 

どんなふうに対応するといいの？ 

１ 

２ 


