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　ネ ッ ト・オークシ ョ ン の 購買行動 に関するア ン ケートを行 い 、そ の 結果、参加者の 強化 随伴陛に 関 し
一
義的で は な く、

幾つ かの 異 なっ た要 因 の 存 在が観 察 され た。参加者の ニ
ーズ は 「安 く商品 を落札す る」 事で あるが、それ以外 に も 「落

札 そ の もの 」、「ライバ ル に勝利す る」、「オ
ー

クシ ョ ン に参加す る こ と 自体」 などが強化子 とし て 機能 して い る人々 も存

在 した。また、今後の ネ ッ ト・オ ー
ク シ ョ ン 参加希望者 の 行動 を予測す る基本的な傾向も確認 され、今後の潜 在的な購

買者 とな る可 能性 が 示唆 された。

（キ ーワード〉

　ネ ッ ト・オーク シ ョ ン、購買行動、行動分析

は じめ に

　こ こ20年、 IT の発達に よ りパ ソ コ ン やイ ン タ
ー

ネ ッ トが普及 し、また、携帯電話 も飛躍的に普及 し、

我 々 の 日常生活 に浸透 して き て い る。メ
ー

ル 　
パ
と

コ ン 世帯 普及率

も 日 常的に使 用 され、様 々 な 生 活様 式 も様変

わ りす るよ うにな っ た 。総務省内閣府 （消費

動 向 調査 2007年 3 月
1

の 調 べ で は、図 1 の ご

とくパ ソ コ ン の 世帯普及 率は80％近 くに な り、

ま た イ ン ターネ ッ ト利用率 も図 2 の ごとく、

1995年か ら急激 に増加 し、80％ ほ どに な っ て

い る 。 そ し て 、それ以上に、図 3 に示す ご と

く携帯 電話 の 普及 も著 し く、携帯使 用年齢

（15歳〜65歳） の 約95％が携帯を使用 し て い

る
2
。そ して 、携帯は、電話 の みな らず、メー

ル 、イ ン ターネ ッ ト閲覧等に利用 され て い る。

こ の よ うな機器 の 普及 に 連れ て 、我 々 の 日 常

生活 の 中で 、パ ソ コ ン や イ ン ターネ ッ トは も

は や コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン ・ツ ー
ル とし て 溶 け

込 み、生活必需品 と し て の 役割 を果 た しだ し

た。それ らは道具 と し て 使用 され 、様々 な用

途 に 利 用 され 始 め て い る。情報 流 通 は す さま
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図 1 ．パ ソ コ ン の普及率 （総務省統計 2007）
　　 （http：／／www2 ．　ttcn．　ne ．　jp／

〜
honkawa ／6200．　html）
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図 2 ．イ ン ターネ ッ トの 普及率 （総務省統計2007）

　　 （垣ttp ：／／www2 ．　ttcn．　ne ．　jp／
〜
honkawa／6200，1堕皿1）
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じい 勢 い で 変革を遂げて い る。多 くの 学生 は 、辞書を引く代 わ りに イ ン タ
ー

ネ ッ トを検索 し、論 文もイ

ン ターネ ソ ト参照 が 増えて き て い る。そ の よ うな中で 、新 し い 形態 の ネ ッ トビ ジネ ス が 注 目され 、物品

の 購買行動 も、イ ン タ
ー

ネ ッ トを介在す る 状況 が盛んにな り、ネ ッ トシ ョ ッ プやイ ン ターネ ッ ト ・オー

ク シ ョ ン （以 下 「ネ ッ ト
・オ ーク シ ョ ン 」 とす る）等が隆盛 を極め て い る。　 江 ド （2007）

n
の 報告 によ

る と、ネ ッ ト・オ ー
ク シ ョ ン の 市場規模は 、2005年に は 1 兆 3 千億円を超 え 、既 に 1 兆 円規模 を 超 え る

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ％

急成長産業 とな っ て い る と言 う。

　ネ ッ ト・シ ョ ッ プ は
一

般 の 店舗をイ ン ター

ネ ッ ト上 に構 築 し、そ こ で 商品 を購入 する

形式 で あ り、通 常の 店舗 と販 売形式 は さ ほ

ど変わ り は な い 。 しか し なが ら 、 ネ ッ ト ・

オ ーク シ ョ ン は 、自らが値段 を決定す るた

め、一
般 の ネ ッ ト・シ ョ ッ プ と形態が違い 、

ゲ
ーム 的感覚も あ り、個人 で も気軽 に 出品

で き る た め、最 近急 速 に 普及 して きて い る。

そ の 事実 は、江下 の 報告 に も有 り、「ネ ッ ト ・

口

OO

目

00

ロ

ロ

囗

囗

09876543210

図 3 ．携帯の普及率 （総務省通信利用調査 2007）
　　 （http ：／／www ．　passmail ．　ne ．　jp／New／keitai．htm）

オ
ー

ク シ ョ ン 参加者 と して 、ヤ フーオ ーク シ ョ ン で は 、 2005年 時点 で、670 万人お り、全 て を合わせ る

と 1 千万 人 を超す状況 とな っ て い る。」 として い る。

　 オ
ー

ク シ ョ ン そ の もの の 歴 史 は 古 く、http ：〃 vrww ．　geocitles ，　jp／boy3339jp ／newpage104 に よ る と、

「オ ーク シ ョ ン の 歴史 は紀元 前 の 古代 バ ビ ロ ン に ま で さか の ぼ り、最古 の 文献 『ヘ ロ ド トス 』 の 歴 史の

中 で 、紀 元 前500年 頃 に バ ビ ロ ニ ア 人 の 間 で 結婚相 手 を得る た め の オ ーク シ ョ ン が どの 村 で も 1年に 1

度行 われ て い た。」 とい う記述が あ り、「そ の 後、ロ ーマ 時代に戦利 品や捕虜、不動産 な どが オ ー
ク シ ョ

ン に か けられ 、つ い に は U 一
マ 帝国の 王位 まで もがオ

ー
ク シ ョ ン に か け られ た。」 と言 わ れ て い る。ま

た ネ ッ ト ・オーク シ ョ ン に つ い て は、「1995年 ア メ リカ の エ
ー

ル
・オ ミ ジ ャ

ー氏が キ ャ ン デ ィ
ーケース

を収集 して い る妻 の 為 にオ ー
ク シ ョ ン サイ トを 自分 の サ イ トに作 っ た の が始 ま り と言われ て い る 。 以来、

収集家、マ ニ ア 、骨董品 の 参加者 が増加 し今 で は ア メ リカ の 最大 オーク シ ョ ン サイ ト 『イ ーベ イ 』に な っ

た 。 日本で の ネ ッ ト・オ ーク シ ョ ン の 始 ま りは 1998年 7 月 に楽天 ス
ー

パ
ー

オ
ー

ク シ ョ ン で 店舗 を 中心 と

したオ
ー

ク シ ョ ン が最初で、1999年 9 月 に は個人 で も気軽 に 落札、出品を考 えた Yahoo オ
ー

ク シ ョ

ン が開始 され 、そ の 気軽 さゆえ現段階 で は 1200万人 （2004年〉以上 が利用し て い る。」 と記されて い る。

　取 り扱 い 記事 も膨大 に 増 え て い る。ヤ フ
ーサ イ トで 「ネ ッ ト ・オ ーク シ ョ ン 」 を検索す る と、約 1440

万件、「イ ン タ
ーネ ソ ト

・オ ーク シ ョ ン 」 で 検索する と約 58万 件 が ヒ ッ トし、グ
ー

グル で はそれぞれ 265

万件、約 38万件が ヒ ッ トす る 。

　黎明期の ネ ッ ト ・オ
ー

クシ ョ ン で は、様 々 な トラブル が 発生 し問題が多か っ たが 、
こ こ 数年 トラ ブ ル

を回避す るた め の様 々 な方策が講じ られ て お り、現在 で も、それ らを回避す るた め の 研究が なされ て い

る。様 々 な分 野 で の 研究論文 も多数発表 され始 め て い る。研究論文サ イ トの 国立情報学研 究所 の 検索 エ

ン ジ ン で は、「ネ ッ ト ・オーク シ ョ ン 」 で 、143件、「イ ン タ
ー

ネ ッ ト・オ ーク シ ョ ン 」 で 54件 ヒ ッ ト し
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て い る。

　研 究内容 は 、法的 な 問題、戦略 （ゲ
ーム 理 論 ・行動）、シ ス テ ム 関係 、或 い は、詐欺 、品質問題 、評

価等に関する 呼 び か け等、多 くの 分野 か らの 研 究発表が あ る。

　 オー
ク シ ョ ン の 形態 は 、大 きく分け て 、4 種類 あり、英国型、オ ラ ン ダ型 、第 1価格 入 札 、第 二 価格

入札 に 分け られ る。

　英国型 とは 、入 札者が価格を 吊 り上げ、最 も高い 価格を提 示 した 買い 手 に 販売する 方式 で あ り、主 に

骨董品 ・美術品な どに 用 い られ る。こ れ は
一

般 の オ
ー

ク シ ョ ン と考えて よい だ ろ う。 多 くの ネ ッ ト ・オー

クシ ョ ン の 場合、こ れを踏襲 して い るが 、若干 の 変更 が 加 え られ て い る。そ の 多 くは、ネ ッ トの 都合上、

締め切 り時間と、価格設定 シ ス テ ム が変え られ て い る。
一
般 の 会場オ ーク シ ョ ン で は、買 い 手 が 宣言 し

た 価格 で 、そ の 最高額 が 落札価格 とな る が 、 多 くの ネ ッ ト・オ
ー

ク シ ョ ン の 場合、価格設定 は非公 開で

あ り自分 の 予定最高価格を入力 した場合、そ の 価格が落札価格 になる訳 で はな い 。ネ ッ ト上 で 公 開 され

て い る最高値段 が、落札
’
r・定価格に な る。そ して 、そ れ よ りも高い 金額をつ けた買 い 手 が 出現 した場合、

その 価格 と、自分 の 最高予定価格 を比 較し 、 高 い 方 の 価格 が 公 開され る の で あ る 。 価格の 上昇は 、サ イ

トによっ て まちまちで あるが 、 1 〜99円ま で は 1 円、101円〜999円ま で は 10円、1000円〜4999 円ま で は

250 円ス テ ッ プ で 一ヒ昇す る。そ して 例 え ば 、5000円 で 、終了時間 が 到来 し た 場合 、他者 が それ以 上 値段

を 吊 り上げなけれ ば、た と え 自分 の 最高予算設 定を 10万 円 と し て お い て も、5000円 で落札となる。これ

が、一
般会場 の オ

ー
ク シ ョ ン とは 異な る。

　 オ ラ ン ダ型 と は 、最初 に高値 が 設 定 され て お り、徐 々 に値 段 が 下げられ、最初 に そ の 下 が っ て きた 値

段 に 応答すれ ば、そ の者が落札者 とな る 。 言 っ て み れ ば 、 叩き売 り形式 で あ り、オ ラ ン ダ で 花 の 取引に

用 い られた の が起源 で あ る。こ れ に よ り取引 の ス ピー
ド化 が図 られ る。

　次 い で 、第
一

価格入札 とは、非公 開 で最終 的に最も高い 価格を入札 し た者に最も高い 価格で 販売する

形式 で あ る。現在取 り ざたされ て い る談合問題 の 入 札形式 で は あ る が、談合 問題 の 入札は 、より安 い 値

段を提 示 した もの が落札す る 違 い で あ る。

　 第 二 価格入札 は、最終 的に最 も高 い 価格 を入札 した もの が落札す るが 、支払額 は 2 番 目の 価格とする。

こ れ に よ り不 正 入 札防止が可 能 とな る。現在 の ネ ッ ト・オ
ー

ク シ ョ ン は 、イギ リス 型 の 変形が ほ とん ど

と言えよ う。

　 ま た 、財 （オ ーク シ ョ ン に 出品 され る物）に 関 し て は、「私的価値」、「共 通価値」、そ して 、「相関価

値」 の 3 つ に分類 され て い る。
「私的価値1 とは 、財 の 価値 が人に よ り異 な り、そ の 価値観 に よっ て 決

め られ る。記念 品、形見、マ ニ ア 商品、骨董品な どが それ で ある。 「共通 価値 」 は 、全 て の 人 で 価値 が

共 通 な もの 、或 い は 、そ の 値段 が 知れ渡 っ て い る よ うな商品 を 言 う。1−Podや、メ モ リ等、市販 され て

い る 諸 々 の 商品を言 う。こ れ らは 大体 の 値段 を参加者 が 知 っ て い る。「相関価値 」 とは 、「私的価値 」 と

「共通価値 」 の 中問 の 商品を言 い 、現実 の オー
ク シ ョ ン に出品 され るほ とん どの 商品 が こ れに 当て はま

る。

　 最後 に、入札者 （bidder ）の タイ プ に 関 し て 、菅原 ・松 田 （2005）
5
は 「Early 　 Bidder 」、「Cheep 　 Early

Bidder」、「Sniper」、そ して 、「Sniper 　By　Continuation 」 の 4 つ の タ イ プ に分類 して い る。彼 らの 報告
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の 中で 、「 『Early　Bidder』 と は 、オ ーク シ ョ ン 初 心者 に多 い 入札行動 で 、入 札 し た い 意欲 は 高 い が戦

略がまず く、落札確率 が低い 入札者タ イ プ で ある。『Cheap　Early　Bidder 』は、落札 した い 意欲 は低 く、

商品 の 価格 の 安さに価値を 置 い て お り、価格 の ヒ昇に よ り、入 札意欲 も下が り、落札 で きない こ とが多

い 入札者タ イ プ で あ る u 『Sniper 』は、日ご ろ オ ーク シ ョ ン 経験 が 多 く、落札意欲 が 高 い た め、オ
ー

ク

シ ョ ン 中盤 以前 の 無駄な行動を省略 し、オ
ー

クシ ョ ン 終了間際 に 出現 し、他の札者に 落札 されな い よ う

な高 め の 金 額 を 1 回 の み 入 札す る。そ し て 、『Sniper 　By　Continuation 』は、『Sniper 』に似て お り、オー

ク シ ョ ン経験が多 く、落札意欲 も高 い 。オ ーク シ ョ ン の 終 了 間際に現れ、人札金 額 を 何度 も 更新 し、落

札す る タイ プ で ある。」 と して い る 。

　こ の よ うな状況 を行動分析 の 立 場 か ら考 え れ ば 、そ こ に 「ニ ーズ 1 があ り、行動を起 こ す こ と に よ り、

そ の結果がポジテ ィ ヴで あれば、それ が何 らか の 強化 と して 機能 し、そ の 行動 の 出現率が上昇する 。 ネ ッ

ト ・オ ーク シ ョ ン の 参加者が急増し て い る と言 うこ とは、そ こ に参加者に とっ て の ニ
ーズ があ り、何 ら

か の 条件性強化刺激が存在 し、そ れ に よ っ て 、参 加 行動 を 行 い 、強化がな され る た め参加行動 の 出現率

が 上昇 し て い る と考える。そ して 、それ らの ニ
ーズ は

一
律なもの で は な く、個 々 によっ て 、強化子が異

なる と考えられ る 。 石 山 （2005）
6

の 「イ ン タ
ー

ネ ッ ト ・オ
ー

ク シ ョ ン の 現状と今後」 の 中で 、  イプ

シ ・マ
ー

ケ テ ィ ン グ研究所の ア ン ケ
ー

ト調 査か ら、「イ ン タ
ーネ ッ ト ・オ ーク シ ョ ン の 利 用実態 と して 、

イ ン ターネ ッ ト・オ
ー

ク シ ョ ン の 利用経験者は 回答者の 55％ に の ぼ る。」 として い る。こ の ア ン ケ ー ト

の 総数は 2714名 で あ る。「そ れ ら の ユ ーザ の 中 に は 、生活者 の ツ
ー

ル と して 浸透 して い る層と、『
一

度オ
ー

ク シ ョ ン を体験 し て みた い 。 』 とい うライ ト・ユ
ーザー

層 が 混在 し て い る 。 」 と述べ て い る。そ し て 、そ

の 割合 は 「ヘ ビ
ー

ユ
ーザが 、IL1 °／o で ライ ト ・

ユ
ーザが29．6％存在 して い る。」 と し て い る。これ らの

ユ ーザ の 中で も、商品を安 く手 に 入れ るた め の ユ ーザ
ー

の み で は なくゲ
ーム感覚 と し て参加 して い る ユ

ー

ザも存在 して い る と考え る。また、コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の た め に、落札 自体をそ れ程気 に し ない ユ
ー

ザ

も存在す る で あ ろ う。強化子 となっ て い る もの が何 で あ り、そ の 割合が どの 程度になっ て い る か を明確

にす る こ と に よ り、何が ユ ーザ に と っ て の 強化 子 とな っ て い る か を 明確 に す る 必 要 が あ ろ う。行動分析

を行 っ た論文 と し て は 、黒澤 ・前川 （2001）
7

の 「イ ン ターネ ッ ト ・オ
ー

ク シ ョ ン にお ける入札者 の 行

動分析」 が あ る 。
こ れは、オ ーク シ ョ ン 参 加者 の 人 札行動 に 関す るデー

タを集積 し、財 （商品）が 入 札

者 にとっ て の 価値 の 違い に よ り、入札行動 に差異があるとす る研究結果を報 告して い る。そ の 中で 、 特

定 の 行動パ ター
ン と して 、Roth等 （2000＞

8
が述べ て 　，　

オ
曽
認

レ 断

〜1の蝸 〔

緊
憎7シ ’ン跡

隈　　　。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 o

い る 「Last　 Minutes　Bidding 」 の 存在 を 確 認 し て い

る。こ れ は、「私 的価値」の商品 の 場合、終 了 時間間際

に 急 速 な価格変動 が生 じ、こ れを 「Deadline 　Effect」

と読ん で お り、一
般 の 商取 引 に も見 られ る 。 と し て

い る。図 4 は、黒澤等の 報告 か ら、「全 て の 入札値

（価格）か ら時間及 び価格 の 両方を正 規化 し、そ の 平

均値を示 した もの で ある。」 と し た結果 を示 す 。
こ の

説明 に 関 して は、江 下 （2007） の 中で 、「骨董的価値

　 　 図 一2 デーク処 理 緒 果 ce” e チ V−・｝1の 4t ）

図 4 ．正 規化 された Deadline　Effect
　　　黒澤　　（2001）　よ り車云載
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ネ ッ ト ・オ
ー

ク シ ョ ン に お け る購買 行動

（私的価値） を有 し、且つ 、絶対数が少 な い 商品に対 しは、それ を他 者に獲得 され る こ とを避 け る 『損

失回避 の 心理』 が 作用 し、また 、終 了を待 っ て い た 入札者に 対 し、直前の 入 札者は 『自分を傷 つ けた者』

と言 う心 理 が 働 き延長時間 の 終了 間際に今度は相手 を傷つ け る ため の 報復的な人札 を行 うと言 う非合理

的な行動を選択する こ とが充分に考え られ る 。 そ して こ の 行動が相 手に とっ ては敵対行動 と解釈 され 、

結果的 に 報復合戦 の 形 で 取引 が 高騰す る可能性 が あ る。」 と説明 し て い る。こ れ らは 、説 明概念 と し て

は理解で きるが 、そ の 何が 強化子 と な り、何が罰 とな っ て機能 して い るの か 明確 で はな い 。こ の 強化 随

伴性 の メ カ ニ ズ ム を明確 に すれ ば、それ ぞれ の 参加者 の 行動特性 が 明確 になるはずで あ る。勿論こ れ は

多大な労力 が 伴 い 、全て を精査す る こ と は困難 で ある が、そ れ らの
一

般的傾向がつ か めれば、初心者 の

購買行動 か ら、熟練に至 るま で の 経緯を如実に知る こ と が可能とな る 。

目的

　ネ ッ ト・オ
ー

クシ ョ ン に参加 し て い る人 々 の 条件性強化刺激は ど の よ うなもの か 、ニ ーズ が何 で ある

か 、何 に よ っ て 強化 され て い るか個 々 の 状況 を把握する こ とは 重要 で あ り、今 まで の 行 動傾 向の 結果 か

ら考察す る の で は な く、個 々 の 行動 の 生起 は どの よ うな もの に よ っ て 制御 され て い る か を探る 必 要 が あ

る。今 回 は、ア ン ケ
ー

トによ っ て それ らの 分析 を行な い 、ど の よ うな条件性強化刺激が存在 し て い る か

理解 し よ うとす るもの で あ る。

手続き ・方法

　ネ ッ ト・オ
ー

ク シ ョ ン に対 し て 、ど の よ うな ニ
ーズ の 下 に 参加 し て い る か、強化 刺激 は 何 で あ る か を

確認す るた めに、ア ン ケ
ー

トを行 っ た （付録参照）。 最近 、 個人情報 の 問題 がかな り厳 しくな っ て い る

た め 、氏 名等は 設 問せ ず 、また職 業等 の 設問 も行わな か っ た。年齢、性別 の み を問 うた。設問 は 34問設

定 し た 。 質問 1 、 2 は被験者 の バ ッ クグラ ウン ドを確認 し、質問 3 、4 は 経験 の 有無、質問 5 は 、未経

験 の 理 由、そ し て 未経験者は終了 と な る。こ こ で は 、未経験、つ ま り、ネ ッ ト・オ
ー

クシ ョ ン に関 して 、

ま だ 強化 され て い な い 状況 で あ り、そ の 理 由を間 うもの で あ る。質閙 6 〜10は被験者の 状況を確認する。

質問11〜13は背景確認 、 質問 12に関 して は、ギ ャ ン ブル 性 の 行動傾向 が あ る か の 確認 で あ る 。 質問 14は

知識確認 、質閤 15〜17は キ ャ ラ ク タ 及 び 強化 子 の 確認、質 問 15は 、落札 で 興奮す る場合、落札 自体が 強

化子 と して 機能す る と考えられ る 。 質問 16は 、 対抗意識 を燃やす と言 うこ とは 、相 手 に 勝 つ こ とが 強化

とな りうる。質問 18〜26は行動傾 向確認、質問 18は、安 く購人 で きて い る か の確認で あ り、 質 問20〜24

は、質問 15〜17と関連 して 、何が強化とな っ て い る か の 確認で ある。 質問27は戦略 の 有無 の 確認、質問

28は質問 15〜27ま で の 確認 と し て強化 子 の 確認、質問29は 手段 の 確認 、質問 30〜32は 消去 及 び 罰 の 確認、

質問33は行 動傾 向 の 確認 、質 問34は、購 買相手 の 確認 で ある。

結果及び考察

　ア ン ケ
ー

トに関 して は、300 部印刷 し、4 年制女子大学お よ び 、ネ ッ ト ・オ ーク シ ョ ン に興味を持 っ

て い る人 々 に 配布 した 。ま た 、ネ ッ ト上 に 同様 の ア ン ケ ー トを設 定 し、入 力 して もらっ た。採取地域 は
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で 示 した もの で ある。 「不安 」、「参加方法

が分か らな い 」、「興味があ る が、装置が無

い 」 をあわせ れ ば、110件 とな り、 9 割 を

超 える。こ れ らの 被験者 は、潜在的には参

加 し た い が 、ま だ参加す る こ と に よ っ て 強

化を受けて い な い 者たち で あ り、参加 し て

強化 が与 えられれ ば、ネ ッ ト ・オー
クシ ョ

ン 行動を行う可 能性 が高い 、潜在的ネ ッ ト ・

オ
ー

ク シ ョ ン ・ビ ッ ダ
ー

と考 え られ る。

「全 く興味 を持 っ て い な い 」

名 古屋地 区で ある。

　回収は、印刷 ・ネ ッ ト上 か らの 収集 を含め、291件 で あっ た 。 性別 は 男性、59名　 女性 232名 で あ っ た。

年代に 関して は 、
20代未満が 121名 、

30代未満 が 119名、40代未満 が 20名 、50代末満 が 11名 、60代未満 が 11

名 で あ っ た。被験者 の 多くが学生 で あ る た め 、こ の よ うな偏 り が生 じた と考え る 。 ネ ッ ト・オ ーク シ ョ

ン の 未経験者 は 、男子 14名、女 子 106名計 120名 で あ っ た。約 4 割 の 人 たちが未経験 で あ っ た。こ れ は 、

石 山 の 結果 と近似 し て お り、標本数 は少 ない もの の 、経験 ・未経験に関 し て は、平均的母集団 で ある可

能性 が 高 い 。

　未経験 の 理 由 に 関 して 質 した 問 5 の 回答は、「不 安だ か ら」 が 62件、次い で 、「参加方法が分か らない 」

26件、「興味無 く装置が無 い 」 22件 、
「興味 は あ る が、装置が無 い 18 件 、そ の 他 で 「全 く興味 ない 」 が

2 件 とな っ た。図 5 は 、それ らの 結果 を％　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　 tST 安

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 』 方法不明

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 』 輿 味 窺置無

巳 岨 味 萪 装置 量

b そ の 他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 図 5 ．質問 5 ：今ま で なぜ参加 しな か っ た か （％ ）

　　　　　　　　　　　　と答 えた 2 名 は オ ペ ラ ン トに 自らネ ッ ト
・オ ーク シ ョ ン に 参加す る可能性

は 低 い 。「興味 が 無く、装 置も無 い 」 と答え た 22名 も装置 が 手 に 入 れ ば、参加 す る 可 能性 も無 くは な い 。

こ の よ うな結果か ら 、 まだまだネ ッ ト・オ
ー

ク シ ョ ン の 参加人 口 は 増加す る 潜在性 を持 っ て い る と言え

よ う。

　そ れ 以外 の 被験者、171名は、何 ら か の か た ちで 、ネ ッ ト ・オ ーク シ ョ ン に 参加 して い る 。 質問 3 ・

4 に 関 して は 、
「あま りし て い な い j、「たまに して い る」 が ほ ぼ半 々 で 、 9 割以上 を占めた。積 極的な

マ ニ ア は 5 ％以下 で あ っ た 。質問 6 の 経験年数は 、 3 年未満が 108名 で 半数を超 えて い る。最長歴 で

「6 年 」 で あ り、2000年 に 入 っ て か ら始め た 人 た ち で あ る。黎明期か らの 被験者は存在し な か っ た。ネ ッ

ト ・オーク シ ョ ン の様 々 な問題が か な り整備 され て か ら参加 した人 々 で ある。また、質問 7 の 「年間何

回 くらい 参加す る か 」 に 対 し て は 、ほ と ん ど の 被験者が 、年数回の 参加 で あ り、月 1 回以 上 、っ ま り年

間 12回以上 の 被験者は 、30名 ほ どで あ っ た。質問 8 の 「売 る 方 が 多い か 、買 う方 が 多 い か 」 の 質問 に 対

して は、「半々 」 と回 答 した者 は i8名 で 、それ以外 は、「買 う方 が 多 い 」 が 、45名、 「買 うだけ」 と圃答

した の が 90名 で あ っ た 。 残 りは無 回答 で あ っ た。今回 の 結 果 で は、ほ とん ど が購入 を 目的 と して オーク

シ ョ ン 行動 を行 っ て い る よ うで あ っ た。

　質問 9 の 「落札 の 割合 は どの くらい か」 に対 して は、図 6 の ご とく、約 7 割が か な り落札を して い る。

興味深 い の は 、
「ほ とん ど落札 して い な い 」 が 約 25％存在 し て い る。こ れ は 、落札 が 強化 子 で は な く、

一 6一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Takada Junior College

NII-Electronic Library Service

Takada 　Junior 　College

ネ ッ ト・オー
ク シ ョ ン にお け る購 買行動

別 の もの が強化子にな っ て い る 可 能性 が高

い 。も し、落札す る こ とが
、 強化子 （落札

し て 手 に 入 る商品も含め ） で あるな らば、

落札 「で き な い 」、或 い は 「し な い 」 事象

は消去 で あ り、 通常は そ の行動は 出現 しな

くなる はずで ある。おそ らく、別 の 何 かが

強化 子 と して働 い て い る 可能性 が あ る。参

加 し、キ
ー

を叩い た り、時間つ ぶ し的な行

動が 強化 とな っ て い る の か も しれ な い
。 ま

た 、「ほ とん ど落札 t とした被 験者は、も

h 殆と落札

』 わ、な り落ホL
h 半々

b 不落札多

臨 殆と不落札

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 図 6 ．質問 9 ：落札 の 割合は どの くらい か （％ ）

し か した ら、「商品 を 手 に 入れ る」 事態よ り、「落札す る こ と」 が強化 とな っ て い る 可能性が高い 。これ

は 、他 の 設問 と総合的 に考え る必 要 が あ る。ニ
ーズ も 「商 品を手に入れ る」 以外 の 何 か が存在す る と考

え られ る。

　質問10に 関す る回答は 、「趣味関係 」 と 「生活 必 需品 小 物 」 が 95％ を 占め 、残 り 5 ％ が 「そ の 他 」 で

あ り、「生活 必需品大物」、「贈答品」 は無 か っ た。質問 ll、 「経済的状況 」 に 関 し て は 、
「非常 に し ん ど

い 」 が7．　6％、「やや不足気味 」 29．4％、「普通 」 41，1％、「やや余裕」 11．7％ で あ り、「非常に余裕 」 は

ゼ ロ で あ っ た。質問 12の 設問 「バ ーゲ ン や福袋 に 興味 が あ る か 」 の 質問 に 対 し、「全 く無 い 」 が 27名 、

「あま りな い 」 56名 、「少 しあ る」 32名 、
「非 常 に 興 味があ る J38 名 と割れ た。ギ ャ ン ブ ル 感覚 ・ゲーム

感覚 の 強い キ ャ ラ ク タ は、「興 味が あ る」 と回答す るで あろ う。ほ ぼ半数が何 らか の ギ ャ ン ブル 性 を 持 っ

て い る と考えられる 。 時間 に 関す る質問 13で は、90名 が 「時間が 不足 して い る」 と答え て お り 、
22名 が

「全く時間 が無 い 」 と答 えて い る。「全 く暇 1 は 18名 、「やや暇 1 が38名 で あ っ た。ネ ッ ト・オーク シ ョ

ン は終了 期限ま で か な り時間が か か り、時間 の 無い 人 た ち はネ ッ ト・シ ョ ッ ピ ン グの 方が便利 で あろ う

が
、 今回 の 結果か らは 、時間が 足 りな くて も参加 して い る人 た ち が か な り存在 して い る事実 が 明 らか に

な っ た。質問 14で は、ネ ッ ト ・シ ョ ッ プ とネ ッ ト・オ
ー

ク シ ョ ン の 違 い に つ い て の 質問 で あ る が、「全

く 出来 な い 」、「余 り出来 な い 」 を 回答 し た の は 、23名 で あ り 2 割弱 の 被 験者 が 余 り理解 で き て い ない よ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 』 3 〜6 ポイント
うで あ る が 、 8 割以 上が違い を理 解し て

い た。質問 15〜17は相手 に対す る対抗意

識 を 問 うた も の で あ る。こ れ ら を纏め て

集言＋・額 問 15− 17の それぞれ ・ 回答 軌
番号をポイ ン ト化 し、そ の 合計 を調査 し

た 。結果 を 図 7 に 示す。数値は 「％ 」 で

ある。理論 的最低 ポイ ン トは 、「3 」 （全

て に 「11 を 選択 し た 場合） と な り、最

高 ポイ ン トは 「12」 （全 て に 「4 」 を選

択 した 場合〉とな る。ポ イ ン トの 低 い 人 図 7 ．質問15−17の得点ポイ ン ト （％ ）

b7 〜8ポ イント

昏 g 〜11ポ イント

』無回莟
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は 、 対抗者 の 行動 に 対 し、自分の 行動 は ほ とん ど影響 されな い 人達 で あ る。ポイ ン トの 高 い 人は、対抗

者の 行 動に か な り影響され る 人 と考 えられ る。結果は、最高得点者が 11ポ イ ン トで あ り、6 名存在 し、

対抗者 の 行動 に 対 し何 らか の 影響を受け る 9 ポイ ン ト以上が48名存在 した 。ま た 、最低点 の 3 ポイ ン ト

が 10名、4 ポイ ン トが 22名 、 5 ポ イ ン トが 3 名 、
6 ポ イ ン トが 34名存在 し、 7 ポ イ ン トの 人が 31名、8

ポ イ ン トの 人 は 12名存在 した。無回答者 （質問 15〜17ま で 、
一

っ で も解答 して なか っ た場合は 「無回答

者」 と した ） 6 名。 1 〜 6 ポイ ン トの 比 較的冷静な判断 をす る人たちは40％を超えた。し か し、対抗者

に影響を受 けやす い 被験者も30％以上存在 して い る事実 が 確認 さ れ た。お そ ら く、対 抗者 の 行動 に 対 し

て そ れ程影響を受けない 被験者は 、純粋 に商品 を自分 の 定め た 金額で購入 し よ うと して い る人た ちで、

目標 も し っ か り して い る と考え られ る。 こ の よ うな人 々 の 行 動 は、商品が手 に 入 る こ とに よ っ て 強化 さ

れ、落札で きる ・で きな い 、の 結果はそれ程影響 され な い と考 え られ るが 、対抗者に対 して影響を受け

やす い 人 々 は、「商品 を 手 に 入 れ る 」 以前に、対抗者 に 「勝利す る」 事自体が か な り強 い 強化 とな っ て

い るで あろ う。

　質問18は、
一

般的 に 「市場価格 よ り安く手 に 入 る 。 」 と言われ る 事実を、被験者は どの よ うなイ メー

ジ で接 して い る か を確認 す る た め に 設定 し た。回 答者 の 23％ が 「全 く思 わ ない 1、「あま り思 わない 」、

っ ま り、「安 くな い 」 と答え て お り、75％の 回答者が 「や や思 う」、「非常に 思 う」 と 回答し て い る 。
こ

の 事実も興味深 い 。オーク シ ョ ン は、自分 で 値段を設定で き る が、対抗者に よ り必ず しも自分が設 定 し

た 値段通 りに購入 で き る 保証 はない 。「安 い と思 わ な い 」 と回 答 した人 々 は 、対抗意識 を燃や し、勝利

す る こ とが 本人 の 強化 と な り、自 ら値を 吊 り上 げて し ま っ て い る可能性 が 高 い 。石 塚 等 （2006 ）
9

の

「ネ ッ ト ・オ
ー

ク シ ョ ン に お け る商品取 引 の 特性分析」 の 中で は 、大体 にお い て 、定価 よ り安く落札 し

て い る結果を示 して い る。筆者 の 調査で も同様の 結果を示 し て い る。
2007年夏 に ブーム と な っ た 「ビ リー

ズ ・ブー
ト
・キ ャ ン プ 」 と言 う、ダイ エ ッ ト用 トレ

ー
ニ ン グ ビデオ と ゴ ム バ ン ドが 収納され て い る セ ッ

トで あ る。オーク ・ロ ーン 社が 日本 の 代理店 と な り、シ ョ ッ プ ・チ ャ ン ネ ル で 4 月頃か ら宣伝 を開始 し、

9 月頃ま で 500万本販 売 し た （ら しい ）製品 で あ る 。
こ れ は 、4900 円 の 3 回払 い で 、ト レ

ー
ニ ン グ を し

て、 1 週間 の 体重を計 りそ の 記入 し た表を送 り返す と、5000 円の キ ャ ッ シ ュ バ
ッ ク がな され る と言 うも

の で あ る 。 販売会社 の 要求通 りに行 え ば、送料 は 別 で あ る が 9700円 で 手 に 入 る。こ れ らは 、ネ ッ ト ・オ ー

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1500D
ク シ ョ ン で も非常 に沢 山取 り上

げ られ て お り、時系列的に落札

金額をプ ロ ッ ト し たもの が 、 図 　 10000

8 で あ る。 5 月
’− 9fi ま で の 落 続

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 価

札価格 で あ る。時系 列 は 正 確で 格

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5000

は ない が、大体 の 時間系列 は理

解で き るで あろ う。グラ フ の 上

か ら 2 番 目の 横軸は 、10000円の

ライ ン で あ り、そ の 少 し下が定

価 と考 えれ ば よい 。大部分は 定

さ 55 う1 ら さ 5 さ さ サ ら 5ss ： 5 さ さ 5 さ ss リ サ s55s さ seeeeeee りe コア 11 リリユラ1 ぴ1 ひマ1 りひ1 コ さ
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価 よ り安 く蕗札 され て い る 。 2 例 の み 落札価格が 互0000円を超 えて い る。こ れ らは、対抗者 に対す る意

識 を燃や した 落札者が 居 た の で は な い だ ろ うか ？　質問19は、最高落札価格を 聞 い た もの で あ る が、今

回 の 調査 で は、最大30000円 で あ っ た。質問 20〜24 は、購入者 の 行動特性 の 内容で あ り、質問15〜17と

1司様 の 集計方法を行 っ た。ただ し、質問23、24、の 番 号を入れ替 えて ポイ ン ト化 を行 っ た。つ ま り、質

問 23
、

24は 、
「1 」 を回答 した者 を 4 ポ イ ン ト、

2 を回答 し た者 を 3 ポ イ ン ト、以 下同様 に処 理 を行 っ

た 。理論的最低ポイ ン トは、5 ポイ ン トで あ り、最高ポイ ン トは 20ポイ ン トで ある。 0 〜 8 ポ イ ン トの

人 は 、戦略 も無 く、対抗者 の 行動に 左右されやす く、また、商品が直接的な強化子 とは な らず、参加、

若 し くは 落札行 動が強化 され て い る人たちで あ る と考 えられ る 。
15〜20ポ イ ン トの 人たち は 、

オー
クシ ョ

ン 本来 の 目的を踏襲 し、堅実な戦略に従 っ て 確 実に安い 商品が強化刺激 とな っ て い ると考えられ る。今

回 の 結果 は 0 〜 8 ポ イ ン トが 8 名、9 〜 14ポ イ ン トが 103名、15 〜 20ポ イ ン トが 36名、そ して 無回 答が 24

名 と なっ た。結果を図 9 に 示 す。こ の結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』 15〜20ポ イント

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ［きg 〜14ポ イント

で は、堅実派と考 え られ る被験者 が20％強

存在 し、オ ー
ク シ ョ ン 以外 の も の が 強化刺

激 とな っ て い る可能性 の ある人 たちが 、 5

％ ほ ど存在す る 事実 が確認 され た。質問 25

で は ほ とん どの被験者がヤ フ
ー

を使用 して

お り、 8 名ほ どが モ バ オクを使用 して い た。

楽天、そ の 他 は 、今回 の 調 査 で は 観察さ れ

なか っ た。質問26で は、「必 要な も の が 出

た と き 」 が 8割 を 超 え、「恒常的 に 中毒の

b 　@O 〜8　ポイン

b 無

答 　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　図9 ． 質問20 〜 24 の集 計 ポ

ン ト ように」が 数名存在した。また 、 「退 屈 な とき 」 が1 割 ほ どであっ た。質 問27 の「 送料 に関し

考 慮 す るか」つ まり、同梱 （他の 製品も
購人

し、同 一一 送 料 の 中に入れ ると 送料 の単 価当たりの送料

額が 引き ド げ られる 。 ） を 考 慮す るかに関 しては 、 「 全 く考慮し ない 」、「 ほ とん ど 考 慮しない」 が 95

を超え、落 札 商品 に対 して の 送料と 考えている。質問28 は複 数回 答 可 の 「 オー クショ ン の魅力は何

」を 確 認 する もの
であり 、「魅力」一 強 化 刺 激と 考えてよいであろう 。 複 数 回答が可能で あるため、 総

数 は 253 件と なり、 そ の 結 果

図 10 に 示 す。件 数の多い順に

列した 。 「 商品を安 く購入で き る

、108 件、 次い で 、 「 自分で 値

を決め られ る」 63 件、 「 参 加 が

し い 」 30 件 、「種 々の製 品が 分

る」27 件、「落 札の興 奮」 15

、「 落 札 の 競争」8 件、 最 後に 「

の 他 1 で 、 「 レア 物 が手 に入 る1

2 件と な
った。こ の 中 で、注 目す

きは、

参加す

こと

楽
し
い

」
、
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「落札の 興奮」、「落札 の 競争」 と回 答 した被 験者 が、50件 以上存在す る こ とで ある。約 20％ の 存在 で あ

る。こ れ らの 被験者 は、か な りゲ
ー

ム 感覚 で 強化 自体が商品 の 入手 か ら離れ て い る と考え る。

　質問29 の 「オ ー
クシ ョ ン への 使用機器 」 に関 して は、ほ と ん どが パ ソ コ ン の み を使用 し て お り、携帯

も使用 し て ア ク セ ス して い る被験者は 27％で 、携帯の み で ア ク セ ス して い る被験者は 4 ％ で あ っ た。質

問 30の 「相手 の 評価を し て い る か 」 に 対して は 、約 6 割 の 被験者 が 「評価 し て い る 」 と回 答 し て い る 。

質問31 ・32は、「過去に トラブ ル に巻 き込 まれ た こ とが ある か 」 で あ り、結果 は 、「全 く無い 」 が 8 割を

超 え、 1 割少 々 の 被験者が 「た ま に し か な い 」 と回 答 し、「何回 か あ る 」、「し ょ っ ち ゅ うあ る 」 に 対 し

て の 回答者は存在 しなか っ た 。最近 の 取引に 関する 整備 の 賜物 で あろ う。
「たま に しか な い 」 の 回答者

は質問32で 、「製品 の 問題 」、「金銭 と品物 の 授受 」、そ して 「対応 の 問題 」 を挙げ て い た。 「週 の うち い

つ 頃オ
ー

ク シ ョ ン に 参加す る か 」 の 質問33で は、ほ と ん ど の 被験者 が 特 に 決 ま っ て い な く、気 が 向 い た

ときに行 っ て い る回答 を得た。最後 の 質問 34の 「購入先相手 は業者か個人 か 」 に 対 し て は、「全 て 個人 」

と 「か な りの 部分が個人 」 を合わせ 118名で あ り割合 か ら行 けば約 70％が個 入か ら購人 し て お り、業者

か らの 購入 は 3 割 を
．
ド回 っ た 。

　今 回の 被験者数は経験者 正71名 と
．
般 の 調査に 比 べ 、約 10分 の 1 の サ ン プ ル 数で ある が、被験者の ネ ッ

ト・オーク シ ョ ン に 関す る購買行動 に 関 し、強化 子 が
一

義的 で な く、少 な く と も、4 つ 以 上 の 要 因が あ る

結果を示 した 。

一
つ は 、純粋に 商晶を安 くネ ッ ト上 で購入す る 。 それ は 、

「安い 落札商品 」 が強化子 に

なっ て い る。本来 の ネ ッ ト・オ
ー

ク シ ョ ン の 目的を踏襲す る参加者 で あ り、次 い で 、「落札 」が強化子に

なっ て い る と考 え られ る 参加 者 の 存在 、そ して 、ラ イ バ ル （他 の 入 札者） と競 う事 が 強 化 了一と な っ て い

る参加者、「参加す る こ と」 自体が強化子 に な っ て い る 参加者 で あ る 。 詳細 に分析 すれ ば 、 多くの カ テ

ゴ リに 細分化 され る と考 えられ る が、ネ ッ ト
・
オ
ー

ク シ ョ ン の 参加者 の ニ
ーズ は 、安 く自分 の 欲 しい 商

品を手に入れ るの みな らず、他 の 要因 も作用 し て、ネ ッ ト ・オ ーク シ ョ ン に参加 して い る事実が 確認 さ

れ た。こ の よ うな購 買行動 の 詳細な分析 を行 い 、ニ
ーズ を確認 し、そ の 行動 が何 に よっ て 強化され て い

る の か を分析 す る こ とは 、購 買行動 の 明確な予測 と統制 が 可能 となろ う。例 え ば、文頭 で 示 し た、菅原 ・

松 田 （2005）が 行 っ た分類 の 「Early　Bidder 」、「Cheep　Early　Bidder」、「Sniper 」 ，そ し て 、「Sniper 　By

Continuationl の 4 つ の タ イ プ に関 して も、「Early　Bidder 」 は 「オ
ー

ク シ ョ ン 初心者 に 多い 入 札行動

で、入 札 した い 意欲は 高 い が 戦 略 が まず く、落札確率 が 低 い 入札者 タイ プ で あ る。」 と し て い る が 、そ

れ らが どの よ うな行動 を経 て、エ キ ス パ ー
トに な っ て い くか の プ ロ セ ス は行動を 詳細に 分析 しなければ

説明され に くい で あ ろ う。「意欲が高い 」 と言 う事 は 、ドラ イ ブが高 く、落札 によ っ て 商品を手 にす る

行動が条件性強化 と して 機能す る 。
「落札確 率 は 低 い 」 と言 うこ と は、部分 強化 と し て 機能 して お り、

VR の ス ケ ジ ュ
ー

ル に則 っ て い る と考え られ る。こ れは消去 抵抗が か な り強く、そ の 行動の 持続性が高

い 。 「Cheep　Early　Bidder」 は 、「落札して 、商品 を 手 に 人 れ る」 こ と よ り も 「よ り安 く」 手 に 入 れ る こ

と が強化 と な っ て い る 。 従っ て 、 商品の 値段 が上がれば、意欲はな くなるが、よ り安 く手に入 れた場合

は、か な り強 い 強化 が 与 え られ 、そ の 行動は 、よ り安い 商品 の探索行動を促進 させ る で あ ろ うし、こ の

行動 もVR ス ケ ジ ュ
ー

ル に則 っ て い る た め 、消 去抵抗 は か な り強 く、 ビ ッ デ ィ ン グ行動 は 維持 され る と

考え られ る 。
「Sniper」 も同様 で あ り、多 くの 消去、強化過程 を経 て 、終了間際に落札可能 な金額 を人
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札 し、また別 の 入札 を探索す る行動 が 強化 され た と考 える。 「Sniper 　By　Continuation」 と 「Sniper 」

の 違 い に 関 し て は 、も しか した ら、ラ イ バ ル 意識 の 強い 、弱 い 、の 違 い で は な か ろ うか、今回 の ア ン ケ ー

ト結果 か らも見 られ る よ うに 、ラ イ バ ル 意識 が 強ければ、安く落札す る以 上 に、「相 手に勝 つ 」 事 が強

化 と な っ て い る 可能性 が 高 い の で あ る。また、「Early　Bidder 」 か ら 「Sniper」 に どの よ うに 移行す る

か は 、そ れ ぞ れ の 行動を詳細に調査すれば、何が強化子 にな り、何を弁別 し 、 どの行動が強化され て 変

容 して い くか明確 にな る で あ ろ う。今回、不参加 （参加 した こ と が 無い ）被験者 の 約 90％が、「不安 」、

「方法 が 分 か らな い 」、「興味 は あ る が装置が 無 い 」 と し て い る が 、これ ら の 被験者 は 、不安を取 り除き、

落札 の 強化 が 与 え られれ ば、オペ ラ ン トに購買行動を 自発する と考え る。ま た 、「方法が 分 か らな い 」

被験者も同様で 、方法を ガ イ ドし、落札 の 強化 を与 えれば よい し、「興味 は あ る が装置 が 無 い 」 被験者

な ど は 非常 に 簡 単 で 、 装置を 与えれ ば 自ら行動す る可能性 が 高い 。但 し、どの よ うな参加者 に な る か は

まだ予測 が つ か な い 。つ ま り、ラ イ バ ル と競 い 合 うよ うに な る か 、参加す る だ けに な るか 、通常 の 購 買

者に な る か 、そ れ らは 、今後 どの よ うな強化 を受け る か に よっ て 決ま っ て く る で あ ろ う。

　し か しなが ら、今回 の ア ン ケ
ー

ト結果 で は、強化子 自体が持 つ バ リ ュ
ー

はそれ ほ ど高くな い こ とが判

明 した。強化子 の 持 つ バ リュ
ーが高ければ、行動が 非常に促進 され るわけ で あ る が、被験者達 は ネ ッ ト ・

オ ー
ク シ ョ ン 参加 の 回数もそ れ ほ ど高ま っ て い ない 。これ は 、強化子 の バ リュ

ー
はそれ程 高 くない こ と

を示 し て い る。今回 の ア ン ケ
ー

ト結果 は 必ず し も購買者 の 標準的な母集団か らの サ ン プ リン グで はない

が、多くの 知見 をもた らして い る と考える。また、こ の 作業を して い る うち に、業者 （出展社）の 行動

も興味あ る題材 と考え る よ うに なっ た。多くの 業者が 大企業で はな く、もしか した ら、地域 で は 成 り立

ち行かな くな っ た小 さな会社 が、ネ ッ ト販売に 活路を見出し て い る の か も しれ ない 。 こ れ らは、なか な

か 調査 し にくい 内容 で は あ る が
、 強化

一
条件付 けか ら行動を分析すれ ば興味深 い 題材で ある と考え る。
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ネ ッ ト・オー
ク シ ョ ン にお け る購 買行 動

付録 ： ア ン ケ
ー トの 内容

当て はまると こ ろに 「0 」 を付け て くだ さい 。ア ン ダー
ライ ン の と こ ろ は、数字を入 れ て くださ い。

「そ の 他 亅 の と こ ろ は、も し あ りま した ら、文字を入れて こ回等下 さい 。

1 ．性別　　 1 ．男　　 2 ．女

2 ．年齢　　　　　 歳

3 ．あなた は、ネ ッ トシ ョ ッ ピン グをした こ とが ありますか ？

　　1 ．全 く して い ない 　2 ．あま り して い な い 　3 ．たま に して い る　4 ．し ょ っ ち ゅ うして い る

4 ．あなたは、ネ ッ トオー
ク シ ョ ン に参加 し た こ とがありますか 。

　　1 ．全 くして い な い 　2 ．あま りして い な い 　3 ．たまに して い る　4 ．し ょ っ ちゅうして い る

　　　　 「1 亅 と答えた方は、質問 5 を答え て 頂 い て 終了 に なります 。 ご協力有難うござ い ま した。

　　　　 「1 」 以 外 を答えた方は、質問 6 か ら順次お答え下 さい 。

5 ．何故 、 今まで して い な い の で し ょ うか ？

　　1 ．興味がな い し装置がな い　 2 ．興味 はあるが装置がな い 　 3 ．参加する方法が分か らない

　　4 ．不安だ か ら　 5 ．そ の他 （　　 　　　　　　　 　　　 ）

6 、ネ ッ トオ
ー

クシ ョ ン 歴は何 年 ですか ？　　　　　　　　　　　　 年

7 ．年間 、 何回 くらい ネ ッ トオ
ー

クシ ョ ン に参加 しますか ？　　　　　 回

8 ．売る方が多い で すか 、 買う方が多 い で すか ？

　　 1 ．売る ほ うが 圧倒的 に 多い 　2 ．売る方がかな り多い 　3 ．半 々　 4 ．買う方がか なり多い

　　5 ．買うだけ

9 ．落札するの は、参加 したオークシ ョ ン の 中で 、だ い た い どの くらい の割合ですか ？

　　 1 ．ほとん ど落 札する　2 ．か なり落札する　3 ．半 々 くらい 　4 ．落札 で きな い 方が多 い

　　 5 ．殆 ど落札 しな い

10．ネ ッ トオ
ー

ク シ ョ ン で 主 に 購 入するもの は何で すか ？

　　 1 ．趣味関係　2 ．生活必需 品小物　3 ．生活必需品大物　 4 ．贈答 品

　　 5 ．その 他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　 ．　 ）

11．あなた の 小遣 い の 経済状況 は ？

　　1．非常に しん どい 　2 ．やや不足気味　　3 ．普通　　4 ．や や 余裕 　5 ．非常 に 余裕がある

12．あなた は 、バ ーゲ ン や 福袋 などに 興味があ りますか ？

　　 1 ．全 く無 い 　2 ．あま りな い 　3 ．少 しある 　4 ．非常に興味ある

13．あなたは、自分自身の 時間に つ い て 、どう感 じて い ますか ？

　　 1 ．全 く暇　2 ．や や 暇　3 ．普通　4 ．やや時間が足 りな い 　 5 ．全 く時間が無い

14．ネ ッ トシ ョ ッ ピ ン グとネ ッ トオ
ー

ク シ ョ ン の違い を説明 で きます か ？

　　 1 ．全 く出来な い 　2 ．余 り出 来 な い 　3 ．あ る程 度 で きる　4 ．ばっ ち り出来る

15．ネ ッ トオ
ー

クシ ョ ン の 落札 したときは興奮し ますか ？

　　 1 ．全 く興奮 しな い 　2 ．余り興奮 しない　3 ．やや興奮する　 4 ．非常 に興奮す る

16．ネ ッ トオ
ー

クシ ョ ン でライバ ル に 対抗意識を燃や した こ とはありますか ？

　　 1 ．全 く燃 やさな い 　2 ．あま り燃 や さない 　3 ．多少も や す 　4 ．い つ も非常 に 燃や して い る

17．他 の ビ ッ ダー
（オ

ー
クシ ョ ン 参加者）が値段を上 げると、頭に きますか ？

　　 1．全 く来 な い 　2 ．それ程 こ な い 　3 ．すこ しくる　 4 ．ひ じ ょ うに くる
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18．ネ ッ トオ
ー

クシ ョ ン で は、他 の 方法よ り欲 し い もの が格安 に購入 で きて い る と考え ます か ？

　　 1 ．全 く思わな い 　 2 ．余り思わな い　 3 ．や や 思 う　 4 ．非常に 思 う

19．ネ ッ トオ
ー

ク シ ョ ン の 今 ま で の 最高 落札価格を教え て くだ さい 。　　　　　　 円

20、ネ ッ トオ
ー

クシ ョ ン で購入 した もの は、あなた に と っ て 必要なもの で したか ？

　　 1．殆どが必要 で ない　 2 ，か なりが必要 で な い　 3 ．か な りが必要 で ある　 4 ．殆 どが必要なもの

21．ネ ッ トオ
ー

クシ ョ ン で購入 した後、後悔 した りした こ とは ありますか ？

　　 1 ，い つ も して い る　　2 ．たまに して い る　 3 ．それ程後悔し ない　 4 ．後悔 した こ と は 全 くない

22．ネッ トオ
ー

ク シ ョ ン で 、落札 するため の あなたな りの 戦略 を持 っ て い ますか ？

　　 1．全くない　2 ，あまりない が少し考える　3 ．それなりの戦略がある　4 ．し っ かり戦略を立て て い る

23．ネ ッ トオ
ー

クシ ョ ン で 、最後 の 数分 で 竸 争者 に 対抗 し て値段を上 げる こ とが 多い で すか ？

　　 1 ．全 くな い 　2 ．あま りな い 　3 ．たま に ある　4 ．し ょ っ ち ゅ うある

24．落札 した とき 、 自分の 予定価格を上 回 る こ とが多 い で すか ？

　　 1．全 くない 　2 ．余 りな い 　3 ．た ま に ある　4 ．し ょ っ ち ゅ うある

25．ネ ッ トオー
クシ ョ ン は、主に ど こ の ネ ッ トを使用 し て い ますか ？

　　 1 ．ヤ フ
ー

　2 ．楽天 　3 ．E−bay　4 ．そ の 他 （　　　 　　　　　 ）

26．どの ような時、ネ ッ トオ
ー

ク シ ョ ン に 参加 し ますか ？

　　 1 ．退屈 なとき　 2 ．必要な もの が出た とき　 3 ．友達と騒い で い るとき　4 ．お金がな い とき

　　5 ．恒常的 に 中毒 の よ うに 　6 ．そ の 他 （　　 一　 一　　　　　　　　　．．）

27．送料料は大体 1000円 くら い で すが、それらを低減させ るた め に複数の 商品を購入 した り し ますか ？

　　（同梱を多 くして い ますか ）

　　 1 ．全 く考慮 しな い　 2 ．少 し考慮する　 3 ．か な り考慮す る　 4 ．常 に考慮す る

28．ネ ッ トオー
ク シ ョ ン の 魅力は何 ですか ？ （複数回答 可）

　　 1 ．自分 で 値段 を決 め ら れ る　 2 ．競争 して 落札す る　 3 ．安 く欲 しい もの が購入 で きる

　　4 ．色 々 な製品情報が手 に 入 る　 5 ．落札 の 興奮が ある　 6 ．参加する こ と が楽 し い

　　 7 ．そ の他 （　 　　 　　 　　 　　 　 　　 　　 　　 ）

29．あなた がネ ッ トオ
ー

クシ ョ ン に参加す る ときは携帯が 主 で すか パ ソ コ ン が 主 ですか ？

　　 1 ．携帯の み 　2 ．携 帯 が 多 い 　3 ．半 々 くらい 　4 ．パ ソ コ ン が多い 　5 ．パ ソ コ ン のみ

30．あなた は、落札後相手 の 「評価 」 を行 い ます か ？

　　 1 ．全 くしな い 　2 ．たま に しか し な い 　 3 ．わりとする　 4 ．必ずする

31．あなたは、オ
ー

クシ ョ ン で 、トラブル に見舞われた こ と があります か ？

　　 1 ．全 くな い 　2 ．ほ と ん ど無 い 　3 ．何回 か ある 　4 ．しょ っ ち ゅ うある

32．それ らは、どの よ うなも の ですか ？ （複数回答可）

　　 1 ．製 品 の 問 題 　 2 ．金銭 と 品 物の 授 受 の 問題　3 ．対応 の 問題　4 ．納 入期 臼 等 の 問題

　　 5 ．ネ ッ ト自体の 問題　6 ．そ の 他 （　　 　　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　 ）

33．あなた は週の 内、い つ 頃オー
ク シ ョ ン に参加 します か ？

　　 1 ．決ま っ て い なく、気の向い た とき　 2 ．主にウ ィ
ー

クデ
ー　 3 ．主 に 週 末

34．あな た が購 入す るオ
ー

ク シ ョ ン 相手 は、個 人 で す か ？ 業者 で す か ？

　　 1 ．全て個人　2 ．か な りの部分が個 人　3 ．半 々　 4 ．かな りの 部 分が業者 　5 ．全 て 業者

　 　　 　　 　　　 　　 　　 　 以 上 で す。ご協 力有難 うござ い ま し た。
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　　　 キ ャ リア ・ コ ン サル テ ィ ン グ技法 に 関す る考察

若年者キ ャ リア ・コ ン サル テ ィ ン グ にお ける課 題 を中心 に 一

　　　　　　　　Consideration　on 　Career　Consulting　Techniques
− Focusing　 on 　Problems　in　the　Career　Consulting　for　the　Young 　People一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　手　 　嶋　 　慎　 　介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Shinsuke　 Tejima
（要 約 ）

　キ ャ リア ・コ ン サル タ ン ト5 万 人育成 の 目処 が 立 っ た こ と に よ る キ ャ リア ・コ ン サル タ ン トの 制度化 へ の 動向

を踏まえ、若年者 を 対 象 とす るキ ャ リア
・

コ ン サ ル テ ィ ン グの 構図を 明確 に し て い る。若年者 向 け キ ャ リア ・コ

ン サ ル テ ィ ン グ 実施 に必 要 な 能 力 や 技 法 、そ し て 教育機 関に お け る 支 援者 の 要件 に っ い て 考察 し た、ま た 「企業

が 求 め る人 材 」 を明 確 にす る こ と が若 年者向けキ ャ リア
・

コ ン サ ル テ ィ ン グ の 要 で ある と考え議論 した。

（キ
ー

ワ
ー

ド）

　キ ャ リア ・コ ン サル テ ィ ン グ、若年者 向 け キ ャ リア
・コ ン サ ル タ ン ト、企 業 が求 め る 人 材

1 ．は じめ に

　個人 の キ ャ リ ア形成に 関する情報提供や相談援助に関す る支援は、職業紹介機 関、職 業能力開発機関、

民間相談機関な どに よ り行 われ て お り、キ ャ リア ・カ ウ ン セ リ ン グ、キ ャ リア ・ガ イダ ン ス 、産業 カ ウ

ン セ リン グ、職業相談 、 職業指導、能力開発相談な ど の 様々 な名称が 用 い られ て い る。こ の よ うな現状

に お い て キ ャ リア ・
コ ン サル テ ィ ン グ とは 「従業員 と十分な話 し合 い の 上、従業員 の キ ャ リア を十分に

把握 し、そ れ を的確に 記述す る と と もに 、そ の 能力 を正 確に評価 し た上 で 、 企業や産業界 の ニ
ーズ と従

業員 の 適性 ・能力 ・希望等を照合す る こ とに よ り、 従業員の キ ャ リア 形成の 具体的方 向と職業能力 の 開

発 の 方針を決定する こ と を通 して 従業員 の キ ャ リア 選択 の 支援 を行 うこ と」 とされ て きた。具体的な政

策上 の 位置づ け と して は 、職 業能 力 開発 基 本 計 画 （第8 次） に お い て 、働 く者 の 職業 生 涯 を通 じた 持続

的な職業キ ャ リア 形成 を支援す る ため 、 キ ャ リア ・コ ン サ ル テ ィ ン グ の重要性が指摘 され る と と もに 、

教育訓練、能力評価、職業に係 る情報 と並び、労働 市場 の 4 つ の イ ン フ ラ の うちの ひ とつ と して位置づ

け られ、官民 の 連携に よ り構築を進め る こ と が 目標 と され て い る。

　本稿 は以上 の よ うなキ ャ リア ・コ ン サ ル テ ィ ン グの 現状を踏まえなが ら、若年者向け の キ ャ リア ・
コ

ン サ ル テ ィ ン グ に つ い て の 考察を深 め よ う とす るもの で ある。若年者層 に お け る フ リータ ーの 増加や 高

い 離職率が深刻な問題 とな っ て お り、こ の よ うな状況を放置す るわ けにはい か ない 。若年者に とっ て は、

当而 の 就職困難 ばか りか知識 ・技能 の 未習得に よ る 将来 に わた る 能力不 足 等 の 問題が 現 実化 して きて い

る。社会的 に も中 ・長期的 な生 産性 の 低 下等 に よ る経済 の 脆弱化な どの 問題 が懸念 され る 。 また 、キ ャ

リア ・コ ン サル テ ィ ン グの 対象は 、課題
・
問題 を抱え る人 々 に 限定され る もの で はな く、例 えば、キ ャ

リア教育と連動 しな が ら学生 にな され る場合 の よ うに学生 に 対 して もな され る もの で あ る。本稿で は ブ

リーターや ニ
ー トへ の 「対応 策」 で は な く 「防 止 策 」 と し て の 学 生 等 に 対す る キ ャ リア ・コ ン サ ル テ ィ

ン グを中心 に 議論 して い きた い
。
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2 ．キャ リア ・コ ンサル テ ィ ングの現状

2 − 1 ．キ ャ
1丿ア ・コ ン サ ル テ ィ ン グの 現状

　は じ め に、キ ャ リア ・コ ン サ ル テ ィ ン グの 現状と し て 「キ ャ リア ・コ ン サ ル テ ィ ン グ に 関す る 実態 調

査結果報告書
1
」 （厚生労働省 『職業能力開発局報道発表資料』平成19年 4 月26日）を参照 した い 。 これ

は 、   キ ャ リア ・コ ン サル タ ン トの 活動状況、  企業に お け る普及 等 の 状況 、  教 育機 関 に お け る 普及

等 の 状況、  民間需給調整機関に お け る普及等の 状況 、 とい う 4 つ の 調査 となっ て い る。

　そ もそ もキ ャ リア ・コ ン サ ル タ ン トにつ い て は、平成 14年 か ら 5 年 間 で 5 万人 を目標 と し て各養成機

関等で養成が進 め られ 、平成18年度末 の 養成数 は約 4 万 3000人 と な り、数量 的に は 所期 の 目標を概 ね達

成 した と こ ろとされ て い る。そ の た め キ ャ リア ・
コ ン サ ル タ ン トの活動状況に つ い て の 実態調査 も行 わ

れ て い る わ けで あ る。以降で は、「  企業に お け る普 及 等 の 状 況 」 「  教育機 関 に お け る普及等 の 状況
2
」

に つ い て の状況を確認 して い きた い
。

　まず 、企業 におけ る普及等 の 状況 で ある が 、キ ャ リア支援制度の 中心 で あ る キ ャ リア ・コ ン サ ル テ ィ

ン グに つ い て は、「制度を利用 し た い 」 とす る 労働者 の 割合 が 正 社員で 4 割 以 上、非 正 社員 で 3 割 み ら

れ るに もか か わ らず、企業内 に お け る キ ャ リ ア ・コ ン サ ル テ ィ ン グの 導入 は 7．　8°

／e にす ぎな い 。キ ャ リ

ア ・
コ ン サ ル テ ィ ン グを受け る こ と が で き る状況 に あ る とは い い が た く、産労総合研究所 「ホ ワ イ トカ

ラーの キ ャ リア 開発支援に 関す る調査」 （報道用資料No　9 、平成 19年 10月 15日）
3
にお い て も同様に 、社

内に社員 の 能力開発やキ ャ リア 形成に つ い て相談に の る キ ャ リア ・カ ウン セ ラ
ー

（コ ン サル タ ン ト）は、

「社内 に 専任 の キ ャ リア ・カ ウ ン セ ラ
ー

が い る 」 企業 は わず か 3，2％で 、「社 内 に 兼任 の キ ャ リア
・カ ウ ン

セ ラ
ー

がい る」 企業 （9．6％）や 「社外 の キ ャ リア ・カ ウン セ ラ
ーに委託 」 して い る 企業 （3．7％）を加

え て も体制 が備わ っ て い る の は約 2 割の 企業にすぎな い とい え る。

　
一

方、教育機関に お け る普及等 の 状況で あ る が
、 学生 に 対 し て キ ャ リア ・コ ン サ ル テ ィ ン グ を実施す

る 人材 に っ い て は 、「い る」 と回答 した教育機 関 が 約 6 割程度あ っ た。こ れ を大学、短期大学、高等専

門学校別 に みる と、大学及 び 短期大学に つ い て は 「い る 」 とい う回 答が 5 割以上 あ っ たが、高等 専門学

校は 4割弱で あ っ た 。

　個人 に 対する相談 ・支援 を行 う専門職 とし て 、心 理面 で の 問題 を抱え る人 々 に 対 して は 、カ ウン セ ラー

や臨床 心 理 士 等 の よ うに 社会的に 定着 して い る と い え る。キ ャ リア ・コ ン サ ル タ ン トは、こ れ らの 職業

と共通す る 面 が 少 な く ない もの の 心理的な課題 ・問題そ の もの を対象 とす るもの で はな く、職業選択や

キ ャ リア、能力開発 な どの 課題 ・問題 の 解 決等に向けて 必要な相談 ・支援を行 うもの で あ る。広 い意味

で の 雇用対策 の
一

環 と して 行 わ れ る支援策 と して の 性 格 を 有す る と言 わ れ る 所 以 で あ り、さらな る広 が

りが 期待され よ う。

　なお 、教育機 関 に お け る キ ャ リア に 関す る 相談内容 に つ い て は 「就職活 動の 進 め 方 」 「面接 の 受け方 」

「履歴書 の 書 き方 」 等 とい っ た 就職 関連の ニ
ーズ が高い 傾向が 見 られ る よ うで あ る 。

し か し なが ら、「キ ャ

リア 」 と い う言葉が持 つ 幅広 い 意味や、大 学等教育機 関本 来 の 役割 と の 関係 も踏ま え た うえ で若年者 へ

の キ ャ リア ・コ ン サ ル テ ィ ン グ に つ い て 考察を深 め ね ばならない 。こ の 点 に つ い て は後述 した い 。

一 16一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Takada Junior College

NII-Electronic Library Service

Takada 　Junior 　College

キ ャ リア ・コ ン サル テ ィ ン グ技法 に関す る考察

2 − 2 ．キャ リア
・

コ ン サ ル タン ト国家資格化へ の 動向

　続い て 自由記述に よ る回答を企業と教育機関と で 比 較検討する と 「予算上 の問題」 「資格そ の もの に

っ い て 」 が主 だ っ た 内容 に 思われ る 。 前者に っ い て、特 に 企 業 に お い て は 「キ ャ リア ・コ ン サル タ ン ト

の 具体的な役割や必要性 」 が明確で なければ費用対効果 も不明確 とな っ て しま う。したが っ て 、時を経

れ ば積極的な活用 が され るとの 楽観的な予測 は 出来ない 。そ の 点、大学に お い て は キ ャ リア 支援 の 重要

性 は周知され て お り、実現 に 向け た 組織体制整備 に伴 っ て 導入 され て い くで あろ う。 総 じて 、現在の と

こ ろ先駆的な企 業に は キ ャ リア ・
コ ン サ ル タ ン トが お り、今後 の 教育機関に は キ ャ リア ・コ ン サ ル タン

トの 存在が 常態 とな る と予想 され よ う。後者 に っ い て は、資格 が 並 立 し て い る こ と に よ る さま ざまな不

安感が 垣 間見 え る。例 え ば 「ど の 資格 も同 じ ス キ ル を持 っ て い る の か 不明 」 「資質 の ば らつ きが 見 られ

る 1 「経験に よりス キル の レ ベ ル に 大 きな差が あ る 」 等 で あ る。

　 こ れ らの 現状を うけて 具体的 に 動 き始 めた の がキ ャ リア ・コ ン サ ル タ ン ト国家資格化 で ある。「キ ャ

リア ・コ ン サル タ ン ト制度 の あ り方 に関す る検討会 」 報告書 （厚生労働 省 『職業能力開発局報道発表資

料』平成19年11A 　16日）
4

で は 、キ ャ リア ・コ ン サル タ ン トの 水準の 向上 と資格の 並立解消 の た め に 、キ ャ

リア ・コ ン サル タ ン ト試験の 統
一

を技能検定制度に よ っ て 進 め て い く案が 出され て い る
5

。 キ ャ リア ・

コ ン サ ル タ ン ト制度 の 必要性 と して は、（1）働 く者 を取 り巻 く環境 の 変化、（2）キ ャ リア支援 の 必 要性 、

（3）専門的な キ ャ リア ・コ ン サ ル タ ン ト制度 の 必 要性、と い う3 つ が あ げ られ て い る。

　特に こ こ で問題 と し た い の が （3）に か か わ る熟練度格差に つ い て で あ る 。 さら に 、 熟練度格 差 自体 の

問題 で は なく、それ に よっ て 国家資格 の 最上級 レ ベ ル がクライ ア ン トによ っ て専門化 され て い く点で あ

る 。 上記 の 調査 で も企 業 ・教育機 関 ・民間需給調整機 関 と分類 され る よ うに 、それぞれ で求め られ る 技

法 ・能力 には違 い が 出て くる。

　技 能検定 制 度 に お け る技能水準 と して は 、 1 級、 2 級 を基本 と し、 1 級 の 上 の 管理 ・監督 者 の 水準 と

し て 特級 、 基礎的 な水準 として 3 級 をお く こ とがで き る こ ととな っ て い る。 2 級 レ ベ ル に つ い て は、 1

対 1 の 相談 ・支援が的確に で き る こ と に重点が置か れ、基本的能力 の判断を 中心 とす る
一

人前 の キ ャ リ

ア ・コ ン サ ル タ ン トの レ ベ ル とされ る よ うで あ る。そ して 、 1 級 レ ベ ル につ い て は、指導者 レ ベ ル と し

て の 深 い 専門性 が求 められるが、一
人 の キ ャ リア ・コ ン サ ル タ ン トが す べ て の 活動の 場や年代を包括 し

た専門性 を有す る こ と は 困難で あ り、自ずと 選択的方式 に 重 点を置く必要 がある と指摘 され て い る。

　 検定制度は、キ ャ リア ・コ ン サル タ ン トの 熟練度を明確にする の だ が
、 そ の 格差 の 原因 をひ とつ に 求

め る こ とは で きな い も の の 、ひ とつ には コ ン サ ル タ ン ト本人 の 経験等の 広 さや深 さと い っ た点に起因 し

て い る とい えよ う。今後、技能検定 1級に 求 められ る レ ベ ル が明確 にな っ て くるにつ れ 、2 級以下 の レ

ベ ル の キ ャ リア ・コ ン サ ル タ ン ト自身 も自らの 目指す 専門性 に あ わ せ た 技法 ・能力 の 習得 が 必 要 と な ろ

う。次章 で は、とくに技法や能力に つ い て 論 じて い く。熟練度を問題 に し て い く場合、ど の よ うな技法

が あ り、どの よ うに 活用する こ と が で き る か 等を明確に し て い く必 要があ る 。 また、以 上 の よ うな動向

の な か で も 「専門化 」 に つ い て が本稿に お け る 関心事 で ある。す なわ ちキ ャ リア ・コ ン サ ル タ ン トの

「若年者 」 専門化 につ い て で ある。以下 で は、こ の 点に つ い て 取 り上 げた い 。
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2 − 3 ．若年者キ ャ リア ・コ ン サ ル テ ィ ン グ の構図

　 こ こ で 、あ らためて 若年者 キ ャ リア ・コ ン サル テ ィ ン グにつ い て明確 に し たい 。

　厚 生 労働 省 の 各研究会 を は じめ 一
般的 に と ら え られ る キ ャ リア ・

コ ン サ ル テ ィ ン グ と は 企業内に お け

る相談を意味する。すなわ ち 「従業員 と十分な話し合い の 上、従業員の キ ャ リア を十分に 把握 し、そ れ

を 的確 に 記 述す る と とも に、そ の 能力 を正 確 に 評価 した上 で 、企業や産業界 の ニ
ーズ と従業員 の 適性

・

能力 ・希望等を照合す る こ とに より、従業員 の キ ャ リア 形成 の 具体的方向 と職業能力 の 開発 の 方針を決

定する こ と を 通 して従業員の キ ャ リ ア 選択の支援を行 うこ と」 で あ る。

　職業キ ャ リア を中心 とす る 職業 上 の 課 題 ・問題 を解決す る ため に 行われ る 相談 ・支援で あ る とす る わ

け で あ る 。 さらに、そ の 役割 ・使命 を踏まえ ると 「個人が、そ の 適性や職業経験等 に応 じて 自ら職 業生

活設計を行 い 、こ れ に即 した職業選択や職業訓練等の 職業能力開発 を効果的に行 うこ と がで きる よ う個

別 の 希望に応 じて 実施 され る相談そ の 他 の 支援」 と して定義 される。

　大 山 （2006） は 、以 上 の よ うな定義 を引用 しつ つ も、「キ ャ リア 開発支援 （キ ャ リア、キ ャ リア 開発）1

とい う言葉 を包括す る概 念 と して 「キ ャ リア ・コ ン サ ル テ ィ ン グ」 を位置 づ け て い る。言葉を厳密に定

義 し、整理す る と い うこ とで は な く、キ ャ リア 開発支援活動全体を総称する 言葉 と して捉え て い る 。

　筆者 も同様の 考えで あ る が、本稿に お い て は ヒ記 の 定義をふまえ若年者 向けに つ い て も明確 に した い 。

「若年者向け キ ャ リア ・コ ン サル テ ィ ン グ研 究会 」 報告書 （中央職業能力 開発協会、厚 生 労働省 『職業

能力開発局 報道発表資料』平成 16年 4 月 28日＞
s
におい て は、若年者向けキ ャ リア ・

コ ン サル テ ィ ン グの

目的は 「若年者を安定的就業に導 く た め に 、働 く意義の 理 解 を進 め る こ と に よ り就業意欲 を喚起 し、職

業生 活設計 とそれを踏 ま え た 職 業選択 を自己 決定 で きる よ うに 支 援す る こ と」 と定義 され て い る。

　さきの キ ャ リア ・
コ ン サル テ ィ ン グの 定義を 「個人 が 、そ の 適性等に応 じて 自ら職業生活設計 を行 い 、

こ れ に 即 した 職業 選 択や職 業 訓 練等 の 職業能力 開発 を 効果 的 に 行 うこ とが で き る よ う個 別 の 希望 に 応 じ

て 実施 され る相談そ の 他 の 支援 （職業斡旋 を含む広義 の キ ャ リア 教育）」 として 若年者 に対す るキ ャ リ

ア ・
コ ン サル テ ィ ン グの 定義に読み替えなが ら議論を展開 し て い きた い 。そ し て、若年者向けキ ャ リア ・

コ ン サ ル テ ィ ン グに お け る 対 象 （若年者）

は 、自己 が未だ確 立 され て お らず社会的に

未成熟な状態にあ り、こ の 点が社会人 向け

の キ ャ リア ・コ ン サル テ ィ ン グとは異な る

特性 で あ る こ とを踏まえ、支援 の 対象 は、

「フ リ
ー

タ
ー

や早期離職者、就業経験 の な

い 学卒未就職者 （中退者を含む。）、学生等」

とされ て い る が、主 に教育機 関にあ る学生

に対す る キ ャ リア 開発支援活動 全 体 を 「若

年者キ ャ リア ・コ ン サ ル テ ィ ン グ」 とす る

とき、図 1の よ うに示す こ とが で きよ う。

　　
。 。 ，

教育 ・犀用者

　 　 　
一
一

　　　　　　　　 1
タ
ー

ネ ン ト）

図 芸館

＿

図 1 ．若年者 キ ャ リア ・コ ン サ ル テ ィ ン グの 構図

　　（Jayasinghe，　 M．、2001 「図表 3 − 1 英国における

　　 キ ャ リ ア ・カウ ンセ リ ン グの 主要 な位置 」 よ り作成。）
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キ ャ リア
・

コ ン サ ル テ ィ ン グ技 法 に 関す る 考察

3 ．若年者キ ャ リア
・

コ ン サル ティ ン グに必要 な技法 と能力

3 − 1 ．若年者キ ャ
1
丿ア ・

コ ンサ ル テ ィ ングの技法

　上 記調査 の 「  キ ャ リア ・コ ン サ ル タ ン トの 活動状況 」 に お い て 、キ ャ リア ・
コ ン サ ル テ ィ ン グに 関

す る 活動 を 行 っ て い る者 が キ ャ リア ・コ ン サル タ ン トと し て 活動す る うえで 課題 で あ る と感 じ る こ とに

つ い て は 、「キ ャ リア ・コ ン サル タ ン トと し て の 自分 自身の 力量 が 十分 で ない 」 （41，7％） とい う回答 が

最 も多 か っ た こ とか らも、力量 と し て の 技法 の 習得に 課 題 が 残 され て い る よ うに 思 わ れ る。な お 、さ ら

に学習 した い 内容 として は、「カウ ン セ リン グ ・ス キル 」 （73．2％）、 「メ ン タ ル ヘ ル ス に 関す る理 解」

（65．9％） とい う回答が 7 割程度と多く、「自己研鑽 」 （63．6％）、「指導者 （ス
ーパ ーバ イザ

ー
） に よる

助言 ・指導」 （58，5％）、「相談過 程全体の マ ネジ メ ン ト ・ス キ ル 」 （57，8％） と い っ た 回答も約 6 割 で あ っ

た 。

　キ ャ リア
・

コ ン サ ル テ ィ ン グ の 技法 に つ い て 、「キ ャ リア ・コ ン サ ル テ ィ ン グ技法等 に 関 す る調査 研

究報告書の 概要 」 （厚 生 労働省 『職 業能力開発局報道発表 資料』平成 13年 5 月 17目＞
7

で は 、キ ャ リア ・

コ ン サ ル テ ィ ン グの実践 と して 、キ ャ リア シー トの記入 と相談に多くが割か れ て い た。調査か らもわ か

る よ うに キ ャ リア シ
ー

トの 記 入 と相 談 で コ ン サ ル テ ィ ン グが完結する と い うわ け で は な い こ と は 自明 で

あ るが、カ ウン セ リン グ ・ス キル を は じめ課題 は 多い よ うで あ る 。 実際に、「若年者向け 」 と して の セ

ミ ナ
ー

な どの 増加が 最近 の 傾向 と して み られ る。

　技法や能力に つ い て 、若年者に特有の も の につ い て ま で 言及 された 「若 年者 向けキ ャ リア ・コ ン サ ル

テ ィ ン グ研 究会 」 報告書 に お い て 、若年者 向けキ ャ リア ・コ ン サ ル テ ィ ン グ実施 に 必 要な能力 の 特徴と、

若年者 向け キ ャ リア ・コ ン サ ル テ ィ ン グを実施す る 上 で の ポ イ ン ト と して 示 され た 内容 を さ ら に 簡潔 に

ま と め れば以下 の とお りで あ る （番号は筆者 が 付記、順不同）．

　  職 業意識 の 啓 発 が車要 で あ り、そ れ が 自己 ・仕事理 解、啓発的経験、意思決 定 の 支援等様 々 な側 面

　　か らの 働 きか け の 中で 進 ん で い くこ との 理解

　  企業 の 採用行動 をは じめ とす る需要サイ ドの 理解 とそれへの 対応

　  悩み多き苦 しい 時期で あ り、メ ン タ ル ヘ ル ス 上 の 問題 に 陥 りやすい こ とへ の 理解

　  学校生活か ら社会に飛び込む とい っ た大転機に直面 し て い るとい うこ との 認識 と対応

　  グル
ープ ワ

ーク が 有効 な方法 で ある こ と の 理解と そ の 有効活用

　  簡易な 検査結 果 か ら短絡的 に 自分 の 方 向 を 決定 して し ま う傾 向 も 見 受 け られ る た め 、そ れ だ け を 信

　　 用す る こ とは 危険 で あ る こ とに つ い て 認識 させ る こ と

　  若年者 の 自発的な行動を待 つ だ けで な く、
一

歩踏み込 ん だ積極的 ・
能動的な働 きか け が で きる こ と

3 − 2 ．若年者 キ ャ リア ・コ ン サ ル テ ィ ン グ に おける課題 と支援者 の 要件

　そ れ で は 、どの よ うな技法や能力が若年者向け と い え る の だ ろ うか。

　例 えば教育機関に お い て、とくに教職員が身に付けた い 技法 と して あげられ る の が 図 1 の 中央に 示 し

た よ うな 「コ
ー

チ ン グ」 や 「カ ウン セ リン グ」 で あろ う。カ ウン セ リン グは キャ リア ・カ ウ ン セ ラ
ー

と

も称され る よ うに 基本的ス キ ル で あ る。た だ し、上記 の 7 つ を 見て もわ か る よ うに傾聴か らは じ ま る カ
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ウ ン セ リ ン グだけで は な く 「テ ィ
ー

チ ン グ」 と 「コ
ー

チ ン グ」 の 組み合わせ が それぞれ を補完し なが ら

有効で は な い か と考えられ る 。 テ ィ
ー

チ ン グで は ク ライエ ン トで あ る学生 の 「弱 み の 補完」 をす る もの

で ある しコ
ー

チ ン グによ っ て 「強み の 発見」 が で きる。

　組織 と して の 教育機関 に お け る キ ャ リア ・コ ン サ ル テ ィ ン グ とは、どの よ うなもの になるで あろ うか 。

関連する事項 と して は 、近年、急速 に 広ま っ て きた 「キ ャ リア 教育」 と 「キ ャ リア セ ン タ
ー

」等 の 名称

で 定着 して きた学内支援組織 があげられ よ う。す な わ ち、「キ ャ リ ア教育」 そ の もの がキ ャ リア ・コ ン

サ ル テ ィ ン グ で ある とす る広 義 の 捉 え 方 も で き よ うし、キ ャ リ ア セ ン ター等を中心 と した学生 との 直接

対面を主 と し た狭義の捉え方 もで き よ う。 さらに 、人材 育成 とい う観 点を交える と、正 課教育と し て の

教育機 関 に お け る 教育 そ の もの もキ ャ リア ・コ ン サ ル テ ィ ン グ的視点か ら 見直す こ とが最も 広義 の 意味

と して 捉 え られ よ う。

　資格の 有無で はなく、キ ャ リア コ ン サル タ ン ト （キ ャ リア 支援専門家） とい う立 場か ら対応す る者 と

身近 な 非専門化 （教育機関に お い て は 教員） とい う立 場か ら対応す る者が 連携す る有機的なア プ ロ
ーチ

が今後の 展開と して 望ま しい の で ある 。

　上記調査 に お い て、キ ャ リア ・コ ン サ ル テ ィ ン グを実施する 人材が い る と回答し た教育機関で み る と、

資格 を有す るキ ャ リア ・
コ ン サ ル タ ン トが 「い る」 とい う回 答 が 5 割 を超 え て い る。こ の 点 につ い て 、

逆に 言えば、キ ャ リア ・コ ン サ ル テ ィ ン グを実施 して い る教育機 関 の 約半数は キ ャ リア ・
コ ン サル タ ン

トがい ない こ とが示 され る。

　調査 にお い て も示 され た 通 り、資格未取得者等の 非熟練者 が 若年者 キ ャ リア ・コ ン サ ル テ ィ ン グ を行

うこ とに な る ケ
ー

ス が多 々 考 えられる。こ の 点 で 、若年者キ ャ リア ・
コ ン サ ル テ ィ ン グ に お ける課題 と

は 若年者 向けキ ャ リア ・コ ン サ ル タ ン トの 課題 と もい い か え られ る。

　 さらに、熟練キ ャ リア ・コ ン サ ル タ ン トの みな らず、すべ て の キ ャ リア ・コ ン サ ル タ ン トが注意を払

わねばな らない 、キ ャ リア ・コ ン サル タ ン トと して相応 し くない 者 の 態度 ・
関 わ り方 の 例 に つ い て も抜

粋 して 「コ
ーチ ン グ 」 と 「テ ィ

ーチ ン グ 」 を意識 しな が ら考察 した い 。ま た 「熟練 キ ャ リア ・コ ン サ ル

タ ン トと非熟練の 境界」
S
お よ び 「不 適格な キ ャ リア ・コ ン サル タ ン トの 態度 」

9
と し て 示 された もの か

ら抜粋 して 考察 した い 。

　まず 、傾聴 と共感 とい う基本 につ い て で ある。コ
ーチ ン グ の 基本 ス キ ル と して も傾聴が あ り 「聞く」

とい うこ とがすべ て の ス ター トで あ る。気持 ちを感じ る こ とがで きて も、若年者 に対 して それ を的確な

言葉 と し て 返 す こ と は や さ し くない 。以下 の よ うな状況 が 指摘され て い る。

　○ 「相 手 の 言 い た い こ とをきちん と受け 止 め て お らず、相手が聞きた い と思 っ て い る こ とに きちん と

　　答え て い な い 」

　○ 「一
方的に 喋る、人の 話 を聴 こ うと し ない 、話 の 中身を 受け取 っ て い な い 」

　　そ し て 、聞 くこ とが で き て い ない と い うこ と は、自らの持論を振 りか ざす ような コ ン サ ル テ ィ ン グ

　　に 終始 して い る 可能性があ る。以下 の ようで ある。

　○ 「自分 の 価値観を 押 しつ け、謙虚 で な い 」

　○ 「情報収集 や教 え る こ とが 得意で 好きな場合に、情報や教育に偏 っ た関わ りとな っ て しま う」
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　○ 「クライア ン トに 「役 に立 ちま し た」 と 言 わ れ て満足 し、そ こ で留ま っ て し ま う」

　　最後 の 指摘は 、そ の後に、ク ラ イ ア ン トが行動 レベ ル で 変化 して い る か どうか を確認す る意識がな

　　い ど こ ろ か 「も う結構 で す 」 とい う最悪な コ ン サル テ ィ ン グの 結末で あ っ た の か も しれな い 。

　○ 「学生相談 にお い て 、 SPI 等を参考に、「こ の 学生 は こ の タ イ プだな」 と勝手 に パ タ
ー

ン に当て

　　は め て 考 えて しま う1

　0 「意 味もなくア セ ス メ ン トを始め る」 （道具の 位置づ け の 無 自覚）。

　タ イ プ分け に よ る コ ーチ ン グは
一

般的 で あるが、こ れ と混 同す る と 「こ の 学生 は …
」 とい う誤謬を犯

す こ ととな ろ う。多くの ア セ ス メ ン ト・ツ
ー

ル が あ りコ ン サル テ ィ ン グに お い て は 意味付 けが重要 で あ

ろ う。意味もなくア セ ス メ ン トを始め るこ と も 目の 前 の 学生 に 真 に 対応 し て い る とは い え ない で あ ろ う。

　以上 ま で の 課題 は、教育現場 に お い て 少 なか らず 見 られ る こ とで はない だ ろうか。
一

方 向的に な り が

ちな テ ィ
ーチ ン グ の 延長線上 に キ ャ リア ・コ ン サル テ ィ ン グ が 行 わ れ て しま う状 況 で あ る。も ちろ ん 適

切な テ ィ
ー

チ ン グや ア ドバ イ ス が必要 なの が 若年者の 特長 で あ る た め 、難 しい課題 となろ う。

　大学 に お い て 問われ るの は、キ ャ リア ・
コ ン サ ル タン ト資格 の 有無 よりも、資格に相 当する能力を持っ

て い るの か 、すなわ ち支援者 と し て の 要件を満た し て い るの か が 問 わ れ よ う。実際 に 、「若年者向 け キ ャ

リア ・
コ ン サル テ ィ ン グ研究会 」 報 告書 で は、若年者に対す る主な支援の 担い 手 は 、「学校外 の 若年者

就労支援施設等に おけ る相談 ・支援担 当者 、大学
・短大 ・専門学校等 の 就職 支援担 当者 、キ ャ リア

・
コ

ン サ ル タ ン ト （標準 レ ベ ル ）で若年者向けキ ャ リア形成支援分野 で の 活躍 を希望す る者等 」 とされ て い

る。「若年者向けの 専門コ ン サ ル タ ン ト」 十 「現場力 の ある コ ン サル タ ン ト」 が 必 要 で あろ う。

　 さき に述べ た よ うに、教育機関に おけ る キ ャ リア に 関す る 相談内容に つ い て は 当然 の こ となが ら卒業

後 の 就職関連 の ニ
ーズ が高 い 。「就職活動 の 進め方」 と い う総論に始ま り 「面接の 受 け方 」 「履歴書 の 書

き方 」 等 とい っ た 具体的 な 内容 で あ る。ま た 、例 えば若年者 に は コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン 能力等 の 社会的 ス

キ ル が欠如 して い る とい われ る
一

方 で 、企業 は若年者 の 採用 時に それ らの 能力 を 重視する場合 が 多 い 。

すなわち、若年者 に必要なキ ャ リア ・
コ ン サル テ ィ ン グは個別 の テ

ー
ラ
ー

メ
ー

ドの 対応 と同様 に、ある

一
定 の 必要な教 育内容 が あ る。キ ャ リア ・ガ イ ダ ン ス や実践的なキ ャ リア 教育 ・情報で あ る。以降で は 、

こ の よ うな観点か ら 「企業が求め る 人材」 を 明確にす る こ とが 若年者キ ャ リア ・コ ン サル テ ィ ン グの 要

で あ る と 考 え議論 を 展開 して い きた い 。

3 − 3 ．企業が求める人材と若年者キ ャ
1丿ア ・コ ンサ ル テ ィ ング

若年者 に 対す る キ ャ リア ・コ ン サ ル テ ィ ン グを行 うに あた っ て 「企業は どの ような人材 を求め、どの

よ うな学生 を採 ろ うと して い る の か 」 と い う点は コ ン サ ル テ ィ ン グにお ける戦略 的課題 と して 考え られ

る。同様に、学生 に とっ て み れ ば社会 へ の 移行期 を過 ご す間 に、厂どの よ うな人材が求め られ て い る の

か 」 そ して 「どの ような能力 を身 にっ ければ よ い の か 」 と い うこ と が キ ャ リア 上 の 最重要課題 の ひ とつ

で あろ う。シ ャ イ ン が い う　「自分は い っ た い 何が得意か 」 「自分は 本当 の とこ ろなにをや りた い の か」

「な に を や っ て い る 自分に 意 味や価値が感 じ られ るの か 」 とい う問 い か けに対す る答え で あ り、ま た

SWOT 分析 で い う 「強み」 「弱み 」 「機会 」 「脅威 」 とい っ た 分析 を行 っ て い く視点 で あ る。
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　 「企業が求 め る 人材」 に つ い て 、特 に 若年者 を対象と した 、近年の 主 だ っ た調査 と し て は 、
「エ ン プ

ロ イ ア ビ リテ ィ 」
L°

「YES プ ロ グラ ム 」
11

「社会 人基礎力 112 「経験能力評価基準 」
L3
等 が あげ られ よ う。

し た が っ て 、
「企業 が 求 め る人材 」 とい う視点 自体 は、特別 に 真新 し い わ けで は な い が 、若年者 に 対す

るキ ャ リア ・
コ ン サ ル テ ィ ン グ の 中心 と して 取 り上げ実践する こ と は 、今後の 展 開を期待で き る と考え

られ る。

　例 えば経済産業省 で 提示 され て い る 「前 に踏み出す力 （ア クシ ョ ン ）」 「考え抜 く力 （シ ン キ ン グ）」

「チーム で働 く力 （チ ーム ワーク）」 と い う3 つ の 能力
14

と され る 「社会人基礎力」 の養成を中心 と し た

産 官学で の 人材育成は 始 ま っ た ば か りで あ る が 、今後 も
一

層 の 広が りを期待 した い も の で あ る。とくに 、

大学に お い て 展 開され る 事例 は 、文部科学省 の 現代 GP に も見 られ て い る。また 「求 め る 人間力」 と し

て 活用 し よ うとす る企 業 の 事例 もあ る （社 会経済 生 産性本 部編 2006、2007）。同様 に キ ャ リア コ ン ピテ

ン シ
ー

とい う視点 もある。

　こ の よ うな人材像を 示 し な が らテ ィ
ーチ ン グあ る い は コ

ー
チ ン グ、カ ウン セ リ ン グを行 っ て い くこ と

が若年者 向け の キ ャ リア ・コ ン サ ル テ ィ ン グ に 効果的 で あろ う。職業経験 の 少 ない 若 年者に とっ て 「企

業が求め る人材 」 は大 きな 目標 として 目指す と同時に 自己分析 ・自己 PR とい っ た 具体的な就職活動に

おける指標 ・ツー
ル と して の 活用が で きる か らで あ る。

　キ ャ リア ・コ ン サル タ ン トが若年者に求め られ る ス キ ル や 能力の 必 要性に 気 づ か せ る こ とは 重要で あ

る。ただ し、直接的 に は それ らを付与す る ため の キ ャ リア 教 育等 の 担 当者 （トレ
ー

ナ
ー

や教員） と して

の 役割 を 担 うわ け で は な い 。

　すなわち、キ ャ リア ・コ ン サ ル タ ン トとキ ャ リ ア教育担 当者 の 連携が重要 に な る わ けで あ る 。 広義の

キ ャ リア ・コ ン サル テ ィ ン グに包括 される重要な点 で あるともい える。

4 ．おわ りに

　本稿で は 、図 1 に 示 した構図に つ い て 、総論的に検討する に とどま っ た。各論 と して キ ャ リア イ ン フ ォ

メーシ ョ ン に つ い て 、具体的 に は 「キ ャ リア マ トリ ッ ク ス 」
15

の 有効 な活用方法 に つ い て 検討す べ きで

あろ う し、 IT 活用に よるキ ャ リア
・ガ イダ ン ス の ツー

ル 開発 とい う観 点 も重要性 が 増 しつ つ ある とい

え よ う。ま た キ ャ リア教育に つ い て も 近年 の 動 向を踏まえなが ら今後 の あ り方 に つ い て 考 えなけれ ばな

らない
。 本稿に 残 され た課 題 は多 く今後の キ ャ リア ・コ ン サ ル テ ィ ン グ制度 の 動 向も追 っ て い か なけれ

ばな らない 。理論的な課題 と して は、従来ま で の 要素還元主義的な ア プ ロ ー
チに傾倒す るばか りで な く、

複雑系 ア プ ロ
ーチ など の 薪た な動向をふ まえなが ら進 め て い くこ とも重要で あろ う。

　ま た キ ャ リア ・コ ン サ ル テ ィ ン グそ の も の も社会 の 変化に 応答 した新たな政策的課題、例 えば ジ ョ ブ ・

カ
ー

ド制度 の 導入 の よ うな状況に も対応 しな が ら労働市場イ ン フ ラ と して 機能す るもの と し て い く こ と

が重要 で あろ う。それ らに 求 め ら れ る の は 実践力 あ る キ ャ リア ・コ ン サ ル タ ン トで あ り、若年者 に 特化

し た コ ン サ ル タ ン トに最も必 要とされ る の は 「育 て る キ ャ リア ・コ ン サル テ ィ ン グ」 を行 うこ とで ある

と し て 本稿 を締め くくりた い 。様 々 な技法 の 習得 が 課題 の 解決策で は な く、次世代に 対す る育成支援に

か ける想 い を 秘 め た 実践力 が 若年者 と の ラ ポー
ル 形 成を促 し さま ざま な課 題解決 の 鍵 と な ろ う。
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ア ッ プ グ レ

ー
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註

1　 htt逆〃還 璽 ：．⊆areer
−
cc ．　org ／cctenqueteel ．html （「キ ャ リア ・コ ン サル テ ィ ン グ協議会」 ※ キ ャ リア

・
コ ン

　 サ ル テ ィ ン グ協議 会は 、キ ャ リア
・

コ ン サ ル タ ン ト能力評価試験 の 指定 を受 け た試 験 機 関が 中心 とな り、キ ャ

　　リア ・コ ン サル タ ン トの 資 質 確 保 活 動 とキ ャ リア ・コ ン サ ル テ ィ ン グ の 普及 啓発 活 動 を 行 うこ と を 目的 と し

　 て 、平成 18年 3 月 に 設 立 され た 団体 で あ る。）お よび http ：〃 www ．　mhlw ．　go．　jp／houdou／2007／04／hO426−1．htm工

　　（『職業能力開 発 局 報道発 表 資料 』） この 調 査 で は、厚 生 労 働省 が 指 定 した キ ャ リア ・コ ン サ ル タ ン ト能力評

　 価試験 の 合格者 と、社団法人 目本経済団 体連合会の 講 座 修 了認 定試 験 の 合 格 者、独 立行政法人雇用
・
能力開

　 発機構の 講座修了 者及び 人材 開発協会認 定 キ ャ リア ・カ ウン セ ラーを あ わせ て 「キ ャ リア ・コ ン サル タ ン ト」

　　と され て い る。

2　学生 の 就職支援やキ ャ リア 開発 支援 を 担当 す る部 門 （就 職 部 、キ ャ リア セ ン ターま た は キ ャ リア 教育担当部

　　門等） の 教職員 が対象。

3　 http；／／ww ．　e −sanrG ．　net ／s嚢∠ユ⊥ibrary／pressrelease ／press −files／sanro 』 p71015．　pdf （産労総合研 究所 情

　　報 ラ イ ブラ リー
最新 調査

一
覧）

4　 http ：〃 ww ．　mhlw ．　go．　jp／houdou／2007／11／hl116−2．html （『職業能力開発 局報道発 表資料』）

5

6

78

統一した 試 験 制 度 を考 え る場 合 、こ れ ま で 整 理 され て き た 「導 入 レ ベ ル 」、「標準 レ ベ ル 」、「熟練 レ ベ ル 」、

「指導 レベ ル 」 と技 能検定 の 水 準 との 関係 を整 理 す る必 要 が指 摘 され て い る。

http：／／ww ．　javada．　or ．　jp／topics ／consulting ／pdf ／cct −jyaku−・bettcn．　pdf （「中央職 業能力 開発協会」）お よ

び http：〃… ，　mhlw ．　g 。．　jp／houdou／2004 ／04／hO428−2．　html （『職業能力 開発 局 報 道発 表 資料 』）

http ：〃wwvr ．咄塊 gqjp／houdou／OIO5／hO517−3．　html （『職業能 力 開発 局報 道発 表 資料 』）

以下、すべ て を示 され た順 に 列挙すれ ば 「相 手 の 言い た い こ と を き ちん と受 け 止 め て お らず、相手 が 聞 きた

い と思 っ て い る こ と に きち ん と答 えて い ない （気持 ち を感 じて い た と し て も、それを 「とて も辛い の ですね」、

「悲 しい の で す ね 」 等 の 的 確 な 言葉 と して 返 す こ とがで きて い な い。〉。」 「キ ャ リア ・コ ン サル タン ト自身 の

キ ャ リア 形 成 が 「わ か らな い 」、「語 れ な い 」 こ と 自体 に 気 づ い て い な い。」 「フ ィ
ー

ドバ ッ ク を 受 けず に 、自

分 の キ ャ リア ・コ ン サル テ ィ ン グの パ ターン を つ く っ て い る （視 野 が 狭 くな り、自 己 満 足 に 陥 っ て い る。）。」

「ク ラ イ ア ン トに 「役 に 立 ち ま した 1 と言 わ れ て 満 足 し、そ こ で 留 ま っ て しま う （そ の 先 に お い て 、ク ライ

ア ン トが 行動 レ ベ ル で 変化 し て い るか ど うか を確認 す る 意識 が ない
。 ）。 」 「時間管理 が 不 適 切 で、ク ライ ア ン

トとの 信 頼関係 の 構築が で きない ま ま に 終 わ っ て し ま う。」 「臼分 の 心 身 の 健康状態が 良 くな い 揚 合 に、傾聴

が 甘 くな っ て しま う （自 己管理 〉。」 「情報収集や教 え る こ とが 得意で 好きな場合 に、情報や教育に偏 っ た 関 わ

りとな っ て しま う。」 「学生 相 談 に お い て 、SPI 等を参考 に 、「こ の 学生 は こ の タイ プ だな」 と勝手 にパ ター

ン に 当て は め て考 え て しま う （キ ャ リア
・

コ ン サ ル タン トと し て の 誤 謬に 気づ ける か ど うか。）。」 「キ ャ リア ・
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9

コ ン サ ル テ ィ ン グの 現 場 で の 体験 に 頼 っ て しま う。あ るい は そ の 逆で 、知識偏重 に な る （現場 感 覚 と知 識 ・

理 論 の バ ラ ン ス を と る こ と が 肝 要。）。」

以 下、す べ て を示 され た 順に 列 挙す れ ば 「
一

方 的 に喋 る、人 の 話 を聴 こ うと しな い 、話 の 中身 を受 け 取っ て

い な い 。」 「専門 知識や教育が あ っ て も、説 教調 で 「こ う した 方 が 良い 」 な ど、自分 の 意 見 だ け を押 し 通 す。」

「自分 の 価値観を押 しつ け、謙虚 で な い （カ ウン セ リン グの 場 だ けで なく、セ ミナー等 で も、「こ うあ る べ き」

とい う
一

方的な 話を す る者、話 を聴 け な い 者 は、キ ャ リア ・コ ン サル タ ン トに 向い て い な い 。）。」 「ク ライア

ン トあ る い は キ ャ リア ・コ ン サ ル テ ィ ン グ に対 し、偏 っ た 固 定観念を もっ て い る。」 「意味もなくア セ ス メ ン

トを 始め る （道具の 位置づ け の 無自覚）。」 「自信過剰で 、何 で も で き る と思 っ て キ ャ リア
・

コ ン サ ル テ ィ ン

グを行 う　（全 能感）。」

10http ：〃 ww ，　mhlw ．　go．　jp／houdou∠g107／hO712
−2

：週 『エ ン プ ロ イ ア ビ リテ ィ の 判断基準等 に 関す る調査 研究』

11

12

13

（厚生 労働省 『職 業能力 開発 局 報道発表資料』平成 13年 7 月 12日）

http ：〃 www ．　mhlw ．　go．　jp／houClou／20Ω4／07／hO723−4．　h皿 『若 年 者の 就職を支援す る YES 一 プ ロ グ ラ ム に

お い て 就職 基礎 能 力 を 修得 す る た め の 講座 ・試 験 を認 定 』 （厚 生 労働 省 『職業能力開発局 報道 発 表 資 料』平

成16年 7 月 23日）

http ：〃 … ．　meti ．go．　j匪press ／2007堕17001／20070517001．htm］ 『「社会人基礎力」 育成 の ス ス メ につ い て

〜 社 会 人 基 礎力 育成 プ ロ グ ラ ム の 普 及 を 目指 して 〜 （レ フ ァ レ ン ス ブ ッ ク）』（『経済産 業政策局 報 道発表

資料』平成 19年 5 月 17日）

http ：／／ww ，　mhlw ，　go．　jp／houdou／2007 ／09／hO927−3．　htm1 『フ リーター等 の 経 験 能 力 を適 切 に評 価す るた め の

　　「経験能力評価基 準」 を初 めて 作 成 ・公 表』 （厚生労働省 『職業能力 開発局 報道発 表 資料』平成19年 9 月27 日）

14 社会人基 礎 力 の 3 つ の 能 力 は12の 要素とされ以下の よ うに ま と め られ て い る。

分 　 　類 能 力 要 素

主体性

前 に踏み 出す力

（ア ク シ ョ ン ）

働 きか け 力

実行力

課 題 発見 力

考 え抜 くカ

（シ ン キ ン グ）

計 画 力

創造 力

発信力

傾 聴 力

柔軟性チーム で 働 くカ

（チ
ーム ワ

ーク） 情況 把握 力

規 律性

ス トレ ス コ ン トロ
ー

ル カ

15　http：／／cmx ．　vrsys ．聾 t／TOP／（キ ャ リア マ トリ ッ クス

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　内　 　 容

物 事 に進 ん で 取 り組む 力

他人 に働 き か け巻 き込 む 力

目 的を設 定 し確 実 に行 動 す る力

現状 を分析 し 目的や課題を明 らか に する 力

課題 の 解 決 に 向 け た プ ロ セ ス を明 らか に し 準備す る 力

新 し い 価値 を生 み 出す力

自分 の 意見 を わか りや す く伝 え る 力

相手 の 意見 を丁 寧 に聴く力

意見 の 違 い や 立 場 の 違 い を理 解す る力

自分 と周囲の 人々 と物 事 との 関係 性 を理 解す る力

社 会 の ル ール や 人 と の 約束を 守 る カ

ス トレ ス の 発 生源 に 対応す る力

　　　職業 と キ ャ リ ア に 関す る 総 合 情 報 シ ス テ ム ）提 供 ：

独 立 行政法人 　労働政策研 究 ・研 修 機 構
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・「不 平等」 の 構造

　 The　 Act　 to　 Support　 the　 Independent　 Living　fbr　 Disabled　 People　 and

　　　　　 the　Structure　of
‘‘

Divided
”

　
‘‘

Poor
”

　
‘‘

lnequality
”

Society

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武 　 　川　 　眞　 　固

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Masataka　 Takekawa
（要約）

　本稿で は、障害者 自立 支援法 施 行 後 の 障 害者 福 祉 が ど う変 わ っ た の か。ま た 障害 を もつ 人 々 と家族 の 生 活 に ど

の よ うな 影 響 を も た ら した の か。若 干 明 らか に しつ つ 、「自立 支援法 」 を め ぐ る 諸問 題 を 通 して 、現代 社会 の

「格 差 」 「貧 困 」 そ して 「不 平 等 」 の 構 造 が どの よ うな か た ちで 現 れ て い るの か 明 ら か に して い る。最後 に ・「自立

支援法」 の 現状及び 問題 点 を どの よ うに改善 して い くの か を 明 らか に して い る。

（キ
ー

ワ
ード）

　障害者福祉 、応 益 負担原 則 、格差 、貧 困、不 平 等

は じめに

　障害者 自立支援法は （2005年 11月公布 、2006年 4A 施行　
一

部同年 10月施行 　以下 「自立 支援法 」 と

称す る） は、新自由主義に基づ く構 造改革を背景に して 、支援費制度の 破綻、介護保険制 度の 5 年見直

し、そ し て 、2004年 の 「今後 の 障害者福祉施策に つ い て 一
改革の グラ ン ドデザイ ン 案」 に 基づ い て 制定

され 、そ の ね らい は 、財政の 削減な どを理 由 に 社会福祉 に お け る 市場原理 の 導入 と自己 責任化す る とこ

ろ に あ っ た 。

　本稿 では、第 …
は、こ の 間 の 「自立支援法」 が制定が もた ら し た もの は何か をまず明 らか にす る 。 第

二 は 、「自立支援法 」 の 論理 と 「格差 」
・「貧困 」

・「不平等 」 の 構造 の 背景 とそ の 特徴 につ い て 、明 らか

に す る 。 第三 は 、 そ の よ うな現実に対す るセ フ テ ィ ネ ッ ト と今後 の 課題 に つ い て 、若干明 ら か に した い 。

　既 に別稿 で 、噛 立支援法 」 の 性格 と問題 点
1

に つ い て 、障害を もつ 人 の 人権と い う観点 か ら明 らか

に し た が、本稿で は 、障害をもつ 人 の 人権に とっ て 、自立支援法がおよそ 自立させ、支援 して い くとい

う内容 に 程遠 い 、生 活実態 を 無視 し た もの に な っ て お り、今 日 の 「格差 」・「貧 困 」 な ど の 構 造 を 露 呈 し

て い る点に問題 の 本質 が あ る とい う歴史認識 に 立 っ て 、検討 し て い き た い 。

1．「自立支援法」制定がもた ら した もの

（1 ） 「自立支援法 」 施行後 の 障害 をもつ 人 々 の 暮 ら しの悪化

　新 自由 主 義 改革 が 本格 的 に 推 進 す る の は 、1990年代後半 か ら で あ る が 、特 に 日本社会の 経済の 競争力

を回復する た め の改革が必要で あ り、そ れ は
一

方 で 、 改革後の社会 の あ り方 を模索し 、 他方 こ の 改革 は 、

福祉 国家型 の 所得 再配 分 を否定 し て 、一
層貧富 の 格差 を生 じ させ た。二 宮厚美 に よれ ば、現代 日本 は

「複合的 ・連 動 的 な 格 差 社会 の 構 造 」
2

を 作 りだ した こ と で あ る。

　 2GO6年 4 月施行 され た 「自立支援法 」 は 1年 半を経過 して 何が み え て きた の だろ うか。
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　同年10月一
部施行分 を含め て 、実施され て きた が、幾つ か の 点 で 障害 をもつ 人及 び家族の 生 活 に影響

が で て きた こ とで ある
3
。

　  同法 の 「応益負担原則 」 に よ る 自己負担増お よ び家族負増が 生活保護水準 以 下を含 め て 生 活苦 が 現

出 し、
一

家心 中40件 、生活 が 苦 し くな っ た 世帯 9 ％、  福祉施設利用 を辞 める世帯 の 急増 と い う現象で

あ る 。
こ れ につ い て調査 の 特徴 と し て 施設利用を辞め 、 も し くは中断希 望 者も多く で て き て い る とい う

状況 である。  障害をもつ 人の授産施設で の 就労 の 工 賃 が そ の 利用料を下まわ る現状で あ るとい うこ と

で 、福祉施設 を利用す る とい う問題 が で て き て い る こ とで あ る。  福祉 の 地域間 の 格差、す なわち都道

府県お よ び 市 町村問の 格差は移動支援費お よ び 報酬単価の 格差な どに 如実 に 現れ て い る の で あ る。

　こ うし た 「格差 」
・「貧困」 の 現状は 、わが国の 国民生活 の 現実に連 動 し て い る こ と で あ る 。 例えば 、

A ．「格差 1 ・「貧困 」 の 現状は、 i 「生活が苦 し い 」 56 °

／・
，
　 li生 活保護世帯の 急増、2003年ま で 平均 60万

世帯、1997年に 90万 世帯、2005年 104万世帯 の 増加、ii貧困率は oEcD で 第5位、15．3％ とい う数字に

表 れ て い る。い わゆるジ ニ 係数が高い 程、所得 の 格差 ・不平等 が拡大 して い る。B ．厂貧困」 の要因は 、

非正規 の 収入 は正 規 の 64％，非正 規は 1300万 人 で あ り、ワ
ーキ ン グ プ ア は 、低賃金 で 平均 13万 円、年収

150万 円の 人 々 が急増 して い る と こ ろにも顕 著に示 され て い る。 ま た 、母 子家庭 3 万 世 帯、ホ
ーム レ ス

25300 人 、多重債務者年間平均 20万 件 、国民健康保 険滞納者461万 件 、就学援助世帯 134万 世帯は い ずれ も

前年度 よ り増 えて い る現状
4
にあ る。

　 こ うし た 現状 の なか で 、「自立支援法 」 によ る障害 をもつ 人お よ び 家族な ど の 生活 へ の影響が大き く

な っ て い る こ とは 確 か で ある。

　目本障害者協議会 「障害者調査 」 に よれ ば、  自立支援 医療 とそ の 自己負担につ い て は 、医療負担は 、

生 活保護世帯
・
低所得層 が 7 割 で 、全体 の 6 割 の うち、 1 割程度増 え、低所得層で 5割、中間層で 6割

一
定所得以上 で 7割 とい うよ うに費用負担増 にな っ て い る。  障害福祉サ

ー
ビ ス とそ の 自己 負担 は 、全

体 で 利用 してい る人は68．　1％で、低所得 1．2 ．の 層で 56％利用 して い る。施設利 用に つ い て 、四分の 三

は い ま ま で 通 りで あ る が 、 1割 は利 用を辞 め、全体で 66．　6 °／。 が費用負担が増えた。  「自立支援法 」 の

施行後の 生活 の 変化 とい う点 で は、 i 「応益負担 に よ っ て 増え た利用料は 生活 に影響し た か i で は、「預

貯金 を減 ら し た 」 「教養娯 楽費を減 ら し た」 「家族 の 経済的負担 が増 えた」 「食費を減 ら し た 」 の 順で 答

えて い る。 il「応益負担」 に よ っ て増えた利 用料 は ど の よ うに ま か な わ れ て い る の か 」 で は 、「家族 で 相

殺する」 「預貯金 を切 り崩す 」 「家族 の 経済的負担を増やす」 と い う順に なっ て い る 。   今後 の 医療 ・福

祉サ ービ ス の 利用 と社会参加 の 見通 し で は 、こ の まま の 状態は 74．8°
／・，今後社会参加が 制約を うけ る が、

50％ ぐらい になる と答 え て い る。  収 入 ・支 出 で は、「障害年 金 」 が 74，6％、48．3％ が 勤労収入 で 平均

月収 は 107782円 で 、「7 万 円以上 9 万円未満 」 「5 万円以上 7 万 円未満」 の 順 に な っ て い る。い ずれ も障

害種別 で の 格差が み られ た。生 活費か ら除い て 、手 元 に 残 る お金 は 、「自立 支援法」 制定以後は 、支出

が困難 になっ て い る状況
5
が示 され て い る 。

　　「自立支援法」 へ の 意見 の 主な内容をみ る と次の よ うに まとめ る こ とが で きる。

　 i 自立支援法 に 対す る 批判 と して は 、自立 を 阻 害す る こ と。ノ
ー

マ ライゼー
シ ョ ン に 反 して い る 悪法

で ある こ と。早急 に改正 も し くは 即刻廃止すべ きで ある。 li自己負担への 批判 と し て は 、減免措置が あ っ
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て も実費がかか る の で負担増に あ る こ と。サー ビ ス は減らな い の で 負担増に 対応する しか ない 。親の援

助な し で はやれ な い 。負担増 は 家族 の 生活 を圧迫 して しま う。 丗 サービ ス を受け る に 当た っ て の 影響は、

必 要なサ
ービ ス の 質 ・

量 が 確保 で きな くなる。職員 の 数が減 る こ と。質 の 低 下が心配 で あ る。障害程度

区分が低 い 、利用料負担な どか ら退所 とな る 不安があ る。通所 回数を増やす こ と に なっ た こ と が負担で

あ る 。 働 くの に 利用料を払 うの は お か しい
。 竝精神 的な不 安と し て は、希望が もて な い 。利用料負担 へ

の 不安か ら妄想状態が悪化 して しま う。障害を もつ 人が親が高齢化 して い くこ とに不安で ある。高齢 の

親が子 へ の 亡き後の 不安が あ るなど。v 経済的な不安と して 、手元 の 勤労収入額 の 分布、5000 円未満26．3

％ が い る
一

方 、
15万 円7．7％、大 き い ばらつ きが あ り、 3 万 円未満は 、67％ で あ っ た。こ こ に福祉的就

労をみ る
6

こ とが で きる。

（2 ） 「自立支援法」 施行後の様々な影響と問題点

　2006年 10月 31日 の 東京 日比谷公 園で の 15000人 の フ ォ
ーラ ム が開催され、こ れ ま で の 障害者団体で の

最大規模 の 集会 で あ っ た 。 異例 ともい うべ き国会 の 審議を経て 、12月に は 「特別対策」 と よ ばれ る改善

策が 厚生労働省か ら発表 され る こ ととなる。そ こ で は、 3 年 間 で 1200億 円とい う大規模な予算が組み込

ま れ ，そ こ で は i利 用 者負担 の 軽減、 li事業者 へ の 激減緩和措置、揃新体系移行 の た め の 緊急経過措置

などの 施策が組 み 込 まれた 。 そ の他に も障害程度区分の 見直 し も提示 され た 。

　 こ の 現象 は こ れ ま で 動 か な か っ た岩 が や っ と動 い た とい うこ とで あ るが、「自立 支援 法 」 にお ける

「応 益負担原則 」 の 見直しや 「日割 り単価 」 な ど本質的な問題 は 解決す る と こ ろま で は 至 っ て い な い 。

　 「自立支援法」 が描 く障害者福祉施策は 、  将来、介護保険制度 との 統合をに らみなが ら、応益負担

原則 と食費な どの 実費負 担を取 り入 れ る と と も に 介護保険 に 準 じ た サ ー ビ ス 体系 を 再編成す る。  介護

は 政府 の 財政 支出計画 の 枠内で 機能す る準市場下 の サ
ービ ス 提供 シ ス テ ム にす るために、利用抑 制を 目

的 と した政府に よる コ ン トロ
ー

ル 装置を強化する。  訓練は労働市場に包摂する こ とが可能な人 に 対し

て 期 間を定め て 重点的 に提供す る こ とで、政府 が支援す る 「自立 」 の 姿 を鮮明 に す る。  こ う した以外

の 支援に 関 して はあ らた に 地域生 活支援事業 を創設 し、そ こ へ わず か ば か りの 「統合補助金 」 を交付す

る こ とを通 し て 、市町村 の 責任の 多くを転嫁する そ の 「改革 」 に踏み 出し た の で あ る
7

。

　 「自立 支援法 」 は 、
1 ．障害者 自立 支援給付 に お い て 「応益負担 」 を導入する とともに 、 施設で の 食

費な どの 実費自己負担 の 徴収 を試 みた こ とが 大 きな生活 上 の 足 か せ に もな っ て い る こ とで ある。従来 の

非市場 の 下 で の 福祉施策 の 費用負担 は 応能負担 で や っ て い たが、こ の 事情に は何 ら変更 は ない が、障害

児福祉施設 を含 め て 、準市場に移行 した施策 か ら順 次、応益負担 が 導入 され て い くと こ ろ に 問題 が あ る 。

2 ，障害程度毎に制約を受け る介護サ
ービス の 問題 が ある。「自立支援法 」 は新た に障害程度区分 ご とに

利用 で き る サ
ー

ビ ス の 制約が設け られ た こ と で あ る。障害程度 区分認 定 は介護保険の 要介護認定の 手法

をそ の まま利 用 して 行 うために、知的障害者や精神障害者 な どの 障害特性 と支援の 必要度を図 る 上 で 、

不 十分な もの に な っ て い る。 3 ．「自立支援法 」 が 提供す る訓練な どの 給付 の 日中活動は、就労継続 支

援を除き、標準利 用期 間が定 め られ 、期 間内 に 必 要 な 訓 練効果 を挙げ る こ と が 利 用 者と事業者に 課 せ ら

れ る。事業者への 評価はそ の まま報 酬 の 加算 ・減額に反映 して い る。 こ うし た報酬体系は 、 障害者を訓
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練 の 「効果がある ・あが らな い 」 で 選別 して い るの で ある。 こ れは事業者 の 競争 を促 し、効果 の 適否 を

判断するもの に なるの で あり、障害をもつ 人 に と っ て もサ
ービ ス に つ なが らない 地域支援で 孤立する こ

と も予想 され る。 4 ．「自立支援法」 は 地 域支援事業 5 事業と、地域生活 事業に ま と め て い る。政府は

補助金総額 とそ の 配分方法を定める こ とを通 し て、自治体 を コ ン トロ
ー

ル す る こ とが可能 とな っ た の で

ある。こ れ ま で 地方 自治体 は 施策 の 充実を図 っ て きた が 、移 動支援 の 実施 だ け で 国庫補助 金 分 を食 い つ

ぶ す結果 に なりか ね ない 。 5 重 複給付制 限 と 医療 ・福祉か ら の 締め 出 し の 問題が ある。医療か ら福祉

へ の 移動 、居住型施設福祉 か ら居宅福祉 サ
ービ ス へ の 移動 と、福祉サ

ービ ス か ら溢れ る 人 々 の 存在 が市

場化を促進 し、容易 なもの に す る 。

　 こ の よ うに 「自立 支援法 」 は構造改革 の 流れ の
一契機 とな っ て お り、こ の 構造 改革の もとで 、第

一
は、

社会保 障の 分野 を市場 と競争に適合す る し くみ に して 、市場 の 原 理 を導入 し、従来 の 制度を解体 し、新

た な契約方式 を導入 する こ と。第二 は 、社会保障の給付 の 組 み 換え に よ っ て 新 たな市場を創出 し、特 に、

「介護保険制度 」 の 導入はそ の 特徴 を提示 し て い るが 、基本的 には、給付 を しつ つ 、そ の し くみ を変 え

る こ と に よ っ て、既存の 構造 を変質させ 、そ の 方 向 は 、障害者福祉 分野 で の 公 的責任 の 縮小 に も よ く 提

示 され て い る 。 第三 は 、社会保障分野 の 高い コ ス トの 構 造転換をめ ざ した費用負担構造を再編する こ と 。

すなわち、こ の 構造改革 の 利用料 とい う名 に よ る 自己 負担 を強 い る構造 が 示 され て い る。第 四 は、こ の

分野 も例外 な く規制緩和策 によ っ て 市場 で の 自由度を高めて 、企業を参入す る こ とで もっ て 市民法的原

理 を正 当化するか た ち が採用 され た こ と。こ の 社会保障分野 で も営利 ・非営利区別 を調整 しつ つ 、福祉

サ ービ ス 関 連評価 を 導 入 して 、事前規 制 か ら事後 チ ェ ッ ク へ の 転換 を 図 っ た と こ ろ に 特 色
S

が あ る。

　新自由 主 義改革の 推進 は 、福祉
・
労働分野 に つ い て 、

一
層深刻化 を招 い て い る こ と で ある。 「福祉 国

家」 とい う名 に 乏 しい 「福 死 国家」
9

とい わ れ る よ うに そ の 変質が 見 られ る。第
一

は 、「自立支援法 」 に

関連す る障害をもつ 人 の 分野だけで な く、介護や保育分野 で は、確実 に こ の 薪 自由主義 改革 が 進行 し て 、

そ の 運営が なされ て い る。こ こ に は、弱肉強食 と もい うべ き福祉シ ス テ ム が進行 して い る点で ある。第

二 は 、こ の 分野 に 民間事業所が参入 し、そ の 展開に も営利 と福祉サ
ー

ビ ス を天 秤に か け る状況の もとで 、

各利用者 と福祉 労働者 で の 領域で 権利侵害が 露呈 し て い る の で あ る 。 福祉利用者 に 直接的 に か か わ る サー

ビ ス の 低下 と営利 主 義 の 効率化 の も と で、悲惨な事件 も多数起 きて い る点 も示 され て い る。第 三 は、各

事業所 で は 、業績主義や経営の 効率化 を 重視する た め に、現場 の 福祉労働が マ ニ ュ ア ル 化 し、福祉労働

者の 削減 な どによる利用者 へ の サ
ービ ス の 低下 と福祉 労働 の 質的的な低 下を招 い て い る点 で ある。こ の

こ とは、福祉労働者の 労働 の 権利
’°

も重大な影響を与えて い る こ と で あ る。第四 は 、地域的に過疎的状

況 に あ る と こ ろ や経営的 に成 り立 た な い と こ ろ に 必 然的 に 公 的責任に 頼 る こ と に な る が、現 実 に は、地

方 自治体 の 財政悪化に よっ て は、民営化 の 移行 とい うとこ ろも現 出 し、そ の 結果、公的な社会福祉施設

の 減少化 は 、公的責任 の
一
層 の 後退 ある い は縮小 とな る 必然性をもち、地方 に よ っ て は 、福祉 の 格差、

不 公 平性 、不平等性 の 問題 を 提起する こ と に な っ た 。
つ ま り 、

「自立 支援法 」 に し て も 「介護保 険制度 」

に して も、結局は、福祉利用者 の 負担 が 増 え 、買 え る福祉 の 人 と買 え ない 福祉 の 人 の 格差を 生 み出 して

し ま うこ と に な る。こ こ に 、こ の 改革に よ っ て 、従来 の 社 会保 障分野 で の 社会保障制度 の 解体や生存権

保障の 危機が 示 され て い る とい わ ざる をえな い
。
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2 ．「自立支援法」 の 論理 と 「格差」
・「貧困」

・「不平 等」 の構造

（1 ） 「自立支援法 」 と新 自由主義改革が本質的に提起 して い る問題

　第一
は 、「自立 支援法 」 が社会福祉分野 に お け る 市場原 理 とそ の 秩序維持 が 先行 して い るの で ある 。

市場原 理 とい う競争主義 をもち こ む こ とによ っ て 、商品 の 交換すなわち契約 とい う法的結合が成立する。

これ は 「自立支援法 」 だけ で な く、「介護保険」 に も導入 し た市場原理 は 、最初 か ら対等 なス タ ン ス に

な い とい う状況 を作 りだ して い る 。
つ ま り公 平で 平等な市民 と い う属性 にあ っ て もそ の 条件 には制約が

ある か らで あ る。た とえば 「自立 支援 法」 にい う障害程度 区分認定 の シ ス テ ム で は お よ そ公 平で 対等な

関係 の もとで 実質的な選択 ・選定が保障され て い ない
11
。なぜ な ら、当事者 の 参加 が保 障され て い な い

か らで あ る 。

　第 二 は、契約 制度 の 導入 とそ の 背後に あ る も の は 何か。資本主義の 原 理 は 商品交換 とい う様式 の もと

で 、法的に は契約 と い う観念 によっ て 成 り立 っ て い る 。 既に先行 した 「介護保険」 で はそ こ で 利用する

人 々 の 生存権保障を前提 と し た仕組み が 予定 され て お らず 、専 ら市 民的な法秩 序を維持 する こ と で 、

「福祉サ
ービ ス 」 を提供す る 図式 に な っ て い る こ と で あ る。「福祉サ

ービス 」 を商品化す る こ とに よ っ て 、

生 存権保 障 と して 福祉 を低 ドさせ
、 削減 させ る 内容 をも っ て い る か ら で あ る。つ ま り個人 の 自助 、自立 、

個人責任を強調す るあま り、実質的な生存 を確保す る こ とが困難 になっ て い る。

　第三 は 、生存権保 障の 欠落 と市民的な法秩序 の 徹底化 の 問題 で ある 。
「自立 支援法」 が制定され た背

景 に は 、本来の 福祉国家の本質か らか け離れ た市場 が 「社会福祉 」 の 場 で 設 定 され て お り、お よそ生存

権保障 の 権利性 を前提 とす る士壌 がな い 中 で 出 て きた とい うもの で あ る。従 っ て 、「自立支援法」 は 、

新自由 主 義改革 の 推進 に よ っ て 、市民法 の 秩序 が 優先 され る仕組 み で あ り、竹内章郎に よ れば何も問題

なく 「日常化 」 し て い る現象
12
に問題 が ある。

　 さて 、以上 の 「自立 支援法 」 が資本主義 の 枠組 み で そ の 論 理 を 包含 して い る こ と は 当然で あ る が、具

体的には、憲法や障害者 基本法 を前提 に し て 、 検討す る とそ こ に は様々 な派生する 問題が提起 され て い

る か らで あ る。

（2 ） 「自立支援法 」 と障害者福祉 に 表れた 「格差 コ
・「貧困」 等 の 問題

　  は 、「自立支援法」 の 最大 の 問題 は障害者福祉に か か わ るサ
ービス な ど の 利用者負担 の 「応 益負担 」

化 の 問題
13

で あ る 。 具体的 に は サービ ス 費用 の 1割負担は、自立支援給付 の うち の 介護給付費な どが 対

象 とな る障害サ
ービ ス で あ り、補装具 にっ い て も対象 とな っ て い る。また通所 ・入所で は 加え て食費や

光熱費が 自己負担にな っ て い る。同時…に障害サ
ービ ス 費の 国 の 負担 が義務化 され た の で あ る。こ れ まで

の 医 療給付 が 自立支援給付と し て 自立 支援医療に
一

本化 され 、 1 割負担化 された。そ の 場合、一
定所得

以上 の 人 で 「重度 か つ 継 続 」 にあて は まらな い 人 は 対象化 とな る。しか し、こ の 「応益負担」 化 の 導入

は、サ
ー

ビ ス を 利用す る障害 をもつ 人 と利 用 し ない 障害 をもつ 人 の 公平 の 確保を図る こ とを提示 したが、

こ の 原則 は 利用 サ
ー

ビ ス の増大を図る
一

方、給付費の 増大を抑制す るね らい が あ きらか にな っ た こ とで

あ る。

　厚生労働省は 、利用者負担の 軽減措置 を設 け、低所得者 に配慮 し て い る と主張する が、手続きは複雑
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で、か な りの 準備 と労力 が必要 で 知的障害者 な どにとっ て は加重 の 負担 にな っ て い る。更に、利用者負

担上限額 は 本人 で なく、世帯収入 に対応 し て 設定され るの で 、扶養義務者 の 負担は廃止 された とは い え、

負担軽減 を受ける に は実質的に は負担能力が問われ る とい う問題に な る 。 障害をもつ 人 を含め て そ の 世

帯は 低所得該 当者 は 少な く、多 くの 場合、一
般 的な上限 の 対象 とな る。 こ の よ うに 「応益負担原則 」 の

導入 は 、 憲 法25条 の 「健 康 で 文化 的な最低 限度 の 生 活を営 む 権利 」 に 不可欠 な 福祉 サ ービ ス 利用 を 抑制

す る こ とにな り、しか もサ
ービ ス の 利用抑制が低所得者や重度の障害をもつ 人 に集中的に現出する よ う

な構造に な っ て お り、重大な問題を は らん で い る。

　  「自立 支援法 」 で 「自立 支援給付 」 と 「地域 生 活支援事業 」 に再編
14

され、そ の 給付構造 が 変 わ っ

た こ とで ある。こ こ では、「自立支援給付 」 が 障害程度区分や訓練効果など に よ っ て 対象が制限され る

こ とで あ る。

　例えば、介護給付の 対象とな る障害福祉サ
ー

ビ ス に は 、 居 宅介護 、 重度訪問介護 、 行動援護、療養介

護 、生活介護、短所入所な どがある が、こ の 受 給は障害程度区分 の 認定を受ける必要 が あ り、そ の 区分

に よ っ て 決定 され る。障害程度 区分 の 認定 に よ っ て は、障害福祉 サ ー ビ ス の 種別 如何 に よ りサ ービ ス が

受けられない 状況を生み 出 して い る。

　次に 訓練等給付 の 対 象 と な る 障害福祉サ
ー

ビ ス に は 自立 訓練、就労移動支援 、就労継続支援 、共 同生

活援助（グル
ー

プ ホ
ー

ム ）があ る が、こ の 場合障害程度 区分 の 認 定が実施 され、利 用者 の 意向を踏 まえ て 、

一
定期間、暫定支給 が 行 わ れ、訓練効果 が 期待で きる場合に給付を支給する と い う仕組み に な っ て い る

点 に 特 色 が あ る。こ こ に もサ ービ ス 利 用 者 へ の 選 別 が な され て い る と こ ろ に 問題 が 残 っ て い る。

　   「自立支援法 」 で は介護 給付 な どの サ
ービ ス 利用手続 きが 変わるが、障害程度 区分 の 認定 の 問題 が

ある。こ こ で 介護給付な支給決定と障害程度 区分に つ い て み る と、申請を受けた市町村は、障害者 へ の

心身 の 状況、そ の 環境な どに つ い て 、調査 を行 い 当該障害程度区分を判定 し、こ れ に 基 づ い て 市 町村が

決定 を行 う。訓練等給付 にか か わ る判定は政省令に定 め る判定基準に基 づ い て 決定 され る。

　介護給付の 障害程度区分の 認 定に つ い て は 、介護保険の 要介護認定 と 同様に 、調査票 を用 い て 、第 1

次判定 し、こ の 判定 の 結果に 主治医意見書な どの 関係種類 を審査会に 送付 して 、審査会 が第 2 次判定を

行 い 、障害程度区分 が決定 され る。し か し、こ れ が 当事者 の 参加 を含 まない で 、そ の 機能 が 果たす こ と

が で きるの か。あるい は、十分 で きる の か 未 知 で あ る。

　介護保険における要介護認定の 実態で第 2 次判定の 機関で あ る介護認定審査会の判定が形骸化し て い

る 点 か らも、本件 の 障害程度区分 の 顕在化 して い る点 に問題 がある。特 に、介護保 険 の 認定基準は、障

害程度 区分 に よ る判定 に も援用 さ れ て い る た め に 、障害 を も つ 人 が 認 定 で 撥 ね られ 、サ ービ ス が 受 け ら

れな くな っ た り、ホ ーム ヘ ル プが削 られ た り して い る状況 があ る
15

。

　  「自立 支援法 」 の もとで 、施設な どの サ
ー

ビ ス 整備 が 不十分な た め に 、多 くの 障害を もつ 人 が利用

で きない とい う問題 で ある。既 に述 べ たよ うに 「自立支援法 」 は事業者 ・施設 と障害を もっ 人が利用契

約を結び サ
ービ ス を利用する よ うに な る。当該 の 地域に契約す べ き事 業者 ・施設 の 存在 がなければ利 用

す る機会 が奪わ れ る こ と に な る。実質的な事業者 ・施設 が 未整備 で あ る と、その 整備 が なけれ ば地域的

な格差 を生み出す こ とになる。こ れ は付帯決議に盛 りも込まれ た が 、現実は そ の 実現 が なされ て お らず、
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サ
ービ ス 利用 を受 けるこ と が で きない 地域が生 ま れ て い る の が現状で あ る。

　市町 村が行政 の 公 的責任を果た す べ き事項 は 指針 で 定 められ て い る が 、福 祉サ
ービ ス の 提供 の 確保 の

責任だ けで あ り、直接福祉サ
ービ ス の 提供責任 まで は及 ばな い とい う見解を採 っ て い る。

　  「自立 支援法 」 の も とで の 障害福祉サ
ービ ス 利用が契約 とい う法的な形態 を採 る こ とを通 して 出 て

くる問題 が ある。障害を もつ 人 の うち、知的障害者や精神障害者が現実 に判断能力 が 不十分 で ある場合、

そ の 人 々 は 、支給決定 の 申請 を は じめ、事業者 ・施設 との 契約締結 にっ い て、支援が 必要 になる。「自

立 支援法」 は こ れ を想定し て 、相談支援や情報提供お よ び説明責任な どの 規定して い る。し か し、障害

をもつ 人 が 困 っ 場合は 、例えば成年後見制度や権利擁護制度 もあ る が、現実に は こ れ さえも十分機能 し

て い ない 現状にある。だか ら判 断能力 が不十分 な障害をもつ 人は利用 を大 きく制 限 され て い る と い わな

ければな らな い 。

　福祉サ
ービ ス を受ける内容は不十分 で ある場合、契約の 自由の原則が存在 して い て も 、 事業者 ・施設

に よ る利用 へ の 逆選択が なされ る おそれ も出て くるの で ある。法律 で は利用 を拒む こ とは正 当な理 由な

しに は で きない 規定 が存在す る が
、 障害程度 区分 が 低 く、報酬単価 が 低 い 人 は 事業者 ・施設 な ど に よ っ

て 逆選択 され る可能性 が 出て くる こ とも考えられ る。

　   事業者 と利用す る障害を もつ 人 は 、利用 契約 を 締結 して 、サ
ー

ビ ス を利用す る が、自立支援給付 で

保障され る サ ービ ス の 内容 は 限定 された上 に 、 支給量 の 設 定や利用者 の 応益負担 の ために必要なサ
ービ

ス を受け られ ない とい う問題
16

が ある。

　居 宅介護 は身体介護 と家事援助 と され 、移動支援は 給付対象 か ら外 され、地域生活支援事業に移行し、

相談支援は 、適切な相談 と助言を行 うと し 、 報酬 単価 は 設 定 され て い ない の で ある。

　例 えば、移動支援 は 、重度 の 障害を もつ 人 に と っ て は、移動支援と介護を
一

体的に提供する 必 要があ

る場合は、重度訪問介護、行動支援な ど の サ
ービ ス の なか に 包含され て い る が、地域生活支援事業 の サ

ー

ビ ス の 対象に な らな い 。また多 くの 障害をもつ 人は、移動支援 は個別給付 で は利用 で きな い 。地 域生活

支援事業 は 、い くつ か の 支援の 形態を用意 し て い るが 、同事業で は財政的な責任が不明確なため、市町

村 の 財政事情で、福祉サ
ービ ス が 切 り下げられ た り、市町 村間の 格差が拡大する可能性 が ある。

　 い ずれ に して も、「自立支援法 」 に基 づ く福祉サ
ービ ス の 内容 が 利用 し たい もの となっ て お らず、様々

な条件が障害程度区分で も、あ る い は 支援 内容 で も抑制 さ れ て お り、法 律上 の 公 平 性、平 等性が否定 さ

れ る シ ス テ ム にな っ て い る と こ ろに、障害者福祉に お ける 「格差」 「貧困 」 お よび 「不平等 」 の 姿をみ

る こ とが で きる。

（3 ） 「応益負担原則 」 の もと で の 市場原 理 と累進課税の 否定の論理

　第
一

は 、福祉 サ
ー

ビ ス 利用 と対価支払 い な どの 等価交換を導入 し た こ との 問題 で ある。戦後 の 社会福

祉制度 は、「措置制度 i や 「応 能負担原則 」 に よっ て 、租税 法律主義 の 観点か ら公 的責任 の 維持と 「公

平 」 「平等」 な税負担原則を導入 して きた。新 自由主義改革の もとで 、社会福祉分野 で 財政基盤 を理 由

に 対 価 支払 い を 市場 の 等価交換 で 障害者福祉 に 導入 した の で あ る。 し か し、等価交換を障害者福祉に導

入 し、一
定率 とい うかたち の 個人 ・家族への 負担増 の 強制 が存在す る。実際に福祉支援 と い う名を借 り
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て 、それ が 「利 益 」 と し た 金 銭支払 い の し くみ
17

を 作 っ て い る。こ の 「利 益 」 に つ い て は、  障害を も

つ 人 の 食事 ・排泄
・移動 へ の 支援は 、「利益 i で な い こ と。  支援費 へ の 1割 の 負担 は 、電気 ・ガ ス 代

金 とは 全 く別 の 生存保障費で あ る こ と。   障害は 不可能 、 不可逆 、 普遍的な もの で 個人 の 責任 とす る の

は 問題 で あ る。

　第二 は、「自立 支援法」で導入 され た 「応益負担原則 」 に よ っ て、利用料 負担を利用者に 強い る根拠 と

して 、国の 財政的な事情に よ る もの で 、等価交換によ る利用負担 を徴収す る こ とをね らい として い ると

こ ろに問題 が ある。こ の ような背景にあ る の は、政府 の い う自立 と地域的な共生 を実現す るこ とが そ の

主眼にあ り、従来 の 「応能負担原則 」 すなわち累進課税 を否定 して 、福祉に おける地域社会 の 支援を実

現 して い く こ とをもく ろ み と し て い る。

　従 っ て 、 新たな逆進性 の 高 い 個人 へ の 負担 を求 め る こ とを通 し て 自己負担増と社会福祉 の 社会保 険化

を目的 として い る。

　 「自立支援法」 で の 市場原 理 に 基 づ く福祉は 、等価交換を契機 と し た利用料負担 で あ り、また就労支

援 も 、 自己負担 を前提 と し て 福祉を買 うこ とで あ り、 お よそ社会福祉 を受給す るとい う生存権的権利 を

保 障す る シ ス テ ム にな っ て い な い 。つ ま り、就労支援 の 給付金 に結び つ く
一
般 的市場参入す る条件が 高

い 人 を優遇 し、重度 の 障害を も つ 人 の 就労支援に伴 う給付金な ど に よ る 「格差」 が 提 示 され 、施設 で の

重度の障害を もつ 人の福祉が軽視され る 。

（4 ）市場 の 等価交換 ＝ 貨幣 の 循環回路 と 生 存権保障

　第
一

は 、 私有財産 の 有無 に よっ て 、 社会福祉 の 領域で も多大 の影響を受 け る 。 元 々 私有財産 で の等価

交換は 、商品交換 で あ り、貨幣 の 循環 は 、契約 とい う制度 を通 し て 実現 され る （α ）。 こ の 市場 で は 、

労働能力 に せ よ、消費活動に せ よ、金や財貨の 支 ・
収入 と い う貨幣の 循環過程 も私有財産 を形成す るの

で あ り、社会福祉 とい う分野に は な じまな い もの で あ る に もかかわ らず、契約を通 して 制御され る世界

が市民的な法秩序 で ある。そ の 意味で 「自立 支援法 」 に お ける障害をもつ 人 の 就 労 の 分野 で こ の 契約 を

通 し て 労働過程 の 搾取 が 存在する。そ の 意味で の 等価交換と い う実質的な 内容は実現 で きない とい う問

題 を顕在化させ て い る
IH
。

　第 二 は、非市場 に お ける累進課税 の 不等価交換性 の 問題 が あ る。社会福祉 の 分野 は 非市場 で あ り、本

来的に は 不等価交換性 の 世界で あ る （β）。なぜな ら、多額の 納税する 人 に と っ て 、社会福祉サ ービ ス を

受け る 内容 は 不 等価交換で あ り、課税 に対応 しな い 内容 で あ り、そ の 意味 で 不等価 で ある。だか ら社会

福祉 の 分野 は 、公的責任 を国 が 担 う上 で 、国民 の 税 金 が それ に使 用 され る の で あ り、税 金 ；福祉 サ
ービ

ス の 等価性はな い の で あ り、不確実性が高い の が 現状で あ る 。

　第三 は 、半市場 に お け る α と βの 中間 と し て の 社会保 険 の 問題があ る （γ ）。 i 市場原 理 を導入 し た

「介護保険」 は 　β→
α とい う循環 で あ り、等価 交換 を基礎 とした も の で ある。こ れは社会保 険の 市場

化 で あ り、お よ そ生存権保障は 志向されず、市民的な法秩序 に とどま る 内癬 を包含 して い る。しか し、

tiα
→

γ
→ βが 本来的 に は 生存権保 障を念頭 に お い て 社会保険化 を位置 づ け て い た

IV
。従 っ て 、　 i の 内

容が 「自立支援 法」 から提示 され る 「格 差」 「貧困 」 そ して 「不平等 」 構造 の 土壌を作る こ とに なる。
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結びに代 えて 一 セー
フテ ィ ネ ッ トと今後の課題 一

　第
・一

は 、個人 の 尊厳原理に立 脚 した生存権保障 の 制度 と拡充する 課 題 が 提起 され る。

　わ が 国 で は、社会福祉制度 の も とで の 生存権保障 は 憲法 25条に 基 づ く法律、特に 生活保 護法な ど を中

心 とした社会保 障制度の 体系 と 内容を 定め て い る。セ イ フ テ ィ ネ ッ ト
2°

は 、生活保護制度 に よ っ て 、

「健康 的 で 文化的な最低限度 の 営む 」 水準の 生活が確保 され て い る。

　こ こ で は 、「自立 支援法 」 の も とで は、現実 に は 生活保護 以 下 の世帯が障害を もつ 人 の なか に 現出 し

て い る が、セ イ フ テ ィ ネ ッ ト と して 防貧政策は 、障害年 金に よっ て 生活が保護 され て い る。し か し、人

権 と して の 尊厳性 と生存権保障が確立 され て い る か とい えば、不十分 とい わなけれ ばな らな い
。 憲法25

条に基づ く生存権 と生存の 自由を保障する手 立 て を検討する 必 要がある。

　第二 は 、「自立支援法 」 に つ い て の 今後の 改革と障害者福祉の 課題が 提起され て い る こ とで あ る。

　  は、「自立支援法」 に 導入 された 「応益負担原則 」 を廃 止 して 、10割給付 を実現 し て い くこ とで あ

る。基本的には、新 自由主義改革 の なか で 、市場原 理 が導入 され 、契約 を通 して 財政的 な基盤 を形成す

る こ と で あ っ た が 、「応 能負担原則」 に戻す こ とは 不 可能で は ない 。た だ し、「介護保険 」 で 「応益負担

原則」 を
一

部導入 で 既成的事実 を形成 して きた こ とで あ る が、それ が社会保険化する こ と を ね ら っ て い

る か らで あ る。従 っ て 、将来的 に 「自立 支援 法 」 に つ い て 社会保 険化す る こ とに よ っ て 、「応益負担原

則」 が 正 当性をもっ て い る と い う合理的理 由を見 出す こ とは で きな い 。

　  は、「自立 支援法 」 にお け る 自立支援給付 の 利用者制限 の 問題が ある。 こ の 利用者制 限を緩和す る

こ とで あ る。特 に 重度訪問介護 、包括支援な どの 利用者 は 、障害程度区分の
一

定の 要件以 上 で 限定され

て い た こ と、訓練な どの 給付で 効果 が なければ障害 をもつ 人は排 除 され る宿命 で もあ っ た。特に 障害程

度 区 分 の 選別 の 方法 の 妥 当性 に 問題 が あ り、こ の 認 定方法 に は 疑問 が ある。廃 止 をふ くめて 再検討
Z’

す

べ きで ある。

　  福祉サ ービ ス の 質や利用 へ の 制約 をや め させ るために、国や地方 自治体 の サ
ービ利用整備 の 責任を

「自立 支援法 」 に 明記 し、財政的な基盤 を拡 充す る こ とを 提 示 す る こ と で ある。

　  は、「自立 支援法 」 における利 用サ
ービ ス の 質 の 向上 と障害をもつ 入が十分利用で き る条件整備が

必要 で あ る。そ の た め に は権利擁護制度や支援の し くみ を活用 で き る こ とが 必要 で あ る。

　 い ずれ に し て も 「格差」
・「貧困 」

・「不平等」 構造に 対抗 し、克服する課題 は、憲法25条や 14条及び 24

条など に 即 し た 社会保障制度 の 実体的保障 の 具体化 が必要 で あ り、そ の ため の 内実を明 らか にする こ と

が課題 で あ ろ う。
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　307ft
’
。

竹 内　 注
一 7389

頁。

　竹 内 は 「自立 支援 に つ い て 貨幣 の 循 環 次 元 で 、常に  「市場で の 私有財産 の 等価交換 」   「非 市 場 で の 貨

幣で の 累進課税 の 不等価交換」 及 び   「半 市場 的な 社会保険 とい う  と  の 中間を 峻別 し、こ の 後者 の 立場

か ら社会保険 にお ける  への 志 向を批判す べ き で あ る」 とす る立 論 は示唆的 で ある （竹 内　注 一 11390

頁 ）。

竹 内　注
一 n

　391　R
’
。

竹 内 　注
一 1’392頁。

注
一 4

「前掲書」　 266頁。

　わ が 国 に お け る 社会保障 制 度 の な か で 「最 後 の 砦 と して セ イ フ テ ィ ネ ッ ト」 と し て 生活 保 護 制 度が 位 置 づ

け られ て い る が、日本弁護 士 連 合 会 は、2006 年 10刀 5 日 の 目弁 連 第49回 人 権 擁 護 大 会 シ ン ポ ジ ュ ム で 、「貧

困 の 連鎖 を 断 ち 切 り、す べ て の 人 々 の 尊厳 に 値 す る 生存 を 実 現す る こ とを 求 め る決議 」 を 公 け に し て い る。

　現代 の 貧困 問題 の 要 因 と制 度改革を 検討す る に あ た っ て の 視点 を提 示 し、そ の な か で 個人 の 尊厳原理 に 立

脚 し た 生 存権保障制度 と社 会 権 規 約 の 課 題 につ い て 明 らか に して い る 。 政 府 ・国 に は、国 内法 と し て 日本国

憲法だ けで な く、国際法 と して 国 際人 権規約 の 遵守す べ き義務 の 課 題 や 障害者権利条約の 批准 な どが提 起 さ

れ て い る。こ の 点か ら も 「自立 支援法 1 の 積極的な 改革が 提 示 され て い る と思 われ る。

伊藤　注 一 14309
頁。
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The　Signi丘cance 　of 　the　Welfare　Department　and 　Education　at　the　High　School

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐 　　藤　 　 　　 　完

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Tamotsu　 Satou
（要約）

　平 成15年度 よ り 高校 の 教科 日 に 「福祉」 が 誕 生 し た。高校 福祉 科 の 誕 生 ま で の 経緯 を概観す る。教科福祉 は 、

高校福祉 科 を支 え て き た 教 員の 総 意 に よ っ て 当時 の 文 部 省 ・厚 生 省 に働 きか け創設 され た 科 目で も ある ともい え

る。高校福祉科は 介護福祉士 国家試 験受験 校 と福 祉 の
一

部 を取 り入 れ ホ
ー

ム ヘ ル パ ー2 級養成研修 を 取 り込 ん だ

学校 に分類 され る。高校 福祉 科 は教科 と して の 位置づ け が され ない 中で熱意あ る全 国高校福祉科教員が 望み 教科

「福祉」 を創出 した経緯 が あ る。そ こ に は 高校福 祉 科 の 実践 が 安上が りな介護福祉士 専門養成 で は なく多感 な 青

年期 に あ る 高校 生 が福祉 を 学ぶ意義に っ い て 考察す る。

（キー
ワ
ード）

　中 央 教育審議 会、高 齢化 社会、少 子 高齢社会、パ ラ ダイ ム の 転換、老 人 福祉 施 設、人 権教育、介 護福 祉 士 国 家 試 験

1 ．は じめに

　新教科 「福祉 」 は 高等学校学習指導要領解 説 「福祉編 」 に次 の よ うに述べ られ て い る 。

1’2
今 日 、 国際

化 、情報化や、科学技術 の 発展、環境問題 へ の 関心 の 高ま り、少子高齢社会 の 到来な ど、社会 の 状 況 が

大 き く変化す る 中で 、21世紀を 生 き る 人 材 を育 て る ため、豊 か な人間性 を育 （は ぐく）む と 同時に、
一

人
一

人 の 個性を生 か して そ の 能力 を十分に 伸 ばす 新 しい 時代 の 教育 の 在 り方が 問われ て い る 。
1996年

（平成 8 年） 7 月 の 中央教育審議会第
一

次答申 に お い て は 、これ からの 学校 教育 の 在 り方 と して 、「ゆ と

り」 の 中で 自ら学び 自ら 「考え る力」 などの 「生き る 力 」 の 育成 を基本 と し、教育内容 の 厳選 と基礎 ・

基本の徹底 を図 る こ と、一
人
一

人 の 個性を生かすた め の 教育を推進する こ と、豊 か な人間性た くま しい

体 を育む た め の 教育を改善す る こ と、横断的 ・総合的な指導を推進す るた め 「総合 的な学習 の 時間」 を

設 ける こ と、完全学校週 5 日制を導入 する こ とな どが提 言 され た。そ こ で 、1996年 （平成 8 年） 8 月 に 、

文部大 臣か ら教育課程審議会に対 し 「幼稚園 、小学校、中学校、高等学校、盲学校 、 聾学校及び養護学

校教育課程基準 の 改善 に つ い て 」諮問 を行 っ た。専門高校 の 教育内容等 に 関 して は、1997年 （平成 9 年）

5H に 、文部大臣 か ら理科教育及び産業教育審議会 に対 して、 「今後 の 専 門高校にお ける教育の 在 り方

等 に つ い て 」 諮問 を行 っ た。理科教育及び産 業教育審議会に お い て は 、産業界で 必 要とされ る知識や技

術 ・技能 の 高度化等 を踏ま え 、完成教育と し て の 職業教育 で は なく、生涯学習 の 視点 を踏ま えた教育の

在 り方や技術革新、国際化、情報化、少 子 高齢化等 に よる社会 の 変化や産業 の 動 向等 に適切に対応す る

た め の 新 たな教科 の 創 設を含 め た教育内容等 に っ い て 検討 を 進 め、1998年 （平成 10年） 7 月 の 答申 に お

い て 、専門高校に お ける教育の 改善 ・充実の た め の 視点 と し て、次の 6 点 を示 し た。

　   将来 の ス ペ シ ャ リス トと して 必要な専門性 の 基礎 ・基本 の 重視

　   　新教科 「情報 」 「福祉」 の 創設等、社会 の 変化や産業 の 動向等に 適切に対応 した教育の 展開
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　  生徒の多様な実態 に対応 し、生徒 の 学習 の 選択幅 を で きる限 り拡大 し、生徒
一

人
一

人 の 個性 を育

　　　て 伸ば し て い く教育の 展開

　  専門高校 と地域や産業界 との 問 の パ ー トナ ーシ ッ プ （双方向の 協力 関係）の 確立

　  生徒が専門高校卒菜後に学習す る 縦続教育機関 との 連携 の 推進

　  　各学校 の 創意工 夫を生 か した特色 ある教育 の 展開

　教育課程審議会にお い て は、中央教育審議会の 第
一

次答申をは じ め数次に わ た る答申や理 科教育及 び

産業教育審議会の 答申に留意しつ つ 、約 2 年に わた り審議を行 い 、1998年 （平成 10年） 7 月 に 答 申 した。

こ の 答申に お い て は、幼児児童生徒 の 実態、教育課程実施 の 状況 、 社会 の 変化な どを踏ま え っ っ 、完 全

学校週 5 日制 の ド、「ゆ とり」 の 中で 「特色 ある教育」 を展開 し、幼児児童生 徒 に 「生 きる力 1 を育成

す る こ とを基本的な ね らい と し、次 の 方針 に 基 づ き教育課程 の 基 準 を改定す る 」 と提 言 した。

　  豊か な人間性や社会性、国際社会に 生き る 日本 人 と して の 自覚 を育成す る こ とe

　  自ら学び、自ら考 える力を育成す る こ と。

　  ゆ とりの あ る 教育活動 を展 開す る中で 、基礎 ・基本 の 確 実 な 定着を 図 り、個性 を 生 か す教育を 充

　　　実す る こ と。

　  各学校 が 創意 工 夫 を 生 か し特色 あ る教 育、特 色 あ る 学校 づ く り を 進 め る こ と。

　こ れ らの ね らい に 基 づ き、教育課程 の 編成 、各教科、科 目等 の 構成 、内容、単位数等 の 改善方針 が 示

された。

　こ の 答 申 を踏ま え、1998年 （平成10年 ） 12月 14日 に 幼稚 園 教育要 領 、小 学校学習 指導要領 及 び中学校

学習指導要領を改訂 した の に 続 き、1999年 （平成 ll年） 3 月 29日に、盲
・
聾

・
養護 学校 の 学習指導要領

等 ととも に 高等学校学習指導要領 の 全面的な改定した 。高等学校学習指導要領は 、2003年 （平成15年）

4 月 1 目か ら年次進行に よ り段階的に適用する こ とと し て い る 。

　改訂 の 趣 旨は 、新 し い 高等学校 学習指導要領 にお い て 教育課程審議会 の 答 申を踏ま え 、自ら学び、自

ら考え る力な ど の ［生 き る 力］を育成す る こ と を 基本的なね らい と し、「総合的な学習 の 時間」 の 創設 、

普通教育に 関する教科 「情報」、専門教育に関す る教科 「情報 」 及び 「福 祉 」 の 新設 、卒業 に 要す る 修

得総単位数 の 改訂 をは じめ、各教科 ・科 目等 の 編成、単位数や 内容 の 改訂 を行 っ た もの で ある。

　高等学校 における教育課程 の 基準 に つ い て は、教育課程審議会の 答申 に お い て 、義務教育 の 基礎 の 上

に 立 っ て 、将来い ずれ の 進路を選 択する 生徒に も、最低限必要 とな る 知識や技能等 に っ い て は、ある程

度幅広 い 分野 に っ い て 学 ばせ る と同時に、能力 ・適性 、興 味 ・関心 等 が 多様化す る生 徒 に 対 し、将来の

進路を見据 え、個性 の 伸長 を 図 る こ と を一
層 重 視 した 教育を 展 開 す る た め 、選 択 の 幅 を

一
層拡大す る 必

要 が あ る こ と が 示 され た。さらに、各学校が教育課程 ヒの 特色 を
一

層発揮 し、そ の 編成
・
実施 上 の 工 夫

を 柔軟 に 行 え る よ うに す る必 要 が あ る こ と が 示 さ れ た。

　こ の 答 申を踏 まえ、新 し い 高等学校学習指導要領 に お い て は 、全 （す べ ）て の 生徒が 共通 に 学習す る

必修履修教科 ・科 目の 最低単位数を縮減 し、学校や生徒 の 選択 の 幅 を広げ、選択科 目や各学校が 独 自に

設 け る学校設定教科 ・科 目 の 履修 を通 し て 、生徒 の 興味 ・関心 、進路希望等に 応 じ、よ り深 く高度 に 学

ん だ り、 よ り幅広 く学んだ りす る仕組みを整 え、それぞれ の 能力を 十
一
分伸ばすこ との で き る教育の 展 開
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を 目指 して い る。

　教育課程帯議会 の 答申の 中で、職業に 関する各教科 ・科 目の 改善につ い て は、次 の ように 示 された。

（ア）　職業に 関する各教科 ・科 目

　職 業に関す る各教科 ・科 目の 内容 の 改善に つ い て は 、理科教育及び産 業教育審議会答申を踏ま えっ つ

検討 を 行 い 、次 の よ うに 改善す る こ とが 適 当で あ る と考 えた 。

　職業に関する各教科 ・科 目につ い て は、産業構造 ・就業構造 の 変化科 学技術の 高度化 、情報化 、国際

化、少子高齢化な どの 社会 の 変化や産業の 動向等に 適切に 対応する とともに 、生徒
一

人
一

人 の 多様な個

性を生 か す た め 、生 徒の 選択幅 を拡大する観点 に 立 っ て 、 次 の ような改善を図る 。 （a
・b は省略）

c 　高齢化 の 進展等に 伴 い 、介護福祉 士 な どの 福祉 に関す る人材 の 養成 の 必要性 に対応す る ため、教科

　　「福祉 」 を新た に 設 け る こ と とす る。

d　 高度情報通信社会に お ける情報関連人材 の 養成の 必 要性に 対応す るた め 、教科 「情報 」 を新たに設

　　ける こ ととする。

e 　 専門高校に お け る教育の 改善充実 を 図 る た め に は 、地 域や産業界 と連携 した 教育 を展開す る こ とが

　　重要で あ り、専門高校 と地域や産業界 と の 間に 双方向の 協力関係 （パ ー
トナ ーシ ッ プ）を確 立 し、

　　連携 し なが ら教 育活動 を展 開 で き る よ う改善を図 る 。 （中略）福祉に 関し て は 、次の よ うに 示 され

　　た。

（キ） 福祉 　近年、生活水準 の 向 上 にともな う健康 へ の 関心 の 高ま りや生活様式 ・意識 の 変化 によ り、

国民 の 福祉 ニ
ーズ は高度化、多様化す る と と もに 、著 し く増大 し て お り、高齢者 や障 が い の ある人 々 等

へ の よ りきめ細 か な介護サ
ー

ビ ス に対応 で き る専門的な知識 ・技術を有する 人材の 育成 と確保が 不可欠

とな っ て い る。

　障が い の あ る 人 々 に 対す る社会的自立 を支援す る取 り組 み は、政府全体 と し て 総合的
・
計画的 に進 め

られ て お り、そ の 重 点施策実施計画 で あ る 「障が い 者 プラ ン 」 に お い て は 、介護サ
ー

ビ ス の 充実 の ため

の 人材育成を図る こ とが極め て 重要な課題 とな っ て い る。

　又 、中央教育審議会 の 第二 次答申におい て も指摘され て い る とお り、高齢社会にお い て は、高齢者を

思 い や る 気持ちや い たわ る 気持 ちな ど、豊 か な人 間性 を育 （は ぐく）む 教育が
一
層重要 とな る と同 時 に

こ れ ら高齢者、障 が い の あ る 人 々 、と りわ け要介護高齢者 の 自立 を支援す る能 力や技能を持 っ た 人材 を

育成する 必 要性も
一

層高い も の と な っ て い る。

　 こ うし た状況 を踏まえ、福祉 関連業務 に 従事す る 者 に 必要な社会福祉 に 関す る基礎的 ・基本的な知識

と 技術 の 習得、社会福祉 の 理 念 と意義 の 理解 、社会福祉 の 増進 に 寄与す る 能力 と態度 の 育成 に 関す る 教

育体制を充実 し、こ れ らの 人材 の 育成を 促進す る た め 、専門教育に 関す る教科 「福祉 」 を設 ける こ とと

す る。

　教科 「福祉 」 は、社会福祉 に関す る基礎 的 ・基本的 な知識 と技術 を総合的 、 体験 的 に習得させ 、 社会

福祉 の 理念 と意義を理解 させ る と と も に 、社会福祉に 関する諸課題 を 主体的に解決し、社会福祉 の 増進

に寄与す る創造的能力 と態度 を育 て る こ とをね らい と し、次 の ね らい を持 っ た 7科 目で 構成す る。
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「社会福祉基礎」

社会福祉 に 関する 基礎的な知識 を習得 させ 、現代社会に お け る 社会福祉 の 意義や役割 を理解 させ る と

　と もに 、社会福祉 の 向上 を図 る能力 と態度を育て る こ とをね らい とす る。

「社会福祉制度 」

社会福祉 の 法制度、社会福祉施設 、 社会福祉サ
ービ ス 等 に関す る知識を習得させ 、社会福祉 の 現状 を

理 解 させ る とともに 、社会福祉 の サ
ービ ス の 向上 を図る 能力 と態度 を育 て る こ とをね らい とする。

「社会福祉援助技術」

　対人援助 に関す る知識 と技術を総合的 に習得させ 、援助技術における実践的な能力と態度を育て る こ

　とを ね らい とす る。

「高齢者 ・障が い介護」

　高齢者 と障が い 者に対す る理 解を深め、高齢者 と障が い 者 の 介護に関す る基礎的な知識 と技術を習得

　させ る と と も に、介護を適 切 に 行 う能力 と態度を育て る こ と を ね らい とする。

「社会福祉実習」

社会福祉に 関す る 基本的な知識 と技術を習得 させ 、介護 の 実際に 必要な能力 と態度を育て る こ と を ね

　らい とする 。

「社会福祉演習 」

　課題解決や事例研 究 な どの 学習を通 し て 、専門的な知識と技術 の 深化、総合化を図る とともに、問題

　解決 の 能力や 自発的創造 な学習態度を育て る こ とをね らい とす る。

「福祉情報 処 理 」

　社会に お け る情報化 の 進展 と福祉 サ
ービ ス の か か わ り に つ い て 理 解 させ る とともに 、情報を収集 ・加

　工 ・発信す る技術を習得 させ 、福祉の各分野 で 情報を活用す る能力 と態 度を育て る こ と をね ら い とす

　 る。

　　卒業後 の 進路に つ い て は 、高齢者や身体 障が い 者等の 福祉施 設 、在 宅介護サ
ー

ビ ス 等 の 福祉関連施

　設 ・産業、病院、児童福祉施設等 へ の就職、大学 ・短期大学等 の 社会福祉 系、保育系、看護等 の 学部 ・

　学科、専門学校等 へ の 進 学が考 え られ る。各学校 に お い て は 、地 域の 実情や生徒 の 進路希望等 に応 じ

　て、介護福祉士 、 ホーム ヘ ル パ ー
等 の 福祉 関連職業資格 の 取得や大学等 へ の 進学 に 対応 した 弾 力 的 な

　教育課程 を編成す るよ うに 工 夫する 必 要があ る。福祉 に つ い て は、以 上 の よ うな改善の 基本方針及び

　改善 の 具体 的事項 に 基 づ い て 新設 され た の で あ る。
3

2 ．高校福祉科の 設置の経緯

　福祉教科を取 り入 れた高等学校 は、大 別 す る と 2 つ に 分 け られ る。福祉 コ
ース 、あ る い は総合学科 に

み られる よ うな福祉類 系 と呼ばれ る学校と介護福祉 上 受験資格を有する学校 とに 大別 され る。 今後 は、

介護福祉士 国家試験受験有資格校 を福祉科 とい う分類をす る。先の 述 べ た よ うに新教科 「福祉」 で は科

目上   社会福祉基礎 、   社会福祉演習 は 必 修科 目 で あ る の で そ れぞれ の 学校を 取 り巻 く環境の もとで 教

科 目 を選 定 し介護福祉 士 国家試験受験有資格校 とす るか福祉科 日関連教科を学ぶ学校 とな る 。
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高校 福 祉 科 の 設 置 と高校 生 が福 祉 を 学 ぶ意 味

　全 国の 高校福祉科 と呼 ばれ る 高等学校 は 、 平成 12年 3 月 18日現在 で 347校 あ り 、 うち87校 が私 立 、260校

が 公 立 で ある。介護福祉 士 国家試験受験有資格校 の 学校 は109校、福祉科 目関連校 は238校 とな っ て い る。

又、高校福祉科 の 側 面 と しホ ーム ヘ ル パ ー
養成研修 指定校 に な っ て い る。ホーム ヘ ル パ ー養成研修 を 実

施 して い る学校数は 160校あ り、そ の うち87校が国家試験対応の 学校で あ る 。 1 級が公 立 37校、私学 16

校 で あ り 2 級 は 公 立69校、私 学25校、 3級 は 公 立54校、私学 8校 と なっ て い る。

　 　 　 　 　 　 　 　国家 試験 受 験 設 置校椎移

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 IS

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

譲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2　　　 図 3 − 1　 平 成12年 にお け る福祉科の 設置動態
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高 田 短 期大 学紀要 第26号

　高校福祉科 の 誕生 は 、1987年 4 月 よ り学校法人城西学園鹿児島城西 高校 （鹿児島市薬師町）に開校 と

西 日本新聞 に 掲載され て い る。
4

内外教育1986年 9月 30日付 け に は、同年 岡 ［ll県教育委 員会 は 1987年開

校 の 県 立 吉備 北陵高等学校 に 生 活福祉系 の コ
ー

ス を設置す る。「福祉 」 「基礎看護 」 「看護基礎医学 」 な

ど、実習を伴 う18単位程度を履修させ る。教員は家庭、看護、社会科教員を有機的な体制を組ん で あた

る と し て い る。特別活動 に 「福祉 タイ ム 」 を設 け全校生徒に も実施 を考 え て い る。こ の 時点 で は、介護

福祉 士 国家試験を強 く意識 され て い な い が 来 るべ き高齢化社会 か ら少子高齢社会に向けた時代 を背景に

して い る。西 日本新聞には、「世界
一

の 長寿 国 日本 で 、高齢化社会の 到来多様化す る社会福祉問題 へ の

対応は国民的課題、福祉対象も、高齢者、心身障が い 者、年少者 も含め た社会 的弱者 と複雑多岐に わた っ

て い る 。 と こ ろ が、肝心 の 社会福祉 の 現場で は、中心的 な ス タ ッ フ 不 足 に悩ん で い る の が実情 。 」 と掲載

され て い る。少子 ・高齢社会 の 担 い 手 として の 基礎 づ くりを念頭 におかれ設置 された。内外 タイ ム ス に

は 、「社 会福祉 関連 業務 の 資格 は 取 れ な い が 、福祉 に 関す る 基 礎的 な 学習 を 通 じ、今後 の 福祉社会に 対

応で き る教養を身に付け させ た い 。福祉系大学や養成期間 へ の 進 学に も対応 で き る指導を行 う」 （教育

振興室） と掲載 され て い る。
1987年 「社会福 祉 士 及び介護 福祉 上 法 」 が制定 され た。こ の 介護福祉 ＋ 受

験資格取得方法 は 6 通 りの 方法 が ある 。 高校福祉科 の 介護 福祉 士 受験資格対応 の 学校 は、実務経験 3 年

に 準ず る者と し て 受験資格が 与 え られ る。 こ の 「社会福祉士 及 び介護福祉法 」 が 制 定され介護福祉＋ 国

家試験受験資格 が得 られ る こ とか ら 高校福祉科 が 全国 に 設 置 され て い く こ と と な っ た。

　 1987年 （昭和 62年） 4 月 、 静岡県 の 私立三島高等学校 は 家庭科 の 中 に 福祉 コ
ー

ス を設置 した 。 同校 は

1988年 （昭和63年）福祉 コ
ー

ス か ら福祉科 に 学科変更 して い る。高校福祉科 が そ の 産声 を上 げ た 時期 は

こ の こ ろ に 始ま る。こ の 背景 に は 1987年 （昭和62年） 5 月 26日 「社会福祉 上及 び 介護福祉 L 法 」 の 成 立

が 要因 と し て 挙げ られ る。同法 の 政令第 401号 ・厚 生省令 第49号第 21条 に より定 め られ た教科 ・科 目を

履修 ・修得すれば、高校 で 必 要な単位数を履修習得させ れ ば高校卒業と 同時に 「国家試験受験資格取得」

が認 め られ る こ とが 同年の 年末に わか る 。
18歳で介護福祉士 の 誕生 させ る こ とが で きた 。福祉に 関する

こ とが 中央教育審議会に答申 され て い くの は 1966年 （昭和 41年） 10月 31 日の 第20回、中央教育審議会審

議会後期 中等教育の 拡大整備に つ い て と題 し 「第 3 章、社会人 と し て 『社会福祉に 寄与する こ と の 中で

近代社会 の 福祉 の 増進 に は 、 社会連帯 の 意識 に 基 づ く奉仕 の 精神 が 要求 され る 。 』」 と記 され て い る 。 そ

の 後 1981年 （昭和 56年） 6 月 11日第 26回答 申中央教育審議会にお い て 、「第 5 章 、高齢期 の 教育にっ い

て ： 1 高齢化社会 の 進 行 と そ れ へ の 対応 、 2 学習 活 動 の 奨励 ・援助、 3 社会参加 の 促 進、4 高齢期

の 生 き 方 と 生涯教育の 中で は 『国民
一

人
一

人 が、高齢化社 会 の 急速 な進展 を迎 え、高齢期 をひ か え て そ

の 生 き方 を自ら考 え、それに対 して 備 える こ との 必要性 を自ら認識す る こ とが 重 要 で あ る。』」 と 報告 さ

れ て い る。私 た ち が 高齢 に な っ た と き の 生 き 方 と して の 生 涯 教育の 在 り方 の 視点 で 述 べ られ て い る。高

齢期に 見 られ る 「老 い 」 や 「病 」 「障がい 」 を持 っ た生 き方 に つ い て は 示 され て い な い よ うに思われ る。

む し ろ 健康 な高齢者 の イ メ
ージ が 強 い よ うに 思 わ れ る。す なわ ち年 を 取 っ て 老 化 して も健康 で あ り健康

を保 つ ために も人 と して の 生 きが い と し生 涯教育が打ち出 され た よ うに 受 け止 め られ る 。

　 1985年 （昭和60年） 2H19 日、理科教育及 び産業教育審議会 よ り答申が出 された。今 後新設 が 適 当と

され る 学科 と し て 、「電 子 機械科 」
・ 「国際経済科 」

・ 「農業経済科」 等 と と も に、国民 の 福祉に 対す
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高校 福 祉 科 の 設置 と高校 生 が 福祉 を学ぶ 意味

る多様なニ
ーズ に応え るため、福祉 関連業務 に従事する入材 を育成する 「福祉科」 な ど の 設置 に つ い て、

地域の 実情等も踏まえな が ら検討 を行 っ て い く必要 が あ る と し て い る。1985年 （昭 和 60年） 5 月 に 文 部

省は 、 産業教育の 改善に関する 調査研 究協力者を委託 し、「職 業学科 の 改 善 ・充実 」
・ 「教育課程 の 多

様化 ・弾力化 」
・ 「職業教育 に関す る諸 条件 の 改善」 の 三 つ の グル

ープ に 分け、調査研究を進め、「福

祉科 」 設置 に つ い て は
，

「職業学科 の 改善 ・充実 」 グル ープ の 下 に 開催 され た 「福祉科部会」 におい て

具体的な調査 を実施 した 。1987年 （昭和62年 ） 2 月 19日、理科教育及び産業教育審議会は 、高等学校に

お ける今後 の 職業教育 の 在 り方 に つ い て 答申して い る。経済社会の サ
ービ ス 化 ・ソ フ ト化や国際化 に 応

ず る た め の 新 し い 学科 と し て
、 国民福祉 に 対する多様な ニ ーズ に応え る た め、福祉科関連業務に従事す

る 人材を育成する 「福祉科」 の 設置 にっ い て 、地域 の 実情を等 も踏まえなが ら検討を行 う必 要があ る。

こ の 理 科教育 及 び 産業教育審議会 の 答申を 見込 ん で 高校福祉科 の 動向が 活発 になる こ ととな る 。

3 ．高校福祉科の全 国組織化 と新教科福祉

　高校福祉科 に は、介護福祉 士 国家試験受験対応 の 学校 と福祉関連科 目の
一

部 を 取 り入れ た コ
ー

ス が あ

る。又、最近は総合学科 の 中 で 福祉科 を取 り入れた学校 も存在する 。 1988年 （昭和63年）に は、静岡県

の 三 島高校が 、全国 に先駆け て 第
一

回介護福祉 士 国家試験 を受験 し合格 率 は 高 い も の で は なか っ た。年

4 月 に は 北海道で は 最初 の 福祉科 で ある私 立 函館 大妻高等学校に福祉科 が設置 され る。 1990年 （平成 2

年）第 二 回 の 介護福祉 士 国家試験 を受験 し合格率 は 高くは なく、高校生 に は難 しい 試験で ある様相を呈

し て き た。 こ の 年 の 4 月 に は 公 立 高校 に 「福祉 関連学科 」 の 3 校 が誕 生す る。兵庫県立新宮高等学校

「福祉科」、岩手県 立
一

関第 二 高等学校 「福祉教養 学科 」、北海道 村 立留寿都高等学校 「農業福祉 コ ース 」

の 3 校が誕 生 し こ の 年、東洋大学の 和 田 要 氏 の 調査 が あ り 「高校福祉科 の 現状 と課題 を考察す る 」 がな

され て い る。翌年 の 第 三 回介護福祉 士 国家試験を受験 し合格率は低い な が ら も昨年の 3 倍 の 合格率を出

し た。1991年 （平成 3 年）4 月 19日に第29回答 申中央教育審議会審議会答 申と して 「新 しい 時代 に 対応す

る教育 の 諸制度 の 改革 につ い て 」 第 1節 ：学校 ・学科制度 ； （1 ）学科制度の 再編成 （職業学科の 再編成）

に お い て 「職業学科 に つ い て は 、 現行 の 学科 区分が社会経済の 進展に 必ず し も十分に 対応 し て い ない 面

も見 られ 、又固定的な学科区分意識 の 中で学科 の 枠を越えた複合的な教育内容 を実施する こ とも困難と

な っ て い る。こ の た め 、情報化、国際化 、高齢化、サ ービ ス 経済化等、今後 の 我 が 国 の 産業 ・就業構造

の 変化 によ り適切 に対応 で き る よ うに 学科制度を再編成 し、例えば、新た に情報、厚生、観光 に 関す る

学科 （仮称）な ど を 制度的に 加 え る こ と が 必 要で あろ う。」 と提言 が され る。 こ の 提言 の 中で は 「福祉 」

で は な く 「厚生 」 とい う表現 に な っ て い た。こ の 当時 は 広 く 「福祉科」 あ る い は 「福祉 コ
ー

ス 」 とい う

表記 が されず 「厚 生 」 とい う名称が使われ た要因はわか らな い
。 こ の 当時、国家試験対策は 各校の 共通

課題 で は あ り、そ の 取組み は 手探 りの 状態に あ っ た。1992年 （平成 4 年） 3 月 、家庭部会北海道大会 が

開催 され道 立 釧 路星園高等学校 「教養福祉科」 の 取 り組 み実践報告が され て い る。福祉は家庭 の
一

部 と

し て位置付 けられ た。それ は家庭科 の 今後 の あ りよ うを模索する意図が十分に含ま れ て い た よ うに考え

る こ とが で き る。さらに 1993年 （平成 5 年）7 月 か ら1994年 （平成 6 年）1 月 に か け て 日本福祉大学の 高

橋
・
伊藤両 氏 の 調査 「全 国高校福祉科 の 実態を紹介」が なされ る。

51993
年 （平成 5 年） 11月 26日、平成
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3 ・4 ・5 年度 文部省研 究開発学校 指定研究発表会 、埼 玉 県 立 不動 ヶ 岡誠和高等学校 （埼玉県春 日部

市、「ホ テ ル カ ス カ ベ 」）に おい て 当時全国 に 散 ら ば っ て い る 高校福祉科の 先生方が集め る きっ か けとな っ

た 。 先駆 的に進 まれ て い る学校 にお い て も多様な課題 を抱え て の 手 探 りの 状況 に あ っ た。先進高校福祉

科への 学校見 学 に お い て も実習室 の 写 真撮影を 拒 否 され 状況 に あた り先進 校 と呼ばれ る学校に お い て さ

え閉鎖的で あ っ た 。 又 先進校は 、 設置を検討す る学校見学に 目常 の 業務以外 の 対応に追わ れ る状況 で も

あ っ た。 こ の よ うな状況 の 中で 全国 の 先生方に 広報 し平成 3 ・4 ・5 年度 文部省研究 開発学校指定研

究発 表会、埼 玉 県 立 不動 ヶ 岡誠和 高等学校 に 参集 し、全 国福祉 系高等学校連絡協議会 （仮称）の 設 置し、

10点の 問題点を検討課題 と し協議会 を発足す べ く動 き出 したわけ で ある。そ の 内容は 、  学科 の 位置付

け   専門 科 目 と教科書   試 験制度   介護 福祉 士 国家資格   指導者   進 学問題   就職 問題   社会

福祉実習   研修   連絡組 織 の 問題 で あ っ た が今 日の 抱え る 問題 点を含み つ つ も解決す べ き課題 の 方 向

性 を見 い だ し て い る。こ の 内 5 点 （  学科の位置付け  専門科 目 と教科 書   指導者   進学 問題   就

職 問題   社会福祉実習   研 修） は 新教科 「福祉 」 に 反映 され て い る。こ こ に新教科 「福祉」 の 源流を

見 られ る意味 は非常 に 大き い
。 全国福祉系 高等学校連絡協議会 （仮称）の 設置 は、同校で行われ た 。 第

2 回 研究 開発学校実地調査概要 （1993年 9 月 30 日）の 質疑応答 の 中で 「校長会 の 中で の 組織 づ くり」 に

つ い て 質疑応答 され て い る。
6

福祉科は学科 の 位置付 けが不明 で あ り、 そ の 名称 も様 々 で あ っ た。家庭

に 関する科 目、看護に 関する科 目、そ の 他 の とこ ろもある。看護校長会や家庭科部会 の 福祉部会と い う

よ うに校長会が 不 明 確 で あ る。研究会 は 任意団体で あるの で 埼玉 不動 ヶ 岡誠和高校が文部省に 近 い の で

埼 玉 不動 ヶ 岡誠和高校に 期待 され る こ とが望 まれ た よ うで あ る 。

7
こ れ を受 け た 形 で 埼 玉 不動 ヶ 岡誠 和

高校の 加藤建校長の 助言 もあ り全国福祉系高等学校連絡協議会 （仮称）が 設置 され た 。 こ の会に先駆 け

1994年 3H に 埼 玉 県 立 不動 ヶ 岡誠和高校校長加藤建 に よ る　「高等学校社会福祉科等 に 関す る 調査 」 が

行われ全国 の 高等学校 に お い て福祉科を設置 し て い る学校数等 の 基礎 的調査 がされた。 こ の 結果 を基に

1994年 6 月 に 同会 は 代表者 を松本寿子 （静岡県 三 島高等学校教諭）、保住芳美 （岡 山県ベ ル 学園教諭）、

池 田延 巳 （北海道函館 大妻高等学校教諭） 司会、矢幅清司 （岩手 県立
一

関第二 高等学校 教諭） に よ っ て

動 き出 した。私学 3 名、公 立 1名の構成で あ っ た 。 松本は 全 国の 高校 で 福祉 コ
ー

ス と して 先駆 けて 学科

を 立 ち 上 げ に か か わ り、介護福祉
．
【：国家試験等 々 の 福祉科運 営全 体の 流れ を把握 され て い た。保住は看

護の 教員で あ り看護科校長会 の 動静 に精通 され て お り援助技術系 （医学 ・看護） の 科目 に精通 して い た 。

池 田は同校福祉科 の 設置に あ た り、全国の 福祉 系高校が非常に閉鎖的 で あ っ た と報告 を受け て い た。福

祉科設置 に 関す る 教員 の 資質 ・設備 ・備品 ・テ キ ス ト等々 の 課題 に精通 して い た。池 田 は 、同校福祉科

の課題は 全国の 福祉系 高校 の 共通課題 と認識 し会の 調整役 と し積極的 に 活動 され た 。 矢幅 は 福祉 系大学

卒 で 社会福祉全般 に対す る専門的知識や技術 と公 の 調整役 として そ の 手腕 を発揮 され た。同会は私 学主

導 で あ り 「私学の 先駆 的な役割」 を果た して い た。と同時 に 各校 の 福祉科課題 は 、全国 の 課 題 で あ る と

認識 され て い た こ とが大きか っ た。特に三 島高等学校は他校か らの 見学者 が多 く松本 は 「問題意識 の 共

有化 の 必 要性 への 認 識」 を強く実感 して い た。1993年度 には福祉科が 開設 され て い る高等学校は 公 立 13

校、私学 19校、合計32校で あ っ た 。 高校福祉科 の 原点 は 、埼玉 県立 不 動 ヶ 岡誠和高校 に お け る 研究開発

実施報告会 （高等学校社会福祉科等に 関する 調査内容 ： 1調査校、ff学科等 にっ い て 、皿 生徒募集に つ
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高 校 福祉科 の 設置 と高校 生 が福祉 を学ぶ 意味

い て 、IV教科及び科 目につ い て 、　 V 現場実習 （科 目　「社会福祉実習」 に つ い て）、　 VI教員に つ い て、冊

教材 に つ い て 、皿 施設設備 に つ い て 、D（入 学者 の 志願状況 と卒業後 の 進路等 に つ い て 、　 X 介護福祉 士 国

家試験 の 受験状況 につ い て、XI各校 の かか ける課題 と今後 の 組 織化 の 取 り組 み につ い て 実施 され た）

にあ る とい っ て も過言で は な い 。池田は 当時の こ とを 「ホ テ ル カ ス カ ベ で
… ・

」 と話す。後 の 新教科

「福祉 」の 創設の 源流は こ の ときに 始ま っ た。私学の 先駆性 と問題 の 共有化 に よ る組 織づ く り
・
そ の 実践

上 に つ くられた側面 が ある。教科福 祉 の 誕生 を 目指す高校福祉教員に よる ソ
ー

シ ャ ル ア ク シ ョ ン が され

た の で あ る。1994年 7 月 31 日、第 2 回 全 国福祉系 高等学校連絡協議会が 開催 され る。（内容 は   参加

者 よ り出され た意見 を集約   自己 紹介と各学校 の 状況説 明   懇談会）同年 8 月 1 日、全国福祉科高等

学校学校長 ・学科主任 会議 が開催 され る。内容 は 、 1 出席者 の 紹介 H 報告   福井県立大野東高校  

埼 玉 県 立 不動 ヶ 岡誠和高校   福 岡県杉森女 子高校 皿 研 究協議 質疑応 答内容 1
、 ボ ラ ン テ ィ ア活動の

単位化 は あ る の か ？　2 、施設実習 の 受け入れ 人数 は ？　3 、施設実習受 け入れ につ い て （専門学校 との

競合） 4 、実習施設 の 条件は ？ 5 、社会福祉実習の 振 り替 えは どうして い るか ？ 6 、施設実習の
一

日

の 単位時間は ？　7
、 社会福祉 実習 （施設実習）の 内容 ？ 8 、社会福祉演習 との か か わ り等で あ っ た。

1984年 9 月〜日本社会事業大学地域福祉 コ
ー

ス ・福祉教育研究プ ロ ジ ェ ク ト 「全 国高等学校福祉科 ・福

祉 コ
ース 調 査 （福祉 を 教 え て お られ る先 生 へ の ア ン ケ

ー
ト）」 が 実施 され る。

並 行 し て 全 国福祉科高等

学校の 及び福祉教育実態基礎調査 が 全 国高等学校長協会家庭科部会福祉科高等学校校長会 によ り基礎調

査行われ て い く。
s
　 1994年 7 月22〜24 日、第19回 日本福祉大学社会福祉夏期講座 「一

福祉教育の 在 り

方 一
（F ブ ロ ッ ク ： 高等学校福祉科 の 教育 を中心 と し て ）」 が 実施 され る 。 そ の 後 、

1995年 10月 12〜13

日、静岡県伊豆 長岡 に お い て 第 1 回 全 国高等学校長協会家庭科部会福祉 科高等学校長会 ・学科主任会

議 開催が開催 され 福祉 科 運営上 の 問題 を 課 題 と しなが ら発 展 し て き た の で あ る。

　1993年 （平成 5 年 ）12月 17 日に兵庫県立 日高高等学校 にお い て 「1992 ・1993年度文部省指定高等学校

教育改革推進協力校発表大会」 が 行わ れ 、4 点の 研究報告が され て い る。 Il990年 3 月　「学校におけ る

福祉教育 カ リ キ ュ ラ ム 」 県教委 よ り委 託 、H 平成 3年度 よ り福祉教育推進指定校、皿 1992年 8 月 末 高

等学校教育改革推進 指定を文部省 よ り受 ける、IV総合学科 と して の 福祉 の 研究発表がな され今後 の 福祉

科の 在 り方が模索 し実践しそ の 可能性が 発表 され て い く こ と と になっ た e 当時の 高校福祉科 の テ キ ス ト

は 、 専門学校に お け る介護福祉 上養成講座 テ キ ス ト （中央法規出版）
9

を 3 学年 の 中で 分割 し使用 して

い た 状況 にあっ た。教科 書 とい うもの が な く、国家試験 問題 が 養成講座 テキ ス トから出題 される こ とも

あっ た。又 実習施設 も専門学校 の 設備 ・備品 に 近 い 形で 整 え られ て い る学校やそれ以上 の 設備を有す る

学校 もみ られ る よ うな状況で あ っ た 。 実際に教科指導をす る上 で は 家庭科や衛生看護科 ・社会科 の 教員

が これ にあた っ た。 こ れは前 に述 べ た 1986年 9 月 30 日の 内外教育に掲 載 され て い る。岡山県教育委員会

は 、岡 山 県立吉備北陵高等学校 生 活 福祉 コ
ース の 設置構想 を 述 べ て い る。福祉 系科 目担 当 の 教員 は 家庭、

看護 、社会科教員 を有機 的な体制 を組 んで あ る と して い る 。 平成12年度よ り実施 された新教科 「福祉」

現職教員等講習会 の 教員要件 と重 な っ て い っ た。
’°

し か し岡 山県 は、構想 で あ っ て 開校ま で には至 らな

か っ た。又 、是非論 は 別 に英語 や 理 科 の 教員が先駆 的な実践を 重 ね た 経緯も あ る こ と も確 か で ある。福

祉 が 広 く認知 されず未成熟期 の 結果 で あ っ たが全国で 先駆 的な実践 された高校福祉科教員 の 熱 い 情熱 の
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下 で 手 探 りの 中で 実践 を重ね られ た時期で もあ っ た。

　平均寿命が延びるに従い 私たちは誰で も長 生 き が で き る時代 に な っ た。逆に 「よ ほ ど の こ とがな い 1垠

り自分 の 意志 で死ね ない 」 ともい える。身体は 医者に 、教育は学校に 、死 は 宗教家に 預け て い る身 で あ

る。少子高齢人 口 減少期 に 生 き る私 た ちは 、漠然 とマ ス コ ミ報道を通 して 高齢社会 につ い て 理解され て

い る。し か し、私 た ち は、毎 日 を何事 もなく 自己 完結型 の 生活 を享受 し、傍 らに要介護 の 家族 を抱え て

い る家庭 もある。高齢社会 で あ る こ とを現実味を帯び て 実感す る。高校生 に福祉を教育をする意義を何

処に見 い だ せ ば よ い の で あ ろ うか。少 子 高齢化 は 何処 で 感 じ られ る の で あ ろ う。統計資料 の 人 ロ ピ ラ ミ ッ

ドか らは 確 か に読み取れ る 。 し か し 、 そ れが
一

人 の 人間 と して 生きて い る高校生に理解 で きるもの で あ

ろ うか 疑 問 で あ る。た と えそ れ が理 解 し えた と し て も福祉 を学 ぶ 意義 とな るもの で あ ろ うか。統計を も

とに した学びが根拠 になるで あろ うか。平均寿命をみ て も女性の 方が 長生 きで あ る こ とは読み取れ る 。

総務省統計局 の 我が 国 の 人 ロ ピ ラ ミ ッ ド2000年 10月 現在 の グ ラ フ を見 る と男性 の 76歳 か ら87歳ま で が第

二 次世界 大戦 の 影響 と記 され て い る。
n

戦争の 時期 に 結婚 され た女性 は 、終戦後 に最愛 の 夫が 帰っ て く

るこ と を信 じ待ち続け人たちが存在す る 。 人 ロ ピ ラ ミ ッ ドに潜む数字 の 意味を体現 させ て い ただく こ と

が で き る 存在 が今 の 高齢者 で もあ る。

　高校福祉科 も福祉系大学も乱 立 状態で あ る。ホ ーム ヘ ル パ ーの 養成 に い た っ て は 大手 の 企業 が 参入 し

福祉 ビ ジネス と し て 参 入 して い る。福祉 の パ ラダイ ム の 転換が教育現場や福祉現場 に怒濤 の ご と く押 し

寄せ て きて い る。又 、ホ
ー

ム ヘ ル パ ー養成研修は、福祉系学校に と ど ま らず家庭科を中心 と した職業科

（
一

部希 望者 を対象に商業科の 中で も実施 され て い る）で も行わ れ て い る。こ の 養成研 修を通 し て 生 徒

自身が高齢に な る こ との 意味や高齢社会 の 中で 自らが生 きてい く姿が 学び取 る こ とが で きれ ば望 ま し い

と 思 う。

　高校 生に福祉 を学ぶ 意義を個 々 の 人生設 計と して と らえた い 。
「老 い る こ と1 は 、物忘れや 耳が遠 く

な る こ とで ゆっ くりと自覚 され て い く。加齢 に伴 うADL の 低 ドに よ り生 じ る不 自由で あ る。四 〇歳代 で

見 られ る 四 十肩 、五 〇 歳代 で 見 られ る 五 十肩、更 年期障害、老 眼 と い わ れ る生 理 的 な 機能低 下 は 「老 い 」

の
一

つ の 姿に ほ か な らな い 。 あ る 人 は 生活習慣病 か ら内部 障害 に な る こ ともある。腎機 能 の 低 下による

人 工 透析 、心臓 へ の ペ ー
ス メ

ー
カ の 装着 、人 工 こ う門等 々 に よ る内部障が い もあ りうる。又 、交通事故

等 に よ る 上肢 下肢 の 機 能低下や欠損、ある い は脊椎損傷等に よ る障が い もあ りうる。脳 疾患に よ る 上肢

下肢 の まひ や言語障が い な ど 人生 の 時間軸の 中で い つ 障が い を持 つ かわ か らな い 。 「老 い 」 は、精神 と

肉体が 時 に 緩や か に 受 け入 れ て い く。私 たちは、「老 い 」 を時間軸の 中で 向き合わ ざる を得な い の で あ

る 。 老 い て も障がい の 有無にかかわ らずに普通 の 暮 ら しが 支えられ る福祉社会を構築 し なければな らな

い 。社会福祉サ
ービ ス の 利用 の 仕方や家族 から地域住民への 広が りを持 っ た障 が い 者への 援助

・支援 の

あ りよ うを教育され る こ とが大切 で あ る。必 ず 老 い て 障 が い を 持 つ 人 が す べ て で は な い 。統計学的 に は

65歳以上 の 高齢者 の Y4が障 が い を持 つ 老 入
・
要介護老人 で あ り、Y4に優良な老人が い る わけ で ある。全

体の 5 パ ーセ ン トが施設入所 とな りえるわけ で ある。
12 一

人 の 高校 生 が い つ の 時間軸で 障が い を持つ 側

にな るか 予測が つ か な い こ とで あ る が 、少 な く と も自分 あ る い は 自分 の 生 活 環境下 の 傍 らに い る 人 が障

が い を持 つ こ とで ある。三 人称 と して の 存在で は な く
一

人 の 人 と して 支 える 術 を知 っ て い る こ とが 大切
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で ある。そ こ に私は福祉 を学ぶ根拠 を見 い だ した い 。

　2000年 に新教科 「福祉 」 現職教員等講習会 とい う具体的な形 で 高校現場に そ の 姿を現 した。こ の 講習

会参加者は 、各都道府県教育委員会 の 意向 で 選 抜 された。当初は現職教員講習会 の 位置付 け と し、現在

高校福祉 の 教科 に携わ っ て い る現職教員が 対象 と し た教育委員会の 判断 が み られ る よ うで あっ た 。
し か

し各都道府 県教 育委員会 に教科 「福祉」 の 担 当者は福祉に対する理 解が十分に され る職員は と はい い 難

か っ た。各都道府県教育委員会に福祉に対 し専門的な担当者が い な い こ とに起因す る。基礎免許 として

公 民 ・家庭 ・看護 の 有す る も の を 各都道府県教育委員会が 福祉に か か わ る 教員 を 念頭 と し なが らも基礎

免許 があるの で 参加 され た状況 に あ る 。 講習会は 、 初めて 新教科 「福祉」 に 関心 を持た ざるを得ない教

員や既に校内で 担当され て い る教員 との 格差が生 じ た。過去 に は 、高校保 育科が存在 し た。が 、1995年、

高校保育科は高卒に よ る保育士 養成 の 道を閉 ざした。それ とともに全 国 の 高校保育科 は 、 学科改変 1993

年前後か ら改変に 入 っ て い る。文部省に お い て は保育技術検定 （1 ・2 ・3 級） と し家庭科技術検定 の

一
つ と して 存在 した。過去 の 職業教育は 、資格 に 振 り回 され 時 々 の 社会情勢に振 り回 され て きた こ とは 、

工 業科 ・商業科 ・音楽科 ・観光科 ・保育科 ・情報処理等 の 推移をか らもわ か る 。 高校福祉科は 、介護福

祉士 資挌取得を目指す至 上主義的な傾向にある こ と も事実 で ある。高校 へ の 入学 は 偏差値 を持 っ て ス ラ

イ ス され 選択 され て い る こ と もある。高校に学ぶ生徒 の
一

部に は、生 活問題 を抱 えて い る こ ともあろ う。

教科福祉 は 、偏差値の 高 い 進学校 に は設置 され て は い な い 。履修 の 対象に 考え られ る こ ともな い。教科

福祉 は 、新設学校や総合学科 、保育科等 の 職 業科 か ら次 の 時代 を見越 した改変 で あ り設定 で あ っ た 。 20

00年度前後 か らは衛生看護科 か ら学科改編 を して 福祉科 に変わ っ た学校 もあ る。衛生看護科 の 実習教材

備品が福祉科に 改変 しやすい こ とも上げ られ る。高等学校 に お け る 生徒募集の 減少 傾向や保育科、衛生

看護科 の 生徒募集停 止 等 の リス トラ策 と し て の 福祉科 で は な い はずで あ る 。

4 ．ま とめ

　高校福祉科は 、直接的 に利用者に か か わ る実習場 面 が あ る。こ こ で は 、17歳の 生 徒 に 予 想に つ か な い

ドラ マ が待 っ て い る 。 保育は 生徒 自身 が通 っ て きた出来事 で あ る 。 い わば過去 の出来事 で あ りそ こ で 起

き て い る場面を認識やす い 。 し か し、福祉 はまだ体験す る こ との ない 生徒 の 未来像の 断片を垣 間見る こ

と に な る 。 さら に 将来お い て あ る か も しれ ない 中途障が い もそ こ に は 考え られ る 。 単に 高齢者に と どま

らず 「老 い 」 や 「病 」 や 「障が い 」 を抱え る 人 に かかわ る 上 で 人権 とは 何 か を柱 に した考 える教科 目 と

し た い 。人権を柱と した教育内容は、対人 関係能力や生徒 自身 の 生 き方に対す る問題 で もある。「老 い 」

や 「病」 や 「障が い 」 を持た れ た方の 人権を 通 して 、生徒自身 の 人権意識 や他者 との か か わ りに お け る

人権を考 え させ る こ とになる 。 生 き方教育で もあ り生涯 学習の ある現実社会の 生徒 へ の 強 い メ ッ セ
ー

ジ

で もあ る。又 福祉科 目は 「オーバ ー
ケ ア とは 何 か 」 を考 え させ 生 徒 の 他者 へ の か か わ り方 を問 うもの で

あ る 。 他者 との か か わ りは 生徒 自身が 、か か わ っ て い く こ と で あ り、そ こ に は 自己覚知 が さ れ、生 徒 自

身の 事例 を持 ち次 へ の ス テ ッ プす なわち進 路意識 へ と変 化 して い く。 普通科の 生徒に み られ る よ うに マ

ス コ ミ情報 に よ り感 じた 問題意識 で は な く、実際 に 利用者と 対面 し利 用者 の 生活揚面 の 中か ら生きた事

例 と して 生徒の 生 き方や学び方 を問う科目で あ る 。
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　2000年 6 月 に社会福祉法が施行され 地域福祉 が位置付 け られた。 こ の 地域福祉 にお ける地域を支える

住民 と し 17歳 の 生徒が担 っ て い く。
こ の 地域福祉 の 担 い 手 と し て 福祉 教育の 在 り方 は 重 要な意義を 持 っ

もの で ある 。 新教科 「福祉 」 はそ の 実践的プ ロ グラム を提供で きる とともに 21世紀の 「老 い 亅 や 「病 」

や 「障 が い 」 を も っ て も残 存能力 を 発 揮 し、活動 し社会参加 で き る豊か な社会を創造す る担 い 手を育て

る教育で もあ る 。 文部科学省初等中等教育局職業教育課 の 矢幅清 司は、従来 の 職業科の 位置付け は変わ っ

たと述べ て い る。普通科 の 下に職業科が あ るの で はなく並行に あ る もの で あ る。新教科 「福祉 」 は、従

来 の 職業科 の 位置付 け を 見直 しや 地 域福祉 を育む 担 い 手 の 側 面 を色濃 く持ちなが ら、17歳前後 の 生徒 の

人権意識や 自己変容を促 し 「生 き方教育」 で もあ り生涯学習の 必要性を具体的に提供 で き る科 目で ある。

単に新 しい 教科 目 と して の 取 り扱 い だけで な く多くの 可能 性を持 っ た教科と し て 位置付け、設立 の 経緯

を踏ま えよ り実践的 で 実効性 の ある高校福祉 科の 在 り方に つ い て新教科 「福祉」 を通 して 提示する 。 福

祉 関連科 目の も う
一

つ の 側面 は 単
一

教科で 自己完結 しな い こ とで あ る。全教科 にかかわ っ て 理解 され る

教科で あ る。福祉関連科 目は 縦 ・横 に 縦断的 で あ り横断的 で あ る。一
つ の 教科 目の 内容は他教科と の 関

連 も生 じ統合化を常 に 求められ る。そ の こ とがや がて 「利用者に寄 り添 う」 こ と に つ なげた い 。

　実習記録 の 内容 か ら生徒 自身は、利用者 との 世代間ギ ャ ッ プ に 戸惑い なが らもぬ くも りを皮膚感覚 と

し強 く感 じ取 っ て い る。利用者を よ り身近な 「一人 の 人間」 とし感 じて い る 。
か か わ りを うれ し く思 い 、

感動 し、戸惑い 、謙虚 さを思 い 起 こ して い る。高校生 自身が今後 の 人生福祉への 希 望を持ち得 た こ と は

大変嬉 し い こ とで あ る。
13

利用者 との か か わ りは、利用者の 内側に も高校生 との か か わ りを楽 しみ、嬉

し く思 うの で あ る。人生 の 先輩 と し て何か を伝え よ うと し 恋 の 話や戦争体験等 々 の お 話 を され る。高校

生 に 心 の 内に内在す る利用者 像は鏡 に映 し 出され る虚像 を見 い だ し て い る。多感な青年期に 内在する 心

の 鏡に尊厳 ある利用者 と して 見 い だ し て い る 場 で あ る。心 の 鏡が 凹面鏡で あ れ ば虚像は 実像よ り大 き く

な り、凸面鏡で あれ ば小 さい 像と な っ て し ま う。 平面鏡に 映 し出され る利用者像は 、 左右反対 とな り虚

像 で あ る。か かわ る 教員は、生徒に寄 り添 う生徒 が 見い だ した像に寄 り添わなけれ ばな らない 。 J ・デ ュ
ー

イ の 経験的学習 の 場 で もあ り生 徒 自身 の 本 づ く りで あ る。
「4’15

教員 は 、そ れ ぞ れ の 生徒の み が 知 る利 用 者

像を 生徒 と利用者の 関係を通底す る 支援を し なければ い けない 。生徒 に内在す る利用者像 をデ フ ォ ル メ

す る こ とな く生徒 に 寄 り添 うこ とに より生徒 自身が 自己覚知す るか らで あ る。そ こ に
一

人称
・

二 人称 と

して の 利用者を見い だす か らで ある。
15

　生徒 自身が 自己覚知する こ とで 潜在 し て い る も う
一

人 の 自分 に気 づ き、自己変容に進む と考 える。身

近 に か か わ る 他者 を見 比 べ る の で は な く
一

人 の 人 と して 内在化 で きる よ うに な る。同時に 自身 の 将来に

向け て 自己決定が され 自己実現 で きる道程 が つ くりだ され る の で あ る 。 介護福祉 士 専門職養成に 特化す

る の で は な く教科福祉 の 学習を通 し、実習 場面を丁 寧 に 振 り返 り、生徒 の 自己 覚知
・

自己変容
・自己 決

定 ・自己 実現する営み 支援す る の で あ る。そ こ に 21世紀 の 担 い 手 と して の 福祉像 を 描 き だ せ る 力 に 気付

かせ る こ とが肝要 で あ り、結果 的に そ の 学び が介護福祉 上国家試験に 結びつ くこ とが望ま し い 。福祉像

は、福祉職 と して の 福祉像 もあるが人生福祉 として の 福祉像であ っ て ほ し い 。教科福祉は前に述べ た よ

うに 全 国の 高福祉科教員が望ん で創設 され た 科 目で あ り、与 え られ た科 目で は な い 。そ の 創設 に か か わ っ

た全国福祉科教員 の 熱 い 思 い が 原動力 で あ り源流 となっ て い る 。
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　か か わ る 生徒 の 傍 ら に 居 る 利用者 の 存在付 け が 問 わ れ て い る気が し て な らない 。生 徒 は 、利用者か ら

自分 た ち が 感 じ え な い 生 活 体験 を利 用者か ら 聞 き、戦争 の 悲惨 さや 今の 生 活 の 有 り難 さ を 感 じて き て い

る 。 時代背景 の 違 い に よ る文化、生活体験の違い を しっ か り と受け止 め て い る 。 そ れ だ けの 事実 を持 っ

て し て も利用者 とは 、生徒 とほ ぼ同 じ地域 の 文化 ・歴史 の 「語 りべ 1 で あ り伝承者 で もあ る。単に利用

者が 施設 サ
ービ ス を利 用 して い る の で はな く、利 用者 の 自立 支援 を 目指す施設 の イ メ

ージ を大き く崩す

もの で あ る。利用者 と は施設機能 ・
サ
ービ ス の 利用者で な く活用者で な ければならない 。介護保険権が

導入 され 施 設 も利用者 の サ ービ ス 提 供 で な く施 設 機能 を 提 供 し活 用 され る 施 設 で な け れ ばい け な い 。利

用者 は、生徒と生活圏 を ほ ぼ 1司じとす る 生活 ・文化 ・歴史 の 「語 りべ
」 と し て の 情報を持 っ た シ ン クタ

ン ク とい 言 う認識に 立 て ない だ ろ うか。前国連事総長 ア ナ ン は 「老人 は 生き た 図書館で あ る 」 と述 べ て

い る 。 利用者は 施設機能を 活用 しつ つ 、
一

方で は 地域の 生活
・
文化

・歴史の 「語 りべ 」 と し て の 情報を

持 っ た シ ン ク タ ン ク で あ る。
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一
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 佐　藤　　 　完
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Tamotsu 　Satou

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 織　田　紀代子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kiyoko　 Oda

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 長　 岡　 さとみ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Satomi　Nagaoka
（要約）

　私た ち は 、い つ の 目か 人 生 の 役 割 を 終 わ る。老 人 福 祉 施 設 の 利 用者 の 生 活 を概観 し なが ら 「老 い の よそ お い 」

つ い て 考察 を す る。高齢者福祉 に つ い て 学 ぶ 学 生、大 学周辺 に住 む 地 域住民、老人 福祉施設 利用者を トライ ア ン

グル の 関係性 に つ い て 考えを深 め る。

（キ
ー

ワ
ード）

　老 人福祉施 設、社会福祉士 及び 介護福祉士 法等 の
一

部改正、死 ぬ 身 を生 き る

1 ．は じめ に

　福祉 系大学 が ／ 都道府 県 に 3 校前後設置され て い る。大学、短期大学にお い て は、社会福祉 上 、介護

福祉士 、精神保健福祉 士 等 の 専門職養成にかかわ りっ て い る。福祉系大学や短期大学が 果 た す役割は単

に福祉 専門職養成 で あろ うか。社会福祉法 の 改正 に 伴 い 地域福祉 の 時代 を強 く意識 され て い る今 日、大

学が果たす べ き役割 は 地域に存在する社会福祉施設や地 域住民 へ の か か わ りが 問われ て しか るべ きだろ

うと考え る。各大学に お い て は、各教員が地域 とかかわ りを もっ て 研究 ・実践 され て い る が 、大学 と し

て の 社会資源 を ど う地 域社会に か か わ る こ と も必 要 で あ る。本 学 は 、学苑関連施設 に社会福祉法人高田

福祉 事業協会高 田 光寿園
1

と社会福祉法 人 高田真善会報徳園と い う特別養護老人 ホ ーム を有す る。高 田

光寿園は 、1921年 （大 正 1G年）に創設 され た 三 重養 老院 か ら始ま り、2006年 （平成18年） 4 月 に 開設 さ

れた本学人間介護福祉学科 と の 関係性 を改 め て 問い た い 。本年完成年度 を向かえた人 間介護福祉学科は 、

多くの 養成機関 に見 られ る よ うな介護福祉 上専門職養成を主眼 と し た学科で はな い とす る とそ の 依拠す

る背景を探 り出 した い 。す で に述 べ た よ うに 高等学校や専門学校 、短期大学、大学等 々 全 国に 展開 され

て い る介護福祉 士専門職養成は 、介護に関す る専門的知識、技術 の 習得 と利用者 の ニ
ーズ、介護福祉専

門職 と し て 必要 とす るニ
ーズ を導 き出 し調整 し利用者に サービ ス 提供され る福祉人材養成 で あろ うか。

本学 は 、夏季 に 本学周辺 の 住 民 へ の 介護公 開講座 を開設 し て い る 。 介護福祉専門職を養成 しつ つ 、近隣

住民 へ の 介護公 開講座 、 86年の 歴史的背景と利用者に寄 り添 っ た実践 を心掛 けて き て い る 老人福祉施設

との 関係を 紐解きな が ら老 い を迎 える地域住民が夫婦 ともども豊か に 生 きる こ とが で き る 姿を 「老 い の

よそ お い 」 と題 し て概観 した い 。
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2 ．老人福祉 施設 と介護福祉 士養 成校

　高田福祉事業協会は、真宗高田 派 を 母体 とする。高田光寿園現施 設長 の 高林光暁に よ れ ば介護保 険が

始ま る前に は 、三 重県 内の 特別養護老人 ホ ーム の 「質の 向上 」 を意図 し
、 指導員 （介護職員） 2 名程度

を
一

定期間に夜勤 も含めて 施設 巡回研修 を実施 した。各施設 の もっ て い る良い 点 を直接体得 させ る こ と

を通 し て 三 重県下 の 特別養護老人 ホ ー
ム は、何処 で も同 じサ

ービス 提供 が で きる こ と が 必 要 だ と い う理

念 をも っ て 実施 され た経緯 が ある。 こ の よ うに
一一
施 設運営、質の 向 Eを 図 る だ けで な く近 隣老人福祉施

設全体 へ の 質の 向上 を意図 した研修 を立案 し計画 ・調整 ・実施 して きた。今 日の 競争原理 を主体 と した

施設経営や運 営で は な く 、 近隣住民 の 高齢者 の 生活 を支 え て き た
。

　関連す る老人福祉施設 にお い て は、利用者本位 と言 わ れ る実践を常に 心掛けて 86年を踏ま え社会福祉

実践 を 概観す る こ と は 本学 の 学科理 念を さ ら に鮮明 に し、介護福祉 士 養成 の あ り方 を 閙 うも の で あ る。

大学 と老人福祉施設 の 関係は 、先駆的実践校 と して は 、東北福祉大学 （特別養護老人 ホ
ー

ム せんだん の

杜）、立正大学 （特別養護老 人ホ
ー

ム たちばなホ
ーム ）等 々 がある。最近 では福 岡県 の 西 南学院大学に

お い て も大学 と老人福祉施設 の 関係 と し設置 され る よ うで あ る。大学 に 設置 され た 老 人福祉施設 は 、研

究者 の 目線 と施設利 用者 の 目線に 上 下関係を 生 じか ねな い。現実 に最愛の夫又 は 妻 を失い 「老 い や病や

障害」 を も っ て 家族 か ら も離れ 、一
人 老人 福祉施 設 で 高齢期 を生 きて い る。中 に は 認知症を患 い 日常生

活 さえままならな い 施設利用者や個室利用 され て い る利用者 の
一

人は、施設 見学 に訪れた学生 が 通 り過

ぎた後 そ っ と部屋 か ら出 て くる人 もい る。介護福祉士倫理 綱領の 「7 」 に うた わ れ て い る後継者 の 育成

は 、施 設 と して の 責 務 で あ る。安 心 して 質 の 高 い 介護 を 受 け る 権利 を 享受 し、介護福祉 士 に 関 す る 教育

水準 の 向上 と後継者 の 育成 の ために 「利用者 が施設見学 に訪れ た 自室 の 前を通 り過 ぎた後にそ っ と部屋

か ら出 られ る」 事実を受け止 め られ る後継者 の 育成を され なけれ ばならな い 。後継者の 育成の た め に も

施設利用者か らの 視座 か ら専門職養成校 の あ り方 を問 い 、大学 と施設 の 連携で は なく、施設利用者 と専

門職養成校 に学ぶ学生 との 連携 の あ り方 か ら本学専門職養成校 の あ り方 を問 うもの で あ る。

3 ．高齢期を迎 える団塊の 世代の 生活

　一
昔前ま で は、子育て は 二 度行 われた。母親は子 どもが 生 まれ手 が 離れ る ま で は子育 て に勤しむ。手

が離れ るようになると家事全般 が 増 え、子 どもは祖父母 の 手 に委ね られ、子 ど もの 生 活環境に お け る生

活技術能力や地域の 文 化を高齢者か ら伝承 され る。そ の 営 み が脈 々 と受 け継 がれた時代 があ っ た。前 国

連事務 総長 の ア ナ ン は 国際老人年 に 「老人は
一

つ の 図書館 で ある1 と述べ た 。

　戦後 の 何 もか も失 っ た 国策 の
一

つ は、健康で 文化的な住宅 の 供給が急務で あ っ た 。
1951年に 当時 の 建

設省が 公 営住宅 の 標準的 な問取 りで あ る 「51C 」 型 を発表 した。
235

平方 メ
ー

トル の 室 内に台所 と食 事

霙 を兼ねたダイ ニ ン グ キ ッ チ ン と呼ばれ て い る
一

室 に 二 間 の 和 室 、風 呂、 トイ レ を配 し た 間 取 りで あ る。

当時 の 社会状況 下 で はモ ダン な住宅 で あ っ た 。しか し なが ら、こ の 間取 りの 中に 両親 との 同居が何処ま

で 可能で あっ た の で あろ う。老 い て い く両親との 同居 を難 しくした物質 的な要因があ るの ではない か。

ま た 、和紙と木製建具 を基本 と し た間取 りか ら、家族 間 の プ ラ イ バ シ
ー

の 確保 した 洋 風 住 宅 と大 地 震 を

想定 し耐震構 造 の 手段 と して 壁面積 の 増加 させ て きた。壁化、個室化は 、核家族 の 問 をさらに乖離 させ
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て きた とい える。
3

障子 と襖の 和紙 で 仕切 られ た 間取 りで は 、家の 中 に は家族 の 気配 を感 じ られた。

　昭和 30年代後 半 か ら親 と 同居 とい う生活形態が住宅状況か らも少 なくな り、核家族化 が流行 り新興住

宅や公団住宅 が 乱 立 した 。個々 の 家庭で は 白物家電 （3C ） をそ ろ え た 生 活 を 謳歌 して き た の が団塊 の

世代 で あ る。子 どもの 数も
一

人か ら多 くて 3 人位 で あ っ た。団塊の 世代は 、高度成長の 時代を生 きぬ き

郊外に
一

軒家も構 えた人 たちも多 い 。や が て 子 ど もは
一

人 前 に な り結婚 し 家を離れ、家 に は 夫婦 が残 っ

た。子 ども が 独 立 し家に 残 され た の は、夫婦や配偶者 との 死別 、離婚 し
一

人暮 ら し の 人 が 生活 を 送 っ て

い る の が現状で あろ う。中には親 と同居 し親 を看 取 っ た 方もあ る。自分の最期は 子 どもに看取 っ て も ら

え る と考え る の は 難 し い 時代 で ある。さ ら に 高齢に な り介護が 必 要 に な っ た時 は 老老介護も避 けて は 通

れない こ とを心配 し な が ら今を生き て い る。夫婦が老 い て い く中で 病 を患 い 配偶者 の 片方が介護 して い

る現状 もあ る。

　ある靴屋 を営む 夫婦は 、奥さん が脳 梗塞 の 病 を患 い 娘 二 人 と共 に献身的な看護をする 。 やが て 症状も

安定し た時 に娘が 「こ れか らお母 さんを ど うす る の ？」 と聞か れ る。父 親は 、娘達 が母親を看 る こ とが

で きな い こ とを察知 し 「私 が 靴 屋 を しな が ら介護す る 」 と言 っ た。右 上 下肢 に麻痺が 残 り歩行 もままな

らない 状況 で 通所 リハ ビ リに 出 か け る 。 食事 の 支度も病院 から聞 い て きた レ シ ピ を 基 に作 り出すの で あ

る。手 の 空 い た 時 に は リハ ビ リ を兼ね て 近所 を散歩す る。昨今 の ウォ
ーキ ン グに は 程遠 い 散歩 で あるが 、

彼女の歩行の リズ ム に合わせ る と普段気付 かなか っ た 風景が観え る と言うの で ある 。 普段 の 秒刻み の あ

わただ し い 時間 の 中で 過 ぎ去 る風景で はなくカ タ ツ ム リの ような歩行 の リズ ム であるが ゆ えに観え る風

景で あ る 。 食事 の 時彼 女 は 「私 は 人生 を 2度 も 生 きて い る 」 と話す。「一つ は 元気な時 の 私 、も う
一

つ

は病を患 っ た今 の 私 」 と答え る 。 こ の夫婦 の 場には、お 互 い の 人生 そ の も の を支えあい な が ら老 い を生

き る確 か な意味 が内在す る。夫婦 とい う尊い 存在が確か に あ る。当然 の よ うに娘達 も店番等 々 にか か わ

りっ て きて い る。娘 は、両親 の 食事を見 て、私達が育 っ た時 よ り惣菜が 1 品多い と 言 っ た 。
こ の 家庭 の

場 には、誰 し もが 人生 の後半に 遭遇す るで あろ う 「老 い を生 き る姿」 「老 い を看取 る姿」 が あ り、夫婦

と して の 確か な人 生 の 価値 を親 と子 の 間 に 内在 して い る。

4 ．看取の 準備

　先端技術や 医療技術 の 進 歩 に よ り長生 き で き る 対価 と し て 、認 知症 を抱え る 高齢者 も増 えて い る。自

分 の 人生を ど の よ うに終末を迎えるか 自己決定で きない ま ま、家族に託 さざるを え な い 状況 も多く な っ

て い る 現状 もある。

　最近 の 高齢者は 、郊 外 の 住宅 を離れ 交通 ア ク セ ス が 良く買い 物や通院に便利な都市型 の マ ン シ ョ ン に

移 り住 む 傾向 が見 られ る 。

一
方 で は 病 を患 い 病院や老人福祉施設 に 生活の 場を移 さざ る を え な い 人 もい

る。病院 へ の 入 院 を承諾す る の は病が 要因 で あ り治療に 専念 し、少な くとも仕会復帰 あるい は 自宅 で の

日常生活に戻 る こ とを大前提 と し て い る 。 入 院する 本人 は、「生 」 を 前提 と し て い る が 家族 は 重篤 な病

で あれば、そ の 人 の 「死 」 を 了解 しつ つ 気遣 い 、見舞 うの で あろ う。 病院は、生き る こ とが前提 で あれ

ば、死を もっ て の 帰宅は敗 北 と もい え る。死 は 他 の 入 院患者 にも心的 に影 響 を及 ぼす の で、亡 くな っ た

方 は専用 の 裏玄関 か ら 送 り出す 。 人 の 命 は 尽 き る もの で あ る。病院 の 正 面 玄 関 か ら病 室 に 入 り、余命少
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な い 患者さん の よ り何処 で あるタ
ー

ミナル ・ケ ア とい っ て も、命が 尽 き た ら専用 の 裏 口 か らひ っ そ りと

病院 を後にす るの で あ る。

　
一

方 老 人福祉施設 へ の 入所は 、 終の 棲家で あるはず で あ り死 を迎 える場 で あ る 。 逝去 した 時に は、手

際の 良い 商品 化 され た葬儀社 の 手 によ り病 院 か ら直接斎場に 運ばれ、パ ッ ケ
ージ 化 された葬儀 、葬祭 を

営まれ死 へ の 旅立 ちを す る の で あ ろ うか。
一

部の 高齢者 で は 、 親を看取る 時代を我慢 して きた。で は、

施設利用者 の 終 の 棲家は どの よ うな もの で あ ろ うか。老 い を生 きぬ き、死 へ 向か う高齢者の社会的な価

値や尊厳は何処に確 か な実感 として 実在す る の で あ ろ うか 。高齢社会 の 中 で 人生 の 終焉 を ど の よ うな生

活 の 場 で位置 づ け了解さ れる の で あろ う。 老人福祉施設が終の 棲家で な くな っ て い るよ うに 思え る 。 7

〜8 割 の 利 用者が病院で 亡 くな っ て い るの で ある。理由 は 様 々 で あ ろ うが 、施設 で は人 の 死 を看取 られ

なくなっ て い る。人 は 高齢 に なれ ば必 然的 に 加 齢 に よ る病や 障害 を生 じ る もの で あ る。年 を重 ね れ ば確

実に 死 は 訪れ る。死 を家族や施設職員は どの よ うに 了解す る の で あ ろ う。施設 で 死 を看取 る だけ の器が

な くな っ て い る ともい える。老人福祉施設 を利用す る 際に は 、家族は 、終の 棲家で あ り人生 の 終焉 を看

取る とい う了 解が何処 ま で で き て い る か 疑問 で ある。それ は 老 人福祉施設利用者 へ の 面会回数か らも知

るこ と が で きる。老人福祉施設 で は利用者が 重篤な状態で あれば家族 の 意向 で 医療機関に移る の で ある。

　終 の 棲家と い うこ とが どの よ うな意味を も つ か とい うこ と を改 め て 考 え る 。 国際生活分類 （ICF ）

に お け る 健康指標 が 、健康で 文化的な生活機能 を求 め られ よ うと し て い るの で はな い だろ うか 。
4

高齢

に な り子 どもや周囲 の 人 達 に 迷惑を か けな い よ うに 心 掛け老 い を生 きて い る。老人福祉施設 に お い て も

死 を 了解で き る 施 設職員 に 出会 い た い と思 う。老 い て 亡 くな る こ とは 避 けられ ない 事実 で あ る。病や し ょ

うが い を もたれた高齢者に か か わ る者と し て 、死 を生活 の 延長 と して 家族 と も ど も受 け入れ、了解され

なけれ ばな らな い 。

　あ る 地 方 で は、村 民 が 亡 くな る と村で葬儀
一
切 を営む。火葬は村 の 斎場 で 執 り行わ れ 、火葬 され しば

らくす る と亡 くな られ た方が 、風 に乗 り村 を通 り抜け て ゆく。住民 は 、「最後 の お別れ に来たね 」 と話

し、そ の 人 の 死 を了解 で きる地域で もあ り環境 で もあっ た時期があ っ た。

　利用者は 、今ま で 生 活 して きた個 々 の 人生や住み慣れた家を離れ 、築 い て きた 人 間関係を 断 ち切 っ て

施設 に 入 る わけ で あ る。家で は 「お母 さん ・お父 さん」 呼ばれ て い た 生活 か ら 「○○ さん 」 と呼 ばれ る

利用者に な る の で あ る。身 の 回 りの 利 用者は 知 ら な い 人 ば か りで あ る 。 人 生経験か ら 人間関係 を上手 に

築ける人、な か な か 人 の 中に入れ な い 人な ど様 々 で ある。ま た 家族 か ら見捨 て られ た と思 う利用者 もい

る。家族に捨て られ た と思い 込 ん だ利用者は寡黙 にな り、職員に言葉で の 意思表示 が 亡 くな る こ と も あ

る。そ の 上 に 利用者 同 士 の 会 話 も な く、居 室 に 閉 じ こ もり、入浴 を拒否 し、食欲 も低 下 し、生命維持 が

危ぶ ま れ る状況 となる。報徳 園 で は 入 所の 際に 、こ の よ うに 状 況 が あ り生命にかかわ る こ とがあ る こ と

を家族に説 明する。入所 1 〜2 週間は 「面会 の 回数 を多くもっ て欲 しい 。利用者本人 の 好物や嗜好品 、

家で 愛用 し て い た服、家族 の 写真を持参し て 面会に来 て 欲 しい 。生渚 の 場所は変わ っ て も家族 の
一

員 で

ある と い うこ とを高齢者 が理解で きるな ら伝えて 欲 しい 」 とお 願 い す る。生活 の 質 「Quality　 of 　Life」

を単な る専門的用語 の 理 解 と して の rQOL 」 で は な らな い 。施 設 サー ビ ス 利用者 に と っ て も 「Life」

を生 活 と狭義 に 捉 え る の で は な く、 1 ．生 命 ・
命 （医療 を伴 う分野）、 2 ．寿命 ・

人生 （目常生 活 の 活
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動）、 3 ．生涯 ・人生 （教育と福 祉分野） と して 理 解 し た い 。終末期 を 迎 え よ う とす る人 はい ずれ医療

の 分野 を離れ る 。 介護者は 、福祉的な援助 を基盤 に しなが ら尊厳 あ る
一

人 の 人生 そ の もの の 側 に た ち、

寄 り添わねばな らな い 。利用者 へ 健康的で 文化的 な生 活 の 援助 の で き る人 材 の 養成 に 努 め な け れ ば な ら

な い 。本学関連 の 二 施設 で は 、 先駆的な取 り組み に 心掛け、終の 棲家とな る老人福祉 施設 の 理念 を通低

して い る こ とは 本学科生 の 介護福祉 士 専門職養成 の 根幹にか か わ る要因がある。健康で 文化的な生活 を

支える努力をする 理念は本学学生 に紡が れ なくて はな らな い 。

5 ．高 田福祉事業協会 ・報徳園の 実践

　実習施設 と な っ て い る報徳 園 の 平成 18年、 3 月末現在110人 中23人 が 1 年未満 で 退所 して い る 。 15年

以上生活され る利用者が ある中で 疾病 、年齢 も加味 され る で あ ろ うが、やは り施設生活に適応 しにくい

こ との 表れ の
一

つ か と思 えわれ る。介護者は、日常の 介護 の 中 で 「終 の 棲 家」 とな っ て い る場に お い て

看取 とい う営み を生活 の 質 「Life」 に 重要 な場 と して 位置 づ け、改め て 人 の 尊厳 と して 自覚しなければ

ならない の ではな い か。

　本学に は 報徳園に介護福祉士 と して 20数年働 い て きた織 田 が い る。あ る高齢者 （女性）は
一

つ の 荷物

の 包み を解き見 せ て くれ た。本人 が まだ若 く、四国八十八 ヶ 所 の お 寺巡 りを し て 臼い 木綿 の 着物 に朱印

を押して も らっ た。こ の 着物 がそれ で あ る。「あ りがた い着物で ある。私 が 息 をひ き とっ た時、こ の 着

物を着せ て 棺に 入れ て 欲 し い 」 と言われ た。

　女性 の ある高齢者で あるが 普段か ら着物 の 生活が多か っ た 。 こ の 着物は
一
度も袖を 通 し て い ない 。私

が 「死 んだ らこ の 着物 を着せ て 送っ て 欲 しい 」 と言われ た。 こ の よ うに 自分 の 最後 を家族 で な く施設 の

職員 に託す気持 ちは どの よ うな思 い で あ ろ う。施設 で 生活 され て い る利用者 は、自分達 は親を看取 り、

自分も住み慣れ た 家で 子ども、孫に囲まれた生活 を考え て い た で あ ろ う。ま だ ま だ 死 を迎え るには随分

先 の こ とで あろ うと考え て い た に違い ない 。施設利用者は 自分 の 最後を何 も考えて い な い の か、特 に 男

性利用者 か らは こ の よ うに 申 し出を聞い た こ とがな か っ た。逆に 「こ こ で 、最後 ま で お世話になるわ 」

と気丈 に 言 わ れ る方もあ り、も う家には戻れ ない とい う覚悟みた い な雰囲気 を感 じ とっ た。

　曹洞宗 「禅 の 友 」
55

月 号で 秋 田 県宝昌寺住職新川泰道は 、「寺 の 各種行 事や講 に 参加 され る頻度 の 高

い 高齢者 は、寝た き りや認知症 に な りに くい との感覚を もた れ て い る よ うで ある」 と述 べ て い る。檀家

が 、「座禅 ・
勤行

・御詠 歌を勤めにな られ る 」 ため に 寺 に 足 を運ぶ。そ の 様子 を概観する と、高齢者が

多 い の は 当然 の こ と な が ら高齢者 が 生 き が い をも っ て 寺 に 足 を運 ぶ よ うで あ る 。 結果的に 老 い の よ そ お

い が 豊 か にみ うけられ る。お寺 を基盤 と し た高齢者の 社交の 場 で とな るとともに介護予防 の 役割 を担 っ

て い る。施設 に お け る利用者 の 生 きが い とは 何 で あろ う。

　老人福祉施設は 終の 棲家で もあるはず で ある。一
人 の 人間 の 死を施設 は どの よ うに受け止 め る の で あ

ろ うか。施設 における タ
ー

ミナ ル ・ケ ア は どの よ うに営まれ て い るの で あ ろ うか。一
人 の 肉体的存在 の

逝去 は 、次の 利用者 へ の 受け皿 と化す の で あ ろ うか 。生命 あ る者 に と っ て は 社会福祉 サ ービ ス を利用す

る利用者 は 、
3 人 称と して の 存在で あろ うか。利用者や家族 が希望すれ ば施設に お い て葬儀が行わ れ る。

まさに終の 棲家その もの で ある。葬儀 に は 利用者も参列 し棺は施設 の 玄関か ら施設職員等 々 に 見 送 られ 、
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遺骨 は 玄関 か ら仏壇に納め ら れ癧葬か 呂まれ る。

　高田福祉事業協会 の T 園と H 園の
一

目は 、朝の 洗 面か ら始ま り、着替 え、朝食 、歯磨 き と施設 に よ っ

て 決 め られた 日課 に よ っ て 生活 か始 まる。朝 の お勤めか 園主に よ り行わ れ法話か され 、念仏を唱え る 。

時 に は利用者故人 の 法要 も営 まれ る。仏教 の 施設 とい うこ とて 、毎朝 「お 参 り」 か あ る。そ の 仏参 の 時、

利用者は との よ うな気持ち て 「お参 り」 を して い る の か 尋ねた こ とかある。利用者 の 各 々 の 愚い はそれ

ぞ れ 異な る か 、次 の い くつ か挙げ て み た。  毎朝、お参 りて きる こ と か幸せ 。  仏間て皆に会え る の が

嬉 しい
。   家の 家族 か 元 気 で 暮 らせ る よ うに、手 を 合 わ せ る。  リ ュ ウマ チ で 痛 い 箇所 か 少 して も痛 み

か 和 らく よ うに。  こ の 施設 て 長 4 き て き る よ うに 。   御 院 さん の 話 を聞 くの か楽 しみ。  お参 りの 後

の 簡単 な体操 で体か軽 く な る。  嫌 た け れ と、連れ て こ られ る の て 仕方か ない 。
一

部の 方の 思い て あ る

か 、朝の お参 りに お い て は こ の よ うに思 っ て い る こ とを知 っ た。「○○ さん 、○回忌」 の 法要に お 参 り

し、焼香 して も 「可哀想 に、早 く行きな し た （他界）な あ 」 と しか 受け止 め て い ない 。自分はまたまた

と　。 「死 」 な ん か 考え て い な い の か 現実 で は な い か、また考 え る 余裕 もない と愚 う。　 方て は 「死 」

は恐ろ しい 、死 に た くな い と思 え っ て い る利用者 もい ると介護職 の 経験 か ら感 し る。本学教員 の 織田、

佐藤、長 岡 で T 園 とH 園 の 利用者に聞き取 り調査 を させ て頂 い た。ア ン ケート項 目は 資料 1 、分析結果

は、資料 2 を参照。

ま とめ

　養護老 人 ホーム て 、
コ ミ ュ ニ ケ

ー
！ J ン を取れ る 方 28名 か ら聞き取 り調 査 を 実施 した 。そ こ か ら高齢

者 の 死 生 観 もふ くめ 高齢者の 牛活 を探っ た。
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図
一7　 法話 へ の 気持ち

図
一8　 入所前 の 仏壇 の お守 り

図
一9 　お七夜に つ い て

図
一11　お七夜の 説法に つ い て

図
一13　友達がで きたか

図
一10　お七 夜へ の参加

図
一12　お七夜の楽 しみ

図
一14　食事に つ い て

図
一15　入浴は楽 しみか

　男女比 で は 、圧倒的に女性 が 多い。女性の 方 の多く は戦争未亡 人 で あ っ た 。 第二 次世界大戦直前 又 は

戦争 中 に 結婚 し、最愛 の 夫 を戦地 に 送 り出 し た。終戦 と共 に最愛 の 夫 が 帰 っ て くるもの と信 じ待 ち続け

た。総務省統計局 の 統計データ 人 ロ ピ ラ ミ ッ ド
6

か ら分 か る よ うに 75歳〜87歳ま で は男性 が 少 な い 。こ

の場に は統計的数字で は なく、平和教育の視座か らも今を生き て い る存在する 。 あ る男性の 方 に 入 所後
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に 友達 は で きたか聞 くと 「で きない 」 と語 る。此処 の 居室 の 並びには男 は私
一

人 だ。最近は耳 も遠 くな

り相手 か ら言われた こ とが 良く理解で きな い 。勝 手に うなず い て 誤解を生む の もお 互 い に困る。今は、

で きる限 り話を し ない よ うに し て い る。同様なこ と は女性 の 方に も言 えた 。加齢に よ り耳 が 聞こ え に く

くな り相 手 の 言 っ て い る こ とが分か りに くい 。私 が適当 に 返事 を して 誤解 を生む の は かなわな い 。会話

をす る こ とは ない と答えた 。 施設 で の 生活 の 中 で 利用者 な りの 生 活 の 配慮 を され て い るの で あろ う。入

所年数が 5 年以上 の 方 が 全体 の 64パ ーセ ン ト （18名）を占める。施設 とい う共有され た 場 と時間 の 中で

生 き る術を 「お 世話に な っ て い る 」 「厄介に な っ て い る 」 と い う言葉を多 くの 利用者か ら聞き 「目 々 が

あ りがたい 」 と感 じて い る 。

　入所 の 際 に、家にあ っ た仏壇 を施設 に持 ち込 めない の で 知人 に譲 り渡 し た。せ めて お位牌 だけで もと

思 い 後 日、住み慣れ た わ が 家を 訪 れ る と更 地 とな り知人 に 譲 っ た仏壇 の 中の お位牌は す で に 片付 け られ

て い た 。 施設利用者の 生活 の指針 は、独居の 身 で あ り 「他人 に 迷惑をか けな い 」 生活を営む こ とで ある。

学生に語 る生活 の 場 で あ り自己選択 ・自己決定を求める場 とは対極す る生活 の 場 が 此処 に存在す る。施

設 で の 生 活は加 齢 と共 に 身体的 に 病 を患い 不 自由 さ が あるもの の 自力 で 生 活 して い る。本施設 は 浄 土真

宗を基盤と し毎朝 「仏参」 が行わ れ る。60パ ーセ ン トの 利用者は仏参に参加する。そ れ は 入所前に仏様

の お 守 り を して き た 延 長線 で も あ る。高 田 本 山 で 営まれ る お 七 夜 に っ い て の 理 解 もされ て お り真宗 へ の

理解 を され て い る。そ の 基盤 に 立 っ て 施設 で 日々 の 生活 が され て い る。利用者に とっ て 食事や入浴 は生

活 の 基本 とな る こ と で あ り楽 しみ に され て い る。入 浴時間も午後の 時間帯、夕食後の 時間帯等決め られ

た 時間 の 中で 各 自の 生活 リズ ム に 合わせ て 利用 され て い る。

　終 の 棲家として 日 々 を生活す る中で 、葬式 の 費用 を用意 して い る人や孫に費用 を預 け て い る人が居 た。

お棺に 入れ て欲 し い もの は 、写真や愛読書を 入 れ て欲 しい と 願 う人、着物を用意し て い る人や姉か ら頂

い た服を入 れ て欲 し い と数は 多くは な い が心積も りを され て い る 方が い た 。
旦 那 の お位牌や愛読書を入

れて欲 しい と願 っ てい る人 も居 る。又 、80〜90歳にな っ て病んで人 の 世話 にな っ て、葬式にも来て くれ

な い こ とが苦に な る。病 を患 い 植物状態 に な っ て ま で 迷惑をか けた くない と思 い 、早 くお 迎 えに 来て欲

しい と願 う。 利用者 は 、 迷惑 をか けた くない と願 っ て い る の で あ る 。

　 こ の 時代 を生き て きた利用 者 の 当時 の 家風は、男性 は甲種合格を誇 りと し 出兵する こ とが 家や地域 の

誇 りで あ っ た。女性 の 結婚観に は 、添 い 遂げる こ と が前提 に あ っ た。昨今 の よ うな 離婚 は家に と っ て も

恥ずか しい こ とで もあ っ た 。 男は 戦地 に 赴 き最愛の 妻や 子 どもを残 し戦死 し た人たちが い た 。 女性の
一

人は、戦争 中に結婚 し戦地 に夫を送 り出 した。戦後、私 の も と に 戻 っ て くる こ と を信 じて 待 ち続 け戦争

未 亡 人 と な っ た。そ の 心情は今 の 学生 に 何 処 ま で 理 解され る の で あ ろ うか。別 の 利用者 は 、「私 は 姑 に

23年間つ くした 。 そ の後、嫁に 15年 つ く し 此処 に 来た 。 」 と語 る 。 こ の 人 の 38年 間 の 耐 え尽 く した人生

をどの よ うに 理解 し傍 らに 寄 り添 うの だろ うか。又 、75歳か ら87歳ま で の 人 口 動態をみ る と第二 次世界

大戦 中で ある こ とが 記 され て い る。しか し、そ の 数に潜む そ の 時代を 生 きた 人生 が刻まれ て い る事実を

現代に 生き る若者に 紡ぐ こ とが必要 で ある。介護養成 で 高齢者 の 身体介護 を基調 とした介護技術 の 習得

の 裏側 に 潜 む 戦争 を生き抜 い て きた高齢者 に 内在す る 心情を単なる平和教育で なく、利用者と の 係わ り

若 い 学生 に情感をも っ て体得 させ る こ とも必 要 で ある。それ は 、日本国憲法 の 条文 に あ る 「日本国民 は 、
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恒久 の 平和 を念願 し、人 間相互 の 関係を支配する崇高な理 想を 深 く自覚する の で あつ て 、平和 を愛す る

諸国民 の 公 正 と信義 に 信頼 して 、われ らの 安全 と生存を保 持 し よ うと決 意 した。」 と あ る。人間相互 の

関係 を支配す る崇 高な理想を深 く自覚す る す る 場 で もあ る 。 高齢者 の 生活 の場を通底す る こ とに よ り平

和に つ い て 21世紀の 担 い 手 で ある学生に伝承 されなけれ ばならな い 。そ の 延長線上 に あ る 高齢者 へ の 介

護で あ り 、 看取 りの 姿を見出す必 要がある。又、高齢者は 、老病を生き諸行無常 の か け が い の ない 人生

を
一瞬一

瞬生 きて い る存在で もある。 死ぬ身 を生 き抜 い て い る存在 と便利な もの に振 り回 されなが ら生

きて い る学生がやが て 自らが 行く道の りと感 じ なが ら介護にあた っ て 頂 きた い と願 う。人が人を介護 さ

せ て 頂 く源流が そ こ に存在する とで あろ う。私 た ち は、老 い や病や し ょ うが い を抱え て 生 きる人た ちも

尊い 人 として 今 を生 きて い る存在 として 係わ る こ とがで き る の で あろ う。

　ア ン ケ ー トを 概観す る中 で 施設 で の 利用者 の 看取 りは 、
「迷惑 をか けた くない 」 とい う思い の 下 に 死

を了解する の で あろ う。限 られた人ではある が葬式費用や棺に入れ て 欲 しい もの を用意 して い る人 も居

る。しか し、多 くの 利 用者 は、真宗高田派 の 下 に社会福祉実践 され て い る本施設 に終の 棲家と して 死 を

暗黙 に 了解 をされ て い る 。 施設 で出会 っ た人 の 葬儀に参列 し 、 後 の 法要に参加する こ とを通し
一

人称の

死 を了解され 死 ぬ身を 生き て い る の で あろ う。
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　　　　　　　　　　　子 どもの 育ち と母親 の 育児姿勢 （1 ）

　　　　　　　　Growth　of 　Child　and 　Child　Carθ by　Mothers （1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　橋　　本　　景　　子

　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 Keiko 　 Hashimoto

（要 約）

　母 子 相互 作用 と言われ る よ うに 、母親 の 育児姿勢 と子 ど もの 育 ち は密接 に 関連 して い る。しか し、ウィ ニ コ
ッ

トの 言 うgood 　 enough 　mother で あ る こ とは 難 しい 時代 で あ る。単なる enough 　mother に な っ て しま うこ とが最 近

の 傾向で あ る。そ の 違 い が 難 し い 。目本 が グ ロ
ーバ ル 化 して い く課程 の 中で 、今子 ども の 育ち に と っ て 大切 なこ

とは 何 か、先 入 観 を振 り払 い 、改 め て 白紙に 戻 っ て 考 え なけれ ば な らな い 大 切な 時 で あ る。そ ん な時代 の 流れ の

中で 「母親」 の 役 割 も揺 らい で い る。こ こ で は 研究 を進 め る 前 に 、先 行 文 献 か ら現 状 を 考察 した。そ し て 今 回 の

考 察 を 元 に、調 査内容を 作成 して い く。

（キー
ワ
ード）

　 good 　 enough 　 mother 、本音 を 語 る 、子 ども の 私 物 化

は じめに

　子 ど もが 親や家族に対 して 起 こ す凶悪 な事件 が 増加 し て い る。昨今 の 例 で 言 えぱ 兄 が妹 を、息子 が 母

親 とき ょ うだ い を。中学生 の 孫 が 祖 父 を
…殺害 して い る 。 彼 ら加害者 の こ とが マ ス メディ ア で い ろ い ろ

と取 りざた され るが 、筆者は事件を起 こ さねばな らない と こ ろま で追い 込 ま れ た彼 らもまた被害者 で あ

る と考 え て い る。

　人 を殺すた めに生まれ て きた 子 ど もは い な い 。 育っ て い く課程 にお い て 何 か が あ っ た の で あ る 。
「普

通 の 子 」 「い い 子 で し た よ」 と人 は 言 う。 そ の 周 囲 の 人 々 も彼 らの 心 の 中の 寂し さ、虚 しさには気 づ け

なか っ た し、わ か っ て や ろ うと しなか っ たとい うこ とで あ る。

　カ ウン セ ラ
ー

として 問題 を抱 え る子 ど も に会 っ た とき、そ の 背後に母親 の 問題 が 見 え隠れす る こ とが

多い
。 もちろ ん、父親や そ の 他 そ の 子 ど も の 家族 関係者 の 影響 もあるが、な ん とい っ て もそ の 影響力が

強 い の は母親で あ る 。 そ の 根拠 は カ ウ ン セ リン グ で 立 ち直 っ て い く と き、まず母親 と の 関係 の 修 正 か ら

始 ま る こ と が 多 い か らで あ る。また 、カ ウ ン セ リ ン グの 中で 出会 っ た不登校児 で も LD で も、統合失調

症 （出会 っ たケ
ース は少ない が）で さえ、そ の 母 親 の 子育 て に 関す る姿勢に 疑 問 を 持つ こ とが多 か っ た。

　 よ く喋 り、子 ど も の 気持 ちに 寄 り添 うこ ともなく、待つ こ とが で きずだめ押 し をす る。ある い は正 論

ば か り言 い 「そ うよね ！」 と押 しつ け る。そ うい う母親 をた くさん 見 て き た。そ ん な 母 親に 子 どもは 本

音 で 接す る こ とが で きない 。そ うい う子 ども に接 した と きは、「あ あ 、こ の 子 はず っ と こ ん な中で 頑張 っ

て きた ん だ 1 とそ の 頑張 りを労 っ て やる。も し も違 う家庭で育 っ て い た ら 、 こ の 了
一
はどんな子 にな っ て

い た ん だ ろ う？ 子 どもに 親 を選 ぶ こ と は で き な い 。し か し、親 は 選 ん で し ま うとき が ある。長子 と次子 、

末子。 「私 は平等に して い ます」 と言 っ て もや は りま っ た く同 じ で はな い 。例 え ば、「末子 は
一

緒に い る

と楽で い い けれ ど、長子 はねえ
…

」 と無意識 の うちに 末子 とい る 時間を選 んで い る こ とがある。
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　子 どもを育て る の は 多くの 場合母親で あ り、そ の 母親が どれだ けの器を持 っ て い る か で 子 どもに 与 え

る影響 は 異 な っ た もの に な る。先 ほ どの 殺 人 に 関わ っ た彼 らも、他 の 家庭 で で 育 っ て い た らもっ と違 っ

た人生 にな っ て い ただろ う。子 どもの 育ちには親 の 育児 姿勢が 大 きく影響 して い る。 こ こ で 「姿勢 」 と

した の は、例えば親が経済的に貧し い か 富ん で い る か な ど とい う現実よ り、そ の 「姿勢」 が大事で あ る

と考 えたか らで あ る 。

　ひ とつ の 例 で ある が、現代 にお い て は どこ の 家庭 で もテ レ ビ を所有 して い る。そ うで あれ ば、現実に

は 高級 レ ス トラ ン に 行 けな くて も、あ る い は 行 く気 がなくて も、テ レ ビ な どを通 じ て そ こ が どうい う所

か を知 る こ とは で き る わ けで あ る 。 母親が そ うい うこ とに 無関心な の か 興味 を示す の か
、

つ ま り広 い 視

野をも っ て い る か どうか で 子 どもの 育つ 方向性 が変わ っ て くる。高級 レ ス トラ ン に行 くか 行 か な い か と

い うこ と が 問 題 で は な い 。そ うい っ た こ と を こ こ で は 「親 の 育児姿勢」 と 捉 え て い る。

　い じめが起 きて もそ の 周 辺 に ばか り気 を取 られ 、 根本 に は 目 を向けず 、 枝葉ば か り を落 とそ う、 な く

そ うとす る。しか しい じめ 問題 だけを片付け て も、クラス が 替わ っ た り進学 した り してそ の 子 が違 う環

境、場所に 行 けば 、また 新 た な問題が生 じ る こ と が多い 。なぜ そ の 子 の 周 辺 ば か り見 て そ の 背景、そ の

根幹を見 ようとは しな い の か 。 た い て い の 場合 、 親や教師 は 周 囲に 問題 があ る と考 え、枝葉ば か り に 目

を向け る。筆者はそ うい う 「姿勢 に問題 が あ る と考え る。そ こ で こ こ で は 子 ども の 初期 の 育ち に とっ

て重要な母親に 焦点をあて 、母親 と子 ど も の 二 者間系につ い て 考察 して い く。

　なお、今回 は 現状 と文献 か ら考察 して い き、次回 そ の 実態 を調査 した い と考えて い る。

1 ．現状 と問題点

　子 どもが育っ て い く上 で そ の 人格形成に は 、遺伝的要因や個体的要因、環境的要因 が 関与 し て い る。

遺伝的要 因 とは 文字通 り親 か らの 遺伝 に よ る も の で 、個体 的 要 因 とは そ の 子 ど も 自身 の 特 徴 、例 え ば背

が 低 い
・
高 い 、太 っ て い る ・痩せ て い るな どで ある 。 そ の こ とによ っ て 劣等感 を持 っ た り優越感を持 っ

た り して こ れ も人格形成に影響を 与 えて い く。ま た そ の こ と が遺伝的要因に も働 きかける。そ して 次 に

子 どもに 大 きな影響 を 与えて い く の が 環 境的 要 因 で あ る。

　環境 的要因には社 会 ・文化的環境や学校環境、家庭環境等 があ り、そ の 基本 とな る の は 家庭環境で あ

る と よ く言われ る が、筆者は そ の べ 一ス と な る の は 社会 ・
文化的環境 で ある と考え る。 こ れ は よく 「異

文化」 とい う言葉で 表 され る が、国が違えば そ の 文化も大き く変わ っ て く る。昨今 の 中国 の ニ ュ
ース を

見 て もそれ はよ くわ か る こ とで ある。国によ っ て、価値観 、人 々 の 感 覚 も大き く違 うもの で あ る。それ

らをべ 一ス に しなが ら、そ こ に学校環境 と い うも の や家庭環境 とい うもの が 関 わ る こ と で 人格を形成 し

て い く。しか し、案外そ の こ とは意識され て い ない
。

　 しか るに私た ちは、ど こ に生 まれたか で そ の 育ちもず い ぶん違 っ たもの になる。時 には そ の 良 し悪 し

ま で が違 っ て く る。例 え ば 、ア メ リカ で は 自分 の 考 え ・
意見 を も つ こ と、そ して そ れ ら を 相手 に 伝 え ら

れ る こ とは 大切な こ とで あ る が 、 日本 に お い て は 「和 」 と 「同」 が混 同され 、 自分の 考 え ・意見 は 述 べ

ない こ とを良 し、み ん なに合わせ られ る こ と を良 し とす るこ と もある。最近 で こ そそ の 傾 向も少 しは減 っ

て き た が 、そ れ も過渡期ゆえ の 混 同 が 見 られ る。自分の 考えを 言 うこ と で 、そ れ を押 し通 そ うとす る人
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や 自分勝手な苦情を言 う人が増加 し つ つ あ る。今 流行 の
“
モ ン ス タ

ーペ ア レ ン ツ
”

な どとい うの も大 き

な勘違い の 結果で あ ろ う。そ うい う母親が子 ど もを育て た らどうな る か で ある。

　ま た長期に 及ぶ海外 出張 ・海外赴任も多く、そ こ で 間違 っ た 文化を吸収 し て く る こ と もあ る 。 子 ど も

が 親 を名前 で 呼ぶ こ ともその ひ とつ で ある。もちろん こ れは 国内にい て も情報文化 の 影響 で 勘違 い をす

る の か 、平等 の は き違 え な の か 実際 に 起 こ っ て い る こ と で あ る。ある専門学校 1年 生 （21名） の ク ラス

で 学生 に 尋 ね た こ と が あ る。「将 来子 ど もを持 っ た ら 自分 の こ と を なん と呼 ばせ る か ？」 と。 3 名以外

の 学生は 「名前 で 呼ぱせ る」 で あ っ た。そ の 理 由は 「そ の 方 が上か ら目線 で な く平等だか ら」 「上か ら

物 を 言 わ れ る と頭 に く る 」 「子 ど も と は 平等 に い た い 」 な ど が 代表的 な意見 で あ っ た 。そ の 後 、祖父母

に つ い て も 「名前で 呼ぶ 」 とい うの が増加 し て い る こ と に 気付き、そ の 理 由を 尋ね た と こ ろやは り 「親

しみ が あ る 」 「お じ い ち ゃ ん、お ばあち ゃ ん と呼ばれ る と年 寄 りみ た い で 嫌 だ か ら、本人 が そ う呼ぱな

い で ほ しい と言 っ て い る」 とい う内容 が 多 か っ た。

　 こ れ らは 「役割の 喪失」 に繋が る危険性が高い と筆者は 考えて い る。目に 見えな い ほ ん の些 細な こ と

が 子 育 て に は 大きな影響を知 らな い うちに 与 えて い く。こ の 恐 さを知 らされ た の も カ ウン セ リ ン グで 出

会 っ た人たちか らで あ る。無意 図的教育 の 恐 さを思 い 知 らされた。それ は 洗脳に も似 たも の で ある。子

ど もは 知 らず知 らずの うちに そ の 親 の 価値観 の も とで 育て られ て い く。

エ ピ ソ
ー

ド 1 ： 子どもに 自分 の こ とを名前 で 呼ばせた母親

　子 ど も と 「友達 で い た い 。仲良く した い 」 と考え た 母親が 自分の こ と を名前で 呼ばせ て い た。子 ど

も は
一

人 っ 子だ っ た の で 、な ん の 疑問も持たずそ う呼び 続けた そ うで あ る 。 と こ ろ が そ の 娘が高校生

に な っ た とき、「私 に は お母 さんが い ない ！」 と叫んだ。「あんたはお母 さん じゃ ない ！○○ちゃ んだ ！」

と。
こ の 母親 は 現在大学 で 心 理学 を学 ん で い るが 、「子 ど も に は絶対 に 名前 で 呼 ば せ な い で くだ さ い 。」

と言 う。やは り役割は 大切だ と身を もっ て 実感 した そ うで あ る 。

エ ピ ソ
ー

ド2 ： 親 に 教 え られ た こ と をず っ と信 じて 行 っ て い た 50代女性

　親に 教え られ、人浴時に 当然誰もがす る こ とだ と思 っ て や っ て い た こ とが、50代に な っ て初め て 他

の 人 は や っ て い な い の だ と気 づ い た 。 自分が家庭 を持 っ て もなお そ の 年 まで 気 づ く こ とがなか っ た。

あ る 日たまたま夫 に そ の こ とを話 して い た ら驚 かれ、そ こ で 初め て い ろい ろと人に尋ね た 結果、自分

の 親か ら教わ っ た こ とが 人 か ら 見 た ら 「あ り得な い 」 こ とだ と気 づ い た。親の影響力 の 大き さを示す

事例 で あ る 。

　ア メ リ カ の 社会学 の 教授で あ る バ ーバ ラ ・K ．ロ ス マ ン は そ の 著書 『母 性 をつ く りな お す』の 中で 、

「〈契約カ ソ プル 〉、〈代理母 〉、〈遺伝学的両親〉、〈懐胎する 母 〉、〈保護権〉を持 つ 両親、〈保護権を持 たな

い 〉両親。卵子 、精子、胚盤胞 、胚 、羊膜 、〈つ くられ つ つ あ る赤 ん坊 〉、〈境界線上にある〉赤ん坊。過

去 10年間、公 の 席 で こ れ らの 言葉を聴 くこ と が 多くな っ た 。1 と言 っ て い る。子 ど もを産む と い うこ と

ひ とつ を とっ て も、こ こ 10年〜20年の 間に 随分変わ っ て きた と い うこ とで あ る 。 また、子 ど もは 医学用
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語 で 〈妊娠に よ る 生産物〉 と呼 ばれ る そ うで ある。そ うなる とそ の 子 ど もの 「生 産過程 1 が 問題 とな っ

て くる。
註 1

　今や 子 どもたち を巷 で 見 て い ると、確 か に 「生産」 と い う言葉がぴ っ た りだ と思われ る こ とが度 々 あ

る 。 そ う 「育 て て い る 」 と い うよ り も 「生 産 し て い る 」 とい う言葉 で 表 し た方が ぴ っ た りなの で あ る。

親が こ うい うル ー トで こ ん な風 に 育 っ て 欲 しい と目標意識 を持 ち、そ の 目標 に 向 か っ て 子 ど も を 「生産 」

す る。 ある い は 自分に とっ て 都合 の 良い よ うに 自分に 子 どもの 生活 を合わせ て い く。そ して そ こ か ら親

に よ る、家庭 の 中だか ら問題 に な らない とい う理 由だ けで 、実際は洗脳教育が始ま っ て い く。そ の 結果

次の よ うな こ とが現実 に 起 こ っ て い る。

　エ ピ ソ
ー

ド 3 ： 大学 で 英語 の 単位 を落と した娘

　　母親 が 学長 に手紙 を書き、そ の 英語担 当の 先生 を娘の 担当 か ら外 して も ら うよ う依頼 した。 こ の 先

　生 が 担当して い る限り娘は 単位が取れな い か らと。

エ ピ ソ
ー

ド4 ： 子どもの 就職希 望先を訪問する母 親

　大学を卒業する 子 どもた ちの 就職 希望先 を母親 が 訪 問 し （中に は父親 もい た ）、社長室 に 至 る ま で

ひ ととお り見学 させ て も らい な が らそ の 会社 に つ い て の 質問 を し て い く。 夜 は 上役 を交え会社主催 の

食 事会。そ の 席で 母親は我が 子 の 自慢をする 。
「うちの 子 を入社 させれば会社 の 得 にな る」 と。もち

ろ ん 、本人 は抜き で あ る。会社側 曰 く、「入社 して もす ぐに辞 め て い く人 が 多い 。そ の時の 理 由と し

て 、〈親に 辞 めうと言われ た 〉とい うの が 多 い の で、事 前 に親御さん に 納得 して も らっ て 入 っ て も らう

の が い い と考え た。」 そ うで あ る 。

　こ れ らの 例は まるで 親 が生産物 を抱 え、大学や企業と そ の 生産過程を巡 り交渉 して い る ようで あ る 。

企業側 に も問題 は あ る が、明らか に親 の 姿勢が変 わ っ て き て い る。そ うい っ た就職 の シ ス テ ム を求め る

親が こ れ か らも 増加 の
一

途 を辿 る と思われ る。そ し て ま た社会 の 有 り様が変わ っ て い く。親に よ る 子 ど

もの 私物化で あ る。
い っ た い ど こ まで 子 どもにつ きあ っ て い くの で あろ うか。

　また エ ピ ソ
ー

ド3 の よ うに 、近 頃は 大学で も懇切 丁 寧 に 学生 の 面倒 を見 なけれ ばや っ て い けな い 時代

に な っ て き た と い う。 大学の 教員が 欠席 の 目 立 つ 学生 に 電話 を して い る 姿 が 普通 に な りっ っ あ る。そ れ

も優 し く、ま るで カウ ン セ ラ
ー

の よ うに。今や 大 学も学び の 場 で は な く 、 中学や 高校 の 延長線上 の 教育

の 場 となりつ つ あ る。

　本来 「子育て 」 と い うの は 母親 自身 を育 て る こ と に もつ な が っ て い く。つ ま り よ く 言 わ れ る と こ ろ の

「母 子 相互作用 」 で ある。「子育て 」 が 母親 の ア イデン テ ィ テ ィ を形成 し て い く 。 しか し、現在 の 子育 て

に お い て は 、
エ ピ ソ

ー
ド3 ・4 か ら もわ か る よ うに、母 親 自身が育 っ て い く課程 が 抜 け落ち て い る よ う

で ある。また 両 エ ピ ソー ドに関 して は 父 親 も同 じこ とを し て い るが 、こ こ で は 母親 に焦点 を あて て い る

ため敢えて 取 り上げな い こ とにす る。
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2 ．母子相互作 用 ・愛着 ・母性

（1）ウイ ニ コ ッ ト （D，W．Winnicott）

　 ウィ ニ コ ッ トは母性的関わ りの 重 要性 を説 い た精神分析医 で 小児科 医 で もある。小児科 医で あ る が 故

に 気 づ い た こ と もた く さ ん あ る と 思 わ れ る。彼 は 母性 的関 わ りが 適切 に で き る母 親 を 「ほ ど よ い 母 親

（good 　 enough 　 mother ）」 と呼ん だ 。
「ほ ど よ い 」 とい う言葉が象徴する よ うに 、 子 どもの 威長 と共に上

手 に 子 どもか ら手 を引 い て い け る母 親 を指 して い る。しか し こ の 「ほ どよく」 あ る こ とが 非常に難 しい 。

なぜ な ら母親 に なる こ とを学んだ人 は い ない か らで ある。

　筆者は 、高校を卒業す るま で に こ うい うこ と を学ぶ機会を 作る 必 要 が あ る と考え て い る。そ れ も投げ

込 み 授業で は な く、通 年を 通 し て の 中で 学ばせ る こ と で あ る。カ ナダ で は 「心理 学」 の 授業が高校 で も

あると聞 い た。多 くの カナダ の 人 たち と話す 中で 、20代 の 独身男女 で もか な り心 理 の 専門分野 に 近 い 話

が で きる の は学校 の 授業カ リキ ュ ラム が 影響し て い る の だ ろ う。「母親 と は …
」 と頭で わ か らせ る こ と

で は な く、心 に 訴 え考えさせ る こ と が 現代杜会で は 必 要で あ る 。

　また ウィ ニ コ ッ トは そ の著書 『赤ん坊 と母親』 の 中で 、「抱 く」 とうい こ とにつ い て 次 の よ うに述 べ

て い る。「人 々 は赤ち ゃ んを見 る と、自分 の 腕 に赤ち ゃ ん を抱 い て み た い 、そ うい う経験を した い と思

うの で す。」
註 2−L

と。し か し残念な こ とに、最近 の 母親と接す る と 「ちっ と も子 ど もを抱い て い な い わ 。 」

と い う言葉を 耳 にする こ とが あ る。外 で 、あ る い は シ ョ ッ ピ ン グセ ン タ
ー

で観察 を して い ると、ベ ビー

カ
ー

の 中で 子 ど も （特に 1 歳未満 の 子 ども）は親 とは 別 世界を作 っ て い るよ うに思 うこ とが 多 々 あ る。

い や、子 どもとい うよ りも親が 別世界 を作 っ て い る よ うで ある。別世界を作 っ て い る の は 夫婦で あ っ た

り、女同士 の 友達 と で あ っ た りする。ただ こ こ に祖母 が加 わ る と少 し様 子が変 わ っ て くる。「家族 」 と

い う雰囲気を醸 し出す。 子 どもと母親、祖母 との 間に
一

体感 が 生 じ て くる。

　 「母 乳 」 につ い ては次 の よ うに述 べ て い る。「私 は まずは じ め に、母乳 を飲ま せ る こ と を支持す る感

傷的な態度や宣伝 か ら、私 自身を切 り離 した い と 望 ん で い ま す。宣伝 とい うも の に は 別 の 側 面 があっ て 、

そ れ が常に結局 は 宣伝に 対する 反応 を生 じ る の で す。 疑 い もな く、今 日 の 世 の 中には、母 乳を飲む経 験

を もたず によ く育て られ て きてい る人たちが た くさん い ま す。こ の 事実は 、幼児が 母親 と身体的親密 さ

を経験す る に は い くつ か 別 の 方法 が あ る こ と を意味 し て い ま す 。 しか しなが ら、どの よ うな場合 に せ よ

母 乳を飲ませ る こ とが行 われ な い と した ら、私 自身は常に残念 に思 うで しょ う。とい うの は、こ うい う

経験がな い と、お 母 さんや赤 ち ゃ ん 、あ る い は そ の 両方が何か大切 なもの を な く して し ま うと私 は信 じ

て い るか らで す。」 と。
腿

　 ま さ し く現代は彼の危惧 した とお りに なっ て しま っ た。つ ま り、こ こで は 母乳栄養が優れ て い るか 云 々

で は なく 「コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン と し て の 母乳 」 が い か に大切 か を 語 っ て い る。ウ ィ ニ コ ッ トが こ れ を書

い た の が 1968年 で あるか らそれ か ら約 40年。変わ っ て し ま っ た もの は 「親 の 育児姿勢」 で あ る。

（2 ）ハ
ー

ロ ウ （H．F．　Harlow）

　ハ
ー−n ウ （Harlow）は幼い ア カ ゲザル を使 っ た 研究を行 っ た。それ に よ る とア カ ゲザル の 子 ど もが し

がみ つ くの は 、人形 が柔 らか くて 気持 ちが良 い とい う条件 さえ満 たせ ば、餌を与え て くれ ない 人形 で も
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そち らの 方に優先的に しが み つ く と い うもの で あ る。し か し、人間 の 子 ど もが こ れ と 1司 じ こ と を現実の

場 で 行 っ た と き 、相互 作用 が な い も の に しが み つ く こ と がで き る もの で あ ろ うか。ハ ーロ ウは 実験 と し

て こ れ を行 っ たわけ で あ る が 、 人間 の 親 子は実験 で はな く四六 時中傍 にい るもの で ある。初 めは確 か に

しが み つ くだろ うが 、し が み つ い て もその 反応が ない とき、果 た して 何度 も しが み続け る の で あろ うか。

　子 どもた ちは母親 に何度も様 々 な こ と を試 み るが、それ が 受け入れ られな か っ た と き、受け入れ て ほ

しい とい う気持 ちを無意識 の 中に抑圧 し、それ らを諦 め る よ うにな っ て い く。 こ うして 母親 との 間に少

し ず つ 溝 が で きて い き、い つ し か 他人 （カ ウン セ ラーな ど）の 手 を借 り ない とそ の 溝は 埋 め られ な くな っ

て い く。

（3 ）ボウ ル ビ ィ （J．M．　Bowlby）

　母子関係 の 領域 で は第
一

人者 と言われ るボ ウル ビ ィ は、愛着理論 に 関連 して 次 の よ うに 述べ て い る。

「自分 の 好む相手 に 対する愛着行動は 、人間の 子 どもの 場合、お お よ そ 生後九 ヶ 月 の 間に 発達 し て くる。

子 ど も があ る 人 物 と社会的な交わ り をもて ぱ もつ ほ ど、 そ の 子 は そ の 人 に 愛着す る よ うに な る。こ の た

め誰 で あろ うとそ の 子 の マ ザー
リン グ （母性 的養育） を主 と し て担当 して い る もの が 、そ の 子 の 主 な愛

着対象と な っ て い くの で あ る。愛着行動 は 三歳 の 終 わ り頃 ま で は 容易に ひ き お こ され る状態 に あ る が、

健全な発達 を遂げ て い る場合 に は 、 それ以後 に な る と活発化 す るこ とが徐 々 に少な くな っ て い く。」
註 3

　つ ま り、三 歳頃 まで に母親か ら放 っ て お か れ た了
一
どもは愛着行動 が 引き起 こ され にくい 。そ の 子 ど も

の 性格や 将来 の 生 活 全 体 に も 広 範囲 に 悪 影響 を も た らす と 考 え た の で あ る。これ ら は 非 行 少 年
・少 女、

あ る い は 心 に問題 を抱えた 子 どもたちと面接 し たとき 、 どの 子 ども に も共通す る も の で あ る 。

　 ボ ウル ビ ィ と言 えぱ1950年代 か ら1970年代 に か けて 活 躍 し た人 で あるが 、彼 の 理論 は 現代 に お い て も

欠 か せ な い もの の 、こ こ で もや は り年 A と共 に大人 の 側 の 変化 を筆者は 問題 と捉えて い る。

（4 ）大 日向雅美

　 日本で の 母性研究の 第
一

人者 と言 え ば現代で は大 日向雅美で あ ろ う。修 士 論文 の 段階か ら
一

貫 し て 母

性 の 研究を継続 して い る。

　大 日 向雅美は 『母性 こ こ ろ ・か らだ ・社会 』 の 中で 次 の よ うに 述 べ て い る。
註 4

「確 か に 子 ど も の 発達

に とっ て 母親 が 果 た す役割は大き く、そ の 意義は 十分に か つ 適切 に認 識する 必 要 が あ る こ とは い うま で

もな い 。し か し なが ら、こ とあ る ごとに 母性 を強調する傾向は、母性を尊重 して い るか の ようにみえ て 、

そ の 実 、 母性 の 形成発達 に 必要な条件 を模 索 し整備 し よ うと す る動 き に は 結 び つ い て こ な い 。む し ろ母

性 を女性 の 特性 と し て 自明視す るこ とで 、母 と 子 の 生活実態を直視する こ とか ら 目 を そ らせ て きた の で

は な い だ ろ うか。」 筆者も大 日 向 と 同 じ く、ま ず母 と 子 の 生活 実態 の 把握が先決 で あ る と考え て い る。

　母子相 互 作用 とは、母親 と子 ど もが お 互 い に影響し合い なが ら成長し て い くこ と。例 えば、母親が ニ

コ ッ と微笑 む こ と で 子 ど も が そ れ を 見 て 嬉 しそ うな顔 をす る。そ の こ とで また母親も嬉 し そ うに 微笑み

返 す 。 こ の とき に 気むず か し い 赤 ちゃ んがい て、母親 が 微笑 ん で もニ コ リと も しな い で ぐず り続 け る と
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母親は 次第に 微笑 ま な くなる。そ の 逆 も同 じで 、赤 ちゃ んが母親 に対 して微笑ん で も母親が微笑み返 さ

ない とや は り子 ど も も 次第に 微笑 ま な くな る。こ の よ うに 赤 ち ゃ ん と母親 は や りとりを し な が ら 、 お 互

い に そ の 影響を受け、成長 し て い く。

　ま た 、妊娠 中で も母親 が 赤 ち ゃ ん の 胎動 を感 じた り、超音 波 で そ の 姿を 映像 と し て 見 た りす る と き、

母親 の 気持 ちは喜び で い っ ぱ い になる。それ もなん らか の 影響を胎児 に 与 えて い る もの と思われ る 。

　また、愛着行動 は しが み っ い た り接近 、接触、微笑、泣き、呼 び か けな ど の 信号行動 が 含まれる が、

それを受 け止 め て くれな い 母親 に 対 して 、子 どもは 不 安定な愛着行動 を 示 す よ うに な る。欧 米 で は こ の

タ イ プ の 母親の 増加 が す で に注 目され て い る と言われ て い る。（1990）
註 5

しか しこ れ らを調査す る に 当

た っ て は 、質問紙法 で は 母親 の 本音、無意識 の 部分は出て こ な い と筆者は 懸念し て い る。多くの 面接調

査 を繰 り返 し、丁寧に聞 き取っ て い くこ とが大切で あ ろ う。

　 「母性 」 とい う言葉ひ とつ を とっ て も、それ を どう受け 止め て い る かで 周囲の 母親に対する 態度も異

な っ た もの に な っ て く る。 こ れ らの 微妙な関係が 、母親の 育児姿勢 と 子どもの 育ち に 影響 を与 えて い る

こ とを明確 に す る こ とが 先決 で あ る 。

図 1　 母 子 相 互作 用 （良い 例 ）

」
こ う し て エ リク ソ ン の い う 「信頼関係　が・か れ て い く

　 こ の 図 1 は
一
例 で あ る が、こ うい っ た こ と が 様 々 な場面 で 幾度 も繰 り返 され る うちに、母親 と子 ども

の 間 に揺る ぎの な い 信頼関係が形成され て い く。こ こ で 母親に 不信感を抱い て しま う と、その 後 の 成長

過程 の 中 で も他人 との 間 に信頼 関係 を形成す る こ とが 難 しくなると言われ て い る 。
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 図 2 母 子相 互 作 用 （悪 い 例 ）

　 こ れ らは感受性や応答性 の 低 い 母親で あ る 。       の よ うな こ とが悪循環 で 繰 り返 され る うちに、本

音を出せ ない 、何 が 自分の 本 音な の か分か らない 子 どもに育 っ て い く。

エ ピ ソー
ド5 ： 母子相互 作用がな され な い まま育っ た 子ども

　小 学生 の 時 、万引き を して 警察 に捕 ま っ た。 し か し 母親は 「忙 しい か ら 」 と迎 え に も来ず、父 親が

迎 えに 来た 。 叱 られ るか と思 っ た らそ の こ とに つ い て 両親は何 も言 わ な か っ た 。 ただ黙 っ て 帰っ て き

ただ けで あ っ た。と こ ろ が それ か ら数年 した あ る 日、たまたま機嫌 の 悪か っ た父 親 か ら 「こ の 万引き

野 郎 ！」 と怒鳴 られ た。母 親 は 「そ の こ とは 言 っ て は い けな い 。」 と言 い 、こ の 家で は 万引き の 話は

タブ
ー

に な っ て い る。子 ども 目 く、「い つ もい つ もや り過 ごされ る 。 何 を して も 叱 っ て くれ る わけ で

もない 。i た だ親の 機嫌が悪 い とき に の み 叱 られ る の で ある。

　今か ら約20年前 の TVドラマ （1 時間半 もの ）で、心 理療法を扱っ た もの があ る 。 原作は 『緑の葉が繁 っ

た』 とい うも の で あ る が 、家庭内暴力の 高校生男 子 とそ の 両親 （特 に 母親） を対象 と し た内容 で 、20年

も経 っ て い る の に現代 で もそ の ま ま使え る の で あ る 。
こ の ドラ マ を視聴す る た び に、心 と い うも の は 時

代が 変わ っ て もそ の 大切 な もの は変わ らな い もの だ と痛感 させ られ る 。 で は い っ たい 何が変わ っ た の で

あ ろ うか 。 や は り親 の 育児姿勢、親 と して の 態度 で あ る。

　現代は情報過多の 世 の 中で 、い や で も親は 様 々 な情報を受 け て しま う。 ミル ク は何時間 お きが い い 、

○ ○ すれ ば頭 の い い 子 に 育 つ 、トイ レ ッ ト
・

トレ
ー

ニ ン グの 時期、睡眠時間 … 等 、挙 げれば き りが な

い
。 そんな中 で こ れは 「子 ど もの 個性 」 だ か ら、と考 え る よ り も先 に、余所 の 子 と 比較 して し ま い 、い

い 意味で の マ イペ ー
ス な子育て がで き に くい 時代 で もある。あるい は親 自身も他 の 親 と比 較 し、間違 っ
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た 情報に よ り振 り回 され 、間違 っ た 方に 同化 して い くこ ともあ る 。 あ る父 親が、子 育て の こ とで 悩ん で

い た友達に こ うア ドバ イ ス を し た。「今 は 子育て は親 の 判断 だけ で はや っ て い けな い 時代だ。専門家に

相談す る こ とが 大事だ よ。」

エ ピ ソー ド 6 ：胎 教を積極的 に 取 り入 れ た 母 親 とそ の 子 ど も

　こ の 子 ども は 、 胎児の 時 に音楽を聴 か され て い た 。 生後非常にお とな し く、 ぐず っ た時 には胎児 の

時にか けて い た音楽 をか ける と泣 きやむ。初めは胎教 の 影響だ と喜ん で い た母親 も、数 ヶ 月 もす る と

サ イ レ ン トベ イ ビー
で は な い か と不安 に な っ て き た。し か し 1 歳 に もな る と、こ れ ま で お と な し か っ

た の は ど こ へ や ら大変活発 な女の 子 で男の 子 の よ うな動 き をする 子 に な っ て い た 。

　こ れ は 長 子 の 例 で あ る が、や は りそ こ に は 母 子 相互 作用 が働 い た と思われ る。心配 した母親が 積極

的な関与 をす るよ うにな り、子 どもに働 きかける こ とで 子 どもも動 き出す。そ の こ とで安心 した母親

の 喜ぶ顔を見 て ま た 子 ど もも活発 に 動き出す。活発 に 動い て もい い の だ と安心 して 。もしもそ の 母親

が 「手 の 掛か らない 子 ど も 」 だ と思 い 、赤ち ゃ ん に 構 い もせ ず放 っ て お い た らこ の 子 どもの 育ちは ま

た違 っ たもの に な っ て い た とい うこ とは容易に推測され る だ ろう。

　新生児期 には母親 は子 どもを抱 く、ミル クを与える、おむ つ を替 え る
… ・

な ど と い うこ と で養育す る。

する と子 ど もは気持ち よ さそ うな表情を 見 せ る。そ の こ とがまた母親の養育態度を
一
層強 めて い く。こ

うい っ た 母 子相 互 作用が繰 り返 され る 中で 母 子 関係が深ま っ て い くの で あ る。

　しか し子育て はそんなに簡 単な もの で はない 。人にはわか らな い プ レ ッ シ ャ
ーが 襲い か か る。今ま で

自由だ っ た時の よ うにはす べ て が 運ばな い 。わか っ て は い て も、子 ど も と密室 に い る こ とで世間か ら隔

離 され た よ うな疎外感、見捨て られ感を味わ うこ とに な る 。 また こ うし た気持 ち の 問題 とは 別 に、現実

問題 と し て 夜ま とま っ た睡眠 が取れな い 、過 労がたま る
… ・

等 々 の 問題 を抱え る こ と に もなる。こ れ が

子育 て の 実態で ある。

　誰 か に 相談す れば 「私 は 子 ど もが 昼 寝を して い る 時 に
一

緒 に 寝 て い る 」 「積極 的 に 外 に 出 て い け ば い

い 。今 は サ
ー

クル がた くさんあ るの だか ら。」 と言われ る。子育て に 立 ち往生 し て い る 母親が そ ん な正

論 を 聞き た い の で は な い 。そ うい う回答 は 、悩 む 母 親に と っ て は
一

番 辛 い も の で あ る と 同 時 に 相談意欲

をなく し て しま う。 こ の こ とに 関して の調査 は まだ行 っ て い な い が 、 犯罪被害者や災害被害者 に 「何 が

一
番助 か っ た か」 と調査 した とき、「何度 も何度も同 じ話 を黙っ て聴 い て もらえた とき」 とい う回答が

一
番多 か っ た そ うで あ る。カ ウン セ リン グ で も、ク ラ イ エ ン トは 何度 も何度も 同 じ話を し なが ら立 ち直っ

て い く課程があ る 。 そ れ と同 じ事 で あ る 。

　更 に こ の 母親にも うひ とり子 どもが い る 場合は もっ と大変で ある。そん な と きも世 間 で は簡単に 「母

親な の だ か ら しっ か り」 す る こ とが求め られ る。近 頃 で は 「公 園デ ビ ュ
ー

」 なる 言葉 もあ る よ うに、そ

うで な くともコ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の 苦 手 な若 い 母親が （年 を取 っ て い て も苦手な人 もい る が）、知 らな

い 人 の 中に 入 っ て い くの は 大変な こ と な の で あ る。

　 こ れは 「母親に は母性 が あるか ら
… ・

」 で 片付け られ る問題 で は ない 。
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3 ．社会 の 変遷

　育休 を取 っ た父親 か ら聞 い た話 で あるが 、夕方 玄関 の 戸 が 開 くと （妻が 帰 っ て くる と）飛 ん で い っ て

あれ こ れ 話 したそ うで あ る。こ の 父親は 「主婦がお し ゃ べ りだ とい うけれ ど、
一

日誰とも喋らず家に い

た らそ り ゃ あ喋 りた く な っ て 当然 です よ。」 と話 して い た 。 育児 とい うの は 自分 か ら進 ん で 外 に 出向 い

て い かな い 限 り、 本 当に 孤独 なも の で あ る 。 近所 づ きあい も減 っ て きた今 、ま ともに大人 と話を して い

ない 母親が 目本全国 に い っ た い どれ だ け い る の で あ ろ うか。

エ ピ ソ
ー

ド 7 ：育休 中で家の 中に い る と息が詰ま りそ うだ とい う母親

　 「生後数 ヶ 月 の 子 どもが 、お とな し くよ く寝 て い る。そ の た め ど うし て も家か ら出る機会を逃 して

し ま う。たまに友達 の 家 に予連れ で 遊び に行 っ て も遊 びに来 て もらっ て も、友達の 子 ど もの 方が 活発

なの で それ に 押され て しま っ て うま く遊べ ない 。親子共 に 尻込み し て し ま う。また、外 へ い くに して

も ど こ に行けば子 ど もた ちが い るの か わ か らな い 。」 と深刻に涙を浮か べ なが ら語 っ て い た若い 母親

に 、そ の 心 の 重 さを感 じ させ られ た。

　こ の こ と を し か る べ き所 に 相談に す る と、「○ ○ に行けば い い 」 と い と も簡単に 言 わ れ る。し か しそ

こ に 思 い 切 っ て 行 っ て み て も、そ の 母親は そ こ で 違和感 を抱 く こ とに な る。っ ま りそ こ は積極的な人 々

の 集ま りの 場で あ る こ とが 多い か らで あ る 。 そ うい っ た場 を形成 （主催）す る 人 々 は もっ と母親の 気持

ち を学 ぶ べ きで あ ろ う。あるい は カ ウン セ リン グ マ イ ン ド的 な こ と を 学 ぶ べ きで あ る。なぜ な ら そ うい

う場で つ まずい て し ま うと、こ の 母親は も う二 度とそ うい う場に 出 られ な くな っ て し ま うか らで あ る。

それ ほ ど微妙な問題 で ある し、元気 の ある人 に言わせ れ ば 「些 細な こ と」 なの で あ る。 そ の 「些細な こ

と」 が母 と 子 の 問題を大きなもの に し て い る。見えない と こ ろ で虐待に 発展する こ と も当然あ り得る。

　また最近 の 傾 向 として、親 の 生活 ス タイル に子 どもを合 わそ うとす る傾 向が強ま っ て い る 。 例 えば就

寝時間の ば らつ き。これ は親の 生活ス タ イ ル に合わせ て い る た め で 、原 田 の 調査 （2007）に よ る と午後

11時台 に 寝 る 子 が 13，1％ に な り、20年前 の 調 査 の 6，2％ か ら倍増 した と言 う。更 に興味深 い の は、「起床

時間 と就寝時間が不 明」 とした母親 が20年前は 1 ％に しか満たなか っ た の に、今回は 1割弱 もい た とい

うこ とで ある。つ ま り、それだけ母親が 子 ど もの 起床や就寝を意識し て い な い こ と に な る。

　
一
方、子育て サ

ーク ル へ の 参加 は 3 歳児母親の 4 人 に 1人が参加 して い る 。 し か し、そ の 目的が変わ っ

て きた と原田 は言 う。 以前は、子 どもの 遊 び仲間作 りがメイ ン で あ っ た の が、現代 で は母親が 自分た ち

の 仲間作 りに来 て い る。その くせ 、
一

見仲良く して い る よ うで も本音に は発展 し ない と言 うの が現状 の

よ うで あ る。内面 で の 孤立で あ る。
註 6

そ し て そ こ で 遊 ん で い る 子 どもたち も、母 親 の 都合 で 遊びを切 り

上げ られ た り あち こ ちに 連れ回 された りす る。こ れ で は 「親子 関係 」 とい うよりも友達関係 で ある。し

か し友達な らば対等 の は ず で あるが 、年 の 違 う親子 で は ど うし て も母親中 心 の 「上 ド関係 の あ る 友達 関

係 」 と い うよ うな変な構図 に な っ て しま う。

　激 し く移 り変わ っ て い く世 の 中で 育 っ た母親 が、それな りに抱 え る悩み も大き い 。現代 の 社会 の 中 で
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子 ども の 育ち と母親 の 育児姿勢 （1）

真剣 に悩む母親 と 、 刹那主義で 生き て い る 母親 。 そ の差が ど ん ど ん 開き、母親たち を二 分化 どこ ろか細

分化 させ て い く傾 向が あるよ うで 、そ こで 子 どもたちが どう育っ て い くの か が危惧され る。

4 ．今後の課題

　 「母 と子 の 生活実態 」 そ の 奥深 くに 目を向 けた 研究は意外 に少な い ようで あ る。お そ らくそ れ は 数字

だ け の 調査 で は 実態 を把握 し きれな い か らだ と思 う。面接調査 も加 え、実態を問 う質問内容 も吟味す る

必 要 が あろ う。また、誰 が どんな態 度 で 行 うか で もそ こ に現れ て くる結果は異な っ て くる と思 われ る。

そ れ 程微妙 な 問題 で あ る。微妙な問題 を調査す るには、調査する 側がカ ウン セ リン グマ イ ン ドを持っ て

行 うこ とが必 要で あ る。

　子 どもに とっ て 、母親 に 本音 で 話すこ とが で きれ ば どん な に楽か。し か し、何が 本 音で 本 当 は どうし

て ほ しい の か 、そ の 渦 中にい る とわ か らない もの で あ る 。 そ れ が大多数 の 親子 で あ る。母 子共 に二 者関

係 の 中だ け で は本音を言 え ず （本音が わか らな くな っ て お り）、カ ウン セ ラ
ー

の よ うな中立的第三者を

交 えた と き 、自分の 本音に初め て 気づ き だ す。

　母親の 子 どもに対する愛情が 母親の 自己犠牲の 上 に成 り立 っ て い る と き、子 どもは決 し て 本 当 の 幸福

感 を感 じる こ とはな い
。 どこ か で後ろ髪を引かれ る ような思 い を抱い て い る。母親が生き生き と母親の

役割 を果 た しな が らも人生 を楽 しん で 生 きて い る とき 、 子 どもは伸びやか に育 っ て い く。筆者はそ うい

う子 ど もた ちの カ ウン セ リン グに何件 もあた っ て きた。しか しこ れは質 問紙 法で 質問 して も引っ か か っ

て こ な い ケ
ー

ス で あ っ た。そ れ ほ ど、「母 と子 の 生 活実態1 の 内面 は 微妙 なも の で ある。面接調査 で な

い と問題が浮上 して こ な い こ とが多い
。 あま り に も 日常の こ とすぎて意識され て い ない か らで ある。こ

こ に こ うい っ た問題 に関 して の 統計的手法 の 難 しさを感ず る。 科学的 で は な い 手法 も心 の 問題 に おい て

は 必 要 で あ る。

　時 に は ミ ュ ン ヒ ハ ウゼ ン 症候群の よ うな こ とが起 こ る こ と もあ る。しか し これ も母親の 辛さ、子育て

中の 心 の 中を吐 き出す こ とがで きれば改善 され る で あろ う。そ うい っ た 場 が な い と、母 親 と して の 本 当

の 役割を果 たす前に、「母親」 とい う役割 を演 じ、周 囲 か ら 「い い 母親 」 だ と思われ る こ とで 自分を守

ろ うとす る よ うに な る。そ こ に 子 どもの私物化、
一

心同体化が始ま っ て い く。こ うな る と、子 ど もに 向

い て い た は ず の 愛情は 自分 に 対 し て の 愛情 へ と変 わ り出す。

　次回ま で に乳幼児を持 つ でき るだけ多くの 母親に面接 を行 い 、母親 自身も気 づ い て い な い よ うな実態

を把握 して い きたい 。そ して カ ウン セ リ ン グ の 中で感 じて い る こ と、今回 こ こ で 論 じ た こ と を明確に検

証 し て い きたい
。 声 に な らな い 声を拾い 上げ る 。 そ れ も私たち臨床心理 士 の 使命で あ る と思っ て い る。
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　　　乳児保育に お け るベ ビー
マ ッ サ ー ジ の 可能性 に 関す る

一
考察

　　 Consideration　 of 　the　Possibilities　 of　Baby　Massage　in　Infant　Care

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　梶　　　　　美　　保

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Miho 　 Kaji

（要約）

　乳児 は、周囲の 大人か ら の 世話や あや しを 通 じて 愛着形成が 促 され る。近年、こ の 愛着形成 に 必 要な 「し っ か

りとか か わ り1 「子 ど もを き ち ん とみっ め る」 よ うな 育児 が なされ て い る の で あ ろ うか 、子 どもの 育ちへの 影響

が 危惧 され る 状況 が み られ る。
一

方、少 子 化 に も かか わ らず、保育所 〔園） に お ける 低年齢児の 入所 は増加 しつ

つ あ り、保育士 が 乳 児 との 愛 着 関係 を築 き、家 庭 の よ うに くつ ろ ぐ こ と が で き る よ うな 関係づ く りを し て い く こ

とが 困難 な時 代 とな っ て い る。本稿 で は、昨 今、産後 の 子育て 中の 母親 が習得 し た い 技術 と して 人 気 が あ るベ ビー

マ ッ サージ につ い て概 観 し、乳 児 保 育の 技 術 と して保育者 と子 どもが愛着を育む ツ
ー

ル と して の 有効性 お よび 導

入 の 可 能 性 につ い て 検討 す る。

（キ
ー

ワ
ード）

　乳児保育、ベ ビー
マ ッ サージ 、愛着形成

は じめ に

　昨今、携帯電話 を片手 に授乳 した り、ベ ビ ーカ
ー

を押 し た りす る母親 の 姿を見 か ける。子 ど もに 向き

合 っ て 育児 が な され 、乳児 の 育ち に 必 要 な 「愛着形成 」 が 順調 に育ま れ て い る の で あ ろ うか 。保 育 の 現

場 か ら も 「身体が か た い 」 「抱 くこ とをい やが る」 「反応 が 鈍い 」 と 0 ・1歳児の 育ちを危惧する言葉 が

聞 か れ る。乳児期 に 抱 い て 、語 りか け、お っ ぱ い をあげて 、親子 の 愛着 と基本的信頼 関係 を し っ か り と

築 きあげる こ とは重要 で あ り、そ の た め に 「母乳育児 」 「カ ン ガ ル
ーケ ア i 「タ ッ チ ケ ア 」 「ベ ビ

ー
マ ッ

サージ」 な どが有効で ある とい われ て い る。乳児保育者も乳児 との 間に 信頼関係 を深 め、愛着形成 を築

く こ とが大切 で ある こ とは い うまで もな い 。

　筆者は、3 年前か ら学内 で の 育児文化研究 セ ン タ
ー

の 大学 地 域開放 子 育て 支援事業 「0 歳児 子 どもひ

ろ ば 」 に お い て 、親 と乳児 との 愛着形成を促 し、ま た 子育ち、親育ち の 有効な ツ
ー

ル の
一

つ と して 、ベ

ビーマ ッ サ
ージ を実施 し て きた。そ し て親と 乳児 の リ ラ ッ ク ス 空間を共有す るこ と に よ り成 り立 っ ベ ビー

マ ッ サ
ージ は、乳児保育の 場に お い て も保育者 と乳児 の 信頼関係 の 形成に有効な ス キ ル の

一
つ で は な い

か と考え る ように な っ た 。

　低年齢児 の 割合 が 増 加 傾向 に あ る保育園 に お い て 、い か に して 速や か に 保育者 と乳児が信頼 関係を成

立 させ 、機嫌良く保育園 で 生活 で き る よ うに な る か とい うこ とは、そ の 後 の 乳児 の 発達に も重要な こ と

で あ る。また、保 育園 に お い て も、乳児 に と っ て も心 地良い ベ ビ
ー

マ ッ サ
ー

ジや 、ベ ビー
マ ッ サ

ージ の

技法を活用 し乳児 との 触れ合い 歌遊び な ど をする こ とは積極 的な乳児 へ の 発達支援 に な る の で は な い だ

ろ うか。医療 ・看護分野で は 、こ の 乳児 へ 意識 的に触れ合 う行為 が 「タ ッ チケ ア 」 「デ ィ ヴェ ロ ッ プ メ

ン トケ ア ］ と呼 ばれそ の 有効性 に っ い て 研 究され て きて い る．私は 、保育の 場に お い て の そ の 有効性 を
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検証 し、実際の 保育現場 に応 じた活用 の 方策 を探求 した い と考 えて い る 。

1 ．ベ ビー
マ ッ サージに つ い て

1 ．ベ ビー
マ ッ サージと各国に おける育児 に対する姿勢

　子育て の 中 で ス キ ン シ ッ プやボデ ィ コ ン タ ク トが重要な部分を占め て い るナ イジ ェ リア 、ウガ ン ダ、

イ ン ド、バ リ、フ ィ ジー、ニ ュ
ージ ラ ン ド、ニ ュ

ーギ ニ ア な どで は 、現代 にお い て もベ ビー
マ ッ サ

ー
ジ

が習慣 とな っ て い る 文化 が存在す る。欧米な どの 先進国 で も、古来 に お い て は、乳児は抱か れ優 し く愛

撫 され なが ら育 っ て きた。こ れ らの 先進国で は 産業革命時に 育児が合理化 され、な る べ く最 小 限 の か か

わ り で ある こ と が 育児法 とし て 定着 し 、
19世紀終わ り に は 子 ど もに 必要以 上 にか か わ る の は危 険 とさえ

考え る よ うにな っ た。20世紀にな り、行動心理学者 の 創始者 とい われ る ワ トソ ン （John　Broadus　Watson

正878− 1958） の 著作 に お い て も子 ど もに 触れ ない 育児法 が 推奨 され て い た 。 こ の よ うな風 潮は、ア メ リ

カの ス ポ ッ ク （Benjamin　McLane　Spock　l903 − 1998） の 登 場ま で 続 い た。ス ポ ッ ク は 、乳児に もっ と

接 し抱 き しめる こ と、直接抱 っ こ す る な どの 育児法を提唱し た。フ ラ ン ス で は、1970年代 に 精神科 医 で

産 科 医 の フ レ ド リ ッ ク ・ル ポ ワ イ エ （Frederic 　Lbowaie ）が 「マ ッ サージ と は、赤ん 坊、つ ま り生命 の

復活 に か か わ る もの で ある。し た が っ て、本 当に意味 で 聖 なる技 とい え る 」
’

と、子 ど も を健やか に 育

て る 重要 な鍵 と して イ ン ドの ベ ビ ー
マ ッ サ ージ を 欧米 に 紹介 し一

躍 注 目を集めた 。 そ の 後、こ の 習慣 が

見直 され、こ れ を受け入れ る ため の科学的な裏づけを し よ うとす る動 きが あ り （後述 、米 国マ イ ア ミ 大

学内 「タ ッ チ リサ ーチ 研究所 」 な ど）、タ ッ チ （肌 に 触れ る こ と） の 仕 方や愛情を こ もっ た タ ッ チ を受

け る 方法な どが広 ま っ て い っ た。

　 日本 にお い ては、戦後、高度成長期 とい われ る 時期に欧米流 の 育児法が 推奨 され、従来 の 「抱 っ こ 1

「添 い 寝」 は 子 どもの 自立 心 の 発展を損な い 、育児 に 手間 もか か る と否 定的 に考え られ た 。しか し、母

子手帳 とともに 市 町村か ら無料配布 され る副読本 『赤ち ゃ ん 』 （財 団法人母子衛生研 究会発行）が 1985

（昭和60）年 に大幅改訂 され、 「抱 っ こ 」 や 「添 い 寝 」 が乳幼児に 与 える安心感を積極的に評価す る内容

とな っ た。こ の よ うな社会背景を受けて 、ベ ビー
マ ッ サージ は 、従来 か ら

一
部 の 助産師に よ り実施 され

て い たが 、 本格的に 広 ま っ た の は こ の 10年 で
2
、現在で は民間 の 団体 が各 々 に技法案を構築 し て普及 し

て きて い る。タ ッ チ コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン と し て の 親了の 愛着形成を 目指 し て 指導者養成 に 力 を入 れ 、日

本各地 で 教 室 を 開催 して い る規模 の 大 きな団体 か らエ ス テ サ ロ ン に よ るベ ビーエ ス テ と して の ベ ビー
マ ッ

サージな ど多岐に わた り、ま た 名称も 「ベ ビー
マ ッ サ

ージ 」 「イ ン フ ァ ン トマ ッ サ
ー

ジ 」「ベ ビーあん ま 」

「ベ ビー
エ ス テ 1 「ベ ビー

タ ッ チ 」等 々 様 々 で あ る。指導者養成 と称し て 2 日間の 研 修受講 料 と資格認 定

書で 30万 円以 上 か か る 事例や、一
回 の ベ ビー

マ ッ サ
ージ 教室参加料 が 3，000円 以 上 と い う事例に み られ

る よ うに 商業の 色合い が強い 団体や教室も存在 し て い る。

　 こ の 稿 で は 、「意識的 に 子 を 見 つ め 、肌 に 触 れ る 時間 を 持 つ こ と に よ り言葉 を こ え て わ か り合お うと

す る愛着形成 （ア タ ッ チ メ ン ト）行為 」 をベ ビー
マ ッ サ

ー
ジ と仮に 定義し、日常の 中で無意識 に なで さ

する行為や、ス キ ン シ ッ プ行為だ けを示す の で もなけれ ば、乾布摩擦 の よ うに皮膚刺激 を与 え て 身体機

能を高め る 行為だけをあらわす の で は ない も の と し て 進 め て い く。
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乳 児保 育に お け るベ ビー
マ ッ サージ の 可 能性に 関す る一

考察

2 ．ベ ビー
マ ッ サ

ージの 意義

　ベ ビ ー
マ ッ サージ の 効果を 大葉は 、「情緒的効果 」、「身体的効果 」 さらに 親 子 生活 の 質 の 向上 とい う

総合的な 「QOL 的効果」 を あげて い る
s
（【図 1 】〉。触れ 合い に よ っ て 情緒の 安 定や絆 を深 め るとい

うコ ミュ ニ ケ
ー

シ ョ ン は、乳幼児 の 自己肯定感形成 の
一
助 とな り、皮膚刺激に よ る血行促進、皮膚 の 排

泄力 の 向 上 、新陳代謝 の 活発化は 、身体機能 を向上 させ 免疫力を向上 させ る 。 乳幼児は、自己信頼感 と

丈夫な身体を得、親子生活 の 質 の 向上 へとっ ながる と考えられ る。ベ ビー
マ ッ サ

ー
ジを非営利 の 立場で

啓蒙 して い る多くの 団体は、こ の 見地に 立ち普及活動行っ て い る。

　　　 　　　　　　 子 ；自己 信頼感、丈夫 な身 体、社会的信頼感（親子 関係）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ↓

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 健康 的な人 生の基盤（生涯 の 宝）

　　　　　　　　 【図 1】　 ベ ビー
マ ッ サ

ージの心身の効果 と重要性

（「母子保健事業で生かす ベ ビー
マ ッ サ

ー
ジ」 『地域保健』第 35巻第 6 号、P．59よ り抜粋）

3 ．按摩 （あん ま） と マ ッ サ
ージ

　日本 に お い て も古来 よ り 「小児按摩」 の 存在が知 られ て い る。こ の 按摩 と マ ッ サ
ージ、そ し て ベ ビー

マ ッ サ
ージ に つ い て 相 関をみ て み る。按摩 とは、な で る、押す 、揉む、叩 くな どの 手技を用 い

、 生体 の

持つ 恒常性維持機能を反応させ て 健康を増進 させ る手技療法 で ある。按摩 の 「按」 とは 「押さえる」 と

い う意味 で あ り、「摩 」 とは 「な で る」 とい う意味 で ある。術手 を患部に密着させ 、同
一

圧 ・同
一
速度 ・

同
一

方 向 に 遠 心 性 で 「な で 」 「さす る」 手技 で あ る。作用 と して は弱 い 軽擦 法は知 覚神経 の 刺激 によ る

反射作用 を起こ し、爽快な感覚を起こ させ る。強い 軽擦法 の 場合は循環系 の 流通 を良く し新陳代謝 を盛

ん に し、ま た 鎮静効果 を 期待す る。按摩 と マ ッ サージの 違 い は 、按摩 は 遠 心 的 （心 臓 に 近 い 方 か ら遠 い

方に向け て ）に治療 し、マ ッ サ
ー

ジは求心的 （心臓 に遠 い 方か ら近 い 方 に 向け て）に 行 うこ とで あ る
4

。

按摩が衣服 の 上 か ら （首筋や手足 の 先な どの 露出部分は、わ ざわ ざ日本手 ぬ ぐい を架 けて 行 うこ ともあ

る ）行 うの に 対 し、マ ッ サージ は 滑 り を よ く す る た め、マ ッ サ ージ オ イ ル を つ け る こ と は あ る が 、原則

と して 皮膚に直接施行す る。また、按摩は 14の 気 の 流れ道が体中に流れ、その 気 の 流れ が乱れ る と体 に

異常を引き起 こ す と考え る東洋医学 の 経絡理 論 に従 うが 、マ ッ サ
ージは西洋医学の 解剖学をよ りど こ ろ

と し て い る 。 按摩 は 「もみ りょ うじ」 とも呼ばれ る よ うに、もむ 手技が多い が 、マ ッ サ
ージは軽擦法な

どこ す る手技 が 多い 。しかし例外 は い くらもあ り、本来起源 の 違 う両者を比 較する 自体が困難で あ る。

　ベ ビ ー
マ ッ サージ は、マ ッ サ

ージ とい う名 称を用 い て い る が 、柔 らかな ソ フ トタ ッ チ （弱い 軽擦） で

行 う 「按摩 」 の 手 技 で 皮膚に 直接行 うもの で あ り、末梢か ら心 臓 に求心 的に行 うマ ッ サ
ージ で はな く、
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遠心 的に行 うこ とが 多く、按摩の それ に 近 い 。し か し、乳児か ら幼児の マ ッ サージ手 技 に お い て は 、絹

（あ る い は 綿）手袋 を 用 い て 求 心 的 に施 行 す る ガ ル シ ャ ナ とい う手 技 が用 い られ る こ ともあ る。

4 ．看護 ・医 療 の 分野 に おける 「タ ッ チ セ ラ ピー
亅 「タ ッ チ ン グ」 とベ ビー

マ ッ サ
ージ

　看護 にお ける 「タ ッ チ セ ラ ピー
」 「タ ッ チ ン グ」 「カ ン ガ ル

ー
ケ ア 」 は 、ベ ビ ーマ ッ サ

ージ と 同様皮膚

感覚を と お し て の交流あ る い は成長 ・発達促進 の 手法 で あ る。助産師資格 を持 つ 筆者 には慣れ親 しんだ

用 語 ・手 技 で あ り、こ の 分野 に お け る 有効性 ・実践報告な どの 研究報告は、こ の 10年 間 に数多く報告 さ

れ るようにな っ て きた。ベ ビー
マ ッ サ

ージ の 有効性に関連 の ある部分 の み概説す る。

　 「触れる」 こ と の 重要性 を普及 させ た の は 、ア メ リカ ・
マ イ ア ミ大学医学部 （心理学 お よび精神 医学

部 門）小児科医 の テ ィ フ ァ ニ ー ・フ ィ
ール ド （Tiffany　Field ）で あ り 、

フ ィ
ー

ル ドは 、
ハ イ リス ク児

に関する研究を通 して 、「子 どもに 触れ る こ と」 の 重要性 を科 学的に立 証 し、「タ ッ チセ ラ ピー
」 と し て

確 立 した。1992年米国 ジ ョ ン ソ ン ・エ ン ド・ジ ョ ン ソ ン が 支援し、米国 フ ロ リダに あ る マ イ ア ミ 大学内

に 「タ ッ チ リサ
ー

チ研究所
sl

（TRI ： Teuch　Research　 Institute）を 設立 して い る 。 テ ィ フ ァ
ニ ー ・

フ ィ
ー

ル ドは 、1997年第 9 回世界小児科会議で 「Touch　therapy 」 と し て ベ ビー
マ ッ サ

ージ の 効果 を科

学的に研究し て報告 した 。 それ は 、 情緒の 安定、静睡眠 の 増加、良好な体重増加 、無呼吸発作 の 減少 、

入院期間 の 短縮 、母親 にとっ て 児 の 接触 の 喜び、面会の 充実感、愛着形成 の 促進、退院後の ス ム ーズな

母子関係 の 促進な ど の 結果 で あっ た。

　 テ ィ フ ァ ニ ー ・フ ィ
ー

ル ドの 「Touch しherapy 」 に 関 し て の 科 学的な とらえ 方 に 注 目 し 、わ が 国 に お

い て も慈恵医大名誉教授 で 小児科 医 の 前川喜平 を会長 に、1998年 に 医師 ・助産師 ・看護師 ・
医療機関に

働 く保育士 を 中心 と し た 「日本 タ ッ チ ケ ア 研 究会
6

」 が設 立 され て い る。マ ッ サ
ージ とい う言葉 は 、わ

が国で は 「按摩 」 い わゆる 「揉む」 とい うニ ュ ア ン ス がある こ と、また、「セ ラ ピー
　therapy 」 は病気

の 治療法 と し て 捉 えが ちなた め に、混 同を避け て 「ケア　 care 」 と い う言葉を採用 した とい う。

　 タ ッ チ ケ ア は 、ス キ ン シ ッ プ 不 足 、抱 っ こ を嫌が る 乳 児や、幼児虐待 な どが急増す る 中 で、親子 が暖

か い コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン を と り なが ら 、
「親子 の 絆 」 を深 めて い く手伝 い をす る こ とが 目的 で あ るが、

こ の 団体 は 、手 技 と し て 、新 生 児 （特 に 未熟児 ： NICU 新生 児集中治療室 に い る 乳児、も し く は 月 齢

3 ヵ 月未満 の 健常児） 向け と、 3 ヵ 月以 上 の 健常児向けの 2 種類に わ け て い る 。 基本的 に は マ ッ サージ

オ イ ル は使用 し ない 。

　 カ ン ガ ル
ー

ケ ア とは 、乳児 を、母親 の 胸 と胸を合わ せ る よ うに直接抱 く方法で そ の 姿が カ ン ガル
ー

が

子 どもを哺育す る姿に似 て い るた め に そ う呼 ばれ て い る。タ ッ チ ケ ア と カ ン ガル
ー

ケ ア の 相 関 は 、タ ッ

チ ケ ア は、指圧 の よ うに 限局 した部位に 圧 を加 え る の で、触覚 ・圧 覚に強 く、温覚 は、軽度に刺激 し、

し か も そ の 刺激が移動 し、他動的 に 四肢 を動 か す こ と が 中 心 に なる。カ ン ガ ル
ーケ ア は 、広 い 範囲 の 皮

膚 に つ い て 触 覚 ・温覚 を刺激 し、圧覚は軽度の 刺激で あ り、運動覚 の 刺激は 軽度で あ る
7

とい う。

　現在普及 して い るベ ビーマ ッ サージ は 、一
般 的な 目常における子育て 親子を対象 と して お り、定義 も

手技も様々 で あ り体系化 され て い な い 。今後 、保育 の 中 で 取 り入 れ て い く 可 能 性 を 考 え る と き に は 、看

護 ・医療 の 分野 で の 多数 の 研究 と現実的な乳児保育実践をふまえ標準的手技を構築 して い く必要があろ
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う。

5 ．赤ち ゃ ん体操

　赤ちゃ ん 体操 とベ ビー
マ ッ サージ は ど う違 うの か、あるい は赤ちゃ ん体操が あ る の に ベ ビー

マ ッ サ
ー

ジ が 必要 なの か とい う質問を、臨床現場 で働 い て い る助産 師か ら受け る こ とが あ る。赤 ち ゃ ん体操は、

親子 で楽 し く運動す る こ とがそ の 中心 とな っ て い る。親子 と も リラ ッ ク ス を して 副交感神経優位 となる

ベ ビ ーマ ッ サ
ージ と反対 に、赤ち ゃ ん 体操は 、生理的 に も交感神経優位 となる活動で ある とい え る。

1 ．地域 の親 子に 対するベ ビー
マ ッ サ

ージ実践

1 ．「0 歳児 の た め の 子 どもひ ろ ば 」 に おけるベ ビー
マ ッ サ

ージ実践

　育児文化研究セ ン タ
ー

に お け る 地域へ の 子育 て 支援活動 と して始ま っ た 「0 歳児 の た め の 子 ど もひ ろ

ば 」 は、本年 で 4 年 目にな る。 2 人 の 助産師が 講師とな り （
一

人 は筆者）、ミニ 講座 とベ ビーマ ッ サー

ジ、育児相 談 とい う 3 本 立 て の 構成で 大学内育児 文 化室 で 実施 し て い る。ボラン テ ィ ア 学生 の 協力 によ

る触れ合い 遊び 、エ プ ロ ン シ ア ター ・パ ネル シ ア タ
ー

など ミニ シ ア タ
ー

の 楽し い 保育実技も取 り入れ て

い る。対象は 、0 歳児親子 20組程度 で あ る。土曜 日午前中に開催 し、前半は、10分間 の 触れ合 い 遊 び と

20分 間の ミ ニ 講座 と10分間 の ミ ニ シ ア タ
ー

で あ り、後半 は ベ ビーマ ッ サ
ージ、育児相 談 を 実践 して い る。

ベ ビ
ー

マ ッ サ
ージ が 初体験 と い う人 が ほ と ん ど な の で 、服 を着 たまま で き るマ ッ サ ージ手技を取 り入れ

た 触 れ合 い 歌遊 び で 親子 が 触 れ 合 うこ とに 慣れ て もらっ て か ら、裸で オ イ ル を使用 して 実施す る よ うに

して い る。実施後の ア ン ケ
ー

トか らは、「子 どもが喜ん で くれ る の が うれ しい 1 「自分 も リラ ッ ク ス し て

優 しい 気持 ち に なれ る 」 「子 ども と接す る時間が楽 しくな っ た 」 「子 どもの 便 通 が よ くなっ た 」 「子 ども

がよ く眠 るよ うにな っ た 」 な ど肯定的な意見が多くあ っ た
8
。ま た 、ベ ビ ーマ ッ サージを積極的 に 取 り

人 れ て い る同 じ市内 の 産婦人科 で ベ ビー
マ ッ サ

ージを学び 実践 して い る 人 も
一

部参加 して い る。そ の 親

子 は 、乳 児 とお 母 さん が 見つ め合い 、親密な交流を持 っ て い る様 子が伺え、お母 さん の 手技 も余裕が あ

り自信 に満 ちて い る。「ど うする と い う決ま り は な く、何 と な くそ の と き の 乳 児 の 様 子 に よっ て マ ッ サ
ー

ジ して ほ し そ うな と こ ろを して い るだけ」 と自然体で あ る 。

2 ．ホ リス テ ィ ッ ク ベ ビー
マ ッ サ

ージ講習

　平成18年度に は、3 回 連続で ア ロ マ ベ ビー
マ ッ サ

ージの 基礎を学ぶ 「親子 の 絆 づ く りを育む ホ リス テ ィ

ク ア ロ マ ベ ビ
ー

マ ッ サ
ージ 」 講座 を 外部 よ りベ ビ ーマ ッ サ ージ ・ア ロ マ イ ン ス トラ ク タ ー資格 を持 っ 2

名を講 師 と して 迎え、大学内育児文化室 で 2 ク
ー

ル 開催 し た。 1か 月以上 も前か ら定員い っ ぱ い にな っ

た こ と か ら もベ ビ
ー

マ ッ サ
ージ に 対す る子育 て 中の 親の 関心 の 高 さが伺 える。ア ロ マ セ ラ ピー

の 基礎知

識を含め、環境音楽、食育、ハ
ーブ の 知識や育児相談等 、 子育て へ の 助言や親子 の リ ラ ッ ク ス し た 環境

構成な どを ホ リス テ ィ ッ ク、つ ま り全人的 に、総括的 にベ ビー
マ ッ サ

ージ講習 を通 し て 語 りか け る とい

うも の で あ っ た。 ユ〜 2 週 間間隔 で 3 回 1 ク
ー

ル と い う連続 した講座 とな っ て お り、単発的 で な い こ と

か ら、講師 と受講者 との 親密 さや受講者同士 の 交流がで き る とい うメ リ ッ トが あっ た。ま た、受講者 の
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半分程度が夫婦 で の 参加 とい う、い つ もの 講座 より父親 の 参加率 の 高い 講座 とな っ た。

3 ．地域の親子 に対するベ ビー
マ ッ サ

ージ実践の ま とめ

　 ベ ビ
ー

マ ッ サ
ージ は 、本 来親 子 が情動 を 交流 し、リ ラ ッ ク ス 空 間 を 共 有す る ツ

ー
ル で ある。よ っ て 、

こ の よ うな多勢 の 講習 の 場 で はそ の 目的を達成す る に は 限界があ る 。
ベ ビ ーマ ッ サ ージの 意義や具体的

な手 技を伝達する 場 に過ぎず、親の 目は乳児 で は なく、講師 の 手元に向 い て い る。しか し、初め て マ ッ

サ
ージ をす る こ と に よ り、乳 児 が とて も い い 反 応 を 返 し親 が 感動 し て い る 様子を何度 も見 る こ とが あ る 。

また、家 で DVD で 自己 流 で 実践 し て い た とい う夫婦 で の参加者か ら は 、「自分 た ち の タ ッ チ が とて も

きつ か っ た と思う、こ ん なに ソ フ トタ ッ チ で は なか っ た 」 「き ゃ っ きゃ っ と喜ばす も の だ と 思 っ て い た

が誤解で あっ た 」 など とい う意見 が 聞 か れた。こ の ように講習会 にお い て は 、
ベ ビー

マ ッ サージ の 手技

を家庭で 活用 して もらう目的で 開催 し て い る。ベ ビー
マ ッ サ

ージは、触れ合い 遊び の 伝承 がな されず 、

乳児 に 触れ る こ とに 慣れ て い な い 親 に 対 して 、日々 実践 して も ら う親 子 関係 を形成す る ツ
ー

ル と し て 手

応え の あ るもの だ と感 じて い る。

皿．保育者に対す るベ ビーマ ッサージ講習の実施

1．研究目的 ・目標 ・方法およ び内容 ・期間

　研 究 目的 ： 愛着形成を促す ツ
ー

ル と して の ベ ビー
マ ッ サージが保育に 活用 可能で ある か 検証す る。 目

標 ：  講習会 を 実施 し、乳児保育 へ の ベ ビ
ー

マ ッ サ
ージ の 有効性 に つ い て 県 内各地域で 実施 し、啓蒙活

動を行 う。   講習会終了 時の ア ン ケ ー トに お い て ベ ビー
マ ッ サ

ージ を取 り入れ よ うと考 えて い る保 育土

の 数が増加す る。期間 ： 平成 19年 5 月〜6 月　地 区 ： 民 間 保育 団 体 を 介 して 低 年齢児担 当者 を 中心 と し

て希望者を募る。方法 ：  ベ ビー
マ ッ サ

ージ 研修会 の 実施 、  終 了 後 、質 問紙法 に よ る 無記名ア ン ケ ー

ト調査実施。

2 ．結果

　伊賀 ・桑名 ・鈴鹿地 区 の 3 地 区 で 講習会を実施 した 。

1 ）講習会 の 実施

  講習会の 内容

　内容 は 【表 1 】の とお りで あ る。

　  講習会 の 方法

　13 ： 30〜15 ： 30の 2 時間 で 、前半 は ベ ビー
マ ッ サ

ー

ジ理 論、後半 は 実技 講習 と し た。講師 は 某 団 体 の ベ ビー

【表 1 】保 育者 の た め の ベ ビーマ ッ サ
ー

ジ 講習 の 内容

内容 ：
ベ ビーマ ッ サ

ージの 理論 と実技

・乳児期に 大切な絆づ く り と 乳児期の 育ち

・ベ ビーマ ッ サ
ージの 有効性と保育への 活用

・
ハ ン ドマ ッ サ

ージ体験 （ア ロ マ オイ ル 1吏用〉

・ベ ビ ー
マ ッ サージを実施 する 上 で の 留意事項

・ベ ビーマ ッ サ
ージの 実践

・ベ ビーマ ッ サージを活用 した触れ 合い うた遊び

マ ッ サ
ー

ジ認定 資格 を持 つ 助産師 2 名 で あ る （1 名 は 筆者 ）。 遊戯室 で 円陣に 座 り、プ ロ ジェ ク タ ーを

使用 し て 講義を 進 め た。ベ ビー
マ ッ サージ実技練習用 の 乳児人形は20体準備 した が 、受講者 が 定員 以上

の ため
一

部 2 名 で 1 体 とな っ た。ま た BGM と して 環境音楽 を 流 し、リ ラ ッ ク ス 効果 の あ る精油 を 選 定

しア ロ マ デ ィ フ ィ
ーザー

を使 用 し、リラ ッ クス 感 を少 しで も感 じて も らえ る よ うに した 。 足 か ら始 ま っ
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一
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て 、腕、胸、腹 、頭、背 中と各 部位の 基本的な マ ッ サ
ー

ジ手技の ポイ ン トを解説 しなが ら、実技講習で

は、ビ デ オ と プ ロ ジ ェ ク タ
ー

を接続 しス ク リーン に細か い 手技が映 し出 され るように した。さらに、こ

の講習中は 、 手技を学ぶ た め に講師 に 目を向け て い るが、実際 は し っ か り と乳児 と向き合 っ て 気持ち を

共有す る こ とが大切 で あ る こ と を 強調 して 話 し た。保育園 に お い て 実際 に マ ッ サージ オ イ ル を使用する

こ とは困難 な の で 、受講者 同士 がベ ビーマ ッ サージオ イ ル を実際に用 い て ハ ン ドマ ッ サ
ージ をす る こ と

で オ イ ル の 密着 した触感体験 をす る側 とされ る側 か ら体験 させ る よ うに した。ま た 、乳児 との 触れ合い

歌遊 び の 中 で どの よ うに ベ ビー
マ ッ サ

ージ の 手技 を生 か す こ とがで き る か に っ い て は、誰もが 知っ て い

る童謡 にベ ビー
マ ッ サージ手技を活用し た振 り付けを紹介 し、モ デル 人形 を用 い て 実践 し体験させ た。

実際に 保 育実践の 中に導入 し て い くヒ ン トと し て 【表 21 の よ うな 内容 を提示 し た。

【表 2】ベ ビー
マ ッ サ

ージを保育 実践 の 中に導入するため の ヒ ン ト

・
効能 を期待 して す るもの で はない。

・オ ム ツ換 えの 時に下半身 とか 身体の 部分だけ を導入 して もよい 。
・体位は 必 ず し も仰臥位で なくて もよい 。発達 段 階 にあわせ て 抱 っ こ して 実施 して もよい。
・児 と 1対 1で 触れ 合うチ ャ ン ス を複数担任間で 協力 しあ う。

・
触れ合い 歌あそびの 場合、ク ラス の 保育士 で 手 技 を

一
定 （同 じ） に して お く （保育士 に よ っ て 手 技が 違 うと子 ど

もが リラ ッ ク ス で きない ）。
・「交感神経を高める よ うな触れ合い 遊び」 と 「リラ ッ クス して （副交感 神経優位 の ）ベ ビーマ ッ サ

ージ手技を取

り入れた触れ合 い うた遊び」 を使い 分 けて 保育実践 に 活 用す る。

2 ）講習会終了後 ア ン ケ
ー

トの 実施結果

　伊賀地 区 14保育園20名、桑名地区 9 保 育園 より24名、鈴鹿 地 区 12保育園よ り25名 の 参加 が あ り、合計

69名 の 保育士 よ り100％の ア ン ケ
ー

ト回収を得 た。

  講習会参加者の 概要

　講習会 参加者 の 72．4％ （50）が低年齢児担当保育士 で あ り、％強 （25）が 新任保 育士 （経験 2 か 月 ）

で あっ た 。 低年齢児 ク ラ ス 担 当 50名 の うち、ク ラ ス の 子 ど もの 数は 4 人 か ら24人 ま で で あ り、平均 して

13人 （無記名 1 ）で あ っ た。ク ラス の 保育者 の 数 は1人か ら10人ま で で 平均 して 3．7人 で あっ た。

  「保 育園 に お け る状 況 」

　 「0歳児保育で あなたが子 どもの 姿で気に なっ て い るこ と が あるか 」 で は、72，5％ （50）が 「い い え」

と回答 し、18．8％ （13） が 「無回答 」、8．7％ （6 ＞が 「は い 」 と回答 した。そ の 内容は 、「問い か け て

も 反 応 が ない 」 「噛む 力 が 弱 い 」 「お 家 で は 食事 を せ ず ミル ク ば か り、肥満 で ハ イ ハ イ が 重 い 」 で あ っ た 。

「0 歳児保 育 で 困 っ て い る こ とが あ る か 」 で は 、68．　1％ （47）が 「い い え 」 と 回答 し、18，9％ （13） が

「無 回 答」、13．0％ （9 ）が 「は い 」 と回答 し た。そ の 内容 は 、「泣き の 意味が 理 解で き ない 」 （2 ）、「接

し方 が 分か らな い
、 どこ ま で 介助すれ ばよ い の か 分か らな い 」 （2 ）、「混合保育 の た め 0 歳児だけ の 時

間が とれ ない 」 な どで あ っ た。「保育者 と子ども の ス キ ン シ ッ プが とれ て い るか 」 は、34．　9％ （24）が

「そ う思 う」、59．　4％ （41）が 「少 しは思 う」、1．4％ （1 ）が 「思わな い 」 と 回 答 し4．3％ （3 ）が 「無

回答 」 で あ っ た 。 そ の 理 由は 「人数が多い 」 「一人 ひ と りに満足は難 しい 」 で あ っ た 。
「子 ども は保護者

と ス キ ン シ ソ プ を十分 とれ て い ると思 うか 」 で は 、30．4％ （21）が 「そ う思 う」、63，8％ （44） が 「少
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しは 思 う」、2，9％ （2 ） が 「思わない 」 と 回答 し2．9％ （2） が 「無回答 」 で あ っ た。そ の 理 由 は、「発

語がな い 1 「親 を怖 が る」 「迎 え を喜ばない 」 「身体に 触れ る の を嫌 が る 」 「か ま っ て ほ しそ う」 「とれ て

い な い よ うに感 じる」 等37の 記述が あっ た。

  「ベ ビー
マ ッ サ

ージ に つ い て 」

　 「ベ ビ
ー

マ ッ サ
ー

ジは保 育の 中に取 り入れ る価値があ る と思 うか 」 で は、71．0％ （49）が　「あ る 」、

27，5％ （19）が 「少 し は あ る 」 と回答 し1．4°

／。 （1 ）が 「無回答」 で あっ た。「ベ ビ
ー

マ ッ サ
ージ は保 育

の 中に取 り入 れる可能性」 で は 、31．9％ （22） が 「あ る 」、62．3％ （43） が 「少 しは ある」 と回答し2．9

％ （2 ）が 「無 回答」 で あ っ た。 「本 日の 講習は 役 に 立 っ た か 」 で は 85．5％ （59） が 「役 にた つ 」、13．0

％ （9 ）が 「少 し は役に立 つ 」 と 回答 し 1．4％ （1）が 「無 回 答 」 で あ っ た。

  自由記述

　42の 記述 が あ っ た。「ベ ビーマ ッ サ
ージ に対す る必要性 、内容の 理解が深 ま っ た 」 「保 育園で 実践 して

い きた い 」 「楽 しい 、講座 が 充実 して い た 」 と い う内容 が ほ とん どで 、記 述 し た 人 は ほ とん どが低年齢

児担当保育士 で あ っ た。

3 ．分析および考察

　講習会実施 の 申し出は 保育 士 の 団体側 に好意的に受け と め られ 、ス ム
ーズ に 実施 が決ま っ た。こ れは、

年度初め で 、保育 、［； と乳児 が 信頼 関係 が な い 段 階で あ っ た の で ベ ビーマ ソ サ
ージ講習 の 意図 と保育園現

場 で の ニ
ーズ が 合い 、ま た ベ ビ

ー
マ ッ サ

ージ とい う目新 し い 手技 に 関 心 が あ っ た か らで は な い か と 考 え

ら れ る。「保育園 に お け る 子 どもの 姿」 「困 っ て い る こ と」 の 設問 で 「無 回答 」 記入 が 多か っ た の は 、受

講者 の 人数 が少 ない こ とか ら勤務保育園が想定 で き る とい うこ とで 遠慮 した の で は な い か と考え られ る。

ま た 、保育者は、乳児とス キ ン シ ッ プを とれ て い る と思 っ て お り、保護者 と乳児 の ス キ ン シ ッ プは十分

で な い よ うに 感 じて い る。ベ ビー
マ ッ サ

ージの 保育 へ の 導入 の 可能性 に つ い ては肯定的な回答 となっ て

い る。

4 ．保育者に 対する ベ ビーマ ッ サ
ージ 講習 の 実施の ま と め

　・ベ ビ
ー

マ ッ サ
ージ は保 育者 と乳児の 愛着形成を促すため の

一
っ の ツ

ー
ル で ある。積極的な健や か な

　　育ち に 対する援助ツ
ー

ル で もあ る。こ の 基本理念を受講者は理 解 し て くれた ようだ。

　・ベ ビ ーマ ッ サ
ージ の 保育 へ の 導入 に つ い て 講習後 の 保育者 は 肯 定的 に 受 け と め 、保育 の 中で 活 用 し

　　て い こ うと考 え て い る。

　・今後導入 して い き た い と考 えて い る保育園と連携を取り、実際の 導入及 び導入後 の 乳児 の 変化 につ

　　い て も追跡調査 を して い きたい 。

N ．まとめ

　日本 にお い て 、ベ ビ ーマ ッ サージ の 定義 は 確 立 して い な い し、普 及 を 行 っ て い る 団体次第 で 、ベ ビー

マ ッ サージ の 方法 も手技 も異 なる。ま して 、保育に お け る ベ ビー
マ ッ サ

ージ の 導入 につ い て は 系統だ っ
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た 理論 の 蓄積や研 究もな され て い ない 。

　東洋 で は 古 くか ら助産 師が 妊婦 をマ ッ サ
ージ し

、 母親は乳児をマ ッ サ
ージ し て きた 。 わが国で は 、 第

二 次世 界大戦後 の ア メ リカ の 育児法 の 導入 ま で は母子が
一

体 とな り、乳児 は母に抱かれ 、撫 で られ 、語

りか け な が らの 「べ っ た り育児 」 とい わ れ る よ うな育児 が 行 わ れ て きた。マ ッ サ
ージ は 自然 か つ 当然 の

こ とと し て 日常 的 に 行われ て きた 。 ア メ リカ の育児法が普及 した 1950〜1980年頃、核家族化 が進行 し、

近隣関係や地域 の 子育て に 関す る意識 も希薄 とな り、育児 の 伝承も行われ な っ た。む しろ、こ の 時代 は、

経験者 に と っ て 自分た ち の 行 っ て きた 育児 が 否定 され た こ と に よ り、若者 の 子育 て に 手 を出す こ と が は

ばか られ 、 若 い 親は 、年配 の 人 の 言葉に 耳を貸 さな か っ た 時代で もあ っ た 。現在、改め て 「抱 っ こ 」

「触れ合 うこ と」 の 重要性 が見直 され た に も か か わらず、親は 子 に ど の よ うに 触 れ合 っ て 育て る の か 、

知識 につ い ては、マ ニ ュ ア ル で 得る こ とが で き る に し て も 、 触れ合 うすべ に つ い て は 時代の 中で培われ

て き た も の が 絶た れ て し ま っ て い た。こ の よ うな背景 の もとに、「触 れ る育児 」 が、最近 NICU （新

生児集 中治療室 ） の 未熟児 と、さ らに 一
般家庭 に お け る 乳児 へ の 様 々 な 効果 とい う面 か ら注 目を 浴 び 、

さらに昨今 の 子 どもにまつ わ る い ろ い ろな社会問題や育児そ の もの へ の 関心 とも関連 して急速に世界的

に も広 が りを見 せ て い る現状 が あ る。

　 こ の ベ ビ ー
マ ッ サ

ージを通 した触れ合 い によ り、乳児 に 「育つ 力 」 が、親 （保育者）には 「育 て る力 」

が育まれ る。子 育て の原動力は 共 に ある こ と か ら始ま り、共 に あ る こ と は 単に親子、保 育者 と子 ど もが

そ の 場 に 居合 わすだ け で は な く、お 互 い に 気持 ち を 向 け 合 い 、受け と め 肯定的 な情動 を 共 有 して そ の こ

とを喜び合 うとい うこ とで あ り、 こ うな っ て こ そ親子 、 保 育者 と乳児の愛着が形成 され て い くの で あ る 。

　少 子化 に もか か わ らず保育所 （園） に在籍す る 子 どもの 割合 は 微増 し て お り、中 で も 3 歳未満 児 （0

〜 2 歳児）の増加が 著し い （とい っ て も2006年度にお い て 3 歳未満児で 入所 し て い る割合は約 2 割に過

ぎない が）。こ の 時期 に最 も重要 な保育者 と子 どもとの 愛着形成 を促す ス キル として の ベ ビー
マ ッ サ

ー

ジ は、保育者 と乳児の 愛着形成 の ツー
ル の

一
つ で あり有効なツ ー

ル で ある こ と を理 解 し、保育の 場 に こ

の 手法を取 り入 れ 、そ の 実践に つ い て 理論構築を して い く価値があ る と思わ れ る。ベ ビーマ ッ サ
ージは 、

適切 に保 育内容 の
一

つ とし て 活用 され て い く こ とに よ り、乳児保 育 の 質 の 向上 に 寄与す る 可能性 があ る

もの で ある と考 え る。

おわ りに

　ベ ビー
マ ッ サ

ージ は、子育 て に とっ て 必ず し も必要な手技 で は な い
。

し か し、必要 とな っ て きて い る

社会が 存在 して い る。現代 の 乳児を取 り巻く様 々 な環境や親子 の 関係 に不安 を抱 える親 が 増 え て い るの

だ ろ う。 ま た 、親 子 の 愛着の 形成に 有効 な こ の 手 技 は 、乳児保 育に お い て も保育の 質 を 高 め る 手段 と な

る。そ の た めに医療 ・看護に おけ る 「タ ッ チケ ア 」 研究 を基 に保育実践に活用で き る標準的手技を構築

し て い く こ と は意味が ある こ とで あ ると考 え る。

　本稿 は 、乳幼児教育学会第17回 大会 で 発 表 した 「乳 児保育に お け る ベ ビ ー
マ ッ サ ージ の 可能性 を考 え

る
一

保 育士 対象ベ ビー
マ ッ サ

ージ 講習会を実施 して
一

」 に 修正加筆 した もの で あ る 。
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フ レ デ リ ッ ク ・ル ポ ワ イ エ 著、 中川 吉晴訳 『暴 力 な き 出産
一 バ ー

ス サ イ コ ロ ジー
子 ど も は 誕 生 を お ぼ え

て い る』ア ニ マ 2001、1991。

ア メ リア ・オ
ー

ケ ッ ト 『ベ ビ
ー

マ ッ サ
ージ ー

親 と子 の 絆 を高 め る
一

』 メ ヂ ィ カ 、1996、日本で 初 め て の

本格的なベ ビ
ー

マ ッ サ
ージ の 入 門書で あ る。

バ ー
ス セ ン ス 研究所代表、目本誕 生学協会代表理 事、「母 子 保健事業 で 生 か すベ ビ

ー
マ ッ サ

ージ」 『月刊　地

域保 健 』2004．6 、P．59。

あ ん 摩 マ ッ サージ指圧 研 究会編 『あ ん 摩マ ッ サージ指圧 理 論 』 医道 の R本社、1997。

タ ッ チ リサーチ 研 究所 （TRI ）で は、タ ッ チ の 効 果 を科学的に 立 証 す るた め に、さま ざま な研 究 を実施 し

て い る。フ ィ
ール ドの 研 究 で は、タ ッ チ ケ ア を行 っ た低 出 生 体 重 児 （未 熟 児 ） は、行 わ な か っ た 子 と比 較 し

て 、有 意 に体 重 が 増加 す る、呼 び か け に も よ く反応 し、周 囲 へ の 反応 が 活 発 に な る、イ ラ イ ラ が お さま る、

よ く眠 れ る よ うに な る な ど の 好 影 響が あ る こ とが 明 らか に され て い る。　 こ の よ うな変化 は、タ ッ チ が 乳 児

の 生 理 機 能 や 神 経 系 に作 用 した結 果 だ と言 わ れ て い る。乳 幼 児 の 体 は、圧 をか けて マ ッ サ
ー

ジ され る こ とに

よ っ て 、す べ て の 生 理機 能 の 緊張 が ほ ぐれ 、また 迷 走 神 経 （内臓 の 運 動 や 分 泌、内臓 の 知 覚 を 司 る 自律 神 経

の ひ とつ 、副交感 神 経 を代 表 す る神 経 ） が 刺 激 を受 け、体 に様 々 な好 影 響を 与 え る とい う。ジ ョ ン ソン ・
エ

ン ド ・ジ ョ ン ソ ン 小 児 科 学 研 究 所 L．L．　C．目 本 タ ッ チ ケ ア 研 究 会 監 訳 『乳 幼 児 の 発 達 に お け る タ ッ チ とマ ッ

サ ージ』医科学出版社、2005。T。 uch 　 Research　 Institute　 http ：／／www6 ．　m ｛ami ．edu ／touch
−
research ／ （閲

覧2007年 11月 29 日）

そ の 設 立 の 目 的 は 大 き く 3 点 あ り、1 つ は 、タ ッ チ ケア の 学 問 的 ・科 学的 効果の 追 求 と わが 国に 合 っ た タ ッ

チ ケア の 実践 の 確 立、2 っ 目に は 、もっ と広 い 意味で 少子化社会に お け る子 ど もの 健全 育成 の 視点で の Dcve

lopmental　 care の
．
つ と して 母 子 愛着 と愛着形成への 有効 な手段 と して 応 用 で き る との 考 え方。3 っ 目は、

今ブーム とな っ て い る 呼 び 方 も手 技 も多彩 な タ ッ チ ケ ア が 単 な る ブーム に 終わ らな い よ う、商業化 を 防ぎ た

い とい う背 景 の も と に設 立 され た。日本 タ ッ チ ケ ア 研 究 会 　http ；〃 www ．　touchcare ．　jp／privacy ．　asp （閲覧2

007年 11月29目）

一
般 的 にマ ッ サ

ー
ジ 療 法 は、不 安 レ ベ ル の 低 下、ス トレ ス ホル モ ン （コ ル チ ゾ

ー
ル お よび ノ ル エ ピ ネ フ リン ）

の 減 少 を もた ら し、早 期の 定 期的 な母 子 の 接 触 は 子 ど もの ス トレ ス ホル モ ン 濃度 を 調節 して 、体重 増加 を促

進 し、免 疫 効果 を強 化す る と され て い る。テ ィ フ ァ ニ
ー・

フ ィ
ー

ル ドは、早 期 産 未 熟児 を対 象 と した実 験 で 、

穏 や か なベ ビーマ ッ サージ を受 け た郡 は受 け な か っ た 郡 に 比 して 明 らか な体 重 増加 を認 め、増加 率 は 対 照群

に比 べ て 31％高か っ た こ と が 報告 され て い る。そ して 、そ れ は接触 に よ っ て 迷 走神 経が 刺激 され、そ の 活動

性 の 増 大 に よ っ て イ ン シ ュ リン な どの 食物 吸 収 ホ ル モ ン が 増 加 す る こ とが 体 重 増 加 の 原 因 と考 え られ る と し

て い る。聖 マ リア ン ナ病 院 母 子 総 合 医療セ ン タ
ー

で は、1980 年 か ら医療 保 育士 （保 育士 資 格 者 に所 定 の 医 学

研 修 を修 め て 取 得 す る学会 認 定 の も の ） を NICU に 導入 し保 育器 の 中 の 未 熟児 の 背 中 を な で さす り 「抱 い

て ・語 りか け て ・遊 ん で 」 を 目標 にお 母 さん に か わ っ て の ケ ア を保 育 上 に 託 して きた 、と い う。橋 本 武 夫

「タ ッ チ ケ ア へ の 流 れ とそ の 理 解 」 『助 産 婦 雑 誌 』 2001 ，55 ．NO．2 、P．9 。

堀 内勁 「タ ッ チ ケ ア とカ ン ガ ル ーケ ア の 相 関 1 『チ ャ イル ドヘ ル ス 』1999．Vol．2 ．No．6 ．P．　ll

平成 18年度 「子 どもひ ろば」 実施ア ン ケ
ー

トよ り
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フ レ ー ベ ル 主義幼稚園教師養成 カ リキ ュ ラ ム の 検討

　　　一 幼児学校指導者 との 比 較 を通 して
一

AStudy 　on 　the　Curriculum　of 　Fr6belism− Kindergarten− Teacher　Preparation

　　　　　　
− By　 the　Comparison　 with 　 Infantschool−Teacher 一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豊　　田　　和　　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kazuko　 Toyoda
（要約）

　フ レ
ーベ ル 主義幼稚園 教師の 養成 教 育 カ リキ ュ ラム の 実態 とそ の 特微 を探究 した。論展開 と し て 当時の 幼児学

校 の 特徴 とそ こ の 指導者 に要 求 され た 資質や力 量 と比 較 す る とい う手 法 を と り、考察の 結果、19世紀後半か ら 20

世紀初頭 に か けて の フ レーベ ル 主 義 幼 稚 園教 師 養 成 に カ リキ ュ ラ ム は、教 育 理 論 や 心 理 学、幼稚園の 遊 び な ど を

重視 し た 内容 で あっ た こ と が 解明 で き た 。

（キ
ー

ワ
ー

ド〉

　 フ レ
ーベ ル 主義幼稚園教師、カ リキ ュ ラム 、幼児学校指導者

は じめに

　本稿 の 目的は 、1840年代〜1900年代 に か けて の フ レ
ーベ ル 主義の 幼稚園教師養成の カ リキ ュ ラ ム の 実

際とそ の特徴を明 らか にする こ と で あ る。幼稚園 を幼児期 の 重要な教育施設 として 構想 した フ レ
ーベ ル

は 、そ こ で 働 く幼 稚園教師 に 高 い 専門性 を 付 与 す る 養成教育を 自ら 手掛け、養成 ゼ ミナ ー
ル を開催 し た

り講演旅行 に出向い た り して養成実践を行 っ た 。 そ して 彼 の 没後は 、多くの継承者が ドイ ツ各地 で フ レ
ー

ベ ル 主義の 幼稚園教師養成教育場や養成学校を 設立 して 、専門度 の 高い 幼稚 園教師 の 養成 を志 向した。

　さて 、フ レ
ーベ ル に 関す る 先行研 究 に お い て は こ の 養成 問題や カ リキ ュ ラ ム に 関 して 部分的 に 取 り上

げられ て はい る
1

が 、こ の テ
ー

マ で 歴 史的変遷 を
一

貫 して 明 らか に した も の が少 ない 。 そ こ で 、本稿で

は 、フ レ ーベ ル 主義幼稚園教師養成カ リキ ュ ラ ム の 解明 と い う課題意識を もっ て 、そ の 変遷を辿 っ て み

た い
。 研究ア プ ロ ーチ と し て は、フ レ ーベ ル の 幼稚園教師養成 とその カ リキ ュ ラ ム の 特徴 をよ り鮮 明に

浮 か び 上 が らせ るために、同時代に展開 され て い た幼児学校 の 特徴や そ こ で 要求 され た指導者 の 資質や

養成 の 実際を比 較対象と し て取 り上げる。こ の 問題意識か ら、本稿前半 で は 当時の 幼児学校 とそ こ で の

指導者養成 の 特徴を述 べ
、 後半部分で フ レーベ ル 主義幼稚園 の 教師養成カ リキ ュ ラ ム の 問題 を扱 う。

1 ．フ レ
ーベ ル 時代の 代表的な幼児施設 とその 保育者養成に つ い て

　1800年代の フ レ ーベ ル 以外 の 人 の 幼児保育者養成 の 実際 を比較対象と して検討する 。

（1 ）　幼児学校や託児所 の設立

　1830年代の ドイ ツ で は 、産業革命 の 開始 に 伴 う民衆 の 生活 の 貧窮化 と そ こ か ら生 じ る育児放棄 な ど の

問題 か ら 、 貧民幼児に対する保護と教育の 政策が 緊要な課題 とな っ て くる。 例えば 、 1827年 6 月24日、

プ ロ イセ ン 文部省 は次 の ような全プ ロ イ セ ン 王国政庁宛 の 回状を発 し、そ の 中 で 「幼児学校 の 急速 な設
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立 」 に努力を払 うよ うに説 い て い る。

　　　　当文部省は 、か か る幼児学校 （ウィル ダ
ー

ス ピ ン の 幼児学校 の こ と一引用者） は 貧民児童 の 粗

　　　野化 の 弊害 の 源 を根絶 し、い か なる場合 にも、放任 された子 ど もた ちの 道徳化 の た め に い くつ か

　　　の 地域 に 設 立 され た慈善施設 が そ の 性質上 成 し うる よ りも さらに確か に か つ 有効に働 くの で 、そ

　　　の 地 の 行政区 に お い て もこ の よ うな幼児学校の 急速 な設立 に 考慮 を払 うよ う 、 王 国政庁に大 い に

　　　勧めるもの で ある。
2

　こ の 回状に 従 っ て 、メ ル セ ブ ル ク政庁や ケ
ー

ニ ヒ ス ベ ル ク 政 庁 、バ イ エ ル ン 、ザ ク セ ン 、ヴ ュ ル テ ン ベ

ル クな ど諸邦 で は、自治体が 幼児教育施設 の 設立 を推進 し た。そ の後、プ ロ イ セ ン で は 、貧民 階級 を対象

とす る 幼児福祉 施 設 、つ ま り託 児所 に 対 す る保護政策 が と られ た 。
「幼児学校 Kleinkinderschule 」 に 代

わっ て 「託児所 Kinderbewahranstalten」 は 、文字通 り、「保護施設 Bewahrungsanstalten 」 で あ り、ウ ィ

ル ダ
ー

ス ピ ン 的な幼児学校 の 知的教育 よ りも、貧民児童 の 保 護 と治安維持 の 立 場 か ら宗教的 ・道徳的訓

育が 重視 され た 。フ レ ーベ ル の 幼稚園 が創設 され る 直前 の こ とで あ る。

（2 ）　代表的 な 3 人

　幼児学校や託児所 の 設立が急務 とな っ た社会的情勢にあ っ て、フ レ ーベ ル と同時代 に ドイ ツ に幼児教

育 ・児童福祉施設 を設 立 し、併せ て そ の 施設 の 指導者 （一保育者、教育者）の養成を試みた人物 と して 、

著名 な 3 人 を 挙 げ る こ と が で き る。そ れ は 、  ヴィ ル ト （Johann　Georg　Wirth ，1807−1851＞、  プ リ ッ

トナ
ー

（Theodor 　 Fliedner ，　1800−1864）、  フ ェ ル ジ ン グ （Jurius　 F61sing ，1818−1882＞で あ る。次 に 、

フ レ
ーベ ル の 幼稚園思想と 対 比す る た め こ の 3 人 の 構想 に つ い て 若干敷衍 し説明す る こ ととす る。ヴ ィ

ル ト と ブ リ ッ トナ ーに つ い て は 、既に梅根悟 が 『世界教育史体系 21 幼 児教育史 1』 （講談社 、1974年

刊〉 で かな り詳細 に紹介 して い る の で 、それ を参考に しな が ら概述す る。た だ し梅根論 文 は、大半 が 当

時東 ドイ ツ の 幼児教育史家ク レ ッ カ ー　（M，Krecker ） の 論文　「Die　Anfllnge　 einer 　gesellshaftlichen

Vorschulerziehung　fUr　die　Kinder 　der　arbeitenden 　Klassen 　in　Deutschland
，
　1966」 か らの 大幅 な参考

紹介 で あ り、原著 か ら直接引用
・
翻訳す る こ と とす る。フ ェ ル ジ ン グ に つ い て は わ が 国 の 幼児教育史研

究 で は こ れ ま で 皆 目紹介 され て い な い 。

  ヴィ ル トの 託児所 とそ の保育者養成に つ い て

　貧民階級 を対象 とす る幼児教育政 策に力 が 注 が れ始め る の は、 ドイ ツ で本格的な産業革命が開始され

る こ とに 伴 っ て 民衆 の 生 活 が 困窮化 し て き た こ と を背景 に 、各 地 で 市 民 運 動 が 展 開され る が 、と り わけ

活発 だ っ た の は 、民衆運動の頂点 を な し た 1832年 5 月27 日の ハ ン バ ッ ハ 祭 を経験 した バ イ エ ル ン 地方 で

あっ た。バ イ エ ル ン は こ の 市民
・
民衆の 蜂起を契機に 、よ り積極的に 各地方 自治体に 託児所 の 設立を要

請 した。 こ の こ とか ら、ア ウグス ブル ク を舞台と した ヴィ ル トの 託児所運動 が 展 開 され る こ とになる。

同年 7 月 31日に オ ーバ ードナ ウ郡政庁 は ア ウグ ス ブル ク市参事会 に対 して 託児所 の 重要性を説き、こ の

こ と か ら当時福音派 の 貧民児童 の 家 の 教師兼少年監督官だ っ た ヴィ ル トが、こ の 託児所 の 教師 として 任

用 され たの で あ る。

　ヴィ ル トは 、2 ヶ 月 間を か け て ニ ュ ル ン ベ ル クや ア ン ス バ ッ ノ＼ フ ラ ン クフ ル ト
・
a．M．やダル ム シ ュ
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フ レ ーベ ル 主 義幼稚 園 教師養成カ リキ ュ ラ ム の 検討

タ ッ ト等 の 西南 ドイ ツ 諸都市 を訪 問 して 幼児教育施設 を視察 し、後に 「託児所 に関す るま た 託児所 か ら

の 報 告、な らび に幼児学校及 び 放任 され た 児 童 の た め の 救済施設 に 関す る 報告」（1840＞を 公刊 し た。ア

ウグス ブル ク市は 1834年 6E26 日託児所 開設 に 関する公 告を 出 し、ヴィ ル トは 「如何に熱心な教師 の 活

動 に よ っ て も児童 の 粗 野 と善 へ の 無感覚 の た め に挫 折せ ざる を得な い よ うな、知的 に も道徳 的 に もそ し

て しば しば身体 的に もぼ ろぼ ろにな っ た児童 を毎年多数受 け入れ る とい う悲 しむ べ き状況 」
3

が民衆学

校の 質的低下を招 い て い ると し、こ の 状況 改善の た め には託児所 の 設立 が 必要 で あると陳述 して い る。

　こ の 著の 中で ヴィ ル トは 「託児所 と接合し た 子守 り女の た め の 準備学椥 を提案 し た の で あ る が、ま

もな く市参事会の認可 を受けて 設立 の 実現に 至 っ た 。 ヴィ ル トの養成構想 は 、「自発的 に 行動す る 、 勤

勉 な、器用な、役 に 立 つ 子 守 り女」 を 1 年課程 で 養成 し よ うとす る も の で 、教授陣 は ヴィ ル ト自身 と医

師経験 の 女性 だ っ た。そ の 教育内容 は、 ・子 どもの 心身 の 諸要求、それ を満 た す た め の 手段、 ・病気と

子 ど も の世話、 ・乳児の扱い 方、 ・
子 ど も の遊ばせ 方、 ・聖 書の箴言、 ・唱歌な どの 教授 と託児所で の

実際的訓 練 に よ っ て 構成 され て い た 。 し か し、こ の 構想 は 託 児所 の 保 育者養成 で は なくて 、あ くまで も

「家庭 の 子守 り女 」 の 養 成案 で あっ た 。 託児 所の 保 育者養成 に関 して は管見 の 限 り資料が こ れ以上見 つ

か らな い が 、こ の 構想 が 、保育者養成 の 第
一

歩 を創 りだす基盤 と し て 意義を持 っ た と推測 で きる。

　なお、託児所 の カ リキ ュ ラ ム にまで 触れる と本稿の 意図 か ら逸れ るの で 、そ の 要点だ けを述べ る とす

れ ば、宗教教授 と知的練習と して の 課業、手作業及び遊び か ら構成 され て い る
4

。ヴ ィ ル トに よれ ば、

託児所 は 「本来 の 学校 を先取 り し よ うとす る こ とは ま っ た く私 の 意 図 で は な い 」 「託児所 は 、思慮ある

園丁がか弱 い 植物 にそ の 最初 の 出現 の 際に保護 的な手 を差 し伸べ るよ うに、教育も守護神 の ごとく、子

どもに既 に彼 の 精神的諸力 が 活動す る時点か ら支援の 手 を差 し伸べ る よ うに すべ きで あ る」
5

と言 う。

し か し、練習や 労働 が 正 規 の 主授業で あ っ て 、遊び は休憩時間的な、働 勉の 報酬」 と して しか みな さ

れ て い な い 点に、フ レ
ーベ ル の 考 えとの 大 きな違 い がある。

  ブ リ ソ トナ ー
の 幼児学校 とそ の 保育者 の 養成に つ い て

　 カ イ ザース ヴ ェ ル トの 新教派牧師で あ っ た ブ リッ トナ
ー

は 、
1823− 24年に 献金募集の ために オ ラ ン ダ

とイギ リス に旅行 し、そ の 際 に ウィ ル ダー
ス ピ ン の 幼児学校な ど慈善事業を視察 した こ とが契機 となっ

て 、1835年 にデ ュ ッ セ ル ドル フ 政庁が 幼児学校を 設 立 す る こ と に協力 し、教区 の カ イ ザ
ー

ス ヴ ェ ル トに

も貧民児童 を対象と し た 「編物学校 Strickschule」 を設立 した 。 翌年に は 、 こ の 「編物学校」 を 「幼

児学校 」 に 改編 し、貧 しい 工 場労働者 の 了
一
弟 （2 歳〜就 学前児童）約 40人 を収容 し た。こ の 学校 の 教師

は H ．ブ リッ ケ ン ハ ウス 女 史で 、ブ リ ッ トナー
の 最初 の 幼児学校 の 教師 と な る。同 時 に 1836年 に、ブ リ ッ

トナ ーは カ イ ザー
ス ヴェ ル トに幼児学校女教師の た め の ゼ ミナール を付設 し、 1 〜4 ヶ 月期間で 養成 し、

新設 され た幼児学校 の 教師 と し て 送 り出 した。1836 − 42年 の 間 に ブ リ ッ トナ
ー

は 、ラ イ ン ラ ン ト＝ヴェ

ス トフ ァ
ー

レ ン に27 の 幼児学校 を設 立 し た が 、そ こ で 雇われた教師の 大半 はカ イザース ヴ ェ ル トの ゼ ミ

ナ ール 出身者だ っ た。こ の ゼ ミナ ール の様子が 1843年の 「一般学校新聞1 に次の ように紹介 され て い る。

　　　　 彼女 ら （幼児学校教 師志願者 ＝引用者） の ため に、幼児学校 に 接続 して 専用 の 広 い 家が設 け ら

　　　れ た。彼女 らは看護尼 の 監督の 下 で 住 み込み、こ の 看護尼 に よっ て 徹底的に知識や家事労働 の 教

　　　 育を受けた。看護尼が行 う夜の 聖書講読に も参加す る が、
一

日 の そ の ほ か の 時間は 家また は幼児
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　　　学校で過ごす。養成課程は最低 3 ヶ 月 と 定 め られ て い る が、多く の場合 4 ヶ 月 で あ る。（中略）

　　　唱歌、算数、博物、直観科、ドイ ツ 語 作文の 授業が行わ れ 、若干 の 地 理 が教 えられ て い る。1841−

　　　42年に は養成ゼ ミナ
ー

ル に 47人 の 生徒が い た 。 修了後、多 くの 者 は幼児学校 の 教 師 として 活躍 し

　　　 て い る。
6

　 ブ リッ トナ
ー

による こ の よ うな幼児学校付設 の ゼ ミナ ー
ル が 各地 に で きて 、こ の 看護尼養成所 で教育

を受けて幼児学校教師に な っ た女性は 、1851年まで に約4000人に 達 し た。

　 とこ ろで 、こ の ブ リ ッ トナーの 幼児学校 の 目的は 、働く母親 の 子 どもた ちを身体的及 び道徳的な害悪

か ら守 り、「神 への 畏敬へと導 くこ と」
7

で あ っ た。彼に よると、こ の 学校 の 目的は、知的教育と身体的

教育と労働教育を 通 して 達成 され る と言 う。知的教育は 、単調な読み
・書き ・算 の 訓練、聖詩 の 暗誦な

どが 主流で あ り、労働教育は編物、選毛、藁細工 、組紐、機織な どに よ っ て行われ た 。 さらに身体訓練

と して 、室内 で
一

定 の 号令 の もとに 行われ る 兵式運動が取 り入れ られた。そ の 他 に 特徴的な こ とは
一

日

4 回 の お祈 りと唱歌 （キ リス ト教関係 の 宗教歌や俗謡）が あ っ た。こ の よ うに 、ブ リ ッ トナ ーが め ざし

た幼児学校は、貧民児童 の 宗 教的訓化や道徳的教化 と体力強化 に あ っ た こ と は 明 ら か で あ る。

　こ の よ うな意図 か ら、プ リ ッ トナーは 、幼児学校 の 宗教的 ・道徳的教化を促進す る ため に 、幼児学校

女教師に も宗教的 ・道徳的教育に 力点をお き 、
「神 の 面前 で 毎 日 、 或い は最低毎週 、 自己 の 職務を自分

と子 どもたち の ために果 た したか どうかにつ い て 、弁明 した い と望む幼児 学校女教師 の ため の 自己試験

問題 」
8

を著 した ほ ど で ある。 こ の こ と か ら、養成教育に お い て も教会の 要 求に 沿 っ た 形 で の 宗教教育

を 中心 と し た カ リキ ュ ラ ム で あ っ た こ と は 推察 で き る 。 少 な く と も 、 幼児 の 遊 び や 自発 的 ・活 発 な活 動

は副次的事項 に過 ぎな か っ た こ とは明 らか で あろ う。こ の 点 で 、フ レ
ーベ ル の 思想 と大きな相違が ある。

  フ ェ ル ジ ン グ の 幼児学校 と そ の 保 育者養成に つ い て

　 フ ェ ル ジ ン グ は オ
ーバ ー

ヘ ッ セ ン の 出身 で フ ラ イブル ク の 学校教師養成所 に通 い 、そ の 後 1841年 に ダ

ル ム シ ュ タ ッ トで 教師となる。こ の 頃 8年前か らこ の 地 に は労働者の 子弟 の た め の 幼児 学校が あ り、彼

は そ れ に 非常に 強 い 関 心 を抱い て い た。彼 は 自分で 41の 幼児学校を視察 して ま わ りそ の 活動 を 分析 した 。

そ の 結果、幼児学校が単に貧民 の 子 弟 の み な らず 、裕福 な階層 の 子 弟 の た め に も有益 で あ る との 印象を

持 っ た。こ の ため彼 は 、1843年 に ダル ム シ ュ タ ッ トに 上 層 階級家庭 の 児童 の た め の 幼児学校 を設 立 し た。

ただ し彼 の 回想に よ ると開設当初は た っ た
一

人 の 男 の 子 が 入学 した に す ぎな い 、と 言 うの は 、「こ の 種

の 施設は 余 り に も新 しす ぎて誰に も知 られ て い な か っ た か ら19 とい うの が そ の 理 由だ っ た 。 だが、知

られ る よ うに な る と児童 の 入学者数 も増え て 、1844年には大きな ホー
ル を増築せ ね ばな らない ほ ど になっ

た。ただ し フ ェ ル ジ ン グ の 構想 に よれば、プ ロ レ タ リア ー トの 子弟向 けの 幼児学校 と裕福な家庭 の 子弟

向けの 幼児学校 と を分離させ て 、そ れぞれが別個 の 課題 を担 っ て い る とい うこ とで あ り、両者 を同
一

施

設 で 教育する とい う発想 で は な い
。

こ の 点 が フ レ
ーベ ル の 構想 と は決定的 に 異なる。しか し同時 に 、フ ェ

ル ジ ン グは幼 児 の ための あらゆる施設 が 関係 しあ うこ と を支持 し、
一

方で は フ レ ーベ ル 信奉者と他方 で

は教会系の 幼児学校 とも協働する こ とに努力 して い た こ とも彼 の 論文や 書簡か ら伺 える
T°
。1844年には

フ レーベ ル が半年間フ ェ ル ジ ン グ の も とを訪問 し幼児学校 を視察 し て い る。ま た 、同様 に フ レ ーベ ル の

協力者 で ある ミッ デ ン ドル フ も 2 回ばか り客 と して訪問して い る。ま た ダル ム シ ュ タ ッ トの幼児学校に
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フ レ ーベ ル 主義幼稚園教師養成カ リキ ュ ラム の 検討

は フ レ
ーベ ル の 女弟子第 1号 の イ ダ ・ゼー レ ・

フ ォ
ーゲラ

ー （lda−Seele　Vogeler ，1825− 1901）が教師

と して 勤務 し て い た こ とも知 られ て い る 。

　さ て 、フ ェ ル ジ ン グの 幼児学校女教師 の 養成構想 は どの よ うなも の で あ っ た の だ ろ うか 。フ ェ ル ジ ン

グは 幼 児学校 に 女性教師 （Erzieherinnen ） の た め の 養成場 を接合 させ 、養成期 間は 1 年 と した 。
1862

年に は 年配 の 幼児学校女性教師の支援の た め に夜間 ク ラス を設置 した。彼 の 求めた幼児学校 の 教師 の 資

質や力 量は どの よ うな もの だ っ た の か。まず年齢的 に は 20歳〜40歳の 女性で 、健康的、明朗、明 る い 表

情で あ る こ と、美声、記憶力 が 良い こ と、頭脳 明晰 、そ し て 神 と子 どもへ の 愛の 感情の 持ち主 で ある こ

とを挙げて い る。彼は、幼児学校で の 実践的活動 と密接 に結 びつ い た基本的な養成を要求 した。とりわ

け、心理学 の 知識が要求 され 、そ れ は 教育者が 子 ど もた ち に 「明るい 黄金 の 朝 」 を作 り出 し 、 両親に家

庭生活 の 風習や あ り方 と子ども の 教育を向上 させ る ため に働き か け る の に 必 要な知識 で ある。ま た、幼

児学校 の 教師は 喜び と成功 をも っ て 幼な子 たちに働 きかけ る こ とが で き る ため に は本当 に有能で な くて

は な らな い 、なぜ なら子 ど もは 単に お祈 り を す る だ けで な く、思考 も行 い 、活動 的で
、 自分の 生活 を喜

ぶ こ とがで きなけれ ばならない か らだ、と言 う。

　そ の 上、彼 は 自治体が学校 の 最終学年 の 少 女た ち に幼児学校で
一

種 の 実習 を 導入す る こ とを提案 し て

い る。それ は、母 として 、娘 と し て 、 或い は教育者 と して の 準備教育に な る か らで あ る。 さら に フ ェ ル

ジ ン グはすべ て の 母親と 18歳以 上 の 少女が 加入す る教育協会を各地 に設立す る こ とも提案 して い る。そ

の 必 要性 は 、教師や牧師の指導の 下 で 子育てや教育問題 に 関す る定期的な助言を受 けるべ きだ と考 えた

の で あ る。

　以 上 が 1830年代 か ら40年代 にかけて の ドイ ツ で の 幼児学校 と託児所な らび に そ こ で の保育者養成の あ

らま しで あ る。こ こ か ら結論付 け られ る こ とは 、当時 の産業革命期の 社会情勢が幼い 子 ど もの 保護 と教

育を必要 と し て い た こ と、それを実現す る た め に は 子 どもた ちを保護 し教育す る保 育者 の 養成 が 不 可 欠

な課題 で あ っ た こ と、で ある。 こ う した 社 会的必然性 とともに、ア ウグ ス ブ ル クを拠点 として 託児所運

動 を展 開 した ヴ ィル トと、デ ュ ッ セ ル ドル フ 近郊を舞台と し て幼児学校運 動を展開 した プ リッ トナ ーと、

ドイ ツ 南部ダル ム シ ュ タ ッ トで 幼児学校運動 を展開し た フ ェ ル ジ ン グ に は 、それぞれ共通 点 と相違点が

ある。

　 3 者 の 共通点 は 、い ずれ も貧民の 子 弟を対象 と して保育 し、身体的 ・道徳的教育の 実現を め ざした 点

で あ り、こ の た め に 必要 な人材 を 自身 の 付設施設で 養成 した とい う事実で あ る 。 そ こ に は 、多 くの 女性

た ち が参与し て い る。養成問題 に関す る相違点は、ヴ ィ ル トの 場合には 「家庭 を補助す る 子守 り女」 の

育成 を主眼 と し て い た こ と、こ の 延長線上 に 施設 で の 保育者養成 を 構想 し て い た 。プ リッ トナ ー
の 場 合

には、きわめ て 慈善的 ・福祉 的観 点 か ら 「看護尼養 成所 」 に お い て 病 人看護尼 と並 ん で 幼児を 対象 とす

る教師を養成し よ うとする もの で 、宗教色 の 強 い 人材 育成 を め ざした。また、フ ェ ル ジ ン グの 場合 は、

彼 が 学校教師だ っ た とい う経歴 もあ っ て か、前 2 者 の 中間的構想で あ っ た と指摘 で き る。彼 は 、一
方 で

は貧民児童の 救済的な意味合 い で の 幼児学校 をめざ し 、 他方 で は裕福な家庭の 子弟を学校教育へ 準備す

る ため の 幼児学校を め ざすと い う、い わば階層的複線化 を構想 して い た。後者 に は 自主性 の 発達 を め ざ
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し将来 の 国家や経済界 の 指導的な活動 へ の 準備教育を し よ うと した。 こ の ため、幼児学校 の 教師に 要求

され る資質や 力量 は む し ろ後者に 力点をお い た教育 の 実現へと結 び つ い て い た と推論 で き る。

2 ．フ レーベ ル の幼稚園構想の特色

　フ レーベ ル が晩年に な っ て 「幼稚園 Kindergarten 」 を構想 しそ こ で 探究 した教育論は 、 彼 の 生涯 の

教育活動 な らび に思想 の 結 晶 で あ り、簡単に述べ られ る 内容で は な い 。こ の 節 で は 、彼 の 幼稚 園教師養

成構想 を明確 に す る と い う目的範囲 に 留 め て 、前節 で 扱 っ た 3 人 の 幼児 施設並び に指導者養成 と比 較す

る意味で幼稚園教育に つ い て 要点 だけを述 べ る。

（1 ）　 1829年 2 月 18日付　バー
ロ ッ プ宛の書簡よ り

　　　　 「わ た し は こ の 施設 に 、類似の 施設 が これま で 呼ばれ て きた名 称、すなわち幼児学校 と い う名

　　　称 を つ け ま せ ん。と い うの は 、そ れ は 学校 で は あるべ きで はな い か ら で す。子 どもた ちは そ こ で

　　　ま だ学校教育を施 され るべ き で はな くて 、自由に発達 して ゆ くべ きで あ る か らです 。

…わた し は

　　　有産 階級 の 子 ど もた ち を え ら び ます。そ れ は 事業を可 能 に す る ため で すゴ

　こ こ で は、フ レ ーベ ル は 2 つ の 点で幼児学校 との 違い を強調し て い る。つ ま り、  こ の 施設 は 学校 で

はない こ と、  有産階級 の 子弟 を対象 とす る こ と、である。

（2 ）　 1839年 3 月19日 「就学年齢前 の 子 どもの教育と幼児学校教員の養成 」 に つ い て

　こ の 論文 の 正 式名は 「就学年齢前 の 子どもたちの 陶冶お よび 上 述 の 年齢に お け る教育者な らび に保育

者の 養成施設 の 実施 、とくに 幼児学校教員 の 養成 に つ い て ゴ
2

で あ る が 、フ レ
ーベ ル の 意図 に っ い て 岩

崎氏は次 の よ うに解釈を して い る e

　　　　就学年齢前 の 子 どもた ちの 教育がす べ て の 後 の 教育 の 土台 と な る重要な もの で あ る こ と、した

　　　が っ て 「就学年齢 前の 子 ど もた ち の 精神 的 な ら び に 肉体的素質、さらに こ れ ら両 者 の 調和的 な形

　　　成 をひ と し く じ っ と み つ め る保育」 の 大切 さを説 き、それ で あ る の に 「現在 の 文化状況お よび生

　　　活状況 の 全状態下 で は 、親た ちは 自分の 子 どもたちを有効 に作 業させ る時間も機会もない 」 有

　　　様で あ る と語 り、 だか ら　「あ らゆ る身分 と境遇 の た め の 児童 の 養護施設 《Pflegeanstalten　der

　　　Kindheit 　fαr　alle 　Sth
’
nde 　und 　Verhaltnisse＞＞」 が必 要 で あ る と主 張 して い る。そ して 、こ の 施

　　　設 の 設 立 とそ の 養護遂行 を 可 能 に す る の は 、一
に か か っ て 幼児教育者を養成する こ とで あ る

la
、

　　　との 認識 に 立 っ て い だ。

（3 ） 1840年 6 月 28日 の 「一般 ドイ ツ幼稚園 Der　 AIlgemeine　 Deutsche　 Kindergarten亅 の創設。

　ブラ ン ケ ン ブル ク に 世界で 最初 の 幼稚園 を設 立 した と き、フ レ
ーベ ル は こ の 施設に つ い て こ う著 して

い る。

　　　　児童保 育の た め の 模範施設、男女 の 児童指導者 の た め の 実習施設 、適当 な遊び と遊 び 方 を 普及

　　　せ ん とする 施設、最後 に、かかる精神 にお い て 活動 し て い るすべ て の親たち、母親た ち、教育者
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　　　た ち、と く に 形成され つ つ あ る幼稚園 が そ の 施設 か ら発行 され る 雑 誌 を っ うじ て そ れ と生 き牛 き

　　　と した関連 に たち うる 施設 。

14

　 こ の よ うに フ レ
ーベ ル が構想 した 幼稚園 は、母 親 の 育児支援施 設 の 役割 、幼児保 育 ・作業施 設 の 役割、

保育者養 成施設 の 役割 を担 っ た 「全体的 目的 」 をもっ た総合施設 で あ っ た 。

（4 ）　 フ レーベ ル 幼稚園 の 保育 内容 の 重点

　 こ こ で は、フ レ
ーベ ル の 構想 した幼稚園の 保育内容 の 重点 の み を簡 単に 列挙す る 。

  庭……………・…・…・栽培活動 の 教育的意義 を実現す る の に 不可欠な もの だ っ た。

  遊び と作業…………
フ レ ーベ ル 独 自の 恩物 体系を開発 し た。

  共 同性 の 強調 ………運動遊 び、庭で の 共同栽培活 動、共 同 の 恩物遊 び な ど子 ど も同 士 の 共同性を 強調

　　　　　　　 　　　し た。

（5 ）　対象と制度の 位置づけ

  万 民就園

　 フ レ
ーベ ル は、当初は階級 の 複線化 「すべ て の 身分お よび境遇 の 、就学資格を得る まで のすべ て の年

齢の 幼児 の 保育施設 」 を理想 と して い た に も か か わ らず 、実際 に は、上流 ・中間階級 の 幼児を対象 と し

た幼稚園 （Btirgerkindergarten） で あっ た。後半 にな っ て （1860年 以後）、マ
ー レ ン ホ ル ツ ；ビ ュ

ー
ロ

ウらの 幼稚園運 動 の 過程 で 貧民 や労働者の 幼児を対象 と した 民 衆幼稚園 （Volkskindergarten ）が 開設

され て 、階級 の 複線化 とい う形 で 万 民就園の 実現が可能 とな っ た 。

  国民教育制度の
一

環 として の 幼稚園

　 フ レ
ーベ ル は 幼稚園を単な る幼児の 保護施設 の レ ベ ル や質で は なく 「教育」 の 重要な場 と して 主張 し

た の で あ り、そ の た め に は幼稚 園と本来 の 純粋 な学習学校 との 連結 で あ る媒介学校あ る い は 予 備学校

（Vermitterungs−・der　V・ rschule ）を学校体系 の 中に位置 づ け る必 要 が あ っ た。 1852年 の 「媒介学校 」

とい う論 文 の 中 で 、彼 は 、幼稚園 は直観的陶冶段 階で あ り、本来 の 学習学校は抽象的 ・概念的陶冶の 段

階 で あ り、こ の 二 つ を結び っ け る第3の 主要 な段階が媒介 学校 で あ る とい う。
つ ま り、 事実直観か ら概

念 へ と 移行 しつ つ 、両者を結び つ ける位 置にあ るの が、媒介学校あるい は予備学校 だ と、主張す る。だ

が、フ レ ーベ ル に よ れ ば、こ の 媒介学校 （予備学校） の 指導者 に は 1年 の 養成課程 を修 了 し な け れ ば な

らない が、こ の 養成がな され て い な し 、 こ の 学校 の 実施 も不完全 で あ り、 民衆学校の教師の側か らさえ

こ の 学校 の 実施は ま だ き わ め て 稀で あ る と嘆 い て い る。
15

3 ．フ レ
ーベル の 女性幼稚園教師養成構想

　こ の 章で は、フ レ
ーベ ル が 1840年代 に構想 した幼稚園教師養 成 の 案や、そ の 後フ レ ーベ ル の 意思を継

い だ女性 た ち に よ っ て 展開 され た フ レ
ーベ ル 幼稚 園運動 の 過程 で 考案 ・実施 された幼稚園教師養成課程

に つ い て 時代順に 述 べ る 。 こ の こ と に よ っ て 、フ レ
ーベ ル 主 義幼稚園教師養成課程 の 特徴 を解明す る こ

と が で きる と考 え る。
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（1 ）　1840年代 の養成構想

　 フ レーベ ル が幼稚園教師養成に つ い て著わ して い る代表的な論文 2 点を挙げ考察す る 。

  1839年 の 論文 「就学年齢前 の 子 どもたちの 陶冶および．．ヒ述 の 年齢 にお ける教育者な らびに保育者の 養

　成 の 実施、とくに幼児学校 の 教員 の 養成 に つ い て 」
L6

　 こ の 論文 の 中 で フ レ
ーベ ル は、「青年 を （やが て女子青年を も）就学年齢 ま で の 子 ど もた ち の た め の

保育者お よ び 教育者に まで 主 と し て か れ らの 子 どもたちの 創 造的な活動衝動 の 注意深 い 保育に関す る教

授をつ うじて 養成j する と主 張 し 、 保育者養成施設を ブ ラ ン ケ ン ブ ル ク の 施設拡張事業 と し て 設置 し た。

そ して 、 1 年 又 は 2 年 の 教育課程 を草案 し て 、人学者には 「音楽」 「唱歌」 「ピ ア ノ の 若干 の 知識」 「真

に 子 ど もた ち を 愛す る 宗教 心 」 「道徳的 な 最善な る も の に む か っ て努力 し か つ 思慮深 く と らえ る感覚 と

品行」 が不可欠 で あ る と して い る 。

  1847年の 論文 「女 子児童保 育者 な らびに女子教育者 の ための 養成案」
L7

　 目的 、 入学者 の 年齢 、 教育程度 、教育課程 の 期間、時間割等 に つ い て 次 の と お りで あ る。

・目的

　 「一般的 に は 、誕 生 か ら就 学能 力 を完全 に 獲得す る ま で の 、し たが っ て 本来 の 学校教授 の 基礎付 けま

　で の
一

これ をふ くめて
一

子 ども の 保 育、発達お よび教育ま で の 適切な女子 青年 の 養成 で ある」

・入学者 の 年齢

　 「女子児童 指導者 お よ び 幼稚 園保 母 と し て の 、
一

般 に 女子児童教育者 と して 広 い 職業 の た め の 養成 に

　 と っ て は 、17歳 か ら20歳 に い た る まで の 年 齢が （こ の 期間 に 保持 され て い る児童愛 と好意、児童 との

　遊戯的作業に対する愛と能力お よび 溌剌 と し た、穏健か つ 明朗な世界観に応 じて ）最適の 年齢 で あ る。」

　「しか し、よ り年長の 人 々 す ら も養成所 の 入学に 対 し閉め 出され る こ とは な い
。 1

・入学者 の 教育程度

　 「児童に対す る愛、児童 と の 遊び や作業に 対する 才能や好み、性格の 純粋、し た が っ て 思慮深 さ と礼

　儀正 し さの ほ か に 、女性的 な、敬虔 な、神 と合
一

した心 お よ び 唱歌能力 を ともな っ た歌好きが 不 可 欠 」

　 「よき市民学校お よび女学校が提供す る知識お よび熟練 亅

・養成課程 の 期間　 　 「まる26週間 が 指定 され る 」

・時間割　　 【表 1 】に 示 した と お りで あ る。

【表 1】

午前 7 時

8 − 9 時

9 − 10時

10− 12時

12− 14時

14− 16時

16− 17時

17− 18時

18− 19時

朝の 礼拝　宗教教育へ の 参加

朝食 と 自由 時 間

人間お よび 子 ど もの 現象や発 達過程

子 ど もの 活 動お よび 発達の ため の 手 段習得 （子どもとの 接 し方、話 し方、児童唱歌 四肢 の 陶

冶、感覚の 陶冶の 手 段 習得）

昼食 と自主 選択活動

作業対象と遊戯対象の 手 段 （遊具、恩物）

お や っ と 自 由時 間

幼児
・生 徒の 遊戯的作業へ の 参加

手工 の 習得

一 90 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Takada Junior College

NII-Electronic Library Service

Takada 　Junior 　College

フ レ ーベ ル 主義幼稚園教師養成 カ リキ ュ ラ ム の 検討

（2 ）　 1850年代 の 養成構想

　1840年以降 の 幼稚 園運動 とフ レ ーベ ル 自身に よ る養成講座を受けて 、幼稚園 に巣立 っ て い っ た女性 た

ち が 教育活動を展開 し た園数 は 約 37〜40位 とい われ て い る。そ の 中に は 短期間で 閉鎖 した 園 も含ま れ る

が、多 く の 幼稚園教師が フ レ ーベ ル の 幼稚 園教師養成講座 の 修了書を要求 し 、
フ レ

ーベ ル 主義 の 幼稚園

が徐 々 に広 が っ て い っ た と考え られ る 。 中で もベ ル リ ン で は著名な教育学者 の W ，デ ィ
ー

ス タ
ー

ヴ ェ
ー

ク （Wilhelm　Diesterweg ） によ っ て ペ ス タ ロ ッ チ学院 （Pestalozzistifung） が設立 され 、1851年に は

こ こ に最初の フ レ ーベ ル 主 義 の 幼稚園 が 付設 された 。 同年 に幼稚園禁令が出され た後も、幼稚園運動は

衰えず、保育や福祉に か か わ っ た 人 た ちに よ っ て 、1859年 には 「フ レ
ーベ ル 幼稚 園促進ベ ル リン 女性協

会 Berliner 　Frauen −Verein　zur 　Bef6rderung　Fr6belischer 　Kindergarten 」 が 結成 され 、   教育職 に

向け て の 女性 の 啓発 、  全階層児童対象 の 幼稚園設立 と保持 、  教員養成、  家庭 の た め の 保母養成、

が そ の 活動目的に 掲げられ た。そ の 中で 1859年 か ら63年 にかけ て の 幼稚園教師養成 と講座 内容は 、【表

21 の よ うな テーマ と講 師 で あ っ た 。
18

【表 2 】フ レ
ーベ ル 幼稚園促進 ベ ル リ ン 女性 教会 の 幼稚園教師養成講座

テ　
ー

　マ 講　　　師

・
幼稚園の 本質 に つ い て ・ベ シ ェ

・ベ ル リン 大学時代 の フ レ
ーベ ル

、
フ ィ ヒ テ の 国民 思想 とフ レー ・パ

ツ
ペ ン ハ イ ム

ベ ル の 教育組織 との 関係

・外国に お ける 幼稚園の 広が りに っ い て ・
マ
ーレ ン ホル ツ＝ビ ュ

ー
ロ ゥ

・国家と幼稚園との 関係 に つ い て ・ベ ン トハ イ ム

・北方神話は 特性の ための 教育手 段とな り得 るか ・シ ュ バ イ ヘ ル ト

（3 ）　 1860年代 の教育課程

　   上記 の よ うな教育運動 の 波及 によっ て 、 ベ ル リン で最初の女性幼稚園教師養成所 （lnstitut　 zur

Ausbildung 　 von 　Kinderg 巨rtnerinnen ）が 開設 され た。そ こ で の 養成 教育 は わか る範囲で は 【表 3 】の

よ うで あ っ た
L9
。

【表 3 】 1860年 の 女性幼稚園教 師養成所 の 教 育内容

・養成期間
…………………1年半

・4 週 間 の 講 義
……………「フ レ ーベ ル の 遊 具 や 作業具 の 理 論 と実 際 」

　　　　　　　　　　　（イ ダ＝ゼ ーレ ま た は ク リ ュ
ーガーに よ る 講義）

・実習・…・…　　　　　 …4 週間 の 受講後に幼稚 園で助手 と して 実習 を行 うこ と を義務付けた。

　しか し、こ の 試み は フ レ
ーベ ル の 作業具 の 不備 などの 理 由 か ら長 くは存続 しなか っ た と言われ て い る。

フ レ
ーベ ル の 弟 子 の ペ ッ シ ェ ら も講 義を 担 当 し た が 、ベ ル リ ン フ レ ーベ ル 運動 の 主 導者 マ

ー
レ ン ホ ル ツ ロ

ビ ュ
ーロ ウ と の 意見 が 対 立 した こ とも

一
因 で あ っ た。

  1863年の 「家庭お よ び 民衆教育協会」の 女性幼稚園教師養成所 （Seminar 　 filr　Kinderg ヨrtnerinnen ）

　 こ れ は、先述 の ような フ レーベ ル 運動 の 内部分裂や意 見 の 対立 か ら マ
ー レ ン ホ ル ツ ；ビ ュ

ー
ロ ウが 独

立 し て 設立 し た協会であ り、デ ィ
ー

ス タ
ー

ヴ ェ
ー

クらも こ の 協会 の養成教育に協力 した。こ こ の養成内

容 の 主 なもの は 【表 4 】の とお りで あっ た。
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【表 4 】家庭 および民衆教育教会 の 女性幼稚園教師養成所 の 教育 内 容
2°

『母 の 歌と愛撫 の 歌』 の 学習、　 　 フ レ ーベ ル の 作業具
・
遊具 の 指導

情操や宗教教育、　　 健康や衛 生 学、　　 園庭 の 文 化や 自然に 関す る 知識の 直観教育方法、

童謡や童話、運 動遊 び に よ る 身体訓練 な ど

（4 ）　 1870年代〜1880年代 の 教育課程

  ミ ュ ン ヘ ン 女性幼稚園教師養成所 の 教育課程と ゴータ の 養成所の 教育課程

　1970年代 にな ると各地 で 女性幼稚 園教師養成所 が で きて 養成教育も活発化す る が
、 そ の 代表的 なもの

に、ミ ュ ン ヘ ン とゴータがあ る。養成教育課程は 【表 5 】の よ うで あっ た
21
。

【表 5 】 ミ ュ ン ヘ ン とゴー
タの 養成所 で の 教育課程

ミ ュ ン ヘ ン の 女性幼稚園教師養成所

（1）
一

般的教科

　・ドイ ツ語教授 と書き方教授

　・よい 話し方 の練習

　 ・歴 史

　 ・地理

　・理科

（2）特別 教科

　 ・　 心 理 学を含 ん だ 教育学

　 ・　 生理 学と体育

　・幼稚園教育学と教授方法

　・
フ レ ーベ ル 的図 画 と初等幾何学

　 ・フ レ
ーベ ル 的運 動遊び と結び つ い た 唱歌

・フ レーベ ル の 遊 び と作業 の 恩物 の 熟練 と応用に

向か っ て の 指導
・幼稚園実習ま た は学校実習
・体操 （適当な身体練習 と遊び ）

ゴータ の 女性幼稚園教師養i成所

・
宗教

・一般教育学

・幼稚園の 理論 と実際

・フ レ
ーベ ル 的手 工

・フ レ
ーベ ル 的手 工 の 試験授業 とそ の 批評

・幼稚園の 臨時見学

・ドイ ツ 語 と ドイ ツ 文学

　 （フ ラ ン ス 語 と英語 は 選択）

・算数、幾何学

・歴史

・地理

・博物

・唱歌

・書き方

・図画

・遊 び と体操

　こ れ ら を み る と、一一
般 教養 的な内容 とフ レ

ーベ ル 理論 と実技を中心 と し た 幼稚園教育学 が 主流を占 め

て い る こ とが 窺 える。ちなみに、こ こ で 【表 6 】の よ うな 当時 の 幼児学校保母養成所 の 教育内容 と比 較

して み る と そ の 違い が明白で あ る。こ れ は グ ロ ース ヘ バ ッ ハ の 福音派教会 の ム ッ タ
ー

ハ ウス （母 の 家）

で の 保育者養成の カ リキ ュ ラ ム で あ る 。 当時 こ の 施設に は 18歳か ら30歳 の 女性 が 通 い 、キ リス ト教 的な

意味 で 子 ども へ の 愛情 と才能 と歌が要求 され た。養成期 間は 1 年 で あ っ た 。

【表 6 】グ ロ ース ヘ バ ッ ハ の 幼児 学校保 母 養成所 の 教育内容
z2

毎 朝 5 時 半
一6 時 半

朝食 と家事 の 後

日曜 日に は、

月 曜 日の 午 後 は、

火曜 日の 午後 は、

水曜 日の 午後 は、

木曜 日の 午後 は、

金 曜 目の 午後 は、

土 曜 日の 午後 は、

聖 書 の 読 み と暗 記

編 物、裁 縫、お 祈 り、賛美 歌 の 歌 と 読み 、聖 書 の 読み と 考察、お 祈 り

礼 拝 に 出席、

地 理 伝 道 、唱 歌 、地 区牧 師 の 教 授、ヴァ イ オ リン 演奏 の 教授

賛美歌 の 暗誦 、労 働 の 時 問、読書、教育理 論、ドイ ツ 語、唱歌、遊 び の 練習

繕い 物 、裁縫、物語 の 朗読

フ レ
ーベ ル の 作 業 、博物 、直観 練習 、唱 歌、遊 び 、ヴァ イ オ リ ン 練習

図 画、計 算、地 区牧 師 の 教授、唱歌

家事、キ リス ト教雑誌 の 読み 方、賛美歌、説教 の 読み 方 、終わ りの お祈 り、室 内 体操
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　こ こ で は、賛美歌や聖書に よる 宗教的教育内容 が主流 を占め、それ に家事や編物 な どが加わ っ て い る。

当時 の フ レ
ーベ ル 主義 の 作業 なども加 えて い る こ とが 興味深 い 点で あ る。

  ス タ ロ ッ チ
・

フ レ ーベ ル
・

ハ ウス で の 養成教育課程

　1878年に ペ ス タ ロ ッ チ ・
フ レ ーベ ル

・
ハ ウス がベ ル リン の シ ュ タイ ン メ ッ ツ 通 り に設立 され る と同時

に、H ．　S ＝ブ ラ イ マ ン （Henriette 　Schrader ＝Breymann ，1827 − 1899） は そ こ に 女性幼稚園教師養成

ゼ ミナ
ー

ル （Kindergljrtnerinennseminar ） を開 い て 自分 の 理想 とす る保 育者養成 を手がけた。そ の 授

業科目 と担当者は 【表 7 】の と お りだ っ た
23
。

【表 7 】ペ ス タ ロ ッ チ
・

フ レーベ ル
・

ハ ウ ス での養成課程

　 【表 7 】か らもわ か る よ うに ハ ウス の 校長 だ っ た シ ュ ラ
ー

ダ
ー＝ブ ライ マ ン 自身が 唱歌 と幾何学 を 除

い た 多 くの 科 目を担当して い る。彼女が め ざ した もの は教育学や フ レ ーベ ル 作業の 習得に とどま らな い

で家事や家庭 の 経 済的仕事 ま で も同時 に 行 え る よ うな資質 を備 えた女性 教師 （「精神 的母性 」 概念に基

づ く
24
＞ の 養成 を実践 しよ うとした。こ の ハ ウス で の 養成は、卒業時に試験制度を導入 した点で は本格

的な女性幼稚園教師養成をめ ざ した と言え る。1890年に は こ の ゼ ミナール に 16歳か ら18歳ま で の 約 50名

の 生徒 が通 っ た とい う。そ の 後、ハ ウ ス で は 教育課程 が改定され て 、1883年 に は、上記科 目 の ほ か に、

「ボ
ー

ル 」、「運動遊戯 」、「子 どもの 沐浴1 が加わ り、家庭 的な作業 の 中には、「調理 」 や 「子 どもの 世話 」

と い う学習内容が増設 され た。

  1882年の ラ イ プ ツ ィ ッ ヒ 養成場 の 教育課程

　 H ，ゴ ー
ル ドシ ュ ミッ ト （Henriette 　 Goldschmidt ，1825 − 1920） が 指導 して い た ライブ ツ ィ ッ ヒ の 女

性幼稚園教師養成場で は 、フ レ ーベ ル 主義 の 教育理 論に根 ざ した 教育課程 と し て 【表 8 ｝の よ うな教科

目を挙 げ て い る 。
フ レ

ーベ ル の 感化を受けた ゴ ール ドシ ュ ミ ッ トは女性 の 職業に 向けて 準備する よ うな

学校や学習 コ
ー

ス を実現す るため に1872年 に ライ プ ツ ィ ッ ヒ に幼稚 園教 師養成所 を創設 したが
25
、【表
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8 】は 1882年 の 記録 で あ る 。

【表8 】 H ．ゴー
ル ドシ ュ ミ ッ トに よる ラ イ プ ツ ィ ッ ヒ養成 場の 教育課程

26

〈 必 修科 目 〉
・空 間

一形 態 理 論
・
郷 土科 ・

博物 学
・理 学 ・人 類学 ・健 康 理 論 ・教育理 論

〈 フ レ
ーベ ル 方 式 の 科 目 〉

・
体操

・
唱歌 ・図 工 ・

音調活 動 ・
多種 の 技 術 的 な型 作 りの 作 業

〈 その 他 の 科 目 〉 ・文化史 ・手仕事 の 歴 史
・
民衆文 学 （寓話、童 話、民 話）

・
叙事 詩 ・共 同社会

こ の よ うな教育課程 で ゴ ー
ル ドシ ュ ミ ッ トによれ ば〈フ レ

ーベ ル 方式 の 科 目〉はそ の 上 の く必修科 目〉と

結び つ くも の で あ り、「文化史的な考察様式 は 、
“

技術 （手仕事 の 歴 史）
”

か ら
“

芸術史
”

へ とっ なげ、

“
民話

”

か ら
“

叙事詩
”

や
“

ドラ マ
”

へ と 発展 させ 、生 活 の 発 展 的要素は
“
共 同社会

”
の 中で扱 う」、

と晉 う。数学や博物学や 人 類学 は
“
心理学

”
の 準備 とな る もの で あ り、こ れ らが関連 しあ っ て 教育学や

教育理論 へ と拡大 し て い くもの で ある。知識 は技能 と結 び つ き、そ の た め 教育術 は 練習 を 必 要 と す る
2T
、

と述 べ て い る。

（5 ）　 1900年代初頭 の教育課程

ドイ ツ ・
フ レ ーベ ル 連合 （Deutsche　 Frδbel−Verband ）は各地 （ブ レ ス ラ ウ、カ

ー
ル ス ル

ー
エ 、ライ

プ ツ ィ ッ ヒ 、 ミ ュ ン ヘ ン な ど） で 養成 ゼ ミナ ー
ル を 開催す る が 、こ こ で は 1093年 の カ ッ セ ル に お い て 実

施され た連合 の 標 準教育課程を 【表 9 】に 挙げて お く。カ ッ セ ル の コ メ ニ ウス ハ ウス の指導者は、 J．

メ ッ ケ （Johanna　Mecke ，1857〜1926）で あ る。

【表 9 】メ ッ ケ の 指導に よ る カ ッ セ ル の 養成ゼ ミナ ール の 教育課程
2s

・宗 教 （宗教 の 歴史、子 ど もの 宗教教育）〈2 セ メ ス タ
ー、週 1 時間〉

・倫理 学〈1 セ メ ス ター、週 1 時間〉

・教 育学 の 歴 史 （コ メ ニ ウス 、ペ ス タ ロ ッ チ、フ レ
ーベ ル、ロ

ー
マ ・イ ス ラエ ル の 教育等）〈3セ メ ス タ

ー、週 1時間〉

・教育学講義 （コ メ ニ ウス の 母 親学校、大教授 学、ペ ス タ ロ ッ チ の リーン ハ ル トとゲル トル
ート、ル ソ

ーの エ

ミ
ー

ル 、デ ィ
ー

ス タ
ー

ヴェ
ー

ク の 指針、フ レ ーベ ル の 人 間教育な ど）〈2 セ メ ス ター、週 1 時間〉

・
教育心 理 学 （課題 と意義、感情乍 活、知 的 生 活 ）〈2 セ メ ス ター、週 1 時間 〉

・心 理 学講 義 く3 セ メ ス タ
ー、週 1時間〉

・
教育理 論 （

一
般教育理 論、フ レ ーベ ル 教 育 理 論 、倫 理 ・宗 教 教 育） 〈3 セ メ ス タ

ー、週 1 時 間 〉

・恩物 と作業 の 方法 （子 ど もの 遊び、運 動遊び 、手 遊 び、歌、体操 の 方法）〈2 セ メ ス ター、週 1時間〉

・幼稚園学 （歴 史、幼稚園の 庭、動植物 の 世話等）〈1 セ メ ス ター、週 1時間 〉

・作業 の 実践 （型抜 き、縫 い 物、編み 物等）〈2 セ メス タ
ー、週 1 時間〉

・手作業 の 授業 （形作 りや 紙細 工 ）〈1 セ メス ター、週 1 時 間 〉

・数 学 （算術 、幾何 学）〈2 セ メス タ
ー、週 1 時間〉

・自然科学の 授業 （動物学 〈1 セ メ ス ター、週 1 時 間〉、植 物 学 く1 セ メス ター、週 1 時 間〉、物 理 学 と化 学

〈2セ メ ス タ
ー、週 1時間 〉、人類学 q セ メ ス タ

ー、週 1 時間〉 ）

・保健学 〈1 セ メ ス ター、週 1 時 間〉

・救 急 コ ース 〈1 セ メス タ
ー、週 1 時間〉

・ドイ ツ 語 （文学、児童 文 学）〈2 セ メ ス ター、週 1時 間〉

・芸 術史 （人 間 の 住居、風 習等）〈2 セ メ ス タ
ー、週 1 時間〉

・生活保護 （貧困、女性 の 課題 、現代女 性 の 仕事場 等）〈2セ メ ス タ
ー、週 1 時間〉

・
初歩 授 業 の 方法 （教材、指導案 の 作成、見 学実習）〈2セ メ ス ター、週 1 時 間〉

・図画 （フ レ
ーベ ル の 図画、曲線等 ）

・
体操 （方 法 、 整体外 科的体操、運 動遊び 、ダン ス 等）〈3 セ メ ス ター

〉

・唱歌 （動的 ・メ ロ デ ィ 的
・リズ ム 的 練習、子 ども の 歌 練習、独唱 と二 部合唱等〉〈3 セ メス タ

ー、週 1 時間〉

・実践 的養成 く週 10時 間〉
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　上記 の 教育課程 か らは、宗教学や倫理学 、自然科学、数学 な どの
一

般 教養 科 目、教育学や心理学の科

目、さらに 恩物や作業の 方法 とい っ た フ レ ーベ ル 方式 の 指導法や幼稚園学、加 え て 図画や唱歌、体操 と

い っ た実技科 目が広範に編成され て い る こ とが わ か る。

（6 ）　 1911年 の プ ロ イ セ ン 大臣規程 に よ る教育課程

　プ ロ イセ ン 政府 は 「高等女学校 の 再編に 関する 施行規則」 （1908年）に基づ く 「女性幼稚園教師 と女性

青少年指導員養成規程」を1911年 に公布 し、幼稚 園教師養成課程 の 国家基準 を定めた。こ の 規程 の 中で、

幼稚 園 教師養成に 関 して は 、  目的を、家庭 と 小規模幼稚園 の 教師 と して 従事す る ための 資格 を付与す

る こ と、  養成課程 は 1 年間 、 ただ し 「国に 認 可 され た 女子青年学校に最低 1年 間就学 し、幼稚園 の 授

業、並 び に教育学、宗教、 ドイ ツ 語 と、衛 生学、保育 お よ び 公 民 科 な ど の 諸教科 の 授業に 出席 し、優秀

な成績を修め た志願者が 入学を許 可 され る。  実質的には、高等女学校卒業後 2年間の専門教育を受け

る、  年 間授業数 は 40週 、1 週あた りの 授業数は 32時間、と され て い る
29
。

　そ して そ の 教育課程 は 、【表 10】 の よ うに 、理 論教 科、技術的教科 、実践的活 動 の 3 領域か ら構成 さ

れ 、全体的に は 技術的教科 と 実践 的活動 が 多い こ とが 特徴的 で ある。

【表10】1911年 の 幼稚園教師養成 コ
ー

ス の ための 諸規程 による教育課程
3°

A ．理 論科 目

・教育理 論 〈週 3 時 間 〉・・

・幼 稚 園 理 論 く週 2 時間 〉…・…

・自然学お よび 文 化 学 く週 2 時 間 〉・・

…・実 際観 察 に基 づ い た子 ど もの 心 身 の 発 達 に つ い て の 話 し合 い 、子 ども

　の 理 解力や判断の 理 解、感情や性格の 宗教的 ・倫理 的基 礎 な どの 学 習 。

　・まだ就 学 義 務 に達 して い な い 子 ども の 教育 に と っ て の 幼稚園の 本質 と

　意義、家庭 に とっ て の 幼稚園の 意義な どの 学習。
・・（a ） 動 植 物 や 鉱 物 、家 畜 の 生活 習 慣。森 や 田や 畑 な どの 知 識 の 学 習、

　（b〕　日常生 活 に お け る 自然現象、

　（c ） 農業や 手 工、商売 な ど人 間 の 生産 的 な 活 動 の 基礎 学習。

B ．技術的科 目

・運 動 遊 び と体操 〈週 2 時 間〉
一
　　

・
子 ど もの 自由 な 喜び に 満 ち た活動 手段 と し て の 運 動遊 び の 練習。女性

　　　　　　　　　　　　　　　　 徒 自身 の 体操技能 の 維持 と向 上 の 練習。
・
作業教授 〈週 5 時 間〉

・…一一……・一
子 ど もの 年齢に あ っ た一

連の 作業の 入門的で とわ か りやすい 研究。
・裁縫 く週 2 時間 〉・・・……………・・一　・繕 い 物や っ ぎ当て。
・型 ど り、裁 断、図 画 く週 3 時 間〉　

・
子 ど もの 日 常的な 環境 に あ る 自然や芸術的な物 の 立 体的 ・平 面 的 ・線

　　　　　　　　　　　　　　　　　的再 現 。

・
唱歌 と音楽 く週 2 時間〉

…
　　

……・・
子 ど もの 年齢 に 相応 しい 歌 の 選択。ピ ア ノ、バ イオ リン、マ ン ドリン

　　　　　　　　　　　　　　　　　の 演奏。

C ．実践的活 動

・
幼稚園で の 活動 〈週 9 時 間〉

…………
熟練 し た 教師の もと で 助手 と し て 子 どもの 遊 び や作業の 手 伝 い。様 々

　　　　　　　　　　　　　　　　　な年齢 ク ラス で 母 親的世 話 や 指導や作業 を行 う。

・家事 と庭 仕 事 〈週 2 時閤 〉……………市 民 世帯 で 毎 日、習慣 で 、長期的 に繰 り返 し して い る こ との 学習。子

　　　　　　　　　　　　　　　　　ど もの 畑、室 内植物、家畜、小 鳥 な ど の 世 話。

D ．論文……上 記の 理 論的科 目お よ び幼稚園 で の 活 動 につ い て 最低 2 回 の 筆記 試験 を含む 小 論 文 が課 せ られ る。

一 95 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Takada Junior College

NII-Electronic Library Service

Takada 　Junior 　College

高 田短期 大学紀要 第26号

　上記の 教育課程 によっ て 、子 ども観察や 「子 ど もの 身体的強制を し ない 快活な活動 の ための 手段 とし

て の 運動遊 び の 実施 と 自由な表現 」 や 「子 ど も の 年齢 に 合 わせ た教育 的作業、特 に 遊具 の 製作 」 「表 現

能力 の 強化、創造的活動 へ の 喜び の覚醒、形 に 対す る感 覚 と色彩感覚お よび美的鑑賞力 の 発達が 配慮 さ

れ な け れ ばな らな い 」 な どが 重視 され て い て 、全体 と して フ レ ーベ ル 主義の 強 い 教育課程 に な っ て い る

と推測 で きる。

ま とめ

　以上、本稿の 前 半で は、19世紀中 ご ろに ドイ ツ で 設 立 され た 幼児学校や託児所の 社会的役割やそ の 性

格 、そ して そ こ で の 子 ど もた ち の 世話や指導をする人 たち の 養成 の 特徴 を述 べ た。後 半 で は、フ レ
ーベ

ル の 幼稚園設立 に 絡 ん で幼稚 園教師養成 の 教育課程 の 変遷 を概観 し た。そ の こ と を 通 じて フ レ
ーベ ル 主

義の幼稚園教師養成 団体が、めざした女性幼稚園教師の 力量や資質は どの よ うなもの で あ っ たか を うか

が い 知 る こ とは で きる。それ は、幼稚園教師を志 した女性 たち の 社会的地位 の 向上 と意 識 の 改革 と結び

つ い て い て 、そ の 他 の 託児所や幼児学校 の 指 導者 （つ ま り、「保母 Kinderpflegerin 」 や 「幼児学校教

師 Kleinkinderlehrerin」 また は 、「子守 り女 Schwester 」） とは異質な、専門教育的知識 と技量 を備 え

た 「教師 」 と し て の 人材 を育成す る こ と を 志 向し た の で は ない だ ろ うか。特 に 、ドイ ツ で は 幼稚園 は学

校教育制度 の 系列 に位置づ け られ る とい う目標を は じ め か ら掲 げて い た だ け に 、児 童 福祉的性格 の 強 い

「保母 」 とは異な る、専 門的資質 と資格を必要 とする教育活動 を主軸 と し た幼稚園教師養成の教育内容

が
、 カ リキ ュ ラ ム （教育課程） の 次元 で も年代 を 追 っ て 、実現 され て き た こ とが実証 で きた。こ の 点、

教育学や心 理 学、幼稚園学、フ レーベ ル 方式 の技術的学習内容 が主柱 とな っ て きた こ とがそ の 裏付 け と

な っ て い る。

　最後に 、
プ ロ イ セ ン 政府 で は、 1911年 8 月 に　「幼稚 園教師 と少 年指導員の 国家試験規 則　Prilfung−

ordnungen 　fur　die　Absch！ussprufungen 　an 　der　Frauenschulen　angegliederten 　Kursen 　zur

Ausbildung 　 von 　 Kindergtirtnerinnen　 und 　Jugendleiterinnenlが 公 布 さ れ て 、幼稚 園教師養成の 制度

化が
一

応完結す る
31
。
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　　　　　　　　子 育て 意識 に関す る調査
一
保育所 を利 用 す る母親に対す る ア ン ケー

トか ら
一

　　　　　　　　　　　 ASurvey 　 of 　Child−Raising
− Findings仕om 　 the　Survey　 of 　the　Mothers　 at　 Nursery　Schools一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　植　　木　　　　　存

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　 Tamotsu　 Ueki

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　 野 　　美　 　雅

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 Yoshimasa 　 Nakano
（要約〉

　親や家族の 力だけ で は子 育て の 責任 を負 うこ とが極 め て 厳 し い 社会の 状 況 は、子 育て 不 安 を 社 会 的 に 広 げて お

り、現 代 にお け る子 育 て の 問題 を 理 解す る うえで 「子 育て 不 安1 は、重 要 な キーワードの ひ とつ と して 位置づ け

られ て い る。本 調 査 は、子 育て 期の 母 親が 置か れ て い る 状況と不 安や要 望等 σ）実態 を把 握 す る と と もに、子 育て

支援 の 社会化 を考察課題 と した い
。

（キ
ー

ワ
ー

ド）

　家族、子 育て 不 安、子 育て支 援 ニ
ー

ズ

〜は じめ に 〜

　保 育所を利用する 母親 の 子育て 意識 に関す る 調査を、伊勢市 内の 保育所 2 ヶ 所 の 協力 を 得 て 2007年 10

月末 か ら11月初旬 に か け て実施 し た。そ の 結果、調査に応 じ て い ただ い た母親 は 123名 で あ っ た 。 以 ド、

保育所 を利用す る母親 の 子育て 意識につ い て の 調査結果 に 分析 と考察を 加 え る こ と に す る。

1 ．母 親の 年齢 （無 回答 1 ）と 夫の 年齢 （無回答 14）

　母親 の 年齢 を年代別に見 る と、最 も多い の は 30歳代前半

の 36．1％ で あ り、次 い で 多 い の は 30歳代後半 の 28，7％、以

下 、 20歳代後半 （15，6％）、40歳代 前半 （14．8％）、20歳代

前半 （4．1％）、40歳代後 半 （0．8％） と続い て い る。

　母親 の 年代 で 最 も多 い の は 30歳代 で あ り、 全体 の 6 割 強

を占めて い る （図
一

ユ）。

　夫 の 年齢 で 最 も多 い の は 30歳代前 半 の 31．7％ で あ る。次

い で多い の は30歳代後半 の 24．4％、以
．
ド、 40歳代前半 （15．

4％）、20歳代後半 （9．8％）、40歳代後 半 （4．1％）、20歳代

前半 ・50歳代後 半 （各 1．6％）と続い て い る。

　夫 の 年代で 最も多い の は30歳代 で あ り、全体 の 過 半数を

占め て い る （図
一2 ）e

図 　 母親の 年齢

図 ．2 夫の 年齢

口 20歳代 前 半

團 20歳代 テ麦半

ロ 30歳代 前半

囗 30歳代 後 半

曝 40歳代 前半

D40 歳代 後 半

醫 無 回答

口 70歳 代前 半

隔 ？ D歳 f弋〒麦半

冂 3 〔｝歳 代前 半

口 30歳 代 後 昇

昌 4D歳 代前 半

ロ 40歳 代後 半

匪 50歳 代前 半

n 無回 答
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　母親 ・夫の年齢をみ る と、第二 次 ベ ビーブーム （1971〜1974年） と そ の 前後で 生まれた親世代が子育

て の 主 流 と なっ て き て い る こ と が うか がえ る。

2 ．子 どもの 数 と母親の き ょ うだい 数

　子 ど もの 数で 最 も 多 い の は 、「2 人 1 の 47．　2％

で、半数近 くを 占めて い る。次 に多い の が 「1 人 」

で 30．1％、以下、「3 人 」 が 18．7％、「4 人 」 が 4．1

％とな っ て い る （図 3 − 1）。

　子 どもを 2人 以上持 つ 母親 の 割合 を年代別 に み

る と、回 答者が 1 人 の 40歳代後半を除 けば、最 も

高い の は 40歳代 前半 の 83．3％、次 い で 30歳代後半

の 80％、以下 、3G歳代前半の 70．5％ 、20歳代前半

60％、20歳代後 半36．8％ の 順 となっ て い る。全体

を 通 し て み る と、子 どもを 2 人以 ヒもつ 母 親 の 割

合 は 約 7 割 （69，9％） と な っ て い る （図 3 − 2 ）。

12010080604020

　 0

図3．1 子 どもの 数

01 人

t2 入

〔］3 入

口 4 人

ゐるるるヴ
夢

　　　 図 3−2 子 どもを2人以 上 持つ 母親の 年 代 別割合

　母親 の 年代別平均子 ど も数をみ る と 、 回答者 が 1 人 の 40歳代後半を除けば、最も多い の は 40歳代前半

の 2．4人 で あ り、以下、30歳代後 半 の 2，2人、30歳代前半の 2．15人、20歳代前半 の 1．8人、20歳代後半の L4

人 とな っ て い る。全て の 年代を通 じた平均子 ども数は約 2 人 （1．　97人）とな っ て い る （図
一4 ）。

　ちなみに 「第13回出生動向基本調 査 」 （国 立社会保障 ・人 口 問題研究所、2005年）に お け る 子育 て 世帯

の 平均子 ども数 は2．・09人 とな っ て お り、本調査結果はそれ よ りやや低 い 数値を示 して い る こ とに な る。

　母 親 の き ょ うだ い 数 （本人 を含む ） で 最 も多い の は、「2 人 き ょ うだ い 」 の 36．6％、次 い で 多い の は

「3 人 き ょ うだ い 」 の 30．　9°

／・ 、 以下、 「4 人 き ょ うだ い 」22．8％、「5 人き ょ うだ い 」4．1％、「一人 っ 子 」

4．06％、「6 人き ょ うだ い 10 ．8％、「9人 き ょ うだ い 」 0．8％ とな っ て い る。

　母親 の 平均 き ょ うだ い 数を年代別 に み る と、最も多い の は 20歳代前半の 4 人 、次 い で 3G歳代後 半 の 3．7

人、以
．
ド、30歳代後半の 3．3人 、

40歳代前半 の 2，9人 、20歳代後半の 2．6人 と な っ て い る。全 て の 年代 を

通 した 平均 き ょ うだ い 数 は 3、1人 で ある。（図
一4 ）

　子 ども数 と母親 の き ょ うだ い 数を年代別 に 比較

（図
一 4 ）す る と、ほ と ん どの 年代 で 両者 の 間 に

開き が 生 じ て い る。全 て の 年代 を通 した 両者の 平

均数 の 比 較で は、子 ども数 1．97人 に 対 し て 母 親の

き ょ うだ い 数 は 3．1人 で あ り、そ の 開きは 1 人強

とな っ て い る。

54535251504叩
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1
　

　

0

，塗 ；
一

’

　一．
　

1

一一．＋ 平均子 ども数

　 塾　 母続の 平均

　 　 きょうだい 数

議護践轟譱〆 夢

　 　 　 　 　 図
一4 平均子ども数と母 親の 平均 子 ども数

3 ．母親の仕事の有無 （無 回答 1 ）

働い て い る母親 （117名、95．1％） の 割合が圧倒的 に高 く、専業主婦 の 割合は 4．1％ と低 い 。
一

方、働

一 100一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Takada Junior College

NII-Electronic Library Service

Takada 　Junior 　College

子 育 て意識 に 関す る調査

い て い る母親 の 就業形態 をみる と、最 も多い の は 「正規

社 員 」 （50．4％）、次 い で 「非 正 規社員 」 （40．2％）、「自

営 ・家業」 （9．4％）の 順 と な っ て い る （図一5 ）。

　子 育て 期 の 母 親 の 就業率 の 高ま りや 共働き 世帯 の 増加

に 加え て 、 女性労働の非正規化の傾向があ らわれ て い る 。

4 ．家族構成

　最も多い 家族構成 の タ イ プ は 「核家族 （親 と 子 ど も の

み の 家族）1 で あ り、全体 の 77．　2°

／。を占めて い る。
一

方 、

「三 世代家族 」 は全体 の 2 割弱 （19．5％）で あ り、
「そ の

他 の 同居親族が い る1世帯は3．　25°
／・ とな っ て い る（図

一7 ）。

　子 育て 世代 の 約 8 割近 くを 核家族 が 占 め る現実 は 、世

代を超 えた 子 育て 文化の 伝承や子育て の 家族内協力を 困

難に させ る可能性が存在 して お り、子育 て 機能 の 外部化
・

を促 進 さ せ る 要因 の ひ と つ と な っ て い る とい え よ う。

  靆

図
一5 母 親の 就 労の 有無

詈爍 覇

騰罰
．−j

一

1

0

族

　 その 他

三 世代家族

50

図
一7 家 族構成

ゼ
tOO

5 ．家計の 状況

　家計の 状況に関す る 回答で、最も多い の は 「やや大変」 の 54，5％で 、全体の 過 半数を超 えて い る 。 次

い で 多 い の は 「やや ゆと りあ り」 の 24，4％ で ある 。 以下、「非常に大変」 （19．　5°

／。）、「非常にゆと りあ り」

（1．6％） の 順 とな っ て い る。
「非 常に大変 」 と 「やや大変 」 を合計す ると 、 全体 の 約 74％に達 し て お り、

回答 した 母 親の 7 割強 が家計 の や り く り に 大 変さ を感 じ

て い る こ とが うかが える （図
一 7 ）。

6 ．子育て に要す る経済的負担

　子育 て に要す る経済的負担 を、回答数 の 多 い 順 に挙げ

る と 、
「やや重 い 」 が 最 も多 く49．6％ と 約 半数 を 占め て

い る。次い で多い の は 「余り感じない 」 の 34．1％、以下、

「非常 に 重 い 」 が 14．6％、「全 く感 じない 」 が 1．7％ とな っ

て い る。 「非常 に重 い 」 と 「やや重 い 」 の 回答数 の 合計　1
は 64．2％ とな っ て お り、母親の 6割強が子 育て に要する

経済的負担 を感 じ て い る こ とが うか が え る （図
一8 ）。

7 ．子育て に 伴う精神的負担 （無回答 2 ）

　 子 育 て に 伴 う精神的負担 で 最 も 多 い の は 「やや重 い 」

で あ り、全体 の 47．2％を占めて い る。次 い で 回答数 が 多

い の は 「余 り感 じ な い 」 の 39，8％ とな っ て い る。

懸蠶
　 　 　 図

一8 子 育て 費用の 負担感
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　 「非常に重 い 」 と 「やや重 い 」 の 合計は 54．5％で あ り、

半数 以 上 の 母親が 子育て に伴 う精神 的負担を感 じて い る

こ とが うか がえ る （図
一9 ）。

8 ．育児 に対す る自信の 有無

　最も多 い 回答は、「自信が もて ない こ とが あ る 」の 36．　6

％で あ り、次い で 「何と もい え ない 」 の 35．8％、「自信が

もて な くは ない 」 の 27．6％の順 とな っ て い る。

　3 人 に 1 人 強 の 母親 が育児 に 対す る 「自信が もて な い

こ とがある」 と答え て い る （図
一10）。

9 ．子育て に対する困難 さの 意識の有無 （無回答 1）

　回答数の 多 い 順に挙げると 、
「困難を感 じるこ とがある」

（54．5％） が最も多 く、次 い で 「何 と もい え な い 」 （25．2

％）、「困難を感 じ る こ と は ない 」 （19．5％） の 順 とな っ て

い る。

　過半数 の 母親 が子 育て に 「困難 さを感 じ る 」 と答 え て

い る。（図
一11）

1飜 灘1
、t＿鮒轍鼎；総鍛庫既．　 ・e／熱 黙 畷 麟 t／／t／、ttttttZ．＿罫

“＿　・　＿　：t

，・・ltl・tfft・：　　　　　　　　　　 1

蝦 鼕謹 灘 鑾 翻 纛翻　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　；
　 　 　 　 図

一9 子育て の 精神的 負担
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一　　一．　．」

1

一
一一 …

1

L 図一10 子 育 ての 自 信 の 有 無

国 自信 がもて ない

囲 もて なくはない

哩 何ともい えない

10．子 育て の 自信が な くな る （無回答 4 ）

　子育て 中 に 「子 育て の 自信が な くな る 1 と感 じ る こ と

があ ります か とい う質 問 に 対 す る 回答 で 、最 も多 い の は

「時 々 ある」 で 過半数 （53．6％）を超 え て い る。次 い で 多

い の は 「あま りない 」 （3L7 ％）で 、「よ く あ る 」 と 「全

くない 」 は 同数 の 回答 （5．7％） とな っ て い る。 「時 々 あ

る」 と 「よ くある 」 の 合計 は 59．3％ で あ り、母 親 の 6 割

近 くが 子育 の 自信がな くな る と答えて い る （図
一12）。

「
r．一一一

1

壷調軈

jI
　　　　 図

一11 子育ての 困難意識

廳灘
じる 1

・ 何ともい えない 1
ロ 無回答

齟＿一一一」

11． 自分の や りた い とこ が で きな くて 焦 る （無 回

答 3 ）

　子育て 中に 「自分 の や りた い と こ が で き な く て 焦 る 」

い順に み る と 、
「時 々 あ る」 （61名、49．6％） 、

「全 くな い 」 （4 名、3．2％）と な っ て い る。

　約半数の 母親が 「時 々 ある 」 と答 え、また、「よくある」

る」 と　「よくある」 の 合計は 71．6％ とな り、

きなくて 焦る 」 こ と がある と答え て い る （図
一13）。

「

図
一t2 育 児の 自信が なくなる

痼 よくある

際 顔」
ロ 全くない l

　 　 　 I

．■ 無回答

　　　　 こ と があ ります か とい う質 問 に 対す る 回 答 を多

「あま りない ！ （28名、22，8％）、「よ くある」 （27名 、22％）、

　　　　　　 と答えた母親は 2 割を超えて い る。「時々 あ

7 割を超 え る母親が 子育て 中に 「自分 の や りた い と こ がで
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12．なん となくイライ ラする （無回答 3）

　子 育て 中に 「なん とな くイ ラ イ ラする 」 こ とが あ り ま す か と

い う質問 に 対す る 回答 で 、最 も多い の は 「時 々 あ る 」の 58．5％、

次 い で 「よ くあ る」 の 22．　8％ 、以下、「あま り ない 」 （14．6％）、

「全 くな い 」 （1．6％）の 順 とな っ て い る。

　母親 の 約 6割 近 くがなん とな くイ ラ イ ラす る こ とが 「時 々 あ

る」 と答え 、ま た 、「よくあ る 」 と答 えた母親 は 2 割 を超 え て

い る。

　 「時 々 あ る 」 と 「よくある 」 の 合計は 81，3％とな り、 8 割強

の 母親 が 了育 て 中に 「なん とな くイ ラ イ ラする」 こ と が あ ると

答 え て い る （図
一14）。

コ

ー

　

13　子育て に対する家族の 協力や支援の 状況 （無 回答 2 ）

　子育 て に 対す る家族 の 協力や支援の状況 で 最も多い の は 「や

曝簾
一

1
1
囗 あまりない 1…1・ 全・な・ …
甌 無回答 　 1

L ＿ 一 一

匚
「

甌
■時々 ある

ロ あまりない
．，

ロ 全 　 い

■ 無 　答

一

やあ ・ た ・ の 44．・％、次 い で 多 い の は ・＋分 で あ ・ た ・ の ・・．・ 「
一

％ 、以下、「ご くわず か で あ っ た18 ．9％、「全 く無 い 」 正，7％ と

な っ て い る。

　4 割強の 母親が 子育て に 対する家族 の 協力や支援を 「十 分 で ．

・ ・ た・ と肯定 的に・平価 ・て ・ ・。　 　 　 1
　ま た 、「十分 で あ っ た 」 に 「やや あ っ た 」 を加 え る とそ の 合 1
計 は 88．6％ で あ り 、

9 割 近 い 母 親が 子 育て に 対す る家族 の 協力

… 纓 韆邏鑾灘
　　

＋分
Sf。 騰 繃 韈

・
懸 鑾

二灘 靉懿
　 　 　 0　　　　　 20 　　　　　40 　　　　 60

L−一＿＿一＿堕 家族 の協力
・
支援

］
　

＿．」

や支援 を受け て い る こ とにな る（図
一15）。子育 て に対す る夫 の 協力 もさる こ となが ら、祖父 母 な どの 親

族 に よ る 支 え が 母 親 の 子育 て を 励 ま し て い る もの と思 わ れる。

14．子 育て 上 の 不安や 悩み を相談で きる友人の 有無 （無回答 1 ）

　子育て 上 の 不安や悩み を相談 で き る 友人 の 有無 に 関す る 質問 l　　　　　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

灘 ∴総灘 欝灘 難 簔蹴 髦1　　　 1
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 口 　　　竺 　

1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撫 　 　 i

15．子育て に 関 して 母親が相談利用 した こ とが ある機関 （複数選択）

　母親が 子育 て 相談 で 利用 し た こ とがあ る機 関 の うち、最も多い の は 「保育所等」 （37．　6°／。 ）で あ る。

保育所が地域に お ける母親 と子 どもに最 も近 い 相談機 関で あ るとい えよ う。

　次に多 い の が母親 の 4 人 に 1 人弱が利用 して い る 「医療機関」 （23，7％） で あ る。
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　 「保 育所等 」 と 「医療機 関 」 の 合計 は 6 割を超 え

て お り、こ の 2 つ が 子 育て 相 談 の 主 要 な機関 と な っ

て い る こ と がわ か る。そ の 次に 多い の は 「保健所 j

の 8，7％で あ る （表
一 1 ）。

　一
方 、他 の 機 関 の 利用 の 低 さや無回答の 多さ （2

割）か ら、各種相談機関の 存在や そ の 役割が子育 て

期 の 母 親に 認知 され て い な い 状況が うか が え る 。 各

種相談機関の 普及 ・啓蒙 を図 る とともに各機 関 が 支

援 の た め の 有機 的な連携 ・協力体制 を 地 域 の 中で 構

築 して い く こ と も今後 の 重要な課題で あ る 。

16．母親が希望する子 育て支 援施 策 （5 つ の 選

択）

　母 親が希望す る 子育 て 支援施策 を多 い 順 に 挙 げる

と、10％台 の 前半 に 「  保育料負担の 軽減」 「  医療

費負担 の 軽減」 「  税負担 の 軽減」 「  児童 手 当等 の

充実」 「  学童保 育な どの増設 ・充実 」 が あげられ て

い る。ま た 、10％未満に 、「  公 的教育費負担 の 軽減 」

「  子 育 て 相 談支援体制 の 充実 」 「  医療支援体制 の

充実 」 「  公 共料金 の 軽減 」 「  児童館 な ど の 児童福

祉施設 の 充実」 「  身近 な と こ ろ に相談支援体制 の 充

実」 「  乳幼児健診体制 の 充実 」 「  公共施設利用負

担 の 軽減 」 「  公 的交通機関利 用料 の 軽減」 と続い て

い る （表一2 ）。

　 こ の うち  〜  は 「所得の 保 障や経済的支援等 」

を求 め るニ
ーズ として ま とめ られ よ う。  〜  の 合

計 は 68％ で あ り、母親 の 7割近 くが 子 育 て に 伴 う経済

的負担の 軽減や支援を望 ん で い る 。

　また、  〜  は 「子 育て 支援の 体制や資源 の 整備
・

拡充 」 を 求 め る ニ
ーズ と して ま と め られ よ う。乳幼

児期か ら学童期に 及ぶ広範囲な要望が示 され て い る。

　 こ れ ら 2 つ の 要望 で ある 「所 得 の 保障や経済的支

援等 」 と

して受けとめ る 必 要があ る。

表一 1　 子育て 相談 で 利用 した機関 （複数選択）

相談利用 した 機関 回答数（％）
　　　　　　　　　．一一

  病院な どの 医療機関 41（23．7＞

  保健 所 15（ 8．7＞

  保 育所 等 65（37．6）

  幼稚園 4（ 2，3）

  市区町村等 の 相談支援窓 口 6（ 3．5）

  福祉事務所 1（ 0．6）

  児童相談所 3（ 1．7）

  民生 委員 ・児童 委員な どの 相 談員 0

  そ の 他 3（ 1，7）

無回答 35（20，2）

合計 173（100．0）

表
一2　希望す る子育て支援施策 （5 つ 選択）

希望 す る子育て 支援施策 回答数〔％）

  児童手 当等の 充実

　　 1闇

63（11．5）

  医療費負担の 軽減 78G4 ．3）

  保育料負担の 軽減 81（14，9）

  公的教育費負担の 軽減 46（8，4）

  税負担の 軽減 66（12．1）

  公 共 料 金 の 軽 減 26（4．8＞

  公的交通機関利用料 の 軽減 4（0．7）

  公 共 施 設利用 負担 の 軽 減 7 （L3 ）

  乳幼児健診体制 の 充実 11（2．0）

  医療支援体制 の 充実 29（5，3）

  子育て支援体制 の 充実 33（6．1）

  身近なところ に相談支援体制の充実 15（2，7）

  児童館な どの 児童福祉施設 の 充実 23（4，2）

  学童保育の 増設 ・充実 63（11．5）

回 答数合計 545

「子育て 支援 の 体制や資源 の 整備 ・拡充」 は 子育て 期 の 母親 が 求 め て い る支援 ニ
ーズ の

一
端 と
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〜ま とめ と考察 〜

　本調査 は 、限 られ た 対象範囲 と そ れ ほ ど多い とは い えな い 標本数 （サ ン プ ル ） とい う制約を有 し て い

ると思われ るが 、子 育て期の 母親が置か れ て い る状況 と不安や要望等 をある程度実態的に把握す る こ と

が で きた と考え て い る。調査結果に 考察を加 えて 結び とし た い 。

（1）少子 化 をめ ぐる動 向

　母親 （夫）の 年齢を調査結果か らみ る と30歳代 が占め る割 合 が 高 い こ とが わ か る。30歳代の親世代に

は、第二 次ベ ビ
ーブ ー

ム （1971〜1974年）世代 と そ の 前後 で 生 ま れ た 世代が 多く を占 め て い る と考え ら

れ る。第 二 次世界大戦後 の 出生数 と合計特殊 出生率をベ ビーブーム と関連 させ て 見る と、第
一

次ベ ビー

ブー
ム （1947〜1949年） の ピーク時に は年間 出生数で 270万 人 、合計特殊 出生率 は 4 人 を超 えて い た が、

団塊 の 世代と 呼ばれ る第
一

次ベ ビ ーブーム の 世代が出産 し は じめた第 二 次 ベ ビーブーム で は、ピ ーク 時

の 出生数 が約 210万入、合計特殊 出生率は2．1人 と低下 した。そ の 後、30年 以上経過 し、第二 次ベ ビ
ー

ブ
ー

ム 世代の 出産期は最終的な段 階 に 突入 し つ っ あ る と い わ れ て い る が 、出 生数 は 約 110万 人程度 とな っ て

い る。

　第二 次 ベ ビ
ー

ブ
ー

ム 世代 は 、年齢的 に は 30歳代前 半 に位 置 し て い るが 、こ の 30歳代前半の 未婚率 は 男

性で 48％、女性で 33％ とな っ て い る 。 結婚す る意思 をもっ 未 婚者は男女と もに 9割で推移 し て い る が 、

「未婚者 の 結婚 の 障害」 理 由の 上 位 3 つ を見 る と、結婚資金 （男性 39．7％、女性 38，2％）、結婚 の ため の 住

居 （男性 18．4％ 、女性 15％）、職 業や仕事 上 の 問題 （男性 13。6％、女性 16．4％）となっ て お り、結婚 の 障

害と な る理 由に 経済的な問題 が多くを占めて い る。（国立 社会保障 ・人 口 閙題研 究所 『第12回出生動向

基本調 査 （結婚 と出産 に 関す る 全 国調査）第n 報告書一わ が国独身青年層の 結婚観 と家族観
一

』及 び

『第 13回出生 動向基本調査一結婚 と 出産 に 関する 基本調査 （独身者調 査 の 結果概要）』）

　 こ の よ うな状況か ら、第二 次ベ ビー
ブ
ー

ム 以降 の 世代に出 生数 の 上 昇と 少子化傾向か らの 大幅 な回復

を期待す る こ とは今後 とも非常に 困難で ある と 思われ る。2005年 の 中位推計 による出生数予測 は113．7

万人 で あっ た が 、実際に確 定し た 2005年の 出生数は 106万 2530人 で 、同年 の 低位推計 で あ る 105．8万 人 に

限 りなく近づ い た。また、2004年 の 国勢調査 による出生数 111万 0721人 と 比較する と、2005年の 出生数

は 4 万 8191人減少 し
、
2006 （平成 18）年 を ピ ーク に 総 人 口 が 減 少 し始 め る 予 測 が 、一

年 早 く前倒 し され

た結果 とな っ た。

　 周 知 の よ うに、わが国 は 世界 の 中で も少 子
・
高齢化 が極め て 早 い 速度で 進行 して い る 人 口構造上 の 特

徴を持 っ て い る。つ ま り、少子化 と高齢化 が 同 時 に 進行 し て い る 少 子 ・高齢社会 で あ る。少子高齢社会

の 指標 は出生率 の 低
一
Fや高齢化の 進展 、 年齢構成 の 変化な どで 示 され る こ とが多い 。わ が 国 の 出生子数

は 1974年以降ほ ぼ
一

貫 して 減少 を続 けて お り、合計特殊出生率は人 口 置換水準を下回 る 1．91を記録 した

1975年以降、低 下 の
一

途 を辿 り、2001年 か らは 5 年連続で 過去最低を更新 し2005年に は 過去最低 の 1，26

と な り、先進諸国の 中で 少 子 化が最 も進んだ国の
一

つ として 数え られ て い る。

　 少 子 化問題 に 関心 が 集ま る よ うに な っ た契機は、い わ ゆ る 「1，57」 シ ョ ッ ク で あ る。1989年の 合計特

殊 出生率 が 迷信に基づ く丙午の 年 （1969年）の 1．58を下回 っ た こ とか ら政府 の 少 子化対策 が 始ま っ た の
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であ る。少子化 の 著 しい 進行 が 社会問題 の
一

つ にな っ て きた の は、  若年労働力 の 減少 ・労働力 の 低 下

や、  家族 と社会 全 体 の 扶養負 担力 を 弱 め、社会保 障 の 財源 を圧迫 し、  人 口 高齢化 を
一

層促進 させ 、

高齢者問題 を増大 させ 、  子 ど も数の激減に よ る学校存立 の 危機な ど、社会の あ り方や国 の 土台づ く り

に 関わ る 大 きな問題 に つ なが る か らで あ る。また、わが国 の 高齢化 は、世界最長寿 国で あ る ば か りか 、

か つ て どの 国 も経験 した こ とがな い 高齢化 の 速度や規模 に特徴があ り、2005年 の 高齢化率 20％が2015年

に 26％、2050年に 35．7％に達する と予想 され て い る。年齢構成 の 変化 を 人 口 三 区分で 見 る と、昭和20年

代 に年少 人 口 指数 と老年 人 口 指数の 間 に あ っ た 6 倍 以 上 の 開 き が、1997 （平成 9）年 を 境 に そ の 立場 が

逆転 し、老年人 口 の ほ うが年少 人 口 を上 回 る とい う状態が続 い て お り、今後ます ますそ の 開きが大 き く

な る と予測 され て い る。従属人 口 指数 に 占め る 老年人 口 の 割合 が 高 ま っ て い くとい うこ とか ら、第 二 次

世界大戦後 の 従属人 口 指数の 構成が ま っ た く異 な る もの とな っ て い る。

　高齢化 は先進 工 業国に 共通 し た 文 明 の 進歩 の視点 か ら捉 え る こ とが で き る。しか し、少 子 化は先述 し

たよ うに 社会的 な問題 で あ り、また、親 （夫婦）や個人 と し て の 選択的要因 も指摘 され て い る。そ の 要

因と して、  女性 の 高学歴化が職業的 自立 の 志 向を高め、経済的 な安定 と女性 の 社会的地位 を向上させ 、

そ の 結果 が 晩婚化
・結婚年齢 の lt昇傾向 を も た ら し て い る の で は ない か。  先述の 晩婚化

・結婚年齢の

上昇傾向の 延長上 に あ る と され る もの で 、婚姻や子育て に拘束され る よ り、
一

人 の 女性 と し て の 自立 を

志向す るとい う傾 向で ある 。 戸籍制度 と し て の 婚姻関係 の 否定や共同生活 、夫婦別姓な ど、非婚志向 の

中には事実婚 を選択す るこ とが ある。こ う し た結婚に対す る価値観や 意識変化 によっ て 子 ども数 が減少

して い る の で は な い か 。   ま た 、    と 関連 して 、子 ど も を 産 ま な い 、子 ど もを多く 産 ま な い とい う選

択をす る傾 向が 多くな っ て い る の で はな い か。こ の よ うな議論 は、少子化 の 要因を夫婦や個 人 の 価値観 ・

意識 の 変化 に と もな う選 択 の 結果 で あ る の で は な い か と い う点 に 焦点 を 当 て て い る が 、価値観 ・意識 の

変化を、子 どもを生み育て る親 （夫婦）や個人 を取 り巻 く社会の 状況 と の 関連で 、少 子化 を捉え る こ と

が
一

層重要 で ある。

　 2002 （平成 14） 年 に 発表 され た 「将 来推 計 人 口 」 （国立 人 口 問題 ・社会保障研究所） で 明 ら か に され

た少 子化 の 要因は 、これ まで の 「晩婚化」 に 「夫婦 の 出生力 の低下」 が加 え られた 。 当初予測を超え た

少子化 の 進展 に 対 し て 、厚 生 労働 省 が 打ち出 し た 「少 子化対策プ ラ ス ワ ン 」 は 従来 の 少 子 化対策 に 上乗

せ す る施策で あ り、男性 を含め た働き方 の 見直 し な ど の 4つ の 柱に沿 っ た対策を総合的か つ 計画的に推

進する と し て い る。 しか し、さまざまな少 子 化対策 に もか か わ らず、少子 化は長期化の 様相を深刻化 さ

せ て い る。一
体なぜ こ の ような状況 に な っ て きた の だろ うか 、とりわけ、子 どもを産 み 育て る 親や大人

を取 り巻 く社会 が どの よ うな状況 にあるの か を次節以降で 考え て み た い 。

（2 ）雇用 をめ ぐる動 向

　調査結 果 か らは、子育て 期 の 母親の 就業率の 高ま りや共働き世帯 の 増加 に 加 え て、女性労働 の 非正 規

化 の 傾向を うか が うこ とが で き る。

　わが国の 労働力人 口 は 、2006年平均 で 男性 は 3898万人 で あ り、前年 比 3 万人 の 減 少 を 示 して お り、 9

年連続 の 減少 が 続 い て い る。一
方、女性は 2759万人 で 前年 比 9 万人 の 増と な り、3 年連続で 増加 して い
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る が、正 規雇用 の 減少 、非正 規雇用 の 増加や 派遣 労働等 の 急増に よ っ て、雇用 の 不安定化や労働 力 の 流

動化 が 進 行 し て い る （平成18年版労働経済 白書〜就業形態 の 多様化 と勤労生活、及 び 平成18年版労働力

調査
一
非 正 規雇用 の 拡大） の で あ る。

　労働 力人 口 に 占 め る女性 の 割合は 41，9％となっ て い る （平成19年版男女共同参画 白書）が 、 わが国特

有の M 字型を示す女性 の 年齢別労働 力率 の 変化は 、結婚 ・出産 を経て継続的に就業して い る こ とよ りも、

晩婚化や 晩産化に よ る 独身者や子 ど もの い な い 既婚者な ど労働 力率 の 高 い 者の 割合が 増 加 した こ と が 大

きい （平成 18年版国民生活 白書）。

　パ ー ト労働者は 1980年代以降 著 しく増加 し て い る。そ の 約 7 割は女性に よ っ て 担われ て お り、女性雇

用者全体 の 4 害ljを 占め る に 至 っ て い る （「パ ー
トタイ ム 労働研究会最終報告」 平成14年、厚 生労働省）。

こ れには、希望 した職 に就けな い 、正 規雇用 の 機会が な い 、家庭 の 事情等 で パ ー
トしか 選 べ な い と い う

理 由や ライ フ ス タイ ル に合 っ た働き方 と して パ ートを選択し た とい う理 由な どがあげ られ る。経営側か

ら見 る と、パ ー
ト等 の 非 正 規雇 用 は、安上が りの 賃金 で しか も解雇 しやす い とい う使 い 勝手 の よい労働

力 で あ る が、労働者 の 立場 か らは低賃金 ・不安 定就労 で あ る とい え よ う。

　男女間 の 賃金格差 は、1990年代 に 入 っ て か ら縮小 して い るとは い え 、 女性 の 賃金 は男子
一

般労働者の

60％台後半に とどま っ て お り、先進国の 中で は最低ラ ン ク に 位 置 し て い る。賃金 を は じめ とす る 男女間

の格差を是正 す るた め につ くられた男女雇用機 会均等法 （1986年施行）は、募集 ・採用 ・配置 ・昇進 ・

教育訓練 ・福祉厚 生 ・定年 ・退職 ・解雇 とい う雇用 の 多くの 段階で 女性に 対する差別的取 り扱い を禁 じ

たが 、 そ れ以後も賃金格差やM 字型 曲線 （女性 の 年齢別労働 力率） は解消 されず 、1999年 の 法改正 へ と

つ なが り、募集 ・採用、配置 ・昇進 に お け る 差別 へ の 対応 が 努力義務 か ら禁止 へ と強化 され る な どの 改

正 点が盛 り込まれた。さらに 2006年の法改正 で は 、男女双方に 対す る差別 の 禁止 や、妊娠 ・出産な どを

理 由 と した不利益 な取 り扱い を禁止 する と と もに女性が 満た しに くい 間接的な差別にっ い て も禁止 の 対

象 と された。 し か し 、実施 は まだまだ不 十 分で あ り今後 の 課 題 と し て 残 され て い るもの は多い とい え よ

う。

　育児休 業の 取得率は、常用労働者 5 人以 上 の 民間事業所 で は 、女性 の 取得率が 72．　3％ （平成16年度 は

70，6％） で あ る の に対 して 、男性は 0．5％ （同Q．56％）と依然 と して 極 めて 低 い 水 準にあ り、育児休業

取得者 の 男女別割合 は、女性 98％、男性 2％ （平成 17年度女性雇用管理 基本調査） と な っ て い る。男性

の 取得率 を上昇 させ る こ と は い うま で もな い が 、結婚 ・出産 ・育児 を機会 に 離職 せ ざる を えない 女性 が

多い こ と、 また 、
パ ー

ト等の 不安定雇用の も とで 育児休業制度の 利用対象 とな らな い 女性 がい る こ とも

事実で ある。

　わが国 と比 べ て 実 労働時間 が 短 く、男女 の 賃 金 格差 が 極 め て 少な い
。

パ ー
ト・派遣労働で あ っ て も均

等待遇 の ル
ー

ル に よっ て 賃金 ・休暇
・年金な ど 正規労働者と 同等の 権利 が 保障 され て い るなど、子 育て

期の女性が働きやす い 社会的条件 の 整備 を政策的に進 め て い る EU 諸国 の 子育て 支援施策か ら学 ぶ べ き

こ とは 多 い 。
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（3 ）家計の 状況 と子 育て に 要す る経済 的負担

　家計に 関す る調査結果 は、「非常 に 大変 1 と 「やや大変」 の 合計が全体 の 約 74％ に達 して お り、回答

した母親 の 7 割強が家計の や りくりに大変 さを感 じて い る こ とが うか が え る。ま た 、子 育て に 要す る経

済的負担 に 関す る調 査結果 は、「非常に 重 い 1 と 「やや重 い 」 の 合計は 64．2％で あ り、母親 の 6 割強 が

子 育て に 要す る経済的負担 を 感 じ て い る こ とが うか が え る。ちなみ に、「国民生活基礎調 査」 （厚生労働

省、平成16年）に よ る と 、
「大変苦 しい 」 （22．4％）と 「や や苦 しい 」 （31．55％） の 合計 は 過 半数 （53．　9

％〉 と な り、90年代初頭 に 4 割台 を推移 して い た 「生活が苦 し い 」 世帯が、2003年に は 最高水準に達 し

て い る の で あ る 。

　今、「格差 」 と　「貧困 」 の 進行が社会 の 深刻 な問題 とな っ て い る 。 経済協力開発機構 （OECD ）が

発表 した 対 日経済 レ ポー ト（2006．6 ＞で は 日本 の 所得格差が拡大 し2000年には OECD 加盟 国の 中 で 相

対的貧困率 が第 5位 の 15．3％ にな っ た と報告 し、格差拡大 の 原因 に 「日本 の 相 対 的貧 困率 は 今や OEC

D 諸 国 で 最 も高 い 部類 に 属する。主な要因 は労働市場 にお け る 二極化 の 拡大 に あると考 え られ る。10年

前 には全労働者の 19％で あ っ た非 正 規労働者 の 割合は 、30％以 上 に 増加 し た 」 と分析 し た 上 で、正規 と

非 正規の 労働市場の 二 極化の 是正 と正 規雇用増加 へ の 包括的取 り組み を求 め る勧告を行 っ て い る 。

　ま た、厚生労働省 に よ る 「所得再分配調査 」 （2002年 ）で は、わ が 国 の ジニ 係数は 米国 ・イギ リス に次

ぐ不平等度 の 高 い 国 とな っ て い る。ま さに、格差 ・貧困 ・不 平等が 進行す る社会 の 姿 が 浮 き彫 り とな っ

て い る とい え よ う。

　一
方 、

18歳未満 の 子 ど もが い る 世帯 の 貧困世帯率 （2002年）は、「夫婦と 子 どもj 世帯 で 27．　6 °
／。、「三 世

代 同居 」 世帯 で 20．8％、「母子 」 世 帯 で は87％ にも達 して お り、こ の 3 つ の 世帯類型 の 平均貧困率は 実

に 3 割近 く（29．1％）を示 して お り、日本全体の 貧困率 よ りも子育 て 世帯 の 貧困率の 方がず っ と高くな っ

て い る （「拡大 ・深化す る 日本の 貧 困 」 後藤道夫、『社会保障で 幸せ に な る ため に』京都保 険医協会編所

収、か もが わ 出版、2007）。

　米国 に 次い で 経済力世界第 二 位 の わ が国 に あ っ て 、低所得 ・貧困
・
生活苦 の た め に 見通 し の ない 生活

に 追 い 込まれ 、子 どもの こ と は 心 配 で は あ る が どうに もな ら な い 家庭 の 状態 、貧 困 問題 が子 どもた ちの

育ち に 深刻な影響を広げ て い るとい えよ う。今、わ が国で は 、雇用 ・所得 の 悪化 と社会保障の 実質的保

障機能 の 悪化が急速 に進み、国民 の 生活 は 困難な状況に置 か れ て い る。所得格差や貧富の 拡大、膨大 な

低所得層 、自殺者数
・
犯罪の増加 、子 どもや高齢者 へ の 虐待 な ど社会 の 荒廃化 も

一
段 と目立 つ よ うに な っ

た。OECD の 対 日経済審査報告書や所得再分配調査 などは 、格差や不平等 を進行 させ て い る社会 の 姿

を浮き彫 りに し て い る とい え よ う。

（4 ）子育 て相談の 機関 と母親が希望す る子育て 支援施策

　相談機関に 関す る 調査結果 は 、保育所 の 利用 が最 も高 い 比 率 （37．6％）を示 して お り、地域 にお け る

母親 と子 どもに最も近 い 相談機関と して の 役割を果 た して い る こ とが うか が え る。保育所 と 「医療機 関」

（23．7％）の 合計 は 6割 を超 えて お り、こ の 2 つ が 子育て 相談 の 主要な機 関 となっ て い る こ ととい えよう。

　一
方、そ の 他 の 機 関 の 利用 の 低 さ、無回答 の 多さか ら、各種相談機 関 の 存在や そ の 役割 が 子育て 期 の
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子育て 意識 に関す る調査

母親に 認 知 され て い ない 状況 が うか がえ る。各種相談機関の 普及
・啓蒙を図る と ともに各機関が支援の

た め の 有機的な連携 ・協力体制を地域の 中で構築 して い くこ とも今後の 重要な課題とな っ て い る 。

　母親 が 希望す る子育て 支援施策 に関す る調 査結果か らは 、大別 して 「所得 の 保 障や経済的支援等 」 と

「子 育て 支援 の 体制や 資源 の 整備
・
拡充 1 を 求 め る 2 つ の ニ

ーズ が 示 され て い る。

　表
一 3 は 児童 虐待 に っ 　表

一3 　虐待に つ ながると思われ る家庭 の 状況

な が る と思 われ る家庭 の

状況 、上 位 5 っ を 左 端欄

に 示 し、他 の 状況 も合わ

せ て 見 受 け られ る 事 項 、

上位 3 つ を      と示 し

て い る。 こ こ には、子育　「児 童虐待の 実態」東京都福祉局、2001年 （「保育士 をめ ざす人 の 家 族援助 」み ら い、2003よ り）

て 不 安、子 育て 困難 の 最も悲惨 な結果 で あ る児童虐待 が 経済的困難 を中心 に成 り立 っ て い る こ とが うか

が え る 。

　子 どもが育つ 基盤 で ある家庭を 支援す る に は 、経済的な援助、精神的な支えや バ ッ ク ア ッ プ、生 活 上

の 介護、各種児童福祉施設や 医療機 関 の 利用 の調整 な ど実 に多分野 に お け る 連携 ・協力 に よ る社会 的 ・

総合的な取 り組みが 必 要 とな っ て い る。

　少 子 化 を 乗 り越 え た EU 諸国 で は 、家族政策 と労働政策 の 2 つ の 政策を軸に 子 育て支援に 取 り組 ん で

き て お り、 そ の 特徴は 、   実労働時間が 日本よ り短 い 、男女の賃金格差が極めて 少な い 。
パ ー ト・派遣

労働で あ っ て も均等待遇 の ル
ー

ル に よっ て 賃金 ・休 暇 ・年金 な ど正規労働者 と同等 の 権利 が保障 され て

い る。  出産 ・育児 の 休暇 が長 く、そ の 期 間 の 賃金保 障も八割程度 と高 い 。  教育費 ・医療費が無料、

保 育所 ・育児手 当等 の 福祉施策が充実し て い る。等で あ る。

　 EU 諸 国の 子育て 支援施策に学ぶ とともに 、子育て し やす い 地域 づ く り ・援助 シ ス テ ム の 整備 をめざ

す取 り組み が 各地 で 広 が っ て い る。また、子どもを安心 し て 産 み育て て い く家庭 の 経済的基盤を守るた

め に も、経済力世界第二 位 の 国富の 分配 の あ り方 、子育て 支援施策 の 充実 を国民的 に議 論 し て い くこ と

も重要 で あ る。ち なみ に 、「国民生 活 に関す る世論調査 」 （内閣府 、平成 14年）に よ る と、日常 の 生 活 に

「不安や悩み を感 じて い る人 」 は65．8％に達 して お り、国民 の 3 人 に 2人 が 生 活 に 不安を感 じて い る こ

とを示 し て い る e また、政府に対する要望 で は 「医療 ・年金な どの 社会保障改革」 （67．　7°

／。 ）を は じ め、

以 ド、「景気対策 」 （58．6％）、「高齢社会対策 」 （49．8％〉、
「雇用 ・労働問題 」 （41．　3°

／。）が上位 を占め て

い る。

　 最後 に 子 ども に 関わ る保 育 士 等 の 専 門 職 の 役割 に つ い て ふ れ て お き た い 。

　 子どもに関わ る専門家は、子 どもへの 発 達支援 とともに、親 の 子育 て に対す る応援 ・協力者 で もあ る 。

子 育て 支援は 、子 どもの 問題 と そ の 背後に あ る親 の 生活問題や家族支援を切 り離 して は成 り立 たな い こ

とは い うま で もない 。子 育 て 支援 は 、制度や施策 、サ ービ ス を活 用 し な が ら対人援助 を 進 め て い く と い

う福祉的な実践 で ある。子 どもの 問題 にかかわ る度 に 「子 どもの 家族 の こ とを考えずに仕事を して い な

い か」 「子 ども の 背景が見えな くな っ て い ない か 」 とい う生 活 の 全体性 を把握す る 視点 を 日 頃 か ら大事

1 経 済的困難た機 関 286人 （27．1％）   ひ と り親家庭   就労   孤 立

2 ひ と り親家庭 の 医療機 関 248人 （23．8％）   経済 的困 難   孤 立   育児疲れ

3 夫婦間不和 209人（20．1％）   経済 的困難   孤立   育児疲れ

4 育児 疲 れ 177人 （17．0％）   経済的 困 難   ひ と り親 家庭   孤 立

5 孤立 174人 （16．7％）   経済的困難   ひ と り親家庭   育児疲 れ
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に した い も の で あ る。ま た、．一・
つ の 機関や

一
人 の 専門家 の 努力や奮闘 だ けで は問題 の 解決は 困難で あ る。

関係機関との 連携 ・協力関係 の 中 で 援助関係 の 社会化 を図 っ て い くこ と も重要な課題 とな っ て い る。
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　　　　　　　　　　　教育実習生 の 教育力向上 に 関す る研 究

　AStudy 　 on 　 Deveiopment　 of 　the　 Student
’

s　Educationai　Ability　 in　 Teaching　Practice

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　望 　 木 　 　郁　 代

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ikuyo　 Mochiki
（要 約 ）

　教育実習 中、実習 生 は 日頃 行 っ て い る コ ーピ ン グ方 略 と比 べ 、よ りポ ジ テ ィ ブ な コ
ーピン グで 対人 ス トレ ス に

対 処 して い る こ とが み と め られ た。実 習 中 は積極 的 に 人 間 関 係 を改善 しよ うと努 力 し、関係 を放棄
・
崩壊 させ た

り、問題 を先送 りす る よ うな コ
ー

ピ ン グの 使用 頻 度は 低 下 す る こ とが 実 証 され た。実 習 中 の コ
ーピ ン グ の 方 略 は 、

日常使用 し て い る 方略 と 関 係 して い る の で 、よ り充 実 した 実 習 と な る た め に は、日常 か らの ス トレ ス マ ネ ジ メ ン

トな ど の 心 理 教育の 導入 が 必 要 で あ る。ま た 、対 人 ス トレ ス コ ーピ ン グ は、保 育者 効力 感 と も密 接 な 関係 が み と

め られ 、保育者効力感の 高い 実習生 は低 い 実習生 と比 較 して、よ り積極的な コ
ー

ピ ン グを行 っ て い る とい う結 果

が 得 られ た。

（キ
ー

ワ
ー

ド）

　教育実習、ス ト レ ス 、保育者効力 感、コ
ー

ピ ン グ

問題 と目的

　教育実習 が 実習生 に 多 くの 肯定的な効果 をもた らす で あろ うこ とは 予想 で き る が
、 その ために は 実習

中体験す るさま ざま な ス トレ ス に効果的に対処 し、乗 り越 えて い か なけれ ばならな い 。実習 で は、子 ど

もや 保 護者と の 関係 、実習先の 先生 と の 関係 、他 の 実習 生 との 関係 、実習業務 な ど、実習 生 が 今 ま で 経

験 した こ との な い ス トレ ッ サ
ー

が数多 く存在す るで あろ う。
ス トレ ッ サ

ー
に 対処す る こ とを、コ

ーピ ン

グ と い う。Lazarus＆ Folkman （1984）は、ス トレ ス が 生 じ る た め に は 、まずそ の 事態が個人 に とっ て脅

威 だ と判断 され る こ と、そ して そ の 事態 に どれ だ け うま く対 処 で き る か と い う個人 の 認 知 が 関 与 し て い

る こ と、そ して 、対処 と心身 の 健康 とは大 き く関係 がある こ とを述 べ て い る。実習生に とっ て 実 り多 い

実習となる た め の 要因 と して 、実習中の ス ト レ ッ サ
ーに 対 し て 、それを ど れ くらい 強い ス トレ ス と認知

した か 、そ して 、どれ くらい 効果的な コ ー ピ ン グ方略で ス ト レ ッ サ
ーに 対 処 で き た か 、など が 深 く関与

して い る と考え られ る。

　坂 田 ら （1999）は 4 年制大学 の 教育実習 生 が実習期間中 に経験す るス ト レ ス を測定 し、ス トレ ッ サ
ー

尺度 の 項 目 を 、
「基本的作業 ス トレ ッ サー

」 「実習業務ス ト レ ッ サ ー
」 「対教員 ス ト レ ッ サ ー

」 「対児童 ・

生徒ス トレ ッ サ
ー

」 「対実習生 ス トレ ッ サ
ー

」 に分類 して い る。望木 （2007） は保 育専攻 学生 に対す る

調 査 に お い て、実習未 経験 の 学生 が 実習 に 関 し て 不安や 心 配 に 感 じ る こ と は 、「対子 ど も」 「対先 生 」 が

非常に多い とい うこ と、 また 、 実習中強 くス ト レ ス を感 じ る の は 、「基本的作業 （日誌を書く）ス トレ ッ

サ ー
」 で 、そ の 次に多い の は、「対子 どもス トレ ッ サ

ー
」 「対先生 ス トレ ッ サ

ー
」、で あ る こ とを示 し た。

そ れ らに 加 えて 、保育専攻生 の 場合、「対保護者 ス トレ ッ サ
ー

」とい う対人 ス トレ ス が存在す る 。
こ の よ

うに、実習 中に体験す る ス トレ ッ サ
ー

に は対人 関係に 関する もの が多く、それ らの ス トレ ッ サ
ー

に対 し、
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どの よ うな対処を行 うかが、実習を有意義 なもの とで きるか どうか の 重要な ポイ ン トだ と考え られ る。

本研 究 で は 、 対人 ス トレ ス コ
ーピ ン グ 尺度 （加 藤、2000） を 用 い て 、人 間関係 に 起 因 し た 実習中の ス ト

レ ス フ ル なイ ベ ン トに対す る対処 の 仕方を測定する。加藤 （2000＞が作成 し た尺度は 、 ポジテ ィ ブ関係

コ
ーピ ン グ、ネガ テ ィ ブ関係 コ

ー
ピ ン グ、解決先送 り コ

ー
ピ ン グの 3 つ の 下位 尺 度 か らな っ て い る。日

常的に使用す る コ ーピ ン グ の タ イ プ は 精神 的健 康に影響を与える （Lazarus ＆Folkman 、1984）とされ る

が、力t］ee （2001）はLazarus らス トレ ス モ デル を発展 させ 、対人 ス トレ ス モ デル を提唱 して い る。こ の

モ デ ル は、先行条件 と して の パ ーソ ナ リテ ィ が 媒介過程 で あ る認 知的評価、コ ーピ ン グの 選択 に影響 を

及ぼ し、コ
ーピ ン グの結果 と して 個人 の精神的健康が決定す る と仮定 して い る。実習における認知的評

価の
一

つ に 保育者 効力感 が含まれ る と仮 定す る と、保 育者効力感は対人 関係 コ
ーピ ン グに影響を及 ぼす

と考え られ る 。

　実習を肯定的に とらえ る こ と が で きるか ど うか は 、実習生 の 自己効力感 の 高さとの 関連 が予測 され る。

Bandura （1977）は 、人 の 行動変容 に は 2 つ の 予 期機能が 関係 し、 1 つ は 結果 予期、も う 1 つ は 力予期

だ と提唱して い る 。 結果予期とは 、 あ る行動 がどの よ うな結果 をもた らすか とい う予期 、効力予期 とは、

あ る 結果をもた らす行動 をどれだ け うま く行 え る か と い う予期 で あ り、あ る行動を こ れ か らどれ くらい

効果的に遂行できるか とい う認 知を 「自己 効力感 （self −
efficacy ）」 と呼ん で い る 。

三 木 ・桜井 （1998）

は保 育の 場 面 で の 自己効力感を 「保育者効力感 」 と呼び、保育場面 に お い て 子 どもの 発 達に望 ま しい 変

化 を もた らす こ とが で き る で あ ろ う保 育的行為 を とる こ とが で き る 信念 だ と定義 し て い る。本研究は、

三 木 ・桜井 （1998） の 方法 に 従 っ て 、保 育者効力感 へ の 教 育実習 の 効果 を 測 定し、同時 に 対人 ス ト レ ス

コ
ーピ ン グ との 関連を検討す る こ とを 目的 とす る。

方　法

調査対象者

　三 重 県私 立 保育者養成A 短 期大学 1年 生 166名 を 対 象 に 、質問紙調査 を実施 し た。

調査手続き

　平成 19年 6H 、入 学後初め て の 教育実習 （6 日間）が 6 月 中旬に実施 され、実習開始 1 週 間前に 実習

前質 問紙調 査 、実習終了 日か ら 2 日後に実習後質問紙調査を実施 し た 。 質問紙 と同時 に、自由記述 に よ

る ア ン ケ ー ト調査 を行 っ た。

質問紙

  対人 ス トレ ス コ ーピ ン グ ： 加藤 （2000＞の 対人 ス トレ ス コ
ーピ ン グ尺度 34項 目、を用 い た 。こ れ は 、

　人間関係に 起因し た ス トレ ス フ ル なイベ ン トに対す る対処 の 仕方、す なわち対人 ス ト レ ス コ ーピ ン グ

　の 個人差を測定する も の で ある （加藤、2000）。 ド位 尺 度と して は 、ポ ジテ ィ ブ 関 係 コ
ー

ピ ン グ （積

　極 的にそ の 関係 を改 善 し、よ り よ い 関係を築こ うと努力す る コ ーピ ン グ方略）、ネガテ ィ ブ 関係 コ
ー

　 ピ ン グ （関係を放棄 ・崩壊す るよ うな コ
ーピ ン グ方略）、解決先送 りコ

ーピ ン グ （ス ト レ ス フル なイ

　 ベ ン トを問題 とせ ず 、時間 が 解決す る の を 待 つ よ うな コ
ー ピ ン グ方 略〉 の 3 つ の 下 位 尺 度 で あ る。回

　答は 4 件法 （0 − 3点）で 求め 、得点範囲は 、 ポジテ ィ ブ関係 コ
ーピ ン グ （16項 目）O− 48点、ネガ テ ィ ブ

一 112 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Takada Junior College

NII-Electronic Library Service

Takada 　Junior 　College

教育実習 生 の 教育力向上 に 関す る研 究

　関係 コ ーピ ン グ （10項 目） 0− 30点、解決先送 り コ
ーピ ン グ （8 項 目） 0− 24点で あり、得点が高 い ほ

　ど各 コ
ーピ ン グの 使用頻度が 高い 。実習前 の 調査 で は、日頃 の 生 活 に お け る ス トレ ス 対 処 に つ い て 回

　答 し、実習後 の 調査 で は 、実習中の ス トレ ス 対処につ い て 回答す る よ うに 求 め た 。

  保育者効 力感 ：三 木 ・桜井 （1998）が研究 の 中 で 、最終的な保育者効力感項 目と し て 採用し た 10項 目

　で あ り、保育者効力感 とは、保 育場面にお い て 子 ど も の発達 に 望 ま しい 変化 をもた らす こ と が で きる

　で あ ろ う保育的行為 をとる こ と が で き る信念で あ る。回答は 5 件法 （1− 5点）で求め、得点範囲は、

　 10− 50点 で ある。得点が 高い ほ ど、効力感 が高い
。

質問項 目

　実習前後で、次の ような内容 の ア ン ケ
ートを 行 っ た。

実習前 ： ま もな く実習 が 始ま りま す。実習に 関し て、不安や心配 に思 っ て い る こ と を具体的 に あげて く

　　　　だ さい （自由記述）。

実習後 1 （1 ）実習中、あなたが
一

番 ス トレ ス を感 じた こ と は、何で した か 。　（2 ）今回 の 実習で 、あな

　　　　たが学んだ こ とは 何 で すか。　 （3 ）今回 の 実習に つ い て 、
一

番自分 に近 い と思 うもの は どれ で

　　　　すか （5 ・とて も うま くい っ た 　4 ・ま あ ま あ うま くい っ た　3 ・ど ち らで もない 　2 ・あま

　　　　り うま くい か なか っ た　 1 ・ま っ た くだめだ っ た）。（1 ）（2 ）は 自由記述、（3 ）は被検者 が該

　　　　 当す る とこ ろに ○をっ けた。

結　果

　調 査を実習前後 で 行 っ た た め、結果を 「実習前 」 「実習後 」 と表現 し て い るが、「実習前」 の コ
ーピ ン

グ は 実習前 まで の 日常生 活にお け る 対人 ス トレ ス の 対処方法、「実習後 」 は 「実習中」 の 人間 関係 へ の

ス ト レ ス の 対処方法 を尋ねた結果 で ある。 コ
ーピ ン グ の 下位尺 度 ごとに α 係数 を求 め た と こ ろ 、

「ポ ジ

テ ィ ブ関係 コ
ーピ ン グ 」 実数前，89、実習後，91、「ネガテ ィ ブ関係 コ

ー ピ ン グ」 実習前．78、実習後 84、

「解決先送 りコ
ーピ ン グ 」実習前．82、 実習後．82、とい ずれ も高い 値が得 られ 、 十分な信頼性 を もつ も

の と い え る。

　コ ーピ ン グ の 下位尺度に お け る実習前後 の 得点 の 比較 を行 っ た結果 （Table1 ）、ポジテ ィ ブ関係 コ
ー

ピ ン グは実習後得点が高くな り （実習前22．・83→ 実習後 31．29）、一
方、ネガテ ィ ブ関係 コ

ーピ ン グ は実

習後得点 の 減少 が み られ る （実習前8．81→ 実習後3．50）。また、解決先送 りコ
ーピ ン グは実習後減少 し

て い る （実習前 10．45 → 実習後 8．41＞。実習前後に お け る 下位 尺度 コ
ーピ ン グ得点 の 平均値 の 差 の t 検定

を行 っ た 結果、ポジテ ィ ブ関係 コ
ーピ ン グ、ネガ テ ィ ブ関係 コ ーピ ン グ、解決先送 りコ

ーピ ン グの 3 つ

Table　1 実習前後に おけるコ
ーピング下 位尺度の 平均得点

実習前 実習後

M SD M SD t値

ポジテ ィブ関係コ
ーピング

ネガテ ィブ関係 コ ーピング

解 決先送りコ ーピング

22，838

．8110

．45

9．774

．965

、36

31．293
、508

．41

10．12　　− 11．07 　
＊ ＊＊

4，20　　　　11．25　
＊ ＊＊

5．15　　　　　4．35 　
奉 ＊＊

注 1
率＊ ＊

P＜．001
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の 下位尺 度すべ て に お い て 0．1％水準 で 有意 で あ っ た （ポ ジテ ィ ブ関係 コ
ーピ ン グ ： t （156）＝ − 11．07，

p く ．001、ネガテ ィ ブ関係 コ
ーピ ン グ lt （150）＝IL 　25，p 〈 ．001、解決先送 りコ

ーピ ン グ ： t （161）；

4．35
， p く ．001）。 本研究の被検者はほ とん どが 女子学生 で あ る の で 、加藤 （2003）が 行 っ た対人 ス ト レ

ス コ
ーピ ン グの 女子 大学生 の 結果 （ポジ テ ィ ブ関係 コ

ービ ン グ20．5、ネガ テ ィ ブ関係 コ
ーピ ン グ7．7、

解決先送 りコ
ーピ ン グIL8 ） と比較 を行 うと、実習後はポ ジ テ ィ ブ 関係 コ

ーピ ン グの 頻度は非常に 高ま

り、ネガ テ ィ ブ関係 コ
ーピ ン グ、解決先送 りコ

ーピ ン グは、低下する こ と が 明 らか で あ る。

　次に、保 育者効力感 尺 度得点 に つ い て 、信頼性 を検討す る た め に Cronbach の α 係数を求めた結果 、10

項 目全体で、実習前．87 、 実習後 87で あ り、十 分な信頼性 が確認 された。10項 目全体に お い て 実習前後

で平均 の 差 の 検定を行 うと、有意差 は み と め られ な か っ た。こ れ は、三 木 ・桜井 （1998）が実習前後に

よ る効果を み と め た結果 とは異な る。各項 目 に お け る実習前後 の 平均値 を示 したの がTable2 で あ る が、

1 ．厂私 は 、子 どもに わ か りやす く指導す る こ とが で き る と思 う」、 9 ，「私 は、 1 人 1 人 の 子 どもに 適

切 な遊び の 指導や援助 を行 え る と思 う」 の 2 項 目に お い て 、実習前後 の 平均値の 差が 5 ％水準 で 有意差

　　　　　　 Table　2 実習前後に おける各保 育者効 力感得点の 平均得 点

一 一
M 　　　　 SD M 　　　 SD　　　 t値

保

育

者

効

力

感

尺

度

項

目

12345678902，842
．812

．733

．112

．793

．083
、123

．143

．1了

3．53

0．920

．861
．001
．040

．880

．820

．850

．890

，820
．87

3．002
．882

．793

．042

，853

．083

、163

．283

．283

．48

0．930

．880

．971
．020

、840

、780

．860

，95

α890
．88

一2．47 ＊

一
α94

−0．810

．88
−0．80
−0．10
−0，65
− L86　†

−2．48 ＊

0．73

注 ：

＊

p〈，05，
卞

p＜，10

がみ とめ られ た （Lt （165）；− 2．47，p ＜ ．05、9．t （162）＝− 2．　48，　p＜ ，05）。ま た 、 8 ．厂私 は 、ク ラ ス

全体に 目む け、集団 へ の 配慮 も 十 分 で き る と 思 う」 の 項 目で は 、10％ の 傾 向水準で差が み と め られ た

（t　（165）＝ − 1．86，p〈 ．10）。

　実習 に対す る 自己 評価は 、5 段階評定で 、「と て も うま くい っ た 」 が 5 点、順に 4 点、 3 点、2 点、

「ま っ た くだ め だ っ た 」 が 1 点 とい うよ うに得点化 し、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Table　3 実習後の 自己評価

そ の 結果をTable　3 に示 した。70％近 くの 学生が 「とて
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 N

も うま くい っ た 」、「まあ ま あ うま くい っ た 」 と自己 評

価 して お り、実習を肯定的 に と らえ て い る学生 が 多か っ

た。

　次 に、対人 ス トレ ス コ
ーピ ン グ 尺 度 の 3 つ の 下位尺

度 、保 育者効 力感、実習 の 自 己 評価 、
の そ れ ぞ れ 実習

とてもうまくい っ た

まあまあうまくい っ た

どちらで もない

あまりうまくい かなか っ た

まっ たくだめ だ っ た

未記入

9104261755

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 N＝ i66

前後の得点 に つ い て 、相関係数 を求 め た結果 が Table4 で あ る。各 尺 度 間の 相関関係 で あ る が 、実習前
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Table　4 各尺 度 の α 係 数 と変 数 間 の 相 関係 数

α 係数 　 　2）

の実習前 のポジティブ関係コ
ー

ピング

2）実 習後 のポジティブ関係 コ
ー

ビング

3）実習前の ネガティブ関 係 コ
ーピン グ

4）実 習後 の ネガティブ関係 コ
ーピング

5）実習前 の 解 決先送 リコ ーピン グ

6）実習後 の 解 決先送 りコ
ー

ピン グ

7疾 習前 の 保 育者効 力 感

8溪 習後 の 保育者効力感
9）実習の 自己 評価

89917884

．82
．8287

．87

54
寧榊

　　　　
．11　　　　　　12　　　　　　27

榔
　　　　　16

串
　　　　　40

御畔
　　　　　33

榊 獅
　　　　．11

3）　　 　 4）　　 　 5）

『．19
尾
　　　　一23聯　　　　10

　 　 　 ．21
掌
　　　 、15

　 　 　 　 　 　 　 ．05

6）　　　　　　7｝　　　　　 8）　　　　　 9）

−05　　　　　　38
幅嬰

　　　　．47
奮榊

　　　　　22
桝

11　　　　　−28．寧ホ　　　ー30
啝ケ息

　　　
一
〇3

．42ヰ
悼
　　　一20僻　　　　一、23韓　　　　

一
〇7

．36
累ホ卓

　　　．07　　　　　．G3　　　　　−．02
　 　 　

−．06 　　　　
−．08　　　　 ．03

　 　 　 　 　 　 　 65
“事寧

　　　　、19
寧

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　、33桝

注 ：

−tp

く001，
林
pく 01．’pく 05

の ポジ テ ィ ブ関係 コ
ーピ ン グは 、実習後 の ポ ジ テ ィ ブ 関係 コ

ー
ピ ン グ （r − ，54，p ＜．001）、実習前後 の

解決先送 り コ ーピ ン グ （前 ： r ＝ ．27，p＜ ．Ol、後 ： r ＝．16
， p＜ ．05）、実習前後の保育者効力感 （前 ：

r − ．40，p＜ ．GO1、後 ： r − ，33，　pく．OOI） と有意な相関が あ っ た。実習後 の ポ ジ テ ィ ブ関係 コ
ーピ ン グ

は 、実習前後 の ネガ テ ィ ブ関係 コ ー ピ ン グ （前 ： r ； 一．19，pく ．05、後 ： r ＝一．23
，
　pく ，01）、 実習前

後の 保育者効力感 （前 ： r ＝．38，p＜ ．OOI、後 ： r ；．47，　p＜．001）実習の 自己評価 （r ＝，22，　p 〈 ．Ol）、

と有意な相関がみ と め られ た。次に、実習前 の ネガ テ ィ ブ 関係 コ
ー

ピ ン グ は 、実習後の ネガ テ ィ ブ関係

コ
ーピ ン グ （r ＝．21，p く ．05）、実習前後 の 保 育者効力感 （前 ： r ＝一．28 ， p＜ ．001、 後 ： r ＝一．　30，　p

＜ ，OOI） と有意な相関があっ た。実習後の ネガ テ ィ ブ関係 コ
ーピ ン グは 、実習後 の 解決先 送 りコ

ーピ ン

グ （r − ．42，p 〈 ．001）、実習前後 の 保育者効力感 （前 ： r ＝一．20，p〈 ．Ol、後 ： r ＝ 一，23，p ＜ ，01） と

有意な相関があ っ た。実習前 の 解決 先送 りコ
ーピ ン グは、実習後 の 解決先送 り コ ーピ ン グ （r

− ．36，p

く ．GO1 ） と有意な相関がみ とめ られ た。実習前 の 保育者効力感は、実習後 の 保育者効力感 （r − ，65，　p

く ．OO　1）、実習の 自己 評価 （r ＝．19，　p＜ ．05）、と有意な相関 が み とめ られた。実習後 の 保育者効力感 は 、

実習 の 自己評価 （r ＝．33，p〈 ．OO1）、と有意な相関があ っ た。

　保育者効力感尺度得点 10項 目全体に お い て 、実習前後で 平均値 の 差 の 検定を行 うと有意 差 は み とめ ら

れな か っ た が 、よ り詳 し い 分析 を行 うた め に、実習後の 保育者効力感に お い て 得点高グル
ープ （平均値

＋標準偏差以 ヒ）、得点低 グル
ープ （平均値

一
標 準偏差以 下） の 2 グル

ー
プ の 実習生 を選び出し た。得

点高 グル
ー

プ、得点低 グル
ー

プ の そ れ ぞ れ の グ ル
ープ で 、コ

ーピ ン グ 得点 と保育者効力感 得点 の 実習前

後 で の 平均値 の 差 につ い て t検定 を行 っ た結果が、Table5 で あ る。ポジ テ ィ ブ関係 コ ーピ ン グで は、高

グル
ープ の み、実習前後に有意差がみ とめ られ （t （16）＝

一一3．63，pく ．01）、低グル
ー

プ で は み と め られ

　　　Table　5 保 育者効力 感得 点の 低群 と高群 に おける、コ
ーピン グ得 点の 平 均値

保 育者 効 力 感

高 群 低 群

N M SD N M SD

ポ ジティブ 関係コ
ーピン グ

　 　 　 　 　 　 　 　 実 習前

　 　 　 　 　 　 　 　 実 習後

ネガティブ 関係コ
ーピング

　 　 　 　 　 　 　 　 実 習前

　 　 　 　 　 　 　 　 実 習後

解 決 先送 リコ
ーピン グ

　 　 　 　 　 　 　 　 実 習前

　 　 　 　 　 　 　 　 実 習後

保 育者 効 力 感

　 　 　 　 　 　 　 　 実 習前

　 　 　 　 　 　 　 　 実 習後

17

18

18

t8

29．293847

983761

10897

、56

38．2941
．41

10．55 …
　 　 　 ＊＊

8．02

4、49
　 　 　 ＊＊ ＊

213

4．61
　 　 　 †
5．16

415
　 　 　 ＊

3．16

20

19

19

20

18．552200

1174589375

つ
）

08

23．4020
．05

9．591041

603
　 　 　 ＊＊

4986194

．78

5．92
　 　 　 ＊

422

注 二

桝
P〈．001，

＃
P〈．01，

’
P 〈05，

tp
＜．10
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な か っ た 。 ネガ テ ィ ブ 関係 コ
ーピ ン グ は 、高グル

ープ、低 グル ープ とも に、実習前後 で 有意な差が み と

め られた （高 ： t （17）＝4．52，p 〈．OOI、低 ： t （18）＝3．04，
　p〈 ．01）。 解 決先送 りコ

ーピ ン グは、高グル
ー

プ に お い て実習前後 で 10％ の 傾向差があ っ た （t （17）＝− 3．63，p 〈 ．10）が 、低グル
ープ に は な か っ た。

保育者効力感 に お い て は、高 グル
ー

プ、低 グル
ープ とも に 、実習前後 で有意な差がみ とめ られた （高 ：

t （17＞＝− 2．37，p ＜ ．05、低 ： t （19）＝・2．63，p 〈．05）が、高 グル
ー

プ は 実習後保育者効 力感 が 高ま るの

に 対 し て 、低 グ ル
ープ で は 効 力 感 が 低 下 し て い る。

　ア ン ケ ー ト調 査 の結果 （Table6 ） か ら、実習前 に学生 が 不安や心 配 に 思 っ て い る こ との 多くは 、子

ど も へ の 接 し方、先生、保護者 へ の 対応 の 仕方、ま た は 、各保育業務に つ い て で あ る こ とが分か る。ま

た実習後 の 調査 か らは、実習 中、学生 が
一

番 ス ト レ ス を感 じ た こ とは 、 日誌 を書く こ とで あ り、次 に、

子 ども、先生 、保護者、他の 実習生、との 人間関係 に 関す るス トレ ス を多くの 学生 が 報 告し て い る。ま

た 、実習 で 学ん だ こ と は 、子 ど も へ の 接 し 方、保育に関す るさま ざ ま 知識 ・技術を あげ る学生が多か っ

た 。

　 Table　6 実 習前後の ア ンケ ート結果

　 　 　 　 　 　 　 　 実 習 前

実習で不 安 や 心配 に思 っ て い ること〔複 数 回答あり〉

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 実 習 後

N　　実習中、一番強くス トレス を感 じた こと 〔複 数 回答 あ り）

子 どもへ の 接し方

先生 へ の 接し方

保護 者 へ の 接 し方

保育業 務 に 関すること

自分 の 能 力や 資質

日 誌

すべ て不安、自信 がない

なし

未記 入

752585529114145661

＝N

日誌

子どもとの 関係

先 生との関 係

保護者 との 関係

他 の実 習 生 との関 係

人 間関係

保 育 業務 に関 すること

自分 の 力不 足、体 調

な し

そ の他

未記入

N一
67432233219187210

実 習で 学 んだこ と （複 数 回答あり）

子 どもへ の 接し方

保 育 における態 度

保育に おい て 大 切な こと

保 育 の 内 容

保 育 の 技 術

先 生 との 接し方

保 護 者との接 し方

日 誌

そ の他

未 記 入

　 N112

　 35
　 22
　 12

　 9
　 4

　 3
　 4
　 17

　 8N
＝166

考　察

　実習中、多 くの 実習生 が人間関係 にお い て ス トレ ス を感 じ て い る こ とが確か め られた。対人 ス トレ ス

を積極 的に対処 で きるか どうか が 、学生 の 教育力、保育力 の 向 ヒを左 右す る で あ ろ う。西坂 （2002） は

幼稚園教諭の 精神的健 康に影響を及 ぼす要 因 の
一

つ に、「園内 の 人間関係 の 問題 」 を あげて い る 。 対人

ス トレ ス へ の コ ーピ ン グの タイ プ を検討 し て み る と、日常生 活 と比 較 して 、実習中 の 対 人 ス トレ ス に 対

して は 、実習生 は ポ ジ テ ィ ブ で 、精神的健康 へ つ なが る コ
ーピ ン グの 方略 を取 っ て い る こ とが 明 らか に

な っ た。つ ま り、実習中の 方が 日常 で 行 うコ
ーピ ン グ よ りも、ポジテ ィ ブ関係 コ

ー ピ ン グの得点 が有意

に高く、ネガ テ ィ ブ関係 コ
ーピ ン グ と解決先送 り コ

ーピ ン グの 得点 が 有意 に 低 くな っ て い る。それ は、

加藤 （2003） の 対人 ス トレ ス コ ー ピ ン グの 女子 大学生 の 結果 と比較 して も明 らか で あ っ た 。日頃行わ れ
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教育実習生 の 教育力向上 に 関す る研究

る ポジテ ィ ブ関係 コ
ーピ ン グ は 、実習中の ポジ テ ィ ブ関係 コ ーピ ン グと、また、日頃行 われ るネ ガテ ィ

ブ関係 コ ーピ ン グ は実習中の ネガ テ ィ ブ関係 コ ーピ ン グと 、 それぞれ 正 の 相関 が み と め られ た た め 、日

頃 の ス トレ ス 対処 の 方略 と同 じの タイプ の 対処法を、実習中に も用 い る傾 向が ある と理 解で き る 。

　それ に 対 し、保育者効力感 は 実習前後 で 有意 な差 が み と め られ な か っ た 。しか し、保 育者効力感 は 、

実習前後 の ポ ジ テ ィ ブ関係 コ
ーピ ン グと正 の 相関、ま た 、実習前後の ネガ テ ィ ブ関係 コ ーピ ン グ と負の

相関がみ とめ られ、したが っ て、保育者効力感 とコ
ーピ ン グ方略 とは 密接 な関係 にあるとい う結果 が 示

された 。 実習後 の 保育者 効力感 に お い て 、 得点 の 高い 群 と低 い 群 に分 けて 分析 を行 っ た と こ ろ 、低 い 群

で は、日頃行 われ るポ ジ テ ィ ブ 関係 コ
ーピ ン グと実習 中の ポ ジテ ィ ブ関係 コ

ーピ ン グ、日頃行われ る解

決先送 り コ
ーピ ン グ と実習中 の 解決先 送 り コ

ーピ ン グ との 問 で 、有意な差は み られ な か っ たが、高 い 群

で は傾向差をふ くめ て 差がみ とめ られ た 。 また、保育者効力感 に つ い て は 、 低 い 群 で 実習前 よ り実習後

の 方 が有意 に低 下す るが、高 い 群 で は逆 の 結果 を しめ して い る。したが っ て、保育者効力感の 認 知と、

ス トレ ス 対処 に 用 い る コ
ーピ ン グ 方略 とが 関連 して い る、と考 え ら れ る が 、保育者効力感が高 い か ら効

果的な コ
ーピ ン グを行え る の か 、効果的な コ ーピ ン グを行 うか ら保育者効力感が高くな る の か 、こ の 点

が 疑問と し て 残 る。加藤 （2001） の ス トレ ス モ デ ル に お い て 、パ
ー

ソ ナ リテ ィ は 認知的評価 を媒介と し

て コ
ーピ ン グ に影響する 、 とい うこ とを実証 し て お り、認 知的評価 を保 育者効力感 と置き換える と、本

研究 の 結果 は保育者効力感 とい う認知的評価 が コ
ーピ ン グに影響を及 ぼ して い る、とい う結論に な る で

あろ う。以 上 の 結果 と、望木 （2007） の 結果 か ら、教育実習 は 実習生 に と っ て ス ト レ ス の 大 き い イ ベ ン

トで はあ るが 、日常で行 うコ
ーピ ン グ と比 べ よ り精神的健康をもた らすよ うな コ

ーピ ン グ方略 を用 い る

こ と、
一

般的 自己効力感 ・保 育者 効力感 を高 め る こ と、達成動機 を高め る こ とな ど、多 くの 側面にお い

て 実習生 に 肯定的な影 響を与 えて い るこ とが明 らか とな っ た。

　教育実習に お ける実習生 の 教育力を高め る ための 指導 として は、まずは、保育者効力感 を向上 させ る

ため に、保育業務に 関す る ス キル の 向上 が あるだ ろ う。た と えば、ピ ア ノ や読み聞か せ 、手遊 び な どの

レ パ トリ
ー

を増やす こ とや、技術の 向上 に よ る、保育 へ の 自信感を高め る指導が重要で あ る 。 また 、 人

間関係に 対する ス トレ ス マ ネジ メ ン トな どの 心理教育などが有効で ある と思われる。嶋崎 ・森（1995）は、

保育技術に 対する 自信感や円滑な人間関係能力 へ の 自信感 な どが、幼稚園教諭 の 健康 を維持 す る 要因 で

あ る、と指摘 して い る。ス トレ ス が 起 きる機 序 の 理解、ス トレ ッ サ
ー

をス トレ ス と して 認知し な い よ う

なス キ ル 、ス トレ ス を軽減する よ うなス キ ル 、な どを身 に つ け る よ うな実習事前教育 の 実施 が望ま しい 。

また 、効果的な 自己 表現 の た め に 、ア サ
ー

シ ョ ン トレ
ー

ニ ン グ を導入す る こ と も考 え られ る。近年 、健

常者 の ス トレ ス マ ネジ メ ン トに おい て は認 知行動療法 が 大い に 活用 され て い る が、そ こ で 課 せ られ る ホ
ー

ム ワーク の
一

つ で あ る セ ル フ ・モ ニ タ リ ン グの 技法が実習 に は 有効 で は ない だ ろ うか。こ の よ うな ス ト

レ ス マ ネ ジメ ン トを実際行 っ た場合 、はた して 実習 中 の ス トレ ス を回避 で きるの か、また、保育者効力

感を向 上 させ 、教育力 の 向上 を もた らす こ とが で きるの か 、を検討する こ とが今後 の 研究課題で ある。
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（要約〉

　高 等 学 校 で 「情報」 が 必 修 とな り、す べ て の 入 学生 が、高校で 情報 の 基礎 と 情報 活 用 に つ い て 学ん で い る。入

学 生 は何 らか の 形 で パ ソ コ ン を使 用 した り、イ ン タ
ーネ ッ トを利 用 し た り し た 経験 を持 っ て 大 学に 入 学 し て い る。

し か し、大 学 で は 情報 リテ ラ シ ー科 目 と して 、1 科 目15同の 授業 の 中で 初歩的な体験をす る だ けの 授業が 少なく

な い 。「ワードプ ロ セ ッ サ 」 科 目 とい うと、い か に も時 代遅 れ の
“
ワ
ープ ロ

”
の 使い 方 だ けを教 え る到底大学の

講義 とは 思わ れ ない もの と理解され が ち で あ る か も しれ ない が、ワ
ードプ ロ セ ッ サ 科 目を情報 リ テ ラ シ

ー
科 目 の

一
つ と捉 え る だ け で な く、入 学 時 に し っ か りと身 に付 け て お か な けれ ば な らな い 基 本科 目 と し て 、キ ャ リア 教育

の 第
一

歩 と位置付 づ け る 。 効果的 で 魅力 的な授業 を学生 に提供す るた め の 、開講方法、ク ラス 編成、教科内容、

授業支援体制 につ い て述べ る 。

（キ
ー

ワード）

　習熟度別 ク ラ ス 編成、ク ウォ
ー

タ 制、文書処 理 技術

1 ．習熟度別 クラ ス 編 成につ いて

1 − 1 ．習熟度別クラス 編成の 必要性

1 ） どの よ うな学生が 入学 し て くるか

　高等学校学習指導要領平成 15年 12月一
部改 正 に よ り、高等学校 で 「情報」 が必修科 目とな っ た 。 す べ

て の 高校生 が 、情報 の 基礎 と情報活用 に つ い て学ん で い る。入学 生 は 何 ら か の 形 で パ ソ コ ン を使用 した

り、イ ン ターネ ッ トを利用 し た り した経験を持 っ て 、平成 19年度か ら大学に 入学 して い る 。

　普通科 高校 に お け る情報 関係科 目は 必修科 目の 「情報 」 で あ り、す べ て の 生徒 が 授業 を受け る。こ の

／ 科 目だけであ る こ とが多 い 。情報を集め、加 工 し、伝える情報活用 を学ぶ中 で 、文書処理技術 として

文書処理 ソ フ ト ウ ェ ア の 利用 に っ い て も体験する が、ワー ドプ ロ セ ッ サ ソ フ ト ウェ ア の 機能を熟知 し、

こ れ を 企業活動 に応用 で き る ほ ど の 内容 で は ない 。

　A 商業高校で は 、「情報処 理 」 「情報技術一ワープ ロ 検 定」 2 年、 「商業技術
一

ワ
ープ ロ 検定 」 3 年、

「情報処理 」 3 年 の 科 目が 有 り、こ れ らの 科 目の 中で 、ワ
ー

プ ロ 検定試験対策も含め て 、生徒に積極的

に 文 書処 理 技術を修得す る機会を与 え て い る。従 っ て 、短大に入学す る時点 で
、 既に ワ

ープ ロ 検定 1 級

の 資格を取得 して い る もの も少 な くない 。

　平成19年度入学生 の ア ン ケ
ー

ト結果 で は、53名 中 18名が何 らか の ワープ ロ 検定又 は情報処 理検定な ど

の 資格 を 取 得 し て い た。そ の 内 訳 は、 1 級 が 3 名 、2 級 が 9 名 、3 級 が 6 名 で あ り、こ の うち初級シ ス
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テ ム ア ド ミニ ス ト レータ試験合格者が 3 名あ っ た。

　こ の よ うに、情 報 リテ ラシ
ー

教 育と言 っ て も、経験 の 度合い に大きな開きがあ る学生 を対象 と し なけ

ればな らない
。

2 ）情報 リテラシ
ー

科 目

　文科系 の 大学、短期大学で は 1 年次 に 情報 リテ ラシ
ー

科 目を設置 し て い る と こ ろ が多い 。例えば、B

大学の 「情報処理基礎 」 科 目は、 1 年次 に 通年 30回 の 中で 、オ リエ ン テーシ ョ ン か ら始 ま り、タ ッ チタ

イ ピ ン グな どを 5 回、Web ブ ラ ウザ の利用 を 1回 、Web ペ ー
ジ の 作成 6 回、ワ

ー
ドプ ロ セ ッ サ 6 回、

表計算 ソ フ ト 6 回、前期 中間試験、前期末試験、模擬試験 、後期 中間試験 とい う授業計画に な っ て い る。

　ま た、C 大学の、「情報科学基礎 」 科 目で は、入学直後 の 1 年次前期 に 、コ ン ピ ュ
ータ 入門 2 回 、ワ

ー

プ ロ ソ フ ト2 回、ネ ッ トワ
ー

ク利用及 び 電子 メー
ル の利用等 5 回 、表計算 ソ フ ト4 回、プ レ ゼ ン テ

ー
シ ョ

ン ソ フ ト2 回、計 15回 の 授業計画 とな っ て い る。

3 ） 「ワ
ー ドプ ロ セ ッ サ 」 科目とは

　 「ワードプ ロ セ ッ サ 1 科 目 は 、情報 リテ ラシ
ー

の
一
端を担 う科 目で あ り、且 つ 、文科系短期大学学生

が身 に 付 け る べ きキ ャ リア とな りうる科 目で ある。情報 リテ ラ シーの
一

科 目 と して 、教育を受け る こ と、

職 に就 く こ と、生活 を快適に 送る た め の 基礎的 な能力 を身に付 ける科 目とい える。

　教育に 対 し て は、大学 ・短 大 で 教育 を受 け る ために 、情報 の 収集 の 道具と して 、各科 目修得の 文具と

して 、課 題や レ ポ
ー

トの 作成 に 、また、学生 と教員間、学生 と学生 等の 間 の コ ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ン の 手段

と し て 必要 と され る基 礎能力 を身に 付 け る科 目 で あ る。

　就業に 対 し て は、コ ン ピ ュ
ータを使用 し な い 事業所 は な く、就職 の 第

一
番 目の 基礎能力 と い え る。厚

生労働省 「若年者 就職 基礎 能力 」 の 認 定に は情報技術の 資格と して Microsoft　Office　SpecialistWord

が 対象資格の
一

つ と して含まれ て い る。

　生活に対し て は 、キ
ーボ ー

ドの 操作能力 ・文書処 理 能力 は 、季節の 挨拶状や、地 域活 動 の 印刷物作成

をは じめ、イ ン タ
ー

ネ ッ トを活用 し、メー
ル に よ る コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン を 円 滑 に して 、日常生活 を豊 に

す るも の で あ る。

4 ）どの よ うな授業が求められ るか

　文書処理技能習得 に関す る授業の 目的と して次 の 点が求 め られ る。

　 マ ン マ シ ン イ ン ター
フ ェ

ース を 良好 に 保 ち、コ ン ピ ュ
ー

タ利用者 の 意思 を 円滑 に コ ン ピ ュ
ータ に伝え

る こ とが で きて 、 初め て コ ン ピ ュ
ー

タやネ ッ トワ
ーク等を活用 で き、シ ス テ ム を利用 し た コ ミ ュ ニ ケ

ー

シ ョ ン を保 つ こ とが で きる。

　 ・タ ッ チタイ ピ ン グなど、キ ーボー ドを円滑 に操作で き る こ と。

　 ・MS − W・rd な ど
一
般的 に 多く利用 され て い る文書処理 ソ フ トウェ ア を使い こ なすこ とが で き る能力

　　 を修得 で き る こ と。

　 ・企 業等 の 事務処 理 に お い て 、通信文 の 作成 が で きる よ うに な る こ と。

　 ・課題や卒業 レ ポ
ー

トを作成 で きよ うになる こ と。

　 ・各種 の ワ
ー

ドプ ロ セ ッ サ に 関す る検定や資格 を 取得 で き、就業能力 の
一一

部 と し て 証明 で き る こ と。
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ードプ ロ セ ッ サ科 目の 教授法 につ い て

　 こ の よ うな内容を修得し よ うとすれば、前述 の 例に挙げた 「情報処 理 基礎 」 の よ うに 、
一

つ の 科 目の

部分 と して 学ぶ の で は 全 く時間数が 不 足 し、科 目 の 目的 も異な る た め、独立 した科 目 と して 「ワ
ー

ドプ

ロ セ ッ サ 」科 目が 必 要 とな っ た 。

　次 に 、情報 リテ ラシ
ー

の
一

科 目で あ る こ と、以後 の 各科 目の 受講 に 対す る影響を考慮すればあれ ば、

学生 の 到達度や高校 までの 授 業経験に関わ らず、一定 レ ベ ル 以 上 の 能力を修得で き る よ うに しなけれ ば

な らな い。しか し、入 学する学生 の格差の 存在は 事実で あ り、そ の 差 も大 き く、
一

つ の クラス の 中で解

決 で き る 問題 で は ない 。テ ィ
ーチ ン グア シ ス タ ン ト （TA ） を付 け、授業 に っ い て い けな い 学生 の 補助

に当た らせ るとか、学生に よっ て 課題 を変 えるだけで は到底 吸収 で きる程度 で はない 。一方で は、専門

用語 もた くさん 有 っ て 授業に つ い て い けない と い う声が あ が る か と思 えば、他方 で は、授 業の 内容 は み

ん な高校で や っ て し ま っ て何 も新 しい こ と を 学ぶ こ とが で きな い 、っ まらな い とい う声 が 上 が り、終 に

は 寝 て しま う始末 で あ っ た。こ れ らの こ とか ら、高校 まで の 授業経験 と到達度、ニ
ーズ に合わせ た ク ラ

ス 編成 を必要 と し た。そ の 結果 が
”
習熟度別 クラス 編成

”

とな っ た。

1 − 2 ．習熟度クラス 編成

　大学に 於け る習熟度別 ク ラ ス 編成 の 例は 、「英語 」 「数学」 「国語 」 な どの 科 目が多い
。 入学試験 に よ

り選考 され て い る は ず で あ る が、近年、入学 試験科 目の 科 目数 が 少 な い 大学 も 目立 っ て きて い る。「特

色あ る 大学教育支援プ ロ グラム 」に採択 された D 大学の 英語 カ リキ ュ ラ ム の 例は 、全入 学生 に TOEIC

の 点数 で 4 レ ベ ル に分けそれぞれ に適切な授業科 目や教材を用意 して い る 。

　筆者 らが担当する 「ワ
ー

ドプ ロ セ ッ サ 」 科 目で は、入学時 に授業経験、取得資格、家庭 PC 環境、本

人 の 希望等を ア ン ケ
ー

トに よ っ て 聞き 、 点数化 し て 習熟度別 ク ラ ス 編成 を行 っ て い る。

1 − 3 ．習熟度別ク ラ ス編成 の 例

1 ）受講の ため の ア ン ケ
ー

トを採 る

　文書処理技術 「ワー ドプ ロ セ ッ サ 」科 目の習熟度別 ク ラ ス 編成の 例 を次 に 示す 。

　大学や短大 の 入 学時 に は 、個 々 の 学生 の 習熟度 に よ る 差 が 生 じ て い る こ と を前に述べ た が 、そ れ 以上

に 、 高等学校 に おける課程 の カ リキ ュ ラム の 違 い に負 う所 が 大 きい と考え る。

　入学後、第 1 回 目の 授業時間 に履修登録生全員を
…

堂 に集 め て 「ワ
ー

ドプ ロ セ ッ サ」 科 目受講 の ため

の オ リエ ン テ ーシ ョ ン を 行 う。そ の 内容 は 、  本科 目 の 目的 と必 要性 の 説明、  本科 目の 内容 （シ ラバ

ス に書かれ て い る こ との 説明）、  ク ウォ
ー

タ制的な開講 と日程 （ク ウォ
ー

タ制 に つ い て は 後述す る）、

  習熟度別 ク ラ ス 編成に つ い て 、そ の 必 要性 と、ク ラ ス 分け の 方法、  ク ラ ス 分けア ン ケ
ー

トの 記入 と

ク ラ ス 分け発表 の 方法で あ る 。 ク ラ ス 分けの 発表 に つ い て は 、 集めた ア ン ケ
ー

トの 入力 、処理 に若干 の

時間を要す るため、当 日はで きな い の で 、第 2 回 目ま で に掲示 して 、第 2 回 目か らは習熟度別 の ク ラス

に分か れ て授業を受け る。

　収集 した ア ン ケートは次の よ うに パ ソ コ ン を使 っ て 処理 をす る 。 受講 ア ン ケ
ー

ト質問用紙 と回答用紙

の 二 枚 を用意す る。
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　回 答用紙 は、手書 き帳票 OCR ソ フ トウ ェ ア WinReaderHands で 読み 込 み可能な フ ォ
ー

マ ッ トを設計

（MS − Word を使 用） してお き、パ ソ コ ン に接続され た ADF （オー ト ドキ
ー
ユ メ ン トフ ィ

ー
ダ）付 きイ

メージス キ ャ ナ を使 っ て 連続的 に読み 込 ませ る。パ ソ コ ン に 読み込 ませたデ
ー

タは表計算 ソ フ トウェ ア

（MS − Exce1）に よ っ て 処 理 をす る 。
　 OCR ソ フ トウェ ア を利用 して デ

ータ 入力す る 理 由 は 、ア ン ケー

ト調査 か らク ラ ス 分け発表 ま で の 時間が少な く、デー
タの 入力 を速やか に か つ 正 確に行い 、ク ラ ス 分け

の 結果を発表 し なけれ ばな らない た め で あ る。

　ア ン ケ
ー トの 質問項目は習熟度別 ク ラ ス 編成に 必 要な項 目以外 に も、学 生 の 希望 ク ラス 、意識、家庭

の PC 環境、ワープ ロ ソ フ トに 関す る知識 な ど 「ワ
ー

ドプ ロ セ ッ サ 」 科 目を受講す る た め に参考 と な る

項 目 も含まれ て い る 。
こ れを基礎デ

ータ とす る。

4 ）クラ ス 分 けの手順

　入力データ が 正 し く行われ たか チ ェ ッ ク し た上 で 、基礎デ
ー

タ の 各項 目に対 して 、クラス 分 けに関係

する重要性の度合い に よ っ て ウェ
ー トを変え て掛け、クラ ス 分 けに必要な項 目を抽出す る。こ れ を ク ラ

ス 分け評価デ
ー

タと呼ぶ こ ととし、学生毎 の 評価点、即 ち経験度を算出する。

　 ク ラ ス 分け評価 デ ータ を 評価 点 の 順 に 並 び 替 え て 、点数 の 高 い 方 を 経験者 ク ラ ス 、低 い 方を初 心 者 ク

ラス の 候補 とす る。次に 、経験者ク ラ ス 希望 の 回答に 対 し て 、これ を採 用す るか否か の 判 定を行 う。上

記 で 算出 し た経験度が経験者 クラス と初 心 者 クラ ス の 分岐点 に 充分近けれ ば学生 の 希望 を採用 し、経験

度が充分で なけれ ば希望が あ っ て も採用 しな い 。

こ の 結果 は、高校で ワープ ロ 検定や 情報処 理 検

定 に 合格 した 人 と、何 も検 定を取得 し て い な い

人 で 分けた場合 に非常に近 い こ とが 分 か っ た。

5 ）習熟度クラス編成の 問題点と対策案

（1 ）2 ク ラ ス に 分け て 開講す る場合 の 問題

　経験者 クラ ス 、初 心者 ク ラス の 2 ク ラ ス 分 に

分け る と き、そ の 人数は 2 分の 1 に は ならな い 。

必 ず偏 りが生 じ る 。 仮 に 在籍者数 が 60名 の 場合 、

ち ょ うど30名ず つ とはな りに くく、20名 と40名

な ど と分か れ る。次に、 2 ク ラ ス の 開講方法 で

あ る が、時間をず ら して 1 名 の 教員 で 開講す る

方法 と、同時に 2 クラ ス 2 名 の 教員で 開講す る

方法 が考え られ る。

　前者は 、PC 教室 が 1教室有 り、 1 クラス の

受講生数 に 対 して 充分 な PC の 台数 が 設置 され

て い れば可能 で あ る。し か し、時 間 をずらす こ

と に よ っ て 、不 均衡に分か れ たクラ ス 編成 で も

成立す る 他 の 科 目 は ほ とん どな く受講 生 以外 は

「 ワ
ー

ドプ ロセ
・

サ 1　 皿

学 囎 号 BO …

跏 　は い ［］ い 賊 口

隴 ． は い 口 い い え 囗

問 3，は い 口　い いえ ［］
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［ 1
　 Tilを　った か

匚 ］
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P・… ロー … 一

問 E8 は い 口 い い え 目

問 19 は い 口　 い い え 囗
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時間割が空 い て し ま うこ とに な る。後者 で は 、同時開講 とい うこ とか ら、も う 1名担 当教員が必要にな

る こ とと、PC 教室 が 2 つ 設置 され て い な ければな らな い
。 但 し 、

1 時間で 完結す る こ とか ら 、 時間割

に空が で きる学生は生 じない 。今 回は、PC 教 室が 2 つ 設置 され て い る こ とか ら後者 を採用 して い る。

　教員 は、常勤教員 と 非常勤教員 が綿密に打合せ な が ら、そ れ ぞ れ の ク ラ ス を担当し て い る。

（2 ）希望が叶え られ ない こ とに 対する学生 の 不 満

　学生 が 経験者 クラス または初心者 クラス を希望す る場合 に問題 が 生 じ る こ とが ある。学 生本人 が 、経

験 が 少 な い が 経験者ク ラ ス に 入 っ て や っ て い こ う と希望 す る 場合は 、本人 に 意欲 が あ り自覚した 上 で 受

講するた め概ね良い 結果 となる。ま た 、経験はあるが 、もう
一

度は じめ か らキ チ ン とや り直し た い 。確

実 に し た い と初心 者 ク ラ ス を 選 択 す る場合 も 同様で あ る。し か し、女子 学生 の 多い 短大 と な る と、友人

と
一

緒 に 受講 した い 、友人 と離れた くな い ため に 、 無理 に 友人 と同 じ経験者 ク ラ ス を希望す る 場合や逆

に、経験は充分なの だ が友人 の ために初心者クラス を希望す る場合が ある。友人はア シ ス タ ン ト役にな っ

て 助 け る こ とが 出来 る 場合 もあ る が 、こ れ も充分 と は い え な い 。ク ラ ス 分 け に学生 の 自主 性 を 取 り入れ

よ うとする とこ の ような問題 も発生する 。 学生 に は よく説明した上 で 選択させ て い る 。

（3 ）習熟度別 ク ラ ス 分 けで の 、成績評価 は 不 公 平 で は ない か

　経験者 クラス と初心者 クラス に分けた場合 、授業内容 は高校 で の 経験を基 に積み上げ よ うとす るの で 、

内容は初 心者ク ラ ス よ り高度にな り、進度も速い 。単に 技術の 修得度だけを比 較す る と、経験者ク ラ ス

で は 10段 階 の 6評 価で あ っ て も、初 心者ク ラ ス で あ れ ば 8 評 価と い うこ と も 充分考え られ る。学生 か ら、

「同 じ科 目 な の に 、なん で 私 は初心者ク ラ ス の 人 よ り評価が低 い の 」 とい う疑問が湧い て き て もお か し

くな い の で は な い か 。こ の よ うな不満 が 出て こ な い か と心 配 で あっ た が 、幸 い な こ とに 学 生 か ら こ の よ

うな言葉 をまだ聞 い て い ない e それぞれ の クラス で ベ ス トを尽 く して い る か らで あろ うか 。

6） 習熟度ク ラ ス 編成 の効果

　習 熟度別 ク ラ ス 分け とい うよ り、経験度別 ク ラ ス 分け とい っ た ほ うが 良 い か も し れな い が 、こ の ク ラ

ス 分 けをす る 目的は、高校 で の 過程に よっ て 、文書処理技術 の 経験度に 差 が で る。即 ち、高校 の 過程 に

よ っ て カ リ キ ュ ラ ム が異な る こ とが主な原因 とな っ て 、全国商業高等学校 協会 ワ
ー

プ ロ 実務検 定取得者

が 多数入 学す る
一

方 で 、普通科高校等 で は 必修 の 「情報 」 科 目だけを経験 し て い る学 生 も多数入学 し て

い る。こ の よ うな人学 生 の 状況 を前提 と して 、それぞれ の 学生 の 状況 か ら受 け入れ られ る内容で 始め て 、

授業に付 い て い けな い 人をな くすこ とが第
一

の 目的 で あ る。

　 こ の ク ラ ス 編成に よっ て 、 経験 の 度合い が 近 い 学生 をグル
ープ化で きた の で 、 毎回、的 を絞 っ た授業

計画 を立 て 、計画 に従 っ て 授 業を円滑 に進め る こ とがで きた こ とは、特 に問題にな る学生 が 出ず、そ の

学 生 の 問 題 を解決 す る た め に だ け 時 間 を費や す こ と が な か っ た こ と を 示 し て い る。ま た 、経験者 ク ラ ス

は高校 で 修得 し た技術 の 上に新 たな技術を積み 重ね て 学ぶ機 会 を持 つ こ とが出来た 。 初心者 ク ラ ス は 基

礎か ら丁寧に 理解 し、修得す る こ とが で きた。

2 ． 1 クラス何名が適当か

現在 ワ
ー

ドプ ロ セ ッ サ は 初心者 ・経験者 で 30名 前後 に 人数 を分け て い る。
一

人 ひ と りに 行 き届い た指
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導 もで き 、学生 は 周 りか ら適度 な緊張感 と競争感 が 持続 で きる よ うに 思 え る。他 の 科 目 に 比 べ 、ワー ド

プ ロ セ ッ サ授 業の 生徒の 表情は い つ も活気 と自身に満 ち溢れ て い る よ うに 見 え る。短大 の オ フ ィ ス 情報

学科授業 に おける ワ
ー

ドプ ロ セ ッ サ授業の 役割は 、そ の 後に続 く表計算、デ
ー

タベ ー
ス をは じめ、各種

情報授業 を円滑に受講 で きる よ うにする役割 を担うもの と して 取 り組 ん で い る。そ の よ うな こ と か ら考

え る と 現在 の 人数30名程度が適当 と考え る。

3 ．クウォ
ー

タ制的講座開講

3 − 1．クウ ォ
ー

タ制的講座開講 とは

　2 学期制 （セ メ ス タ
ー

制〉 を採用す る 授業 が多 い 中で 、「ワ
ー

ドプ ロ セ ッ サ 」 科 目に ク ウォ
ー

タ制 の

開講 を選択 した。 こ こ で 言 う、ク ウォ
ータ制 とは 本来 の ク ウォ

ー
タ制 とは異 なるか も しれ ない 。 1 学期

（1 セ メ ス タ）を前半と後半に 分け、 1 週間に 2 回 の 授業 を開講 して 、Y2セ メ ス タ で 90分15回 の授業を

開講する と こ ろ か ら、ク ウォ
ー

タ制的 と呼 ん だ。一
般的 な ク ウォ

ータ制 を 取 り入 れ る 計画 も なけれ ば、

本来 の ク ウォ
ー

タ制を意識 して 本科 目を開講 し よ うと も し て い な い。ただ名称 と して 、 2学期制 の 1 学

期分を半分 に し た か ら ク ウォ
ータ 制的 と呼 ん だだ け で あ る。

　図 2 にク ウォ
ー

タ制科 目の 授業 日程例を示す 。 1学期問 の 前半に 「ワ
ー

ドプ ロ セ ッ サ 1」 と、後半 に

「ワー ドプ ロ セ ッ サ H 」 の 2科 目を開講 して い る。

3 − 2 ．クウ ォ
ー

タ制 的講座開講の 必 要性と期待 され る効果

　こ の よ うな開講形態 をとっ た理 由は 、以前、前期に 「ワ
ー ドプ ロ セ ッ サ 1」、後期に 「ワ

ー
ドプ ロ セ ッ

サ fi」 とい う演習科 目を開講 して い た時期 が あ っ た。何れ も、週 1回 90分で 半期15回 の 開講 で あ る。こ

の と き問題 に な っ た こ と は 、学生が 1週間前 に 学んだ内容 や経験 した技術 を、次 の 週 にはす っ か り忘れ

て い る。仕方がない の で 、前週 の 内容 に 戻 っ て 復習 を して か ら前に 進 む こ とに な っ た。繰 り返す こ とに

より少 しは身に付 い て はい くの だ が 、余 り に も効率 が 悪 く、進度 が遅 い こ とが分 か っ た 。 そ こ で 、記憶

が 残 っ て い る間 に、そ の 記憶を足 が か りに 次に 進む こ とを考 えた結果 が、週 2 回 の 開講 で あ っ た 。

　こ の 開講方法に よ り、学　　平 成19年度 「ワ
ード7

’
Mセッサ 1’∬」日程　．E．Qma −2−iz・

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 前 期前半

生 は 集中的 に 授業 に 取 り組

む こ とが で き、理解 と経験

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6　 　　 　　 　　　 　7 　　　 　 8 　 　　 　 9 　　 　　10 　 　　 11 　 　　 12 　 　　 13

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　5 月B 日 5月11日 5 月15日 5月18 日 5月22 日　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　 ．互月2互旦　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5月29 日
を毎 回積み重ね る こ と が で

き非常に効果的 で あ る。

　学生側 か らも、前 回 の 記

憶 が 残 る中で 、新た な内容

に取 り組む こ とが で き、充

実感、達成感 を得る こ とが

で きた と声を聞 く。

ワープ亀111
2 3 4 、广二 5

4 月 4 月10 日 4月 13 日

ヤ，「
4月17 日 4 月20 日 4 月27 日

宿泊 研修

ワーフ旧 皿

1 2 3 4 5 6 7

6 月 6月 8 日 6月12B6 月15 日 6 月 19 日 6月 22 日 6 月26 日 6月29日

5 月　 　 5月1日

　 　 　 　 　 みどりの 目

　 　 　 14　 　 　 　 15

6 月 6 朋

妾嬰
前 期後半

　 　 　 B　　　　　 9

7 月

ID

1月 3日　 7 月6 日　 7月 10 日　 7 月13 日　 7月 17 日　 7 月20 日　 1月24 日 茜式験 期間

12 　　　　　13 　　 　　　14 　 　　　　15

　 　 　 　 　 補講期 閻　　 試 駿

図 2 クウォ
ー

タ制科 目の 授 業 日 程
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ードプ ロ セ ッ サ 科 目の 教授 法 に つ い て

3 − 3 ．クウォ
ータ制的講座開講の 問題点

1 ）時間割に 関し て

　時間割上 で 配慮 しなけれ ばな らない 点は、大学 の 体制 と し て全面的に ク ウォ
ータ制を取 り入れ て い な

い 中で 特定 の 科 目だ け をY2セ メ ス タ で 開講す る 点 に あ る。第
一

に、週 2 回 の 開講 とい っ て も、一
日 の 内

に 2 回 ま た は 翌 日 に 2 回 目 な どと、間隔の 短 い 開講を して は 意味が ない
。 1週問 の 中 の 2 回は で きるだ

け 3 〜 4 日間 の 間隔 を取 る こ とが必要で あ る。例えば月曜 目に 1 回 目を開 き、 2 回 目を翌 日の 火曜 日に

開 くと、
2 回 目か ら 3 回 目ま で 、即ち次週 の A 曜 日の 開講 ま で 6 日の 間隔 とい うこ と に な る。上 述 の よ

うに、学ん だ こ とを忘れ ない うちに次回を開 くとい う目的か ら外れ て し ま うこ とに な る 。 従 っ て、 1 回

目 が 月 曜 日で あ れ ば 2 回 目は 木 曜 日か 金 曜 日 とい う具 合 に 、次 回 との 間隔が で き る だけ均等 に な る よ う

時間割 を編成す る時 点で 充分な考慮が必要 となる 。

2 ）補講 に関 して

　 2 学期制 で は、各期末に補講期 間 を 日程 に 組 み込 む こ と をする が 、こ の よ うな ク ウ ォ
ータ 制的な開講

で は 、後半の科 目に つ い て は 、こ の補講期閤を利用 し て補講をす る こ とが で きるが、前半 で は、予め補

講 日 を設 定す る か 、普段 の 授 業 の 中 で 適 当な時間を探 さなければな らなくな る こ とが 閙題点の
一

っ と い

え る 。 実際 は 図 2 にあ る よ うに、15回 の 授業 を確保す るためには、前 半 の 科 目にあ っ て は予 め補講 の た

め の 期間 を準備す るこ とは で きて い ない 。ま た 、後半に あっ て も補講期間と して 年間計画 さえて い る期

間も補講 と して で は な く、15回 の 内 の
一

回 と して 授業 を し な け れ ばな らな い 状態 の た め 、万
一、休講 に

せ ざる をえな い場合 は、そ の都度 、 補講時 間を確保 し なければな らな い 。

4 ．テ ィ
ー

チ ン グア シス タ ン ト （TA ） の採用

　習熟度別 クラ ス に して も、クラ ス の 全学生 が 理 解 しなが ら授業を進 め る こ とは で きな い 。 何時 で も補

助を求 め る こ とが で き る TA を 1 ク ラ ス 1名 ずつ 配置 して い る。授業 中に説明を聞き漏 ら して しま っ て

先 に 進めな い 、操作 を誤 っ て 抜け出せ ない 、教員 の 説明 が 理 解 で き な か っ た な ど、授業 中 に 付 い て い け

な くなる原 因は た くさん あ る。そ の よ うな時、個別対応は メ イ ン講師
一

人 で は厳 し い
。 TA の 存在 は 取

り こ ぼ しの ない 指導が で き る の で 大変心強 い
。 そ れ は 学生 も同 じ よ うに 感 じ て い る と思 う。学生 の キ ャ

ラ ク タ
ー

もさま ざま で、積極 的に手をあげて 助言 を求め て くる子 もい れ ば、こ ちらか ら働き か け背 中を

押 し て あげな ければな らな い タ イプなど さま ざま で あ る eTA とは 授 業の 事前後に授 業内容や学生 の 個

別対応 な ど を綿密に話 し あ う。メ イ ン 講師と TA の ス ム ーズ な連携 で 信頼 関係が伝わ る 指導を心 が けて

い る の で 、学生 も迷 い な く取 り組 めるクラ ス 環境を提供 で きて い る。

5 ．タ ッ チ タイ ピン グの習得法

5 − 1　 キーボード操作 の 基本と習得に 必要 とされ る条件

　今 後、どの 分野 で コ ン ピ ュ
ー

タに携わ るに して もタ ッ チタイ ピ ン グは大変重要 なポ イ ン トで ある。企

業 の 社員研修 に 出向 く と実務 で 長年 キーボ ード操作 を し て い る人 で さ え、バ ラバ ラな 指使 い を し て い る

人 を多く見 か け る 。
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　正 し い タ ッ チタ イ ピ ン グが習得され て い れ ば仕事の効率は驚 くほ ど違 う。正 しい タ ッ チ タ イ ピ ン グ と

は ホ
ー

ム ポ ジ シ ョ ン を キ
ー

プ し、各指 に 割 り当 て られ た キーを確 実 に タ イ プす る こ と が で き る事 で あ る。

「ワー
ドプ ロ セ ッ サ 1 」 で は、キ

ーボ ー
ドになれ て い な い 生徒 にはゼ ロ か ら 、 自己 流 で キ

ー
タ ッ チを行 っ

て きた 生徒に は 正 し い タ ッ チ タ イ ピ ン グが で きるよ う徹底的に 矯 正 ま で 行 っ て い る。す べ て の 学生が他

の 情報科 目を ス ム ーズ に履修す るた め に は タ ソ チ タイ ピ ン グが 大き く影響す る と考 える。 「ワ
ー

ドプ ロ

セ ッ サ Il で は 指導す る 上 で も
一

番重点を置き、学生
一

人
一

人 に根気 よ く きめ 細 か くチ ェ ッ ク を 入れ て

い る。 こ れ に よ り確実にす べ て の 生徒 か ら効果 が 上 が っ て い る。

5 − 2　 キ
ー

ボ
ー

ド操作練習 ソ フ トウ ェ ア の 利用 に つ い て

　授 業 で 使用する教材 と し て 、 日本デ
ー

タパ シ フ ィ ッ ク社 の 「Type　Quick」 を購入 させ て い る。ゲーム

タイ プ の ソ フ トが多 い 中、Type　Quickは正 しい 打 ち方 と正確 さを身 に っ け る 事 に 重点を置い たプ ロ グ ラ

ム に なっ て い る。イ ン タ
ーネ ッ トで 調 べ て み る と、全国 の 高等学校や 大学な どが 「Type　 Quick」 に 高 い

評価を し、導入 し て い る。厂ワー ドプ ロ セ ッ サ 1」 で は授業開始前、指な ら し と して 数十分使 用 し て い

るが、学生達は皆集 中 して 取 り組ん で い る。

　5 − 1 で 述 べ た よ うに 、こ こ で 生 徒
一

人
一

人 に チ ェ ッ ク を い れ 、 徹底 的 に 指導をする こ とが重要な タ

イ ミ ン グ と考える。ス ター ト時、生徒はゲーム感覚で 「ハ イ ス コ ア 」 をね らお うとして しま う。そ の う

ち初心者 は ホ
ー

ム ポジ シ ョ ン を守 りながらも、な か なか 覚え ら れず、動か ない 指に 悩み落ち 込 む が 、パ

ソ コ ン 経験者 は 自己 流 の タ イ ピ ン グ を し は じ め る。（元 々 正 し い タ ッ チ タ イ ピ ン グ が で き て い る 生徒は

別）タ イ ピ ン グ ソ フ トで の 学習は 、最終的に 両者が 同 じ実力 が 付く指導を して い る。正 しい 姿勢を とり

マ イ ペ ー
ス で 頑張 る 学生 に は 「焦 らず そ の ま ま 」 と励 ま し、自 己流 の 学生 に は そ れ ま で の 特性 は い か し

つ っ 、正 しい 指使 い を手取 り指導す る。そ こ まで し て は じめて タイ ピ ン グ ソ フ トを使用す る意 味があ る

と考え る か らで あ る。

5 − 3 　 10分 間入力練習 とグラ フ 化

　 「ワ
ー ドプ ロ セ ッ サ 1 」 受講期間中に 「日本情報 処 理検定協会」 の 日本語 ワ

ープ ロ 検定 （以後 ワ
ープ

ロ 検定 と表記）対策を行 っ て い る。申込 日 ま で の 閼、学生
一

人
一

人 の タ ッ チ タ イ ビ ン グ レ ベ ル をチ ェ ッ

ク、全員 に適切 な受験級 の ア ドバ イ ス をして い 　
．
　　　　　　　　 未 経験者 入力記 録表

る。さらに 日 々 の 結果を表計算 ソ フ トで管理 し、

履修期間の 中間時期 と最終時 に プ リ ン トア ウ ト

し、上達度 を確認 して い る。

　打数 を グ ラ フ 化す る こ と に よ り 自分 の 実 力 を

把握で き る だけで な く、大きな 自信に も繋が る 。

毎年 ワ
ー

ドプ ロ セ ッ サ の 授業 ア ン ケ
ー

トの 自由

記載欄 に は 「こ れ ま で 全 くパ ソ コ ン が で き な か っ

た が、文字が 早 く打て る よ うに な っ た の で 大 き

70060050040030020010004

月 17B 　　　5 月 1 日 　　　5 月 15 日　　　5 月 29 日 　　 6 月 t2 日 　　　6 月 25 日　　　7月 10 日

　　　　　　　　　　　　 1

　 　 　 　 　 　 　 　 　
−

◆
一

打数

　　　 図 3 未 経 験 者 の 入 力記 録 表
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ワ
ー

ドプ ロ セ ッ サ 科 目の 教授 法 にっ い て

な 自信 が つ ・ ・ 1 な ・・ 幸先 ・ 良・ ・答 ・・1
’
　

i 　 　 繩 飄
・・ 　 　 1

多 い
。

2 年間続 く情報授業 に 向 か っ て前 向　！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 800

きに取 り組 も うとい う意識 を高め る こ と に 　 1700

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ： 600　
も繋が る だ ろ う。　　　　　　　　　　　　

…
50D

ラ フ の 例 で あ る。初 心者 は 皆 、なだ らか な　　
200

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1
者は 高い数値か ら の ス ター

トで あ るも の の
1 　 　 　 　 ［．子 磁

．

伸び悩 み 、後半 は 不 安定 に な る傾向 が あ る。　　　　　　　 図 4 経験者 の 入 力 記録 表

こ の 先、両者 の 差 が出 て く る と こ ろ で 、2 年になり検定受検級 で 表す と 1 級以上 の 受験 ・合格 で き る の

は初心者側で 自己流経験者は 2 級 か ら厳 しい 状 況になっ て くる ケ
ー

ス が多 い 。

5 − 4 　検 定対策 と長文入力

　検定対策 と し て だ けで な く、正 し い 文 字変換 の 学習指導を す る部分 で ある。生 徒 だ けで な く
一
般 の 人

で も
“
文字入力 は誰 で もで き る

”
と考 えて い る が、こ こ で は

“
自己流を捨て MS − IME を知 り、正 し

く使 っ て変換する
”

とい うこ と が 入力効率 を上 げ、延 い て は検定合格 に つ なが る、とい う事を 理解 させ

て い る。具体的 に 以 下 の 内容 は 徹底指導 して い る。

1） 日本語入力 シ ス テ ム はMS−IMEス タ ン ダ
ー

ドにする 。

　　　　こ ち らに つ い て は 7 − 1 で 解説 して い る の で そち らを ご 覧 い ただ き た い 。

2 ）長文 は 2 文節程度で変換 し、句読点は単独 で い れな い 。

　　　MS − IME の 学習機能 を正 し く働 か せ る こ とを意識 した変換をさせ る。単漢字や単語変換 の 癖

　　が っ い て し ま うと入 力 の 効率が大変悪 くな る。どれ だけキ
ー

タ ッ チが 早 くて も計測 の 打数は伸び な

　　くな る 。 そ の よ うな生徒に は 打数が 減 っ て もよい の で、まずは 2 文節変換す るこ とを身 に つ け る よ

　　う指導 し て い る。

　　　句読点 は 単独 入 力 し、変換し て し ま う と 「、。」 が 「
，
．」 （カ ン マ ・ピ リオ ド）に 、変換 され て し

　　ま う。 また厄介 な こ とに 学習機能が働 き、以降句読点を入力す る と変換 しな くて も入力 しただけ で

　　カ ン マ
・ピ リオ ドに 自動変換 され る こ とがあるか らで あ る。さらに ワー ドの 機能 「入力オー

トフ ォ
ー

　　マ ッ ト1 と絡 み 合 っ て し ま うと修正 す るの に も大変 な事 に な る 場合が あ る の で特に 注意を した い 所

　　で あ る。

3 ）間違 っ た変換は変換前 に 戻 して か ら修 正。

　　　間違 っ た変換を した 後、す ぐ に BackSpace キ
ー

を押 して し ま う人が 多い と思 う。 する と ど の よ う

　　な こ とが 起 こ るか。間違 っ た所が消えずに 思っ て もい ない 文字か ら消去 され て い く。結局全部消去

　　し再入力、とい う運 び に なっ て い くの で は ない だ ろ うか 。

　　　文字 の 修 正 ・消去 に もMS − IME の 正 し い 操作 を身に つ けな ければ これ も入 力 の 効率が 大変悪

　　い 。BackSpace キ
ー

を押す前 に ESC （エ ス ケ ープ）キー
で 誤 っ て 変換 した文字 を変換前 に 戻 し、
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　 次 にBackSpace キーを 使 うの が 正 しい 方法 で あ る。何 で もな い よ うな こ と だ が 、もた もた し て 計測

　 す る と間違い な く大きな ロ ス タ イ ム に な る。

4 ）Enterキー
の 使用 を減 らす。

　　 変換後 の 確定はEnter キー
を押す。これ が 基本で あ る がEnter キ

ー
を多用す る癖 が 付 く と、 2 ）で

　 説 明 し た単漢字や単語変換に な りやす くなる。 2 文節 変換 を して い て も、
一

度に 正 しい 文章が変換

　 で き て い れ ばわ ざわ ざEnter キ
ー

を押す必要 はない 。　 Enter キー
の 回数を減 ら して 計測をす る と、驚

　　くほ ど打数が増 える。打数 で伸び悩 ん で い る人 の 原因 の ほ とん ど こ れ が原因 とい っ て よい ぐ ら い だ 。

　　キ
ー

タ ッ チ の 早 い 人な ら10分間に 200宇前後 の 差が出る。10年以 上 ワ
ープ ロ 検定指導を して きた 中

　　で 数え切れ ない 人たち に それ を指摘、矯 正 を経験 し て き た。

5）手 元 を見ない で 原稿 に視線をお く。

　　　ワ
ープ ロ 検定は 入力 ・ビ ジネス 科 目共 に 手書き文書 で あ る。こ れは とて も読み づ らい 。文書を作

　 成す る理想 的な姿勢は 「原 稿か ら目を離さな い 」 とい うこ とで ある。それ に 対 し学生 は 「画 面 は い

　　つ 見るの か ？正 し く変換 され て い なければ どうす るの か ？」 と言 う。

　　 原稿を見、手 元 を見 、 画面 を見 る、と い う操作 を す る と原稿を 見 失 う。そ こ で 発生す る ミ ス は

　　「脱行 」 で あ る。目が 飛 ん で しま うの で あ る 。

　　　タ ッ チ タ イ ピ ン グが完璧 に な るとまず手元 を見る必 要は無くなる はずで あ る。入 力 ミ ス を起 こ し

た ときに は 自分で 「ミ ス を し た 」

とい う手応えを感 じ る よ うに な る 。

生 徒 に は 「そ の と き に 画 面 を見れ

ば よ い の だ 」 と ア ドバ イ ス を し て

い る。それ 以外 は 文章か ら判断 し

て 画 面確認 が必 要 な タ イ ミ ン グ も

分か る よ うにな る。検 定 で の 脱行

は 大きな減点に 繋が る。 1 級な ど

で は 「1 字ミ ス ＝− 5 点 」 で 採 点

され る の で 脱 行 は大きな痛 手 とな

る。入 力 で の 不合格者 の 多くは そ

れ が 原因 で あ る とい っ て よい
。

6 ．ビジネス文書に つ いて

6 − 1　 ビジネ ス 文書の構造

　 ビ ジ ネ ス 文 書の 正 し い 作成方法 を検

定 の 文 書作成科 目 を 通 じ て 身 に つ け さ

せ て い る 。 卒業後 の 実務 で ビ ジネ ス 文

書 の 作成は必 須作業で あ る。学生が受
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図 5 ビジネス 文書 添削 の 例
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ワードプ ロ セ ッ サ 科 目の 教授法 につ い て

験す る ワ
ー

プ ロ 検定 で は 3 級 ま で は配置 な ど完成に近 い 内容 の もの 、準 2 級以 上 か らは メ モ 書きか ら正

し く清書する 内容 に な っ て い る 。
ビ ジ ネ ス 文書 の 構造 を理解 して い ない と、た だ 文字が 早 く打て る だ け

で は 合格が で きない 。授業中 の 指導 で はただ合格 レ ベ ル に もっ て い くだ け で な く、実務で は
一

つ の ミス

も許 され な と い うこ と を 学 ぱ せ る た め に 100点満 点 の 文書作成を作 らせ て い る。毎 回 プ リ ン トア ウ トし

自己採点し た も の を提出 させ 、さらに 細 か く 添削指導を行 っ て い る 。 図 5 は ビ ジ ネ ス 文書 の 正 しい 構造

に 基 づ い て 添 削 した例 で あ る。

6 − 2　作成時の 注意点

　ビ ジネ ス 文 書に は 原則があ る が、図 5 で 示 した よ うに 、ワ
ー

プ ロ 検定 の ビ ジネス 文書科 目には さらに

細 か い 採 点基準 があ る 。 手書き文書か ら起 こ す の で 生徒は最初 の うち、原稿 どお りの レ イ ア ウ トにあわ

せ て 人力 して しま う。段落 の 途中で 強制改行 を して し まっ た り、受信者、発信者の配置を逆に して し ま っ

た りす る。問題集か ら様々 な パ ター
ン で 数を こ な し、手書き レ イ ア ウ トに 惑わ され ぬ よ う前付 、本文、

別記、複文を正 し く清書する 力を身に つ けて お く必要があ る 。

7 ．ア プ リケーシ ョ ン ソ フ トの 機能と習得 （MS − Word ）

7 − 1　 日本語入 力

　日本語 入 力 シ ス テ ム 「IME − 2003 」 の 入力方式 に 「ナチ ュ ラル イ ン プ ッ ト」 と 「IME ス タ ン ダ
ー

ド」 の 2 種がある。MS−Word の 規定値 で はナチ ュ ラル イ ン プ ッ トが 選択され て い る が、「IME ス タ ン ダー

ド」 を推奨 して い る。

　ユ ーザー側が文節変換を適切な タ イ ミ ン グ で行 っ て い く 「IME ス タ ン ダ
ー

ド」 に対 し、「ナ チ ュ ラ

ル イ ン プ ッ ト」 は IME 側 が適切 と判断 し た タ イ ミ ン グで 自動変換 して い く方式 を とっ て い る 。 便利 な

よ うだが、結局後か ら再変換作業を して 修 正 す る必要が あ る。それ で は とて も効率 が悪 い 。企業 で の 社

員 PC 研修 な どに 出向 くと各 ア プ リケ
ー

シ ョ ン をそれ な りに 使 い こ な し て い る ユ
ーザーで も 目本 語入 力

シ ス テ ム の 設 定にま で こ だわ る人は意外 と少 ない 。キータ ッ チ が で きれ ばそれ で満足 し て い る か らで あ

る。普段 か ら人名 地 名、話 し言葉優先、カ タ カ ナ 語 英語 の 各種辞書 の 利用な ど、しっ か り活用す る よ う、

学生 に は 指導を して い る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　飜韈欒覊 灘鑼 靉靉

　 　　1韈i鏤臻茎iili　ili窶晝靉鬟｝辞書　　　　…饑　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臻灘 钁驪懿
　 図 6 【ME ス タン ダ

ー
ドとナ チ ュ ラル ィン プッ ト　　　　　　 図 71ME プロ パ テ ィの 辞 書設定
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7 − 2 　 単語登録

　難 しい 単語や長い 文字列 など を毎回入力す る の は 困難 で ある。そ の ような とき に 便利 な の が 単語登録

で あ る 。
ワ ープ ロ 検定 の ビ ジネス 文 書科 目で も使用 で きそ うなもの は各 自自由に 登録 させ て い る。

　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　表 1　 単語登録 の 例

読み 変換 され た 文 字

が くせ き BOOOOO　高 田　花 子

か ぶ 株式会社

だい と り 代表取締役

て る、ふ あ TEL 、　 FAX

と こ ろ 二 重県津市
一

身田豊野 195

め一る bOOOOO＠st ．　takada −jc，　ac ，　jp．

あ あ りが と うござい ま す。

よ う よ ろ し くお願 い 申 し上 げます。

7 − 3 　 ペ ー
ジ設定

　個人的な意見 と して 、MS−Word の ペ ージ 設定機 能は 「柔軟性 に欠ける」、と感 じる部分があ る。それ は

余 白の 設 定 で あ る。規定値で あ る A4 版に 基 準 を あ わ せ た 上 下左 右 30  の 数値 が 用紙 サ イ ズ を 変更 し て

もキ
ー

プ されたままにな る の で あ る 。 そ の結果用紙サイ ズ の 小 さなハ ガ キ な どは 字詰め ・行詰め が 極小

となっ て し ま うの で ユ
ーザーが 余 白をマ ニ ュ ア ル 設 定す る必要 が 出て くる。

　用紙サ イ ズ、文 章 の 種 類 に よ っ て 適 切 な ペ ージ設 定 の 値 を 適 用 で き る よ うに した い 。字詰 め ・行詰 め

により文字 、行 ピ ッ チ共に自動設定 もされ る の で 個人 の セ ン ス も必 要 で あ る 。 学生 に は検定問題集 の ビ

ジネス 文書問題や、セ ク シ ョ ン 区切 りな ど を 自由に 挿入 し、DTP を意識 し たチ ラ シ や パ ン フ レ ッ トな

ど高度な設定が 必 要な文章を作成させ て い る。

　教科 書 どお りで な い ペ ー
ジ設 定を展開 で き る こ とが、MS−Wordを自山 自在 に操作す る こ と に繋が る 重

要なポイ ン トに な る の で あ る。

7 − 4 　 バー
ジ ョ ン 2003と2007対応

　2003年秋 か ら 3 年 の 時を経 て Office2007 が 登場 し た。2007 バ ージ ョ ン は 外観 、 操作性 も大 きく様変わ

り し て い る。平成 19年度入学の 学生 が 入学時に パ ソ コ ン 新規購入 を して い れ ば、OSがVISTA で かつ Office

2007プ リイ ン ス ト
ー

ル モ デル で あろ う。

　し か し現在、企 業 で 導入 さ れ て い るOffice の バ ージ ョ ン は ほ と ん どが 2003 で は な い だ ろ うか
。 大 手 派

遣会社 2社 の 営業担当 に リサ ーチ して みた 所 、2GO7年秋現在、取引企業 の 100％が そ うで ある と い うこ と

で あ っ た。

　平成 19年度前期授業 ア ン ケ
ー

トの 自由項 目で 「自宅 PC の Office バ ージ ョ ン は い ずれか ？」 の 項 目を

設 けて み た。実施ク ラス は ワー ドプ ロ セ ッ サ初心 者 （24名）ク ラ ス と 「イ ン ス トラ ク タ演習 1」 （2 年

10名）を 対象と し た。図 8 の グ ラ フ は そ の 結 果 で あ る が、す で に 3 割近 い 生徒が2007 バ ージ ョ ン を所有

して い た。
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ワ
ードプ ロ セ ッ サ科 目の 教授法 につ い て

　 こ こ で 出 て くる問題 は 2007 バ ー
ジ ョ ン 所

有者 が 学校で 学ん だ 2003 バ ージ ョ ン 操作法

と自宅 の 2007バ ージ ョ ン で の 操作法が異な っ

て し ま うとい うこ と で あ る。 2003 バ ージ ョ

ン で は従来 どお りメ ニ ュ
ーバ ーやツ ー

ル バ ー

を利用 し て 操作 で き るが 、2007 バ
ー

ジ ョ ン

で は 見 た 目 が 全 く違 う 「リボ ン 」 と呼 ばれ

るメ ニ ュ
ーバ ー

と ツ ール バ ー
を統合 し た操

作画面 に 変わ っ て い る。2003 バ
ー

ジ ョ ン で

極め て き た パ ワ ー
ユ

ー
ザ
ー

に も こ れ に は 困

惑 した こ とだ ろ う。

　 しか し 実際に 2007バ ージ ョ ン を使 い 込 ん

で みた と こ ろ、2003バ ージ ョ ン で確実な ス

キ ル が 身に つ い て い れ ば全 く問題 が な い 。

特に MS−Wordに 関 し て はむ しろ操作 が容易に

な り、シ ン プ ル に な っ た よ うに感 じ る。操

作 に 迷 っ た ら右 ク リ ッ ク で 対 応す れ ば 疑 問

も回避 で き る で あ ろ う。 ただそ う思 える よ

うに なる に は 逆に 2003 バ ージ ョ ン の 経験 は

必 要だ。短大で も受験指導を行 っ て い るM

OS 検 定 （マ イ ク ロ ソ フ トオ フ ィ ス ス ペ シ ャ

リス ト） も 2007 バ ージ ョ ン 登 場 に よ りMC

AS （マ イ ク ロ ソ フ ト認定 ア プ リケ
ー

シ ョ

ン ス ペ シ ャ リス ト） に 移行 して い る。右ク

リ ッ ク は MCAS 対策 で は お 勧め で きない

が、「企 業で の 活 用 」 が 第
一一
優 先 と考 える と

図 8 自宅 PG の office バ ージ ョン

図 9 ツ
ー

ル バ ー
操 作 の ワ

ード 2003

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　　 　　 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　　 　　 　 図 10 リ ボ ン とコ ン テ キ ス チ ュ ア ル タ ブ 操 作 の ワ ード

当面 2003バ ージ ョ ン 重視 の 指導を続けて い く こ とが 望 ま しい で あろ う。

おわ りに

　習熟度別 ク ラ ス 分け に よ っ て 、学生間 に
“
で き る ク ラ ス

” “
で き な い ク ラス

”
と か 、

“
上 の ク ラ ス

”

“
下 の ク ラ ス

”
とい う、差別的な考え で見 られる こ とを避 けた い

。 こ の よ うな意識で ク ラ ス 分けをす る

の で は な い こ とを第
一

回 目の オ リエ ン テ ーシ ョ ン で 充分 に 説 明を して い る。習熟度別 ク ラ ス 編成 と表現

したが、小 中学校 で の 習熟度別授業 とは 異な り、高校 で の ア プ リケー
シ ョ ン ソ フ トウ ェ ア 利用経験別 に

ク ラ ス 分 けを し て い る の で経験別 ク ラス 分 け と言 うべ き で あろ う。 こ の 経験別 ク ラ ス 編成は、入学時に

ア ン ケー トを採 っ て ク ラス 分 けを して い る が、ク ウォ
ータ制的開講 と組 み 合 せ て 授業 を 行 っ て い る 点 に
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特色 が あ る。こ れ に よ り、入学時 に 短期間 で 集 中的 に 、か つ 、学生 の レ ベ ル に 合 っ た内容 で 授業を受け

る こ と が で き、理 解 しや す く興味 をも っ て 授業に 臨み、検定試験 とい う目に 見える成果 を得 る こ とで 充

実感を得て い る 。 本科 目以後 の 他科 目へ の 波及 効果 は 大きい とい え る。

　今後 の 課題 と し て、期 の 途中で の ク ラ ス 分け再編 の 必要性 と期待 され る 効果 に つ い て 検討 し よ う と し

て い る。期の 前半に 「ワ
ー

ドプ ロ セ ッ サ 1 」 後半 に 「ワー ドプ ロ セ ッ サ n 」 と 2 つ の 科 目に分け て 開講

し て い る が、こ の 前 半 と後半 の ク ラ ス 分 け は 、前半開始時 に ク ラ ス 分 け 1 回 の み で あ り、後半の 開始時

に 改め て 、「ワ
ー

ドプ ロ セ ッ サ 1」 の成果を踏まえ て クラス 分 けをや り直 して い ない
。 前半と後半の 間

に ク ラ ス 分 けをや り直す作業時間が確保 出来 ない こ とと、当初か らク ラ ス 別 に講義内容 を変 えて い るこ

とか ら、途中で の 再ク ラ ス 分け は 、 講義 の 連続性 を維持で きない 学生 も出て く る 可能性 が ある こ と が そ

の 理 由 で あ る。

　ク ラ ス 分け の ア ン ケ
ート項 目に つ い て は、平成 16年 に 作成 し た もの を 4 年間使用 した。こ の 間 の 、情

報 に関す る社会的な変化や学生 、就職先 の 意識 も常に変わ り続 けて い る こ と は明らか で あ り、ア ン ケ
ー

ト項 目を 早期 に 見直 し、授業 内容 に つ い て も、他 の 表現や コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 、文書作成 関係 な ど の 科

目 と連携 をと り 、 就職先 の ニ
ーズ を調査 し対応 し なが ら、ソ フ トウェ ア の バ ージ ョ ン ア ッ プ を意識 した

講義形態 と講義内容 の 改善を続け て い きた い と考 える 。
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　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 Mitsuru　 Kurata
（要 　約）

　短 期 大 学 に 限 定 した キ ャ リア ガイ ダン ス プ ロ グ ラム の あ り方 につ い て 教育課程 を 中心 に して 検討す る。本稿 に

お け る 「短 期 大 学 にお け る キ ャ リア ガ イ ダン ス プ ロ グ ラ ム 」 と は、企業へ の 就職 を念頭 に 置 い た 就職支援教育の

カ リキ ュ ラ ム を 中核 に据 え る も の で あ る 。 ま た、プ ロ グラ ム とは カ リキ ュ ラ ム お よび ワ
ー

ク シ
ー

ト等 を含 む授業

内容 を意味す る も の で あ る。それ は科 目の 連動 に よ っ て構築 され る もの で あ り単独 の 科 目の み で 完成されない。

（キ
ー

ワ
ー

ド）

　教育課 程 と し て の キ ャ リア ガ イ ダ ン ス プ ロ グ ラ ム 、キ ャ リア 支援科 目、科 目の 連動

1 ．は じめ に

　短期大学 に お け る キ ャ リア ガイダ ン ス プ ロ グラ ム の 構 築は、入学者数減少 とい う点 と、短期大学の 存

在価値 そ の も の の 低下 と い う二 点か ら、存続が危ぶ ま れ る 短期大学に と っ て の 重要な取 り組 み 課題 の ひ

とっ と い え る。

　本稿 で は、筆者 らが所属す る高 田 短期大学オ フ ィ ス 情報学科にお い て 平成19年度よ り開始 した教育課

程 の 「キ ャ リア 支援科 目 （資料 1 ）」 と 「ビ ジネス 実務科 目」 （とくに オ フ ィ ス コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン と簿

記会計）の 連動を キ ャ リア 教育と い う視点か ら捉え 「短期大学に お け る キ ャ リア ガイダ ン ス プ ロ グ ラム

の 構築」
1

と して い る。そ して 、真 弓 ・倉
『
田 ・手 嶋 （2007） にお い て 論 じたキ ャ リア 教 育実践 の 課題 を

受 け、本学科 で 新た に展 開 しつ つ ある実践内容を中心 に し て 論 じ る もの で あ る。

2 ．短期大学に 必要 とされるキャ リア 教育の 目標 〜 YES プ ロ グラム の導入 と活用 〜

2 − 1 ．キ ャ リア 教育 プロ グラ ム の 目指す もの

　近年 「キ ャ リア 教育」 は、文部科 学省 「現代 的教育二
・一ズ 取組支援 プ ロ グラム （現代 GP ）」 にお い

て も 「実践的総合キ ャ リ ア教育の推進
2
」 が テー

マ と され る よ うに、大学 ・短期大学 ・高等専門学校に

お い て 社会的要請 の 強 い 政策課題 と して 積極的 に 取 り組 まれ て い る。若年者雇用が社会 的問題 とな る な

か で、大学等におけ る学生 の 高 い 職 業意識 ・能力 の 育成 を 目的 とし、実践 的かつ 体系的なキ ャ リア 教育
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を学校 と して 組織的 に行 う取組 を選定 し、支援を行 うこ とが趣旨 ・目的 とされ て い る。

　こ の よ うななか で、本学科 は 平成 18年度よ り 「YES プ ロ グ ラム （Youth　Employability 　Support 　Program

若年者就職基礎能力支援事業）」 を導入 した。プ ロ グラ ム 内容 で あ る 「ビ ジネ ス マ ナー
」 「基礎 学力 （計

算 ・計数 ・数学的思考力）一「基礎学力 （社会人常識）」 「基礎学力 （読み ・書き）」 「コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン

能力 」 「職業人意識 」 の 醸成 に努 めるべ く、『ビ ジ ネ ス マ ナ
ー 1 』『基礎演習 1 』『基礎演習 H 』『国語表

現』『言葉と コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン 』『キ ャ リア ガ イ ダ ン ス 』と い う科 日を中心 に教育を行 うこ と と な っ た

もの で あ り
3
、こ の 導入 へ の 背景は真弓 ・倉田 ・手 嶋 （2007）に お い て 述 べ た とお りで あ る。従来ま で 、

各科 目で 目指 して きた もの を、YES プ ロ グラ ム として 再構築 したわけ で あ る。以下 で は 、こ の 現状 と

課題 に つ い て 見 て い き た い 。

2 − 2 ． YES プ ロ グラム の 現状と課題

　平成18年度生 の プ ロ グラ ム 修 了 者数は 40名で あ っ た 。
こ れ は留学生 を除 く学生数か ら考 える と約 8 割

と い え る。また 、平成 19年度 生 につ い て も、留学 生 を除 くす べ て の 学 生 が プ ロ グラム の 終 了を 目指す履

修 を 行 っ て い る。平成18年度生 に 限 っ て は 、YES プ ロ グ ラ ム に 対す る 認 知 度 の 低 さ な ど に よ っ て 約 8

割 の 修 了 者 に とどま っ た もの と考え られ る 。 また、指定 され た資格 を
一

つ 以上取得する こ とが条件 とな っ

て い るが 、こ の 資格取得を計画的 に行 うこ とが 出来 て い な い 等も影響 して い るよ うに思われ る。

　 プ ロ グ ラ ム の 終了 （と就職基礎 能力修得証明書 の 取得） が 即、就職 の 決定 に つ な が る と は言 い が た い

こ とは事実 とし て あ る 。 教育課程内 に導人 して い る 点 か ら予 想 され る が、総 じて 学生 の 取 り組み方 の 実

態 は 厂科 目 を修得 す る こ と」 に 専念す る の で あ っ て 、「科 目 の 目標 を修得 す る 」 こ とを 目 指す の で は な

く、本来 の 修得 目標 を達成 した とは言 い が た い ケ
ース が 少 なくな い （もちろん ペ ーパ ー

テ ス ト等に よっ

て 、単位修得 が本 来 の 目標を達成 した と評価 し、単位認 定 して い る の で あ る が）。極 論で は あ る が、手

段 が 目的化 した ま ま で 終 わ っ て し ま うの で ある。こ の 点 に つ い て は、プ ロ グ ラ ム の 具体的内容 とな る 授

業内容の 改善を継続 し て い く こ と は 当然 と して 、関連科 目に お い て も同様 の 意図を もっ て フ ォ ロ
ー

して

い くこ とも必 要 とな ろ う。

2 − 3 ．キ ャ リア教育目標 と して の 資格取得支援の 限界

　以上 の 「就職基礎 能力習得証明書」 の 取得 は、資格取得支援 の
一

環 と し て み る こ とも で き る。それ は

い わば約 1 年間 の 到 達 目標 の 設定 と、そ の 目標達成 に 向け た 支援 で あ る。ま た 、さ き に 指摘 した 通 り、

そ もそ も YES プ ロ グラ ム は指定 され た 資格を
一

つ 以 上 取得す る こ とが 条件 と な っ て い る。本 学科 の

「ス キ ル ア ワー ド」 シ ス テ ム
4

を 連動 させ る こ とが プ ロ グ ラ ム そ の も の の 価値 を高 め る こ とに もな ろ う。

指定された資格 は 「情報技術 」 「経理 ・財務 」 「語学力 」 等 で あ り、主 として ビ ジ ネ ス 実務科 目の 「情報」

や 「簿記会計 」 で の 連動 が容易で あ ろ う
5
。

　 「強 化 資格」 で は社会や学生 の ニ
ーズ に あわせ た もの を教育課程内 に 用意す る こ とが 重要 で あ る。ま

た、単な る到達 目標 と し て の 資格取得 で は な く将来的なキ ャ リア に適応 し た もの で な くて はならない 。

し た が っ て 、取得 が容易 で は な い 資格が 対象 と な っ て く る こ とに よ っ て 、資格 取得そ の もの が大 きな 目
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的とな り、キ ャ リア教育目標と して 設定し到達度 を確認す る よ うな指導は で きな くな る。

3 ．短期大学に おけるキ ャ リア ガイダン ス プロ グラム の あ り方

3 − 1 ．休験型ガ イ ダ ン ス の拡充

　本学科 の 体験型学習 につ い て は 別稿 （真弓 ・倉田
・
手嶋2007、真弓

・倉田 ・林 2004、真 弓1999） で 論

じて きたとお りで あ り、『社会体験学習 1 』 → 『社 会体験実習』 → 『社会体験学習 H 』 と い う流れ の 、

実習 とそ の 前後 の 学習を充実 させ て い くとい う展 開に変更はな い
。 また 、 今後もキ ャ リア ガ イ ダン ス プ

ロ グ ラ ム の 中核 として位置づ け られ る で あ ろ う。しか し なが ら、近年 の 小 ・中 ・高にお い て 「職場体験」

等の 名称 で 展 開 され る 「総合的 な学習 の 時間 」 等 を経験 した 学生 を前提 と して き た もの で は な い こ とも

事実で あ る。鷲尾 （2007）の 指摘す る 「情報 」 必修化の影響と同様に、学生 の 現状 を明確 にするなどの

対応 が必須 とな ろ う。

　平成 19年度 『社会体験学習 1 』で行 っ た簡易な学生 ア ン ケ
ー

ト
6

で は 、 科 目履修者45人中、高等学校

ま で の 「職場体験 」 等 の 経験者 は 38名、未経験者 7 名で あ っ た。経験者38名 中 7 名 が 1 週間 （5 日間）

の 経験があ り、そ の 他は 1 〜3 目 で あっ た。実習先 を大 き く 2 つ に わ け る と、幼児教育 ・介護系 （幼稚

園 ・保育園 ・介護施設 等〉の 実習経験者が 22名 、『社会体 験実習』 （企業 ・病院 ・官公 庁）系 の 実習経験

者が 16名 で あ っ た。『社会体験実習』系 の 実習経験者16名 中、 1 週間 （5 日 間） の 経験者は 4 名 の み で

あ り全体 の 10％未満 で あ る こ と か ら 『社会体験学習
・実習』 の 当初か ら継続 して きて い る 「2 週 間 （10

日問）の 企業への 実習 」 の 意義 を うかが い 知れ る。

　しか しなが ら、学生数が減少する傾向に反 比 例す るよ うな学生 の ニ ーズ の 多様化 に 対 応 し、実習先の

多様化等 を行 わなければな らな い 状況 に 変わ りはない 。 こ れ らの 点 につ い て の 改善策 は 大 きくわけて 二

つ で あ る。第
一

に 実習先 の 多様化 で あ り、第 二 に 事前 ・事後学習の 充実で あ る。第二 に つ い て は、「職

場体験 」 は 文 宇 通 り職 場 を体験す る に すぎず 、就業体験 の 段 階ま で に は 至 っ て い な い こ とか ら も、実習

へ の 準備段 階の 授業内容 と事後の授業内容 の 意味づ けを再構 築す るこ とによる改善が可能 と考え る か ら

で あ る。

　例 えば 「ビ ジネ ス マ ナ ー
」 「コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン 能力 」 「職業人意識 」 とい うYES プ ロ グラム で求め

られ る能力要件 にっ い て 、 実習を通 して どの 程度修得で きた か 等の 確認 を行 うこ とによ りYES プ ロ グ

ラ ム の 再確認
・連動による充実等が考えられ よ う。

　なお 、以上 の よ うな明確な枠組み をも とに したも の で はな い もの の 、プ レ ゼ ン テ ーシ ョ ン を行 うこ と

を 目標 とし、そ の ス ラ イ ド作成時 に 自ら の 体験の 内面化 を強化 して い くよ うな試 みは平成 19年度 の 『社

会体験学習 且 』に お い て 行 っ た。平成 18年度 ま で 行 っ て き た 発表会に PowerPoint を用 い る こ とを条件 と

し た に 過 ぎな い が、今後 の 展開に よっ て は実習時 の 取 り組 み 方 へ の 良い 影響を期待で き る と考え て い る。

ま た 、 2 年 生 の 卒業研 究 レ ポ
ー

トの 発表会 を 意識 して 、学科 全体 の 「実習発表会 1 と して 構築し て い く

方 向 性 も考え ら れ る で あ ろ う。

　実習先 の 多様化 に つ い て は 、平成20年 度よ り 「ボ ラン テ ィ ア 体験 の 導入 」 をすすめ て い る。『社会体

験学習 1』に お い て 、ボ ラン テ ィ ア 活動 に お い て 必 要 とされ る リ
ーダー

シ ッ プ や コ ラ ボ レーシ ョ ン の 演
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習を授業内容 に挿入す る こ と で 、ボ ラ ン テ ィ ア へ の 意識 を 目覚 めさせ 、ボラ ン テ ィ ア 体験 と し て の 実習

先を予定 し て い る。ま た 、こ れ に 連動す る 形 で 平成 21年度 よ り 『現代社会 と ボ ラ ン テ ィ ア』 （2 年前期）

を新規 開 講 す る。体験型 学習 は 2 年生向け と し て は 展開され て お らず 、夏季休暇等 における ボ ラ ン テ ィ

ア へ 誘導す る科 目を導入す る こ と に よ っ て、そ の 教育効果をね らう意図もある。

3 − 2 ．キ ャ リア教育 の 早期 化 〜ビジネ ス リテ ラシー演習の導入 〜

　平成19年度よ り 「ビ ジネ ス リテ ラシ
ー

演 習 1」 を開講 し た。 「キ ャ リア 支援科 目」 の 新 た な中核的科

目 と して位置 づ けた こ の 科目は、学科の 全 教員が担 当す る も の で あ り 「基礎ゼ ミナ
ー

ル 」 「卒業研究ゼ

ミ ナ
ー

ル 」 同様 の 少人数教育を行 うこ とが 出来 る もの で あ る。 「ビ ジ ネ ス 実務を 学ぶ た め の 基礎 能力

（リテ ラ シー）を身に つ け る こ とを」 ね らい と し、具体的内容は 、  自分を 知 る こ と 、   社会 を知 る こ

と、  文 章 を読む 力 と書 く力 を向 上 させ る こ と、  意見をま とめ発表す る力を習得す る こ と、  調査
・

研究 ・発表 の 基本を知 るこ と、とい う 5 つ に分け て授業の 内容 ・計画 を行 っ た。

　以降で は、筆者 らが 中心 的に か か わ っ た内容 で ある  と  、すなわ ち他 の 科目 と の 連動を意図し た内

容 で あ り、非体験型 の ガイダン ス と して の 今後 の 展開 が 見込 め る もの と捉 え、若干 の 考察 を 加 えた い 。

  自分 を知 る （主担当者 ： 畠山義啓）

　 こ こ で は、主に強み の 発見 を め ざ し自分史 の 作成を行 っ た。従来 、1 年後期 の 『キ ャ リア ガ イ ダ ン ス 』

の 初期段 階で 作成を行 っ た 自分史である が 、入学か ら 半年 間 の 自分史が展 開され て い な い 学生が多 か っ

た こ ともあ り、高等学校 ま で の 棚卸 しを い ち 早 く行 うとい う意味 も含め て 早期化 した もの で あ る。自分

史 の 項 目と して は 「得 意 ・
不得意科目」 「学外活動 」 「趣味 （好 きな こ と）」 「努力 した こ と」 等 の

一
般的

なもの で あ り、小学校か ら高校時代ま で の 時系列 で 記載す る 形式 で あ る。『キ ャ リ ア ガイダ ン ス 』にお

い て 使用 し て い るテ キ ス ト
7

の ワ
ーク シ

ート と 同 様 の もの で あ る。こ の ワ
ー

ク を通 じ、自分 を 知 る こ と

だ けで は な く、関係が 深 ま っ て い ない 段階で の 他 の 学生 との ふれ あい は、こ の 科 目の 最終目標で もあ る

協調性 の 向 上 の 第
一

歩 と して 相応 し い もの で あ っ た と い え よ う。

　こ の 「自分を知 る」 に連続 す る 『キ ャ リア ガ イ ダ ン ス 』で は 、「5 年後 の 自分」 を構想 し、そ の 実現

に向けたデザイ ン を行 っ た。こ の科 目で は 「自己 PRI をで きる とこ ろま で 、自らを開拓する こ とが評

価 の 対象と な っ て い る。こ の 点 で は 、2 年生 の 『プ レ ゼ ン テ ー
シ ョ ン 』に お い て も連続 し て い く こ とが

必 要で あ り 、 就職活動 時期 に重 な っ て くる点で も重要 と な ろ う。

  社会 を知る （主担当者 ：真弓徳光）

　こ こ で は、新聞 を活用 した授業内容と し た が、初回 に メ デ ィ ア ア ン ケ
ー

ド と して 学 生 の 実態を 調査

した。

　あ る程度予想 され た結果で あ る が 、52名 中24名 が 「新聞 を読ま な い 」 と答 え、「毎 日読む 」 が 10名に

過ぎなか っ た。過半数がほ とん ど新聞を読ま な い とい え る 結果で あ り、さらに、「どの 欄 を読む か 」 と

い う質問 に 対 し て は 「テ レ ビ番組 」 「天 気 予 報 」 が回 答 の 1 ， 2 番 で あっ た （複数回答あ り）。また、最
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も よ く利用す る メ ディ ア は37名 が 「テ レ ビ」、14名 が 「イ ン タ
ーネ ッ ト1、 1 名 が 「新聞」 で あ っ た。

　以 上 か ら考え られ る 2 つ の 教育内容 の 改善への 方向性 は 「活字に慣れ親 しむためにも新聞等 の 活字メ

デ ィ ア を 活用する 」 と 「慣れ親 しみやす い 映像 ・イ ン ターネ ッ ト （画像）を 活用する 」 で あろ う。前者

で は、本授業内 で各 自が
一

部ずつ 新聞を用意 し、ス ク ラ ッ プ した記事をゼ ミナ ール 別で発表 した後、代

表者が全員 の 前 で 発表す るなどの 演習を展開 した。

　後者で は 「NIE （Newspaper 　in　Education ）」 （財団法人 日本教育文化財団　http ：／／ww ．　pressnet 。

or ．　jp／nie ／nie ．　htm）の 映像教材や各新聞の ホ ーム ペ ージ の 活用方法な ど の 紹介を行 っ て い る。

　また、こ の 「社会 を知る」 に連続す る 内容 を含む 『基礎演習且』に お い て は、イ ン タ
ー

ネ ッ トを利 用

した勉強方法 を紹介 し て い る ． 例 えば、国会図書館 内の 「日本国憲法全文 」、各省庁 の ペ ージ か ら白書 ・

統計資料、世界文化遺産 の ホーム ペ ージを紹介す るな どである。語彙をキ
ーボー

ド入力 し、ワ ン ク リッ

クする とい う簡単なプ ロ セ ス で 膨大な情報 が 入手 で き る こ と を 知 っ て い る に もか か わ らず、残念なが ら、

自学自習を 目的 と して 有効に活用する こ とが で きて い な い よ うで あ る 。 こ の 点 は前章 「キ ャ リア教育教

材 の 開発 の 必要性 」 にお い て論 じた とお りで ある 。 以上 の 点は 2 年生 の 関連科 目で ある 『現代社会事情』

に お い て も継続 して 取 り組 ん で い く内容 で あ る。

　  、  、  に つ い て も簡単に付記すれば 「  文章を読む 力と書く力を向上 させ る こ と」 は 、テ キ ス ト

の 選定基準 の 明確化を行 うこ とが必要 で あ ろ う。例 えば、あくま で も慣れ親 しむ こ とを主 目的 とする場

合 と 、 名 著 ・名文 に ふ れ る とい う 目的 とで は テ キ ス トは 大 きく異な っ て くる 。
「  意見をま とめ発表す

る力 を習得す る こ と」 につ い て も同様 であろ う。「  調査
・
研究 ・

発表 の 基本を知 る こ と」 につ い て は

主 に ゼ ミナ
ー

ル 別 で の 活 動 が 前提 と され よ うが、調査 ・研 究 ・
発表 に つ い て の 共 通 テ キ ス トを 活 用する

こ とも考えなけれ ばならな い だろ う。

3 − 3 ．　 キ ャ リ ア 教育 の 部分的外部化 の限界 とそ の 超克

　以上 の よ うな内容に加 え 、 それ らの 部分 的な外部化 を積 極的に行 っ て き て い る。古 くは 『社会体験学

習 1 ・H 』にお ける実業人に よ る講演会形 式 の も の に は じま り、平成18年度に は本格的な コ
ーチ ン グ研

修を導入す るな ど、そ の 詳細は鷲尾
・畠山

・
手嶋 ・真弓編 （2007） の とお りで ある。コ ーチ ン グ研修全

体 と して 、実施前 の 打 ち合わせ を綿密 に 行 っ た こ ともあ り、大変有 意義な内容 にな っ た とい える。同時

に、行動 に結び つ ける技法 と い え る 「コ
ー

チ ン グ 」 の 研 究 ・習得 を教職員 が 行 うこ と の 必 要性を 強く感

じ、平成 19年度に は 教員向け コ ーチ ン グ研修を FD の
一

環 と して 実施する に い た っ て い る。

　また 、『キ ャ リア ガイ ダ ン ス 』 にお い て 平成 18年度 よ り実施 して い る 「Career 　Approach 」
9
につ い て

も、検査 結果 に つ い て の フ ォ n 一
研修 を キ ャ リア カ ウン セ ラ

ーに よ っ て 実施継続 中 で ある が、き め 細 か

な フ ォ ロ ーに つ い て は個別対応を行 うべ きもの で あり、継続的な対応が 不可能で ある点か らも外部化 に

は相応 しくない 。

　以 上 、外部化 の 限界 と し て 指摘 で き る の は 、全 面的 な 委託 で あ っ た と して も、実施前 の 綿密な打ち合

わせ が肝 要な点 で あ る 。 例えば山本 （2007）の よ うな科 目 自体を外部化 （非常勤講師等 と して ）す る場

合は 別 と し て 、部分的外部化 の 場合、全体的なす り合 わせ を行わなけれ ば、教育課 程 内 に お け る科 目 の
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連動 で 目指 す ようなMECE （Mutually 　Exclusive 　 collectively 　Exhaustive モ レ な くダブ リな く） を実

現す る こ と は 不可能 で あ り、安易 に 外部化す る こ とは 多大な コ ス ト （人的 ・金 銭的側面）をは らう割 に

は得られ る もの は 少 ない と い う事態に な り か ねな い。

　それ で は 、有効な外部化 が行 えたと し て 、理 想的なプ ロ グラ ム 構築が 出 来 る も の で あ ろ うか。そ れ は

可能 で あ ると机上 で 結論 づ ける こ とは で きる もの の 、同時 に、現実的な実施 の 段階 で 多 くの 問題 が発生

する こ と も予想で き よ う。い わ ばプ ロ グラ ム の 補完的な何 らか の もの が 必 要 とされ よ う。そ の ひ とつ と

して 考え ら れ る の が 、予 習復習な ど の 自学 自習を 支援す る 仕組 み で あ る。例え ばOn−Demand就職情報提

供 と し て プ ロ グ ラ ム 内容 を提供する キ ャ リア ガイダ ン ス ツール で あ る 。 内容 と して は 「就職活動を行 う

に 当た っ て 」 とい うよ うな初歩 的なガイ ダ ン ス か ら開始 し 「企業 が 求 め る 人 物像 」 「面 接試 験 の 評価 ポ

イ ン ト」 「面接時の マ ナ ー （お辞儀 の 仕方、表情の 大切 さ、身だ しなみ、言葉遣 い な ど）」 「面接 時 の 基

本 動作 （ドア の 開閉 ・入 退室 、椅子 の 座 り方 ・立ち方 、上席の 知識な ど）」 「面接の シ ミ ュ レーシ ョ ン

（訪 問、面接 時 の 挨拶 ・就職 面接 の 実習な ど）」 「電話 の マ ナ
ー

（電話応対 の 心構え ・電 話 の か け 方 ・電

話 の 受 け方など）」 「履歴書 ・エ ン トリ
ー

シ
ー

トの 書き方 」 とい っ た就職活動 に直結 した実際的な もの で

ある。やや大げさで は あるが 「実践」 と 「理 論 （プ ロ グラ ム内容）」 の 同時並行的な学び の 環境整備 に

よ っ て 内部と 外部 の ミ ッ ク ス が 整 い 、学生 の 主体的な自ら学ぼ うとす る行動 に よ っ て 完成す る こ とを期

待す るもの で ある。

　もちろん 、そ の よ うな プ ロ グラ ム 修了者に対 し て は、就職活 動支援機 能 をもつ 学校組織 （進路課） に

よ っ て 支援 （適 時適切な キ ャ リ ア カ ウン セ リン グな ど）さ れ る こ と に よ っ て 、各学 生 の 目標達成 が 可能

となる。その ため の キ ャ リア カル テ （「学生基本情報」 「取得資格情報 」 「進路指導記録 」 「入社試験情報 」

「実習情報 」 な ど） の 整 備 も重要 な要素 とな ろ う。ま た 、各大学生 の 悩 み に 回答 し て い る小 島 （2007）

に見 られ る よ うな Q ＆ A 形式 に よ る 対応 も、Webベ ース で提供す る こ と が で き よ う。個別対応が 基本 と

はい え、実は、同様 の 時期 に同様 の 悩み ・疑閙が生 じる こ とは 予想 され る し、そ の 悩み
・疑問を か か え

た ま ま に して し ま い 、活動 が 鈍化 し て い る よ うに も思 わ れ る。そ の 活動 とは 教員 に たずね て み る 、 とい

う簡単なもの も含ん で い る 。 想像で きる 限 りの 手 が か り、糸 口 を用意する こ と が 必 要 で ある。「学生 が

相談 に 来な い 」 の で は な く、学生 を相談 に 来 させ る よ うな仕組 み 作 り を して い な い 限 り 「学生 が 相談 に

来 ない 」 とい う言説 は、支援 者 の 単 なる 「言 い 訳 」 にす ぎない と肝 に銘 じた い 。

4 ．おわ りに　 〜 キャ
1丿ア 支援科 目 とビジネス 実務科 目の連動 〜

　近年、大学 ・短期大学に お い て 「キ ャ リア セ ン ター
」 等の 設 置 が急速に 進 ん だ。それ らは 従来か ら存

在 し た進路室等 の 衣替 えや組織変更 に伴 う名称変 更に過 ぎな い ようにも思われ るが、優れたキ ャ リア 支

援 の 実践事例 の 報告 が 増 加 して い る こ と も確 か で あ る （上 西編著、20G7等）。本稿 で は 、主 と し て キ ャ

リア ガイ ダ ン ス プ ロ グ ラ ム を教育課程 と して 論じ て きて お り、 学校組織的な キ ャ リア 支援は 別物 と し て

きたが、そ の 連携 の 重要性 を軽視す るもの で はない 。

　小杉 （2007） に お い て は、大学 の 行 うキ ャ リア 形成支援 の 諸 施 策が 初期 キ ャ リア に 及 ぼす影響 に つ い

て検討 され て い る。そ こで は 、キ ャ リア教育科 目や大学の セ ミナーは受講者の 中で 「役立 っ た 」 とする
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者が 、比較的少な い こ とが 明 らか に され て い る。ま た、卒業 生 か らの 評価 も厳 しく、今後、そ の 内容に

つ い て 十分に吟味 して い く必要性 が指摘され て い る。イ ン タ
ー

ン シ ッ プ は経験者 は 少 な い が、経験し た

者 の 中で は 、役 に 立 っ た と評価 す る 者 は 多 い と い う。

　小 杉 （2007） の 分析 を見 る限 り、本稿 で 論 じて きた体験型 ガ イ ダ ン ス を 中核に 考え るキ ャ リア ガイ ダ

ン ス プ ロ グラム の あ り方 は 的を射た も の で あ り、方向性 も間違 い はない 。しか しなが ら、キ ャ リア教育

科 目や大学の セ ミナ ーが 役 立 たない との 評価が 予 想 され る な らば、各科 目や就職講座等 の セ ミナーの 内

容 も検討 しなけれ ばならな い 。現時点 で の 最短 の 解決 へ の 道 の りを本学科に つ い て 言 え ば、キ ャ リア 支

援科 目と ビ ジ ネ ス 実務科 目の 連動に ある よ うに 思われ る。キ ャ リア 支援科 目 を 通 し た社会 で 必 要 と され

る基 礎力 の 養成 と 、 それ らを基礎 と し た 上 で の ビ ジネ ス 実務科 目を通 した専門力 の 基盤作 り、とい う連

動が重要 となろ う。

　具体的 に は 、役立 つ との 評価を得 られやす い とい うイ ン ター
ン シ ッ プ （社会体験 実習） を中心 に 考 え

る と、そ の 連続的内容を含む ビ ジ ネ ス 実務科 目の 構築で あ る 。 キ ャ リア ガイ ダン ス プ ロ グラム の 最終 目

標が、学生 の 就職内定 で ない とすれ ば、急務 の 課題 で あ る。

＜資料 1 ＞ 新 ・教育課程 （平 成 19年度〜）「キ ャ リア支援科 目」

1年 2隼
前期 壊期 前朋　　 　　 　　 　後期

国 猛 裟 現

文書作成

言蒹 ζ コミュ ニケ
ー
ショ ン

プレゼンテーショ ン

ビジネ スマ ナ
ー1

ビジネ スマナーll

ワ
ー

ドブロセツサ 1．r1一

ビ

ジ
ネ

ス

リ

テ

ラ

シ

1

ワ
ー

ドブロセ ツ サ エ1

ごジ翠スリテラシー濱副 ヨ

ビジ・羸
茎礎演 習 1

旨一
茎 髄 演 翻 i F

　　　　　　　　　　　　　　　　」」
現代社 会事情

キ
ャ

リ

ア

支

槻

科

自

キ ャ リア ガイダ ンス

一・一一
ニ

ー−
　 　 　 　 　 　 　 1

社 会体駿 学 習 1

社金体験 学習 ll

社会体験 実習

医療事揚 1医

療

事

務

医療 豪務 凵

医療 事誘 田

」1「．．…一闇 
強

化

資
格

シス ア ド1

シス ア ド目シ

ス

ア

ド

シ ス ア ド演習

　 　 E−一…
十
一一

　　　　　　
一一一

　　…

ビジネスシステム囎 i一
石

シス テ隔 築　i
基麗ゼ ミナ

ー
ル 1 　　　　　　一．一「、」一

纂 礎ゼミナ
ー
ル ll

　 　 　 　 　 　 　 旨一
　　　　　一

一．一
　
一ア

　
．
　
一冖「1

　　　　　　　 「ゼ

ミ
．　1−一一 一广i 鞭 ミ

塑 十聖誕研究ゼミアー胆 1
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　本研究 は 、平成 19年度大学教育高度化推進 特別経費 （教養教育改革推進 経費〉に よ る 、高田短 期大学

オ フ ィ ス 情報学科研究 プ ロ ジ ェ ク ト 「キ ャ リア ・ア ッ プグ レ
ー

ドプ ロ ジ ェ ク ト」 と し て 研究継続 中の 内

容を含む も の で ある。し た が っ て 、オ フ ィ ス 情報学科全体 あるい は短大全体 と し て 考え るべ き事を含む

もの と思われ る。これ ま で にも学科 の 各先 生 に も協力 をい た だ い た こ と に感謝する とともに、今後 もご

支援 い ただ か なければ成果 を得 ら れ な い 企 画
・実践研 究 で あ る こ とを付記 し て おきたい 。

註

−

2

3

4

5

67

本稿 で い う 「キ ャ リア ガ イ ダ ン ス プ ロ グラ ム 」 とは、キ ャ リア 支援科 目 「キ ャ リア ガ イダン ス 」 の みを意味

す る もの で は ない。小 ・
中

・高に お ける キ ャ リア教育の 「進路支援を主たる内容 とするキ ャ リア ガ イ ダ ン ス 」

の 短期大学生 向けの プ ロ グ ラム を意味して い る 。

「実践的」 とは、理論や方法を学ぶ とい うこ とだ け で は な く 、 学生
一

人
一

人 の 職業 に 対す る 意識や能力 を直

接的 に高 め る取組 を意味 し、「総合」 とは、正 課 教育及 び 正課 教育以 外 の 活動を含む 大学等 で 展開され る キ ャ

リア形成 の ため の 総合的な取組が 意味 され て い る。本稿で は 正 課教育を中心 に論 じて い るが、今後の 展開と

して参考に すべ き視点で あろう。取組例 として 示 され て い る内容も、「正 課教育 （
一
般 教育 ・専門教育）と

正 課外教育 （
一

人
一

人の学生 に きめ細 か く対応 した就職相談 ・キャ リア カ ウン セ リン グ等）と を体系的に行

うキ ャ リア 教育プ ロ グ ラム の 開発 と展 開。 」 「正 課教育を通 じて 職業意識醸成を行 う取組や各種ガ イダン ス ・

特別講ts　・イ ン ターン シ ッ プ 等 の 取 組 を合 わ せ て 総合的 に 行 うキ ャ リ ア 教育プ ロ グ ラ ム の 開発及び 展 開。」

「地 域社会や 企 業等 との 連携協力 に よ り、社会や経済 の 動き等を題材 と した 科 目群 を 構成
・実施 し、自己 の

専門分野 と社会との 関係に つ い て の 理解を深め るキャ リア教育プ ロ グラム 開発及 び展開。」 で あっ た。

YES プ ロ グ ラム導入 に伴 い 『言葉と コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 』を新設、『オ フ ィ ス コ ミュニ ケ
ー

シ ョ ン 1』『オ

フ ィ ス コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン H 』をそれぞ れ 『ビ ジネス マ ナ ー 1』『ビ ジ ネ ス マ ナーn 』 と し て コ ミ ュ ニ ケー

シ ョ ン 関連科 目の 再構築を行 っ て い る。ま た、筆者 らは各科 目の うち 以 下 の とお り担当 し て きて い る。

・『基礎演習 1』『基礎演習 ll』…
平成17年度ま で 、手 嶋 ・真 弓他が 1 ・H を連続 して担当 して い たもの を、

　平成 18年度 か ら 1 ・H の 内容をそれぞ れ で完結させ 『基礎演習H 』を手 嶋他が担当。

・『キ ャ リア ガイダン ス 』
…

畠山 ・真弓
・倉田

・
手嶋が科目担当。 YES プ ロ グラ ム 該当部分 につ い て は

真 弓が 担当。

平成17年度か ら実施 して い る こ の シ ス テ ム は 、学生 の Skill （技能 ）の 向 上 を 目指 して、そ れ ぞ れ の 実務科

目で 学生 の 技 能 の 達成 を認 知 し、ス キ ル ア ワ
ー

ド対象科 目で は 、実務科目の 達成課 題 を設 定 し、達成で きた

科 目を学科と して 公 式的に認 め る。難易度 に応 じて獲得 した結果に 対 して 学科 と して表彰して い く もの で あ

り、こ の こ とに よ り学生 の 明 確な 目標 設 定 と着実な技能向上を図 る。資格を取得 した 学生 を ほ め る こ とで、

学生 の 学習 に対するモ チ ベ ー
シ ョ ン を高め る こ とも 目的 とし て い る。

具体的に は 、Microsoft　Office　Specialist や 日商簿記検定な どで あ り、語学分野で は TOEICな どが 指定 さ

れ て い る。

質問項 目は、希 望 実習先、実習経験 の 有無 そ の 実習 の 具体的内容 で ある、

テ キス トは株式会社デ ィ ス コ の 『Cue 短大生の た め の 就職応援ブ ッ ク』 で あ り、学校行事で あ る就職講座

にお い て も併用されて い る。YES プ ロ グ ラム の テ キ ス トとし て は、窟士 通オ フ ィ ス 機器株式 会社 『ビ ジネ

ス 教材シ リ
ー

ズ職 業人意識 （YES 一プ ロ グ ラム 対応 ）』FOM 出 版、2005年、を採用 して い る。
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8　質問項 目は、利用の メディ ア 、新聞の 利用度、新聞の どの 欄 を読む か、情報源の 活用 につ い て 等で ある。

9　  ベ ネ ッ セ コ
ー

ポ レ
ー

シ ョ ン の 就職適性検査 で あり、大学 3 年生 ・
短大 2 年生 向けの 内容となっ て い る 。
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（要約）

　衣生活学習 に お い て 衣服管理 と購入 ・着用を関連づ けて 学習 し、衣 生活全体 へ の 関心を高 め る た めの 授業展開

を検 討 す るた め の 資料 を得 る こ と を 目的 と し、女 子 短大生 の 「選 択 ・購入 」、「使 用 ・着用 」 とい う被服 行動 の 傾

向を 「被服 行動尺 度」 を も ちい て 調 査 を行 っ た。結果 と し て 、流行性 を重視す る傾 向 が 強い ほ ど、経済性 に は マ

イ ナ ス の 影響が ある。機能性 と適切性 に は相 互 に 高い 関連を示 し た。衣服 管理 の た め の 取 り扱い 絵表示 の 理解や

衣服購入時で の 衣服管理考慮の 有無が 機能性や適切性の 行動様式 に影響を与 えて い た。

（キ
ー

ワ
ー

ド）

　衣 生 活 学習、被服行動、衣 服管理

は じめに

　現代 の 生活 は家庭内だ けで 処理 で きる こ とが少な くな り、家庭 生活 、っ ま り衣食住 、保 育・介護 な ど

は 公 私 の サ ービ ス な しで は成り 立 た たず、家庭 生活 は社会化
・外部化 が 進展 して い る。と くに 被服 は 、

戦後 の 合成繊維 や縫製機器な ど の 科 学技術 の 進 歩や寸法 の 規格化、既製 服 産業 の 躍進 に よ り、私たちが

日 常着 る 衣服はそ の ほ とんどが購入 した既製服 で あ り、衣服 を家庭内 で 製作す るの は極小数派 とな っ て

い る。また、大量生産 ・大量消費に より補修・修繕す ら行わ れ な い 家庭も多くな っ た。

　
一
方、家庭科 の 中

・高等学校の 衣生活 学習に お い て も、社会 の 変化や男女共修の 実施 に よ り、か つ て

は 技能習得 の 割合が多か っ た被服学習は 見直 され、結果 として 時間数 の 減少や選択化 によ りそ の 学習内

容 が縮小 され て い る現状 が ある。

　そ の よ うな生活現状 と教育環境に あ る学生 に 対 し て 、介護福祉士 と して 、高齢者・障害者 の 衣生活 を

総合的 に 理解 し支援す る ため の 能力 を養成す べ き衣生活学習はそ の 内容や展開 の 精査 が 必 要 となる。

　筆者は前 報
1

で 、介護 福祉 士 養成教育 に お け る衣服管理 の 授業検討 の た め に 大学生 の 衣服管理 の 意識

と実態を 調 査 し、取 り扱い絵表示 へ の 関心 の 育成が衣服管理 の 意識形成や実践 へ の 有効な手 段 とな る こ

とを導き出 し た 。 さらに、課題 と し て 衣生活全体 の 関心 ・理 解を深 めるためには、衣服管理 と着用や購

入 との つ な が りを気 づ か せ る こ と の 重要性 も考慮 し なけれ ば な ら ない こ と を報告 し た。

　 そ こ で 本報 で は 、介護福祉士養成教育の衣生活分野で の 衣服管理を中心 と した授業内容を構築する た

め に 、「選択 ・購入 i、「使用 ・着用 （消費）」 の 2 つ の 側面 に 着 目 した被服行動 尺 度調査 に よ り、学生 の

被服行動 の 傾向を知 る こ と を目的と し て 行 っ た。
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1 ．調査対象及び調査方法

　本学子 ども学科に 在籍す る 1 年女子学生 （160名、平均年齢i8．3± O，48歳）に 2007年 6 月、 2 年女子

学生 （112名、平均年齢 19．6± 0．55歳）に2007年 10月 に調査を行 っ た。そ の 中の 有効回答者 （1 年生 157

名、 2年生 109名 、計 266名） にっ い て分析対象 と した 。 調査 は授業時間を利用 し て 、自記 式 で 実施 し た。

2 ．調査項 目及び分析方法

　質問 紙 に は 被 服 行動全般 に つ い て の 尺度 を測定で き る、永野 （1994）
2

の 「被服行動尺度 」 を用 い た。

こ れ は 4 つ の 被服行動次元、衣服 の 流行 に 関す る 「流行性 」、衣服 の 機能性 、快適性 に 関する 「機能性 」、

衣服 の 社会的な適切 さに 関する 「適切性 」、衣服 の 経済性 に関する 「経済性 」 か ら構成 され 、個人 が示

す恒常的な被服行動 の 傾向を測定する こ とが で きるもの で ある。 4 つ の 尺 度に 各 5 項 目 の 計 20項 目 に 対

し て 日常の 衣服に 関する 行動 傾向に つ い て 「全 くあて は ま らない 」 か ら 「非常に よくあ て は ま る」 の 7

段 階 の 評定法 に よ り評定 させた。調査に際し て は 、尺 度名を削除 し、ラ ン ダ ム に並 べ 替 え て質問紙を作

成 し た 。 なお、 1 年生に関 して は衣服管理 ・購入 に関する質問紙調査 も行 っ た。質問項 目は 「洗濯等 の

衣服 の 管理 に つ い て の 学習を した か 」 （以下、学習経 験）、「洗濯 を自分 で す るか 」 （管理 実践）、「取 り扱

い 絵表示 の 内容を理解 して い る か 」 （表示理 解）、「服 の 購入 時 に着用 後 の 管 理 を 考慮す る か 」 （購入管理

考慮）の 4 項 目に つ い て 2 〜 3 選択 肢 で 、さ ら に 、「流行 ・機能性 ・社会 的適切 さ ・経済性 ・着用後 の

管理 」 の 5 項 目で 服 の 購入 時に重視する順位を回答 させ た 。

　被服行動尺 度調査 の 集計で は 、 項 目 ご とに 「全 くあて は ま ら な い 」 を 1 点 、「非 常 に よ く あ て は ま る 」

を 7 点 と して 、 5 つ の 項 目の 得点を単純合計 し尺度の 得点 と し た 。 各尺 度 の得点範囲は 5〜35点 となる。

さらに 4 尺度 間 の 関連、お よ び 衣 服管理 と の 関連 を分析 し た。なお、分析 に は 統計 ソ フ トSPSS11 ．5

を用 い た。

結果およ び考察

1 ．被服行動尺度の結果

　各尺度と項 目の 得点平均値と標準偏差 の 結果 と学年 の 比較 を表 1 に 示 した。20項 目中で、 5 点以 上 の

肯定的な回答結果は 、「丈夫で 長持 ちす る服 が よ い 」 の 衣服 の 品 質に 関わ る 機能性 と、 「不 謹慎だ と思わ

れ る 服装は しな い 」、「そ の 場 に合っ た 服 と い うもの は 必 要で あ る と思 う」、「そ の 時 の 仕事 の 内容 に ふ さ

わ し い 服装をする よ うに して い る 」 の 着用 に 対す る適切 さや外見に関 わ る 3 項 目が該当する とする得点

で あ っ た 。 3 点以下の 否定的 な回答結果 は 経済性 の 「百貨店やブ テ ィ ッ ク よ りは ス ーパ ー
マ
ー

ケ ッ トで

服 を買 うこ とが多い 」 の 購入 で多 くない とす る もの で あ っ た。特 に衣服 の 身だ しなみ の 適切 さに つ い て

の 関 心 の 高 さ が うか が え た。ま た 、短期大学入学 2 ヶ 月 目の 1 年生 と 1 年 6 ヶ 月経た 2 年生 で の 学年比

較に お い て 、 4 つ の 尺 度 で は 有意差はみ られな か っ た が 、「そ の 場に合 っ た服装は 必要 」、「仕事 の 内 容

に ふ さわ しい 服装 をす る」 の 適切性尺度の 2 項目 で 2 年生が有意 に高 い 値 を示 し た。小林
3

に よ る と若

者 は 性別や年齢 、し きた りに こ だ わ らず、自由 に衣服 を着 こ なす傾向が 強く、高齢者 は 服装規範 を重視

す る傾向 に あ り、着装規範の 重視度 は年齢 による影響 が 大きい 。また規範 の 受容 は 経験 に よ る着 装 の 意

識 と行動 の 基 準 が 大 きな要因 と な る こ とか ら、今回 の 着用行動 の 適切 さへの 重視 の 差は、教育実習や保
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育園 ・施設実習の 経験 を含 む保育者養成教育 によるとこ ろも大 きい と考え られ る。

　　　　　　　　　　　　　　　　 表 1 ．被服行動尺度 と学年による比較

被 服 行 動 尺度 ・項 目 全体
平均 得点 （標 準偏差）

1 年生 　　 　 　 2 年 生 検定
n

＜ n ＞ ＜ 266 ＞ ＜ 157＞　　　　　　　　＜ 109 ＞

流 行 性 尺 度 （5嗅 目） 2 ．2（5．68） 19．9 （5．28）　　　　　20．6（6．22） n．s．
・最新 フ ァ ッ シ ョ ン を知 る た め に 多 くの 店 を ま わ る 4．3 （1．55） 4．2（1．38）　　　　　　　4．5（1．75） n．s．
・最新 フ ァ ッ シ ョ ン を着 る よ うい つ も 心 が け る 3．8 （1．36） 3．7（1．30）　　　　　　　3，8（1．36） n，s，
・今 はや っ て い る フ ァ ッ シ ョ ン に つ い て よ く知って い る 3．9 （1．29） 3．8（L28 ）　　　　　　3，9（L 　30） n．s．
・フ ァ ッ シ ョ ン 雑誌 をよ く読む 4．8 （1．72） 4．7（1，66）　　　　　　4．8（1．82） n．s．
・人 と区別す る個性 的 な 流行 の 服 を着 る 3．5 （L30 ） 3．5（1．22）　　　　　　　3．5 （1．41） n．s．

機 能 性 尺度 （5 項 目） 20．1（4．29） 20．1（4．26＞　　　　　　20．2 （4．37） n．s，
・デザイン より着 用時の 動 きやす さ重視 3，7 （1．25） 3．8（1．28）　　　　　　　3．7（1甲20） n．s．
・
保 温性 や 通 気性 の 良い 服 を選 ぶ 3．7（1．32） 3．7（1．30）　　　　　　　3，8 （正r36） n．s．
・華美 よ り機 能性 を重視す る 3．8 （1．00） 3．8（1．15）　　　　　　　3．8（1．26） n．S．
・吸湿性 の 良い 生 地 の 服 を選 ぶ 3．8（1．20） 3、8（0．99）　　　　　　3．9（1．OO） n．s．
・丈夫で 長持 ちす る服 が よい 5．1（1．22＞ 5．1（1．21）　　　　　　　5．1（1．24） n．s．

適切性尺 度 （5 項 目） 25．2（4．00） 24．9（4．21）　　　　　25．6（3．66） n ．s、
・不謹慎だ と思 われ る服装 は しな い 5．2（1．40） 5．1（1．40）　　　　　　　5．3（1．39） n ．S．
・
そ の 場に 合 っ た服 装 は必要 6．1（0．98） 6．0 （1．01）　　　　　　6．2（0．91＞ ＊

・仕事 の 内 容 にふ さわ しい 服装 をす る 5．4（1．06） 5．2 （弖．09）　　　　　　　5．7（0．97） ＊ ＊

・人が場違い な服装 を して い るの を見るの は耐 え難 い 4．6 （1．43） 4．7（1．46）　　　　　　4．6（1，41） n．S．
・着用 す る服 が社会的 にふ さわ しい も の か考 える 3．8（1．57） 3，9 （1．34）　　　　　　3．7（1．29） n．s．

経 済 性 尺 度 （5 項 目） 17．7 （4．08） 17．5（4．38＞　　　　　18．1（3．58） n．s．
・安 けれ ば気 に 入 らな くて も買 う 3，3 （1．57） 3．1（1．60＞　　　　　　　3．5（1，51） n．S．
・百貨 店や ブテ ィ ッ ク よ りス

ーパ ー
で服 を 買 う 2．3（1．5D） 2．2（1．40）　　　　　　　2．4（1．62） n．S．

・多少値段 が 高 くて も品 質の よい 衣 服を選 ぶ 4．1（1．33） 4．0（1．41）　　　　　　　4，2（1，19） n．S．
・高価 な服 は 必 要な い 4．2（1．30） 4．1（1．33）　　　　　　　4．2 （1．26） n．s．
・どんなに気 に 入 っ て も高けれ ば買わない 3．9 （1．57＞ 3．9（1．61）　　　　　　3，8 （1，50＞ n．s．

1〕
t 検 定　 ＊ P ＜ 0，D5、＊ ＊ P く 0．Ol、＊ ＊ ＊ P く 0．001

　各尺度の得点合計 平均値と標準偏差 （（ ）内）は永野 の 女子大学生 （n ＝431）の 調査結果 （1994年）
2

で は 、流 行性 20．　7 （5．31）、機能性 23．8 （3．　98）、適切性26，7 （4．16）、経済性14．5 （4．09）とあ り、今 回

の 調査はそれ よ り機能性が 3，7点低く、経済性で は 3．2点高 くな っ たが、大き く異な る結果 で はな か っ た 。

　　　　　　　　　　　　　表 2 ．被服行動 尺 度 の 平 均値
・
標準偏差 と相関関係

平 均値 　 　　 　 標 準偏差 α 機 能性 尺度 適切性尺度 経済性尺 度

流行性尺度

機 能性尺 度

適切性尺 度

経 済性 尺 度

20．2　 　 　　 　 　 5．68

20．1　 　　 　　 　　 4．29

25．2　 　 　　 　 　 4．00

17．7　 　 　　 　 　 4．08

0．8430

．7610

．6380

．653

0．004 0．1250

．363＊＊

一
〇．255＊＊

0．224＊＊

0．059

注）検定 　 　＊ P 〈 0．05、＊ ＊ P ＜ 0．01、＊ ＊ ＊ P ＜   ．001　 　 n ＝266

　各尺度 の 相関 関係 を み た結果 を表 2 に 示 し た 。 流行性 と経済性 に は 負 の 相 関が認め られ 、機能性 と適

切性 、および経済性に 正 の 相 関が認め られ た。適切性 と経済性 、流行性 と機能性、適切性に は相関は な

か っ た。各尺度 の 特徴 を み る た め、平 均 得点 の 上 位25％を 高群、下位25％ を低群 と して 2 群間 の 質 問項

目の 結果を 比 較 した結果を表 3 〜6 に 示 し た 。

　流行性 尺 度 で は 、機 能性 、適切性 で は 有意 な差 は 認 め られず 、経済性尺度 の 「百貨店やブ テ ィ ッ ク よ

りス
ーパ ー

で 服 を買 う （5 ％水準）」 「高価 な服 は必 要な い （0．1％水準）」、「ど ん な に気に 入 っ て も高け

れ ば買 わ ない （5 ％水準）」 の 項目で 高群の ほ うが低群よ り有意に低 い 値を示 した 。

　機 能性尺度 の 高 い 群 は、適切性 の 5 項 目す べ て で 有意 （O．1％水準）に 高い 得点を 示 し た。ま た 、経

済性の 「高価な服 は必 要ない （1 ％水準）」、「ど ん なに気に 人 っ て も高ければ買わない （5 ％水準）」 の

2 項 目で有意差が認 め られた。
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表 3 ．流行性尺度 の 高群と低群の比較

被服行 動尺 度
平 均得 点 （標準 偏 差 ）

高 群 　　　　　　　　　　低群 　　　　　　検 定
D

＜ N ＞ ＜ 56＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈 65＞

流行 性 尺 度 （5 項 目） 27，4 （2．22）　　　　　　　　　　　　　　　12．3 （3．00 ）　　　　　　　　　　＊　＊　＊

・最新 フ ァ ッ シ ョ ン を 知 る た め に 多 くの 店 を ま わ る 5，8 （G．91）　　　　　　　　　　　　　　　　2．6（1，26）　　　　　　　　　　＊　＊　＊
・最 新 フ ァ ッ シ ョ ン を 着 る よ うい つ も心 が け る 5．4 （0．75）　　　　　　　　　　　　　　　　2．3（0．96）　　　　　　　　　　＊　＊　＊
・今 はや っ て い る フ ァ ッ シ ョ ン に つ い て よ く知 っ て い る 5．2 （0．66）　　　　　　　　　　　　　　　　2．4（0、99）　　　　　　　　　　＊　＊　＊
・フ ァ ッ シ ョ ン 雑 誌 を よ く読む 6．4（0．78）　　　　　　　　　　　　　　　　2．7（1．38）　　　　　　　　　　＊　＊　＊
・人 と区別 する個性 的な流行 の 服 を着 る 4．6（1．14）　　　　　　　　　　　　　　　　2．3（1．Ol）　　　　　　　　　　＊　＊　＊

機能 性 尺 度 （5 項 目） 19．8（5．01）　　　　　　　　　　　　　　　20．3（5．0璽）　　　　　　　　　　　n．s．
適切性尺度 （5 項 目〉 26．2（3．33＞　　　　　　　　　　　　24．6 （5．33）　　　　　　　　　n．s．

・仕事 の 内容 に ふ さ わ しい 服装 をす る 5，8（0．79＞　　　　　　　　　　　　　　　　5．3 （1．33）　　　　　　　　　　　　　＊
経済性 尺 度 （5 項 目〉 16．9（4．67）　　　　　　　　　　　　19．0 （3．90＞　　　　　　　　　＊ ＊

・百貨店や ブテ ィ ッ ク よ りス ーパ ーで 服 を 買 う 1．9（1．42）　　　　　　　　　　　　　　　　2．6 （1，76）　　　　　　　　　　　　　＊
・高価 な服 は必 要 ない 3．8（1．35）　　　　　　　　　　　　　　　　4．7 （1．33＞　　　　　　　　　　＊　＊　＊
・どん な に気 に入 っ て も高 けれ ば 買わ な い 3．4（1，68）　　　　　　　　　　　　　4，2 （1，69）　　　　　　　　　　＊

一｝
L〕
　 t 検 定 　＊ P ＜ 0，05、＊ ＊ P ＜ 0．01、＊ ＊ ＊ P 〈 e．00】

　　　　　　　　　　　　　　　　表4 ．機能性尺度の高群と低群の 比較

被服 行 動尺 度
平均得点 （標準偏差）

高群　　　　　　　　　　低群　　　　　　 検定
n

＜ N ＞ ＜ 71＞　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 69＞

流行性尺度 （5 項 目） 20．0（6．30）　　　　　　　　　　　　　　　19．4（6．52）　　　　　　　　　　　n．s．
機 能 性 尺 度 （5項 目） 25．4（2．34＞　　　　　　　　　　　　　　　15．0（2．76）　　　　　　　　　　＊　＊　＊

・デザイ ン よ り着用時の 動 きやす さ重視 4．8（1．08）　　　　　　　　　　　　　2．8（0．98）　　　　　　　　＊ ＊ ＊

・保 温 性 や 通気 性 の 良い 服 を選 ぶ 5．1（0．92＞　　　　　　　　　　　　　2．5（1．Ol）　　　　　　　　＊ ＊ ＊

・華美 よ り機能性 を重視す る 4．6（1．56＞　　　　　　　　　　　　　　　　2．9（0．78＞　　　　　　　　　　＊　＊　＊
・吸湿 性 の 良い 生 地 の 服 を選 ぶ 4．9（0．97　　　　　　　　　　　　　　2．6（0．88）　　　　　　　　＊ ＊　＊
・丈夫で 長持 ちす る服が よい 5，9（0．91）　　　　　　　　　　　　　　　　4．3（1．37＞　　　　　　　　　　＊　＊　＊

適切 性 尺 度 （5 項 目） 27．1（3．66）　　　　　　　　　　　　　　　23．3（4．55＞　　　　　　　　　　＊　＊　＊
・不謹慎だ と思わ れ る服装は し ない 5．6（1．32）　　　　　　　　　　　　　　　　4．7（1．58）　　　　　　　　　　　＊　＊
・
そ の 場 に 合 っ た 服 装 は必 要 6．4 （O，75）　　　　　　　　　　　　　5，8（1．18）　　　　　　　　　＊　＊

・人が 場違い な 服装 を して い る の を見 る の は 耐え 難い 5．0（L45 ）　　　　　　　　　　　　　　　　4．4（1．60）　　　　　　　　　　　　＊

・
仕 事の 内容 にふ さわ しい 服 装を す る 5．9（0．97）　　　　　　　　　　　　　5，1（1．20）　　　　　　　　＊　＊ ＊

・着用 す る服 が 社会 的 にふ さわ しい もの か 考 え る 4、3（L31 ）　　　　　　　　　　　　　　　　3．2（1．35）　　　　　　　　　　＊　＊　＊

経済性 尺 度 （5 項 目） 】9．5（4．29）　　　　　　　　　　　　17．4（4．07）　　　　　　　　　＊　＊
・高価 な 服は必 要な い 4、7（1．56）　　　　　　　　　　　　　　　　3．9（1，41）　　　　　　　　　　　＊　＊
・

どん なに 気 に入 っ て も高け れ ば買 わない 4，4（1．69）　　　　　　　　　　　　　3．8（1．66）　　　　　　　　　　＊

1）

　 t 検定 　 ＊ P く 0．05、＊ ＊ P く 0．Ol、＊ ＊ ＊ P く O．001

　適 切性 尺 度 で は 衣服 の 適切 さを重視 す る と、機能性や快適性 を重視す る傾 向が高 く な る が 、流行 へ の

関 心 や経済性 の 重視には差 がない 。ただ、「百貨店やブテ ィ ッ クよ りス ーパ ー
で 服 を買 う （1 ％水準）」

で は 適切性 の 高い 群が高得点 とな っ た。機能性 で は有意差 （0．1％水準）が認め られ 、「衣服 の デ ザイ ン

よ り動きやす さを重視 （5 ％水準）」 と他 の 4 項 目 は 0．1％水準 で 適切性 の 関心が高い ほ ど機能性 の 重視

が高 くな っ た。

　経済性尺 度 の 高群は 低群よ り 「衣服の デ ザ イ ン よ り動 きやす さを重視 （5 ％水準）」、「保湿 性や 通 気

性 の 良い 服 を 選 ぶ （5 ％水準）」、「華美よ り機能性を重視 （0．1％水準）」 の 機能性 尺 度 項 目 が有意に 高

い 得点 を示 し、「はや っ て い るフ ァ ッ シ ョ ン を 知 っ て い る （1 ％水準）」、「フ ァ ッ シ ョ ン 雑誌を よ く読む

（0，1％水準）」 の 流行性 尺 度項 目 で有意 に 低 い 値を示 した。ま た 、経済性 尺 度 の 項 目 中 で 「多少 値 段 が

高 くて も品質の よい 衣服を選ぶ 」 の み高群 と低群 で の 有意な差は認 め られ なか っ た。機能性 よ りも経済

性 が購入決定 の 大 きな影響 となっ て い る こ と も考え ら れ る。

　 こ れ ら よ り学 生 の 被服行 動 の 特徴は 、衣服 に お け る 流行 に つ い て 関心 が高 い ほ ど、雑誌や店舗 を見 て

回 り情報を得る こ との努力 を惜 しまず 、 新 しい 流行を取 り入れ る こ とに積極的 で あ り、衣服購入時に購
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入店舗や流行にあ っ た衣服 で ある こ とが優先 され、経済性 の 重視度 は下がる。一
方、衣服 の 品質や機 能

性 、快適性 の 重視傾 向 と衣服 の 身 だ し なみ の 適切 さ に つ い て の 関 心 に は 高 い 関連 が み ら れ た。ま た、機

能性を重視する も の は購入 時 の経済性も重視する傾 向が み られ た 。 衣服 の 機能性を重視する こ と は衣服

に 対す る 意識 は 高 く、知識 へ の 関心 も高 い も の と考 えられ る。中川
4

は 社 会性 を気 に す る 女 子 大生 は し

きた りを重 ん じ流行 に消極的 で あると して い るが、今回 の 調査 で は身だ しなみ の 適切性 と流行 へ の 関心

と の 関連は特に み られなか っ た。衣服 の 品質や機能 ・着用時の快適 さに関する意識 の 高低が、衣服 の 選

択 ・購 入 や着装に 関 連す る行 動 の ひ と つ の 要 因 と な っ て お り、被服 素材や機能性 な ど の 適 切 な知識 ・技

術 を学習に よ り獲得す る こ とで 被服行動 の 機 能性次 元 の み で な く、社会性や経済性 の 傾 向にも影響 を与

えるもの と考え られ る。

　　　　　　　　　　　　　　　　 表 5 ．適切性尺度と高群と低群の 比較

被 服行 動尺 度
平均得点 （標 準偏 差）

高群　　　　　　　　　　低 群　　　　　　検定
9

＜ N ＞ ＜ 69 ＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈 60＞

流行性尺 度 （5 項 目） 20．5　（6．22）　　　　　　　　　　　18．7　（5．43＞　　　　　　　　n．s．
機 能 性 尺 度 （5 項 目〉 22．2　　（4．37）　　　　　　　　　　　　　　17．6　　（4．57＞　　　　　　　　　＊　＊　＊

・デザイ ン よ り着用 時の 動 きやす さ重視 3，9　　（1，27）　　　　　　　　　　　　　　　3．5　　（1．24＞　　　　　　　　　　　　＊
・保 温 性 や 通 気 性 の 良い 服 を選 ぶ 4．2　　（1，38）　　　　　　　　　　　　　　　3．0　　（1．31）　　　　　　　　　＊　＊　＊

・華美 よ り機能性 を重視す る 4．2　（1．12）　　　　　　　　　　　　3，4　（1．14）　　　　　　　　＊ ＊ ＊

・吸湿 性 の 良い 生 地 の 服 を選 ぶ 4．1　（1．33＞　　　　　　　　　　　　3．3　（1．22）　　　　　　　　＊ ＊ ＊

・丈夫 で 長持 ちす る服 がよ い 5．8　　（1．13＞　　　　　　　　　　　　　　　4．4　　（1．32）　　　　　　　　　＊　＊　＊

適切性 尺 度 （5 項 目） 30，0　　（1．91）　　　　　　　　　　　　　　20，0　　（2．76）　　　　　　　　　＊　＊　＊
・
不 謹 慎 だ と思 わ れ る服 装 は しな い 6，5　（0．74）　　　　　　　　　　　　3．9　（1．35）　　　　　　　　＊　＊ ＊

・そ の 場に合 っ た服 装は 必 要 6．7　　（0．54）　　　　　　　　　　　　　　　5，4　　（1．26）　　　　　　　　　＊　＊　＊
・
人 が 場違 い な服 装を して い る の を 見 る の は 耐え難 い 5．8　（1．12）　　　　　　　　　　　　3．4　（1．42＞　　　　　　　　＊ ＊ ＊

・仕事 の 内容 に ふ さわ しい 服装を す る 6．2　（0．80）　　　　　　　　　　　　4．6　（1．11）　　　　　　　　＊ ＊ ＊

・
着用 す る服 が社 会的に ふ さわ しい もの か 考える 4．9　（1．15）　　　　　　　　　　　　2．9　（1．11）　　　　　　　　＊ ＊ ＊

経済性 尺度 （5 項 目） 18．3　（4．87＞　　　　　　　　　　　17，6　（4．06）　　　　　　　　n．s．
・

百貨店やブテ ィ ッ ク よ りス ーパ ー
で 服 を買 う 2．29 （1．44＞　　　　　　　　　　　　1．55（0．76）　　　　　　　　 ＊ ＊

1）

　 t 検定 　＊ P く0．05、＊ ＊ P ＜O．Ol、＊ ＊ ＊ P 〈 O． 01

　　　　　　　　　　　　　　　　表 6 ．経済性尺度と高群と低群の 比 較

被服行動尺 度
平均得点 （標準偏 差）

高群　　　　　　　　　　低群 　　　　　　検 定
P

＜ N ＞ 〈 65＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈 72＞

流行性 尺 度 （5 項 目） 18．5（6．62＞　　　　　　　　　　　　21．3（5．11）　　　　　　　　　＊ ＊

・今 はや っ て い る フ ァ ッ シ ョ ン につ い て よ く知 っ て い る 3．5（1．49）　　　　　　　　　　　　　　　　4．1（1．24）　　　　　　　　　　　　＊　＊
・フ ァ ッ シ ョ ン 雑誌 をよ く読む 4，2（1．95＞　　　　　　　　　　　　　5，4（1．46＞　　　　　　　　＊ ＊ ＊

機能性尺 度 （5項 目〉 21．6（4，94）　　　　　　　　　　　　　　　19．1（4．36＞　　　　　　　　　　　＊　＊
・デザイ ン よ り着用 時の 動 きやす さ重視 4．0（1．35）　　　　　　　　　　　　　3．5（1．32＞　　　　　　　　　　＊

・
保 温 性 や 通 気 性 の 良 い 服 を選 ぶ 4．0（1．63）　　　　　　　　　　　　　3．4（1．24）　　　　　　　　　　＊

・華美 よ り機能性 を重視す る 4．2（0．98）　　　　　　　　　　　　　3．5（1．03）　　　　　　　　＊　＊ ＊

適 切性 尺 度 （5 項 目） 26．0（4．71）　　　　　　　　　　　　25．4（4．58）　　　　　　　　　n，s．
経済性尺 度 （5 項 目） 23、1（1．84）　　　　　　　　　　　　12．9（2．35）　　　　　　　　＊　＊ ＊

・安けれ ば気 に入 らな くて も 買 う 4．5（1．44）　　　　　　　　　　　　　2．0（1．22）　　　　　　　　＊ ＊ ＊

・百貨店や ブ テ ィ ッ ク よ りス
ーパ ー

で服 を 買 う 3．7 （1．79 ）　　　　　　　　　　　　　1．3（0．62）　　　　　　　　＊ ＊ ＊

・多少値段 が高 くて も品質 の よい 衣服 を選ぶ 4．2（1．48）　　　　　　　　　　　　　3．9（1．62）　　　　　　　　　n．s．
・高価 な服 は必 要 な い 5．4（1．10）　　　　　　　　　　　　　3．3（1．24）　　　　　　　　＊ ＊ ＊

・どん なに気 に入 っ て も高ければ買わない 5，3（藍．31）　　　　　　　　　　　　　　　　2，5（1，27＞　　　　　　　　　　＊　＊　＊

1 ）
　 t 検定 　＊ P 〈 0．05、＊ ＊ P 〈 O．Ol、＊ ＊ ＊ P ＜ 0．001

2 ． 1 年生 の 衣服管理 の 調査 の結果

　1 年生 の 衣服管理 に 対 する 実態 を知 る た め に 学習経験 、 管理実践 、購入 管理考慮 、表示理解 の 4 項 目

に つ い て 調 査 を行 っ た 結果 を図 1 に示 した （n − 135）。学習経 験は80％が有る として い るが 、洗濯等 の
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衣服管理 を 自分で 行 う者や衣服を購人す る と

きに着 用後 の 手入れな どの 管理 を考慮す る者

は半数 で あ っ た 。取 り扱 い 絵表 示 へ の 理解 は

あ る とする者は そ れ に 比 べ て 85％と多か っ た 。

こ れ まで の 学校教育 で の 衣服管理学習が現在

の 実践 に 結 び つ い て い な い が 、取 り扱い 絵 表

示 に 対する 認知度は高い と し た筆者の報告
1

と同 傾 向 で あ っ た。

　また、衣服購入時 の 考慮項 目順位 の 結果 を

図 2 に 示 し た。経済性を 1位 とする者が37，8

％ で 最も高く、つ い で 流行 と機能性 が 27．4％

で あ っ た 。 こ の 3 項 目で 60％ が 1 ・2 位 を占

め た。適切性 は 3 位 にあげた もの が もっ と も

多 く45．9％ で あ っ た 。管理 は 5 位に あげる も

の が 65．2％で 、購入時 で の 考慮項 目と して の

優先順位 が 低 く、重視 され て い ない 現状 が こ

こ で もみ られた。

学習経」

管理 実践

購入管理 考慮1

励 □ 無 L

　 　 　
表 示理解 、
　　　
　 　 O咒　　　　10覧　　　20鷲　　　30％　　　40 ％　　　50監　　　6e咒　　　10＄　　　80臣　　　9G覧　　　100駈

　 　 　 　 　 図 1．衣服管理調査の結 果　　　　　 　　
n ；135

流行
「

機能性

適切 さ

経済性
1

3 ．衣服 の 管理 に 関する現状 と の 関連

管理
…

≒彎 攣
／ 〆 ／ ÷ ．

／ 冫
Oli　　　　TO％　　　

．20妬　　　　30M 　　　　40％　　　　50S　　　　60n　　　　70覧　　　　80％　　　　90×　　　100X

　　 　　　 図2．衣服購 入 時考慮項 目の 順位　　　　　
n＝135

　 2 ．で の 1年生 の 衣服管理 の状況 と被服行動の 関連 を み た結果を表 7 〜10に 示 し た 。 衣服管理 の学習

経験 で は、4 尺度 で は経済性尺度 に の み有意差 （5 ％危 険率） が あ り、「安けれ ば気に人 らな くて も買

う （5 ％危険率）」 「ど ん な に 気 に 入 っ て い て も高け れ ば買 わ な い （1 ％ 危 険率 ）」 の 2 項 目 と機能 性 の

「保湿性や通気性の 良い 服を選 ぶ （5％危険率）」 で学習有 りが高くな っ て い る 。 中 ・高等学校で の被服

学習が 日常 の 被服 行 動 に あま り生 か され て い な い とい え る。

　衣服 の 管理実践 につ い て は、実践者は 「デザイ ン よ り着 用時 の 動 きやす さを （5 ％危険率）」 重視 し

て い るが 、4 尺度で は有意な差は な か っ た。衣服の 手 入 れ を 自己 実践 し て い る こ とに よ る被服行動 に は

関連がな く、衣 服 の 選択 ・着用 と衣服 の 管理が乖離 し て い る こ とが うか が える。

　衣服 の 購入管理考慮 で は、機能性尺度で 有意な差 （O．ユ％水準）が認 め られ た 。購入 時に 管理 を考慮

す る もの は 「衣服 の デザ イ ン よ り動 きやす さ」 を重視 （1 ％水準） し、「保湿性 や通気性 の 良 い 服 」 を

選 び （1 ％水準）、「華美よ り機能性 を」重視 （5 ％水準）す る、「吸湿性 の よ い 生 地 を」 選 ん で （0．1％水

準） い る。

　取 り扱 い 絵表 示 の 理 解 と の 関連 で は、機能性 尺 度 （0．1％水準） と適切性尺度 （1 ％水準） で 理解 し

て い る もの に 高い 傾向が認め られた 。 理解が ある者 は 「衣服 の デザイ ン よ り動 きやす さ 」 を 重視 （5 ％

水準〉 し、「保湿性 や通気性 の 良い 服 」 を選 び （1％水準）、「華美よ り機能性を」 重視 （5 ％水準）す る 、

「吸 湿 性 の よ い 生 地 を 」 選 ん で （0．1％水準〉い る 。 また、「仕事 の 内容 に ふ さわ しい 服装を」 （5 ％水準）
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し、「着用する服が社会的 に ふ さわ しい もの か 」考えてい る （1 ％水準）。

衣服 の 品質や機能性 を重視す る傾向は、具体的な絵表示 の 理解度や購入す るときに着用後 の 手入れ を

　　　　　　　　　　　　　　表 7 ．被服行動尺 度 と衣服管理 の 学習 と の 関連

平 均 得 点 （標 準 偏 差〉
被 服 行 動尺 度

学 習 有　　　　　　　　　学習無　　　　　 検定
9

＜ N ＞ ＜ 109＞　　　　　　　　　　　　　　　　〈 26＞

流行性尺 度 （5 項 目） 20．2（5．18）　　　　　　　　　　　　18．8（5．21）　　　　　　　　　n．s．
機能性尺度 （5 項 目） 20，4（4，14）　　　　　　　　　　　　18，9（3、77）　　　　　　　　　n，s．

・
保温 性 や 通気性 の 良い 服 を選ぶ 3．8（1．28）　　　　　　　　　　　　　3．2（1，14＞　　　　　　　　　　＊

適切性尺度 （5 項 目） 25．4（4．07）　　　　　　　　　　　　24．0（3．91）　　　　　　　　　n．s．
経 済 性 尺 度 （5 項 目） 17．9（4．22）　　　　　　　　　　　　16．0（3．92）　　　　　　　　　　＊

・安 ければ 気 に 入 らな くて も買 う 3．3（1，62）　　　　　　　　　　　　　　　　2．6（1．47）　　　　　　　　　　　　　＊

・どん な に 気 に入 っ て も 高けれ ば 買わ ない 4．1（1・58＞　　　　　　　　　　　　　3．2 （1．42）　　　　　　　　　＊ ＊

1 ）

　 t 検定 　 ＊ P ＜ 0．  5、＊ ＊ P く 0，01、＊ ＊ ＊ P 〈 0．001

　　表 8 ．被服 行動尺 度と衣服管理 の 実践 との 関連

被服行 動 尺 度
　　 平均得 点 （標 準偏差〉

実践有　　　　　　　　　実 践 無 　　　　　 検 定
P

〈 N ＞ ＜ 69＞　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 66＞

流行 性尺度 （5 項 目〉 20．2　（4．81）　　　　　　　　　　　19．7　（5．59）　　　　　　　　n ．s．
機 能性尺度 （5 項 目） 20．7　（3．26）　　　　　　　　　　　19．4　（4．76）　　　　　　　　n．s．

・デザイ ン よ り着用 時の 動 きやす さ重視 4．0　（1．19＞　　　　　　　　　　　　3．5　（1．33）　　　　　　　　　＊

適切性尺 度 （5 項 目） 25．17（4．09＞　　　　　　　　　　　25．08（4．08＞　　　　　　　　n．s．
経済性尺 度 （5 項 目） 17．59（3．92）　　　　　　　　　　　17．38（4．53）　　　　　　　　n．s．
1 ）

　 t検定 　 ＊ P ＜ 0．e5、＊ ＊ P 〈 O．Ol、＊ ＊ ＊ P ＜ 0，001

　　表 9 ．被服行動尺 度と購入時の 管理考慮との 関連

平均得点 （標準偏差）
被服行動尺度

考慮有　　　　　　　　考 慮 無 　　　　　検 定
D

＜ N ＞ 〈 77＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 58＞

流行 性尺度 （5 項 目） 19．9　（4，97）　　　　　　　　　　　20．3　（6．47）　　　　　　　　n ，s．

機 能 性 尺 度 （5 項 目） 20．6　（3．79）　　　　　　　　　　　17．2　（4．66）　　　　　　　　＊ ＊ ＊

・デザイ ン よ り 着用 時 の 動 きや す さ重 視 4．0　（1．20＞　　　　　　　　　　　　3．5　（1．34）　　　　　　　　＊　＊

・保 温 性 や 通 気 性 の 良い 服 を選ぶ 3，9　（1．28）　　　　　　　　　　　　3．3　（1．18）　　　　　　　　＊　＊

・華美 よ り機能性 を重 視す る 3．9　（1．37）　　　　　　　　　　　　3，5　（0，92）　　　　　　　　　＊

・吸 湿 性 の 良い 生地の 服 を選ぶ 4．2　（1．16）　　　　　　　　　　　　3．4　（1．02）　　　　　　　　＊ ＊ ＊

適切性尺度 （5 項 目） 25．2　（3．91）　　　　　　　　　　　24．4　（4．97）　　　　　　　　n．s．

経済性 尺 度 （5 項 目） 17．7　（4．03）　　　　　　　　　　　16．2　（5．05）　　　　　　　　n．s．
・百貨店や ブ テ ィ ッ ク よ りス

ーパ ー
で服 を買 う 2．29（1．44＞　　　　　　　　　　　　1．55（0．76）　　　　　　　　＊　＊

1 ｝
　 t 検定 　＊ P ＜0．05、＊ ＊ P く D．01、＊ ＊ ＊ P 〈 0．001

表10．被服行動尺度 と取 り扱 い絵表示の 理解 との 関連

平均得点 （標準偏差）

被服行 動尺 度
理 解有　　　　　　　　　理解無　　　　　 検定

D

＜ N ＞ ＜ 115＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜ 20＞

流行性 尺 度 （5 項 目） 20．3 （4．67）　　　　　　　　　　　　19．5 （5．83）　　　　　　　　　n．s．
機能性尺 度 （5 項 目） 21．2 （4，00）　　　　　　　　　　　　18．6（3．77）　　　　　　　　＊　＊ ＊

・デザイ ン よ り着用時の 動 きやす さ重 視 3．8 （1．24）　　　　　　　　　　　　　3．1（1．32）　　　　　　　　　　＊

・保温 性や 通 気 性 の 良い 服 を選 ぶ 3．8 （1．20＞　　　　　　　　　　　　　3，0 （1．40）　　　　　　　　　＊ ＊

・華美 よ り機能性 を重視す る 3．8 （  ．93＞　　　　　　　　　　　　　3．4 （0．88）　　　　　　　　　　＊

・吸湿 性 の 良い 生地 の 服 を選ぶ 4．0（1．13＞　　　　　　　　　　　　　　　　3．0 （1．05＞　　　　　　　　　　＊　＊　＊

適 切性尺 度 （5 項 目） 26．0（3．46）　　　　　　　　　　　　　　　23．9 （4．53＞　　　　　　　　　　　＊　＊

・
仕事 の 内容 にふ さ わ しい 服 装 をす る 5．5（0，98）　　　　　　　　　　　　　　　　5，0（1．20）　　　　　　　　　　　　　＊
・着用す る 服 が社会 的 にふ さわ しい も の か考 え る 4．3（1．27）　　　　　　　　　　　　　3．6 （童．33）　　　　　　　　　＊ ＊

経 済性 尺 度 （5 項 目） 18．0（4．35）　　　　　　　　　　　　16．9 （3．98）　　　　　　　　　n．s．
L〕
　 t 検定 　＊ P く 0．05、＊ ＊ P く 0．Dl、＊ ＊ ＊ P ＜0．　OOI

考えに 入 れ て い る と高 くな る こ とか ら、衣服管理 の 学習に よ り、衣生活 へ の 関心 をもつ こ とで被服行動

を高め る こ とがで きると考 えられ る。
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　被服行動を規定す る要因は文化 、社会、個人 の 3 つ の 水準 に分類 され て い る
5
。文 化 の水準に は 、被

服 を構成す る 材料、冷暖房設備や自動車など の
一

般技術、規範な どが 、社会 の 水準 に は 、社会的役割 、

フ ァ ッ シ ョ ン の 変化 な どの 流行な どが、そ して 、個人 の 水準 には、パ ー
ソ ナ リテ ィ 、態度、価値観 、 感

覚、知覚な どが含まれ る。こ れ らの 要因は 、相互 に 関連 し合 うの で 、被服行動は さま ざまな要因に よ り

複雑に規定 さ れ る。具体的な実習 ・経験学習だけ で なく、衣 服 の 着装、購人、選択など に 関す る社会 と

の 関わ りや被服の嗜好や価値意識、感情な どの 社会
・心 理 的機 能を学習内容 に 結び付 け、学生 の被服行

動に そ く した学習内容や教材 の 検討 が必要 と考 え る。

まとめ

　介護福祉 士 養成教育に おけ る衣服管理 を中心 と した衣生活 の 授業内容 を検討す る 基礎 知見 を得 る た め

に、女子短大生 の 被服行動の 傾向を調査 した。衣服 に お ける流行につ い て の 関心が高 い と衣服選択 の 際

の 決定要因 と して の 経済性 の 重要度 が低 くな る。また、衣服 の 機能性や快適性の 重視傾向 と衣服 の 社会

的な適切 さ へ の 関心 が 相 互 に 高 い 関連 を示 し た
。

　衣服の 構成素材や機能、管理 の 知識や技術を獲得 し、こ れ らに対す る意識や関心 をもつ こ とに よ り、

被服行動 の 規 定要因と して の 衣服 の 機能性 次 元 が高ま り、経済性次元や適切性次元 をも向 ltし うる こ と

が示 唆 され た。人 が被服 を着用す る 目的は、 1 つ は 「生理 的 目 的1 で皮膚 の 保護、体温調節、運動促進

な どの 身体内部の 生 理 的平衡状態を保 ち、生 命維持 と健康増進 を志向 した 目的 で あ り、他は 「社会 ・心

理 的 目的 」 で 自己 表 示 ・流行 ・礼 儀 ・規則 な ど 白己 顕 示 や 社 会 的 適 応 を 志 向 し た 目的 で 、こ れ は 主 に経

験と学習に よ っ て 培 わ れ るとされ る
6
、日頃何気 なく行 っ て い る着装、選択、購人など の 衣服 に関す る

行動 は さま ざまな社会的 ・心 理 的な要因 の 影響を受 けて お り、年齢 の 異な る高齢者 の 衣 生活 を理解する

た め に もこ れ らの 要因を学習 内容 に 取 り入 れ る 検討 が 必 要 と な る。実践例 と して 、学 生 に お 気 に入 りの

服 を持参 させ 、そ の 嗜好理 由や購入 時 の 選択動機 、着装時 の 感情 、 TPO に よ る適切 さ、取 り扱い 絵表

示 を参考 に して の 手人れ法 の 確認な どを、自分の 1 枚 の 衣服 を通 し て 学習 させ る こ と に よ り、衣 生 活 の

社会的 ・心 理 的 な 要因 に 気 づ か せ た い
。 また、高齢者の 生活意識 と被服行動 を深 く理解す るため に も

「心理 学関連科 目」 と連携 した 授業展 開の 取 り組み をも視 野 に 入れ て検討 して い きた い 。

引用 ・参考文献
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　　　　　　　　発話行為が 他者 に もた らす影響に 関す る研 究

　　　　　AStudy 　 of 　the　Influence　Speech　Act　Has　 on 　the 　Other

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平　 　田　 　祐　 　子

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 Yuko　 Hirata
（要 約 〉

　 日 本 文 化 は 共 有す る 情報 量 か ら鑑 み る とハ イ コ ン テ ク ス ト文 化 と位 置 づ け られ て い るが、昨 今 の 日本 社 会 は ハ

イ コ ン テ ク ス トと ロ
ー

コ ン テ ク ス トが 混 在 して い る。本稿で は 、日本人 が 遭遇す る様々 なコ ン テ ク ス トの 中 で 想

定 の 難 しい ロ ーコ ン テ ク ス トに お ける ス キル 修得 の 手法と語用論 にお ける第
一

義的発話行為 に直視 して 疑似 体験

を試み、ス キ ル 修 得 の 過 程 とそ の 結果 を言及す る。

（キ
ー

ワ
ー

ド）

　 コ ン テ クス ト、発 話 行 為、コ ミ ュ ニ ケー
シ ョ ン ス キ ル

は じめに

　対人 コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン に お け る コ ン テ ク ス トは 重要な役割を果た す。 コ ン テ ク ス トには多種多様 な

変化パ ター
ン が あ り、自国 の 文化や所属社会 の 状況 によっ て も異 な り、人間同 士 が共有する 時間が長い

と 疑似体験 の 回 数が 多く な る た め 共 通理 解 が 可能 と な りやす い
。 その ため 、 同国民 、 同地方、同年代、

同窓生 、 友人、家族等は 同じ コ ン テ ク ス トを共有 し て い る こ とが 多い ため意思疎通が 円滑 にな りやす い

の で ある。

　さ て 、本稿 で は 、日本人 の コ ン テ クス トを考察 し て 、 日本人に とっ て 難 しい コ ン テ ク ス トに おける ス

キル 修 得 の 取 り組 み 過程 を考察する 。
ス キ ル 修得に お ける表現面 で は 語用論 の 第

一
義的発話行為 の 重要

性 も認識 し な が ら表現に要す る 時間 に も焦 点を当 て 、ロ
ー

コ ン テ ク ス トに お け る ス キ ル 向 上 の た め の 方

法論を考察 して い く。

1 ．本研究の 目的

　若年者 の コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 不足 に つ い て は 予 て か らも警鐘 を鳴らされ て き た が、平成 16年 1 月29日

に厚生労働省が 行 っ た 「若年層 の 就職能力 に関す る実態調 査 」
1

によ り事務 、営 業系 の 仕 事に採用 され

る 可能性 の な か で コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン 能力修得の 重 要性 が 明 らか に な っ た 。対人関係 を円滑に保 っ た め

の ス キ ル は、受信 （in−put ） の 際には 「傾聴 ・観察 ・情報収集」 の ス キル 、処理 の 際に は 「熟考 ・関連 ・

優先 づ け」 の ス キ ル 、発信 （out −
put ） の 際には 「反射 ・

言 い 換 え ・共感 ・質問 ・確認 」の ス キ ル
2

と 考

え、拙著 （2004）
3

に お い て コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン サ イ ク ル と し て ス キ ル 構成 を立 て た。平成 16年度 よ り

筆者が 担当し て い る 「言葉 と コ ミュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 」の 講義演習に も導入 して い る が、 3年経過 して フ ィ
ー

ドバ ッ ク し て み る と、こ れ らの ス キ ル 以外 に も修得す べ きス キ ル の 存在 に 気付 い て い た も の の 実践す る

こ とが 困難 な た め 留保 し て きた もの があ る 。 しか しなが ら、今年 度、初 の 課外学習 として 導入す る こ と

がで きた 。
コ ミ ュ ニ ケ

ー
シ ョ ン 概念 か らそれ らを抽 出 して 修得過 程 と結果を ま とめ る こ と が本研究の 目
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的 で ある。

　ま た 、こ こ で 問題に な る の が 「コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 能力 とは何 か 1 と い うこ とで あ る 。 今年度の 日本

コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 学会 シ ン ポ ジ ュ ウム で も問題に な っ て い たが、広範な る コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の 捉 え

方に よっ て 求 め られ る コ ン ピ テ ン ス は変化する 。 長尾 、田 中 （2006）は 言語学分野、コ ミ ュ ニ ケー
シ ョ

ン 学分野 、社会学分野、医療分野 、ビ ジネス 分野 で の 様 々 な概念化 が 試 み られ て い る こ と を述べ て い る 。

4

本稿で は 、本学 オ フ ィ ス 情報 学科 の 学 生 に 不可欠な コ ミ ュ ニ ケー
シ ョ ン 能力を ビ ジネ ス 社会 で 人間 同士

が面対 す る際に必要な能力 と考え て い る。 2年後に 日本 の 社会 へ 送 り出す短期 大学 生 を対象 と し た ス キ

ル 向 上 を 目的と し なが ら多種多様な シ
ー

ン で 活用 で きるス キル を修得 させ るた め の ひ とつ の 手法を考察

す る。

2 ．コ ン テクス トの認識

　 コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン ス キ ル 修得 の た め に 必 要 な条件は 混 在す る が 、対 人 コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン に おける

ス キル 修得を問題 とす る場合に は 常に コ ン テ ク ス トを考慮 しな ければな らない 。コ ン テ ク ス トの 認識 を

明確化す る こ と に よ り ス キ ル 向 上 に拍車が か か り、コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン を円滑 に お こ な う上 で も大 きな

影響 を及ぼすで あ ろ う。

（1 ）　 HC （ハ イ コ ン テクス ト） と LC （ロ ーコ ンテ ク ス ト）

　 コ ン テ ク ス トは コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン における記号送受信 の 状況把握 で あ り、Hall （1976 ） は コ ン テ ク

ス トを文化 の 共有情報量 に よ り　「ハ イ コ ン テ ク ス ト」 と　「ロ
ー

コ ン テ ク ス ト」 に区分 した。次 の 図は

Hall が 示 し たもの で あるが、ロ ーコ ン テ ク ス ト文化 の 場合、共有す る情報 量 が 少 な い 中で の コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン で あ る た め言語 に よる 表現が不可欠 とな っ て くる。 ロ
ー

コ ン テ ク ス ト文化 と して 考えられ る の は

欧米な どで あ る。それ に 比 べ て 、ア ジア の 国 々 （日本、中国な ど）は ハ イ コ ン テ ク ス ト文化 と考 え られ

て い る。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 HC

LC

〔図 2］　 ハ イ コ ン テ ク ス トとu
一

コ ン テ ク ス ト ：Ha 皿，E．T．（1976） ）

（2 ）　 日 本文化 に つ い て

一
般的な 目本人社会 は HC （ハ イ コ ン テ クス ト）文化 と考え られ る 。 服部 （1997）の 記述 に も あ る よ

うに、
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　　 「不言実行 」、「沈黙は 金…
」、「男はだま っ て …

」 と い っ た格言や諺 は必ず し も 日本固有 の もの で な

　　い に して も 日本人 の 考 え方 をよく表 して い る。目本 で は
一

般的に 「沈黙の美徳」 とで も呼 べ る よ う

　　な倫理 観が定着 し て い る。　［中略］ 言葉を尽 く し た 自己 表現や 、そ れ を前提 に し た コ ミ ュ ニ ケ
ー

　　シ ョ ン は 不必要、場合に よ っ て は 排除 され るべ きもの とい う考え方が ある。
6

　日本人 同 ti：の コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン に は 「沈黙 」 が 重 要 な も の とされ て い る。黙 っ て い て もそれが 日本

人 の コ ミュ ニ ケ ーシ ョ ン には必要な もの で あ り、n ・一一コ ン テ ス ト文化 の ように イ ン フ ォ メ
ー

シ ョ ン しな

ければ伝わ ら ない 文化 で は ない 。ま た 、日本 人 の コ ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ン に関し て 芳賀 （1979）は欧米人 との

差異を次 の よ うに述べ て い る。

　　日本人 の コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン に対す る態度 の 根本は 、
「語 らぬ 」 こ とで あ り、自己 の 立 場 を 「わ か

　　らせ 、通 す」 こ とで はな い 。　［中略］ 欧米 人 の よ うに相手 を何時間で もつ かま えて 「わ か らせ ず

　　に は おか ぬ 」 と闘志をむき出 し にする よ うな こ とは少 ない 。　 ［中略］　 日本 人 の コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ

　　 ン の 最大 の 特色は 、伝え る 意志がな い まま伝わ る、とい うこ とで ある。
7

　目本人 の 文化 は 「察 し の 文化」 ともい わ れ る よ うに 、「沈 黙 」 を続 けた ま ま で 相手が 「察 し」 て くれ

る こ と が 全 て の 前提 となる。対人 コ ミュ ニ ケ ーシ ョ ン に お い て は、「思 い や り」 「気配 り」 「気遣い 」 「心

遣い 」や 「以心伝心 」 と い う言葉が そ の 最 た る もの と して 扱わ れ て い る こ とか らも分 か る よ うに 、 心身

の 心 の 部分 が強調 され て い る言葉が多く、口頭表現面 で は敬意表現 （敬語） な ど が 日本 人 の 人間関係 を

表す言語な の で あ る。
s
古 田 （1990） は 日本的集団主義と和 の 精神に つ い て 、

　　日本に は 、人間を超越す る絶対者 の 神が い ない の で ある か ら、日本人 の イデオ ロ ギ ー
を決定する の

　　は 、お互 い 同 士 だ とい うこ と に もなろ う。
こ の 考え は、日本人論で 論 じ られ る。「間柄 ＝ 間人 主義 」

　　 に 通 じ る もの が あ る。
9

と述 べ 、和を重視する民族 で もあ り、HC （ハ イ コ ン テ ク ス ト）文 化 の 民 族 と考え られ る。

（3 ）　日 本 の ビジ ネ ス社会 （HC ＆ LC 文化）

　コ ン テ ク ス トを林 （1994） は 「意味環境」
1°

と述 べ 、日本 は HC （ハ イ コ ン テ ク ス ト）文化で あるが

ビ ジネ ス 社会 に は LC （ロ
ー

コ ン テ ク ス ト） 文化 も存在す る と述 べ て い る。更に林 （1994）は 文化 に よ

る コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の 違い を次 の よ うに ま と め て い る （「高 コ ン テ ク ス ト」 がハ イ コ ン テ ク ス ト、「低

コ ン テ ク ス ト」 が ロ
ー

コ ン テ クス トで あ る）。

［表 1 ］　文化 とコ ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ン ：林 （1994）

11
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　 また、長野 （2000）は、

　　 目本 人 は 、き っ ぱ り と 「ノ
ーと言 え ぬ 」 や さ しき 日本 人 な の で あ る。　 ［中略］　 日本人 の 生 活にお

　　 い て 「暗黙 の 了解」 とい うもの が 大きな役割 を果 た して い る ため に 、 多くを語 る必 要 が なく、同時

　　に 「他人への 配慮 」 によ っ て 、イエ ス や ノ
ーを強調する こ と もな い 。

L2

　日本 人 は 和 に 重 き を 置 くた め 欧米人 の よ うに 自らの 意見 を主張す る こ とは避け相 手が納得す る ま で徹

底 的に向 き合 っ て話 し合 うと い う場 面を設定す る こ とは少 ない の だが 、実際の ビ ジネ ス 場面 で は ロ
ー

コ

ン テ ク ス ト文化 も存在す るよ うで あ る。自 らの 意見 を 主張す る こ と も必要 で は あ る が、拙稿 （2006）で

も述 べ た よ うに 、目本 の 場合 は 事前 に 「根 回 し 」な どの 行為 を行い 、日常生 活にお い て 相手 の 話 に 納得で

きない 時 に も鋭い 手法の 切 り返 し をせ ずに婉 曲な表現を用 い て 、自 らを低め なが ら自己 を主張 し なけれ

ばな らない 。ハ イ コ ン テ ク ス トと ロ ー
コ ン テ ク ス トの 境 目部分に お け る ス キ ル 修得が 必要 とな るの だが、

社 会 へ 出る前 の 学生が どの よ うな場面 で ロ ー
コ ン テ ク ス トを体験 で き る の か とい うこ と が 問題になっ て

く る。言語 へ の 依存度が 高 く、情報は特定言語 に よ っ て意味がな され、よ り多くの 物理 的状 況 や 内部 の

知識 に よ っ て そ の 意味 が 導き 出 され ない よ うな状 況をっ く る こ と が急務になっ て くる。社会人 で はな い

学生 が 全 く知 らな い 他者 へ 話し か け る 場面を設 定す る こ とが必 要なの で あ る。他者 へ の 話 しか け に は 発

話行為の 語用 論 が多大な る影響 を及 ぼす た め 、次 章 で は 発 話 の 持 つ 重要性 と発話行為表現な ら び に指導

過程に っ い て述べ る。

3 ．語用論の 導入

（1）　第一
義的発話行為

　知 ら な い 他者 へ 話 し か ける場面 で は 、発話する こ とに よ り他者へど の よ うな意味合 い をもた らすか 、

影響を与えるか、とい うこ とがそ の 後の 会話を継続する鍵 となる。第
一

義的発話行為に つ い て はVanderveken，　D．

（1998＞が、語用 論 に お い て 目常会話 で の 話 し手 の 意味は 文章 で 書き表 し た 時の 意味と 同等で な い こ とを

示 し て い る。例 え ば、
“
Can　you　pass　the 　sul し？

”
と尋 ね る こ と で 話 し手 が 間接 的に塩 を回 して くれ る

よ うに聞 き手に頼む こ とは 、そ の 発話 の 第 ．
義 的発話行為 は 間接 的な要請で あ り聞き手 の 能力 に つ い て

の 字義通 りの 質問 で は な い と して お り、第
一

義的発話行為 の 大切 さを強調 し質の 公 準 と量 の 公 準 を定め、

次 の よ うに述べ て い る。

　　Given 　their 　logical　forms ，　certain 　speoch 　acts 　are 　stronger 　than　others ，　in　the 　sense 　that 　t

　　hey 　have　more 　 conditions 　 of 　 success ，　of 　non 　defective　perfective 　performance 　or 　of 　 satisfac

　 　 tion．　i3

　ロ
ー

コ ン テ ク ス トに お い て 発話する際に は 、発話 の 受け手 に こ ちらの 意図す る も の を 瞬時 に 汲み 取る

よ うに促す ス キル が 必 要とな っ て く る の で あ る。以 上 の よ うな こ とに基 づ き 、 学生 が ス キ ル を身に っ け

るた めの 前段階 として 第
一

義 的発話表現作成 の プ ロ セ ス を次章で 述 べ る。

（2 ）　 第一義的発話行為 の 指導過程

　
一一．
般 的 に 他者 へ 依頼する場合は そ れ ま で に築い て きた 人問関係 の 影響 が 往 々 に あ る の で 、見知 ら ぬ 他

者 へ の 依頼 の 場合は第
一

声 の 発話表現が重要に な っ て くる た め、単に 話 しか けるだ けで は な く見知 らぬ
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他者 へ の 依頼表現 を考える こ とが ス キル 上達 の 手段 と推察する。

　揚 面設定と して 見知 らぬ 他者 へ の 依頼表現 （道順 を聞く） と い う状況を想定した上 で 、先述 の 第
一

義

的発 話行為の 大切 さや 日本人 同士 の 人間関係 を助 ける敬意表現 （敬語）を使用する こ と も促 し なが ら依

頼文 を考 えさせ た 。 学生が 回答 した い くっ か の 依頼文 は 次 の よ うなもの で あ っ た。

　　  「ち ょ っ とい い で す か 。 道順を教え る こ と が で きま すか。」

　　  「こ ん に ち は。道順 を教 え て くだ さい 。」

　　  「す み ま せ ん が、道順 を 教 え て くだ さ い 。」

　　  「誠 に 申 し訳ござい ませ ん が、道順を教えて くだ さい 。」

　　  「誠に申し訳 ご ざい ませ ん が、道順を教えて い た だ け ま せ ん で し ょ うか。」

  の 表現は第
一
義的発話行為 の 問接的な要請 で あ り、英語な らば

“
Can　you　tell　me 　the　way 　to〜？

”

　で よい が、日本語 の 依頼表現で は異な る。

  の 表現 は 学 生 ら し さが 出て い る もの の 依頼の 部分は 「教え て くだ さい 」 だけである。

  の 表現 は 日本人 的な表現 （「す みませ ん」 とい う相手 の 気持 ちを和 らげる表現）が 挿入 され て い

　る の で 適切 で あ る。

  ・  の表現は 日本人的な表現 （「誠 に申し訳 ご ざい ませ ん」 とい う相 手 の 気持 ちを和 らげ る表現）

　 の 中で 最 も へ りくだ っ た表現が挿入 され て い る の で 更 に 良い 。そ し て 、  の 表現 「〜道順 を教 え

　 て くだ さ い 」 と い う肯 定文 よ りも  の 表現 「〜道順を教え て い た だけ ま せ ん で し ょ うか 」 とい う

　疑問文 の ほ うが 、相手 に 選択権を委ね て い るの で 更 に適切な表現 で あ る。

罫線枠内 の 答 えを導き出すよ うに、国語表現 で教 えた 敬 意表現 の 復習 も兼ね て 指導す る 。

4 ．ス キル 修得の 方法

（1 ＞　実施の 背景

　 コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン に お け る ロ
ー コ ン テ ク ス トを踏ま え て の ス キ ル 修得 な の で、全 く見知 らぬ 他者 へ

の コ ミ ュ ニ ケ
ー

トと考え る と学 内で の 場 面 設 定 で は 難 し く な る。そ の た め 学外 で の 課外学習 と なる が 学

生数やカ リキ ュ ラム に縛 りが あるため、ゼ ミ生 （1 ・2年生） を対象 に 課 外ゼ ミナ ール 形式 で学習 させ

る こ とに した。見知 らぬ他者 へ の 発話場面 を想定 し た もの に は数種類あ るが、仮 に道順や場所を尋ね る

の で は結果 と し て 残 る もの や 自らの ス キ ル を フ ィ
ー ドバ ッ クする もの が 少 な い た め、街頭 ア ン ケ

ー
ト調

査 を行なうこ と に した。 2 年生 は卒業研 究 レ ポ
ー

トに役立つ ア ン ケー ト項 目を 、 1年生 は コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン に関す る ア ン ケ
ー

ト項 目をそ れぞれ考え て マ ッ チ ン グ させ た。実施状 況 は 次 の よ うに 決定 し て ゼ

ミ生 に 周 知 し た。

【 目　　標 　】 ロ
ー

コ ン テ ク ス トに お け る コ ミュ ニ ケ
ー

シ ョ ン ス キル 向上

【　目　　時　】平成 19年 7 月 20 日 （金） 午後 3 時〜5 時30分

【 場 　所 】三重県津市の 津駅東 m 周 辺
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【 対象学生

【 共通 理 解

】ゼ ミ生 （17名）＝ 全員が 「言葉とコ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン 」 受講済 み

　日本人女子 学生 （16名）、留学生男子学生 （1名〉

】 ・調査 可 能箇所 は公 共 の 場 の み （駅 側 との 取 り決 め を守る こ と）

　 ・一人 当た り最低10部は とる こ と

（2）　 事前練習 （留意点）

　事前練習 と し て 場面設定 を した 上 で の バ ーバ ル （言語表 現）、ノ ン バ ーバ ル （非言語表現） を用 い て

の 疑似体験をす る 。 発話表現 は、前述 （P。155） の   の 「誠に 申し訳 ござい ませんが、道順を教 えて い

ただけませ ん で し ょ うか 。」 とい う表現 の 「〜道順 を教えて 〜
」 を 「〜ア ン ケ

ー
ト調 査 に お 答え〜

」 に

置 き換え 「誠に 申 し訳 ご ざい ませ ん が 、ア ン ケ ート調査 に お答 えい ただ けませ ん で し ょ うか 。 」 とい う

発問 をする 。 自らの 名乗 りも忘れ な い よ うに して 簡単な 自己 紹介 （所属 と名前）と 目的 も加 えた依頼表

現も加 え時間を計 る。歩行 し て い る 人間を呼び止 めて 依頼表現 を用 い る た め 、歩数 と時間、立 ち 止 ま っ

て もら うま で の タ イ ミ ン グが 非常 に 重要 で あ る。歩幅の 個人差があ る の で 、ゼ ミ生 が 実際に歩 い て他者

が 話 しか け る 限度の歩数を割 り出 した。歩数 7 歩ま で が限界で あ っ た 。歩数 7 歩以 上 く っ つ い て 話 し か

け られ る と 「不快 を感 じ る」 と の こ とで あっ た。多少 の 個人差はあるが 、歩数 7歩に 対 して 4 〜 5 秒 か

かる 。 発話 し て か ら 言 い 終え る ま で の 所要時間を計る と 下記 の よ うに なる。

　　依頼表現   【10秒】　「お忙 しい とこ ろ誠 に 申し訳 ござい ませ ん
。 高 田 短期大学の 者ですが コ ミ ュ ニ

　　　　　　　　　　　　ケ
ー

シ ョ ン に 関す るア ン ケ
ー

ト調 査 に お 答 え い た だ け ま せ ん で し ょ うか ？ 」

　　依頼表現   【8 秒 】 「申し訳 ご ざい ませ ん 。高 田短期大学の 者 で す が コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン に 関する

　　　　　　　　　　　　ア ン ケ
ー

ト調 査 に お 答えい た だ けませ んで しょ うか ？ 」

　　依頼表 現  【7 秒】 「すみ ませ ん 、高 田短期大学 の 者 で す が コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン に 関す るア ン ケ
ー

　　　　　　　　　　　　ト調査 に お 答 え い た だ けま せ ん で し ょ うか ？ 」

　　依頼表現  【5秒 】 「す みませ ん、コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン に 関す る ア ン ケ
ー

ト調 査 に お 答えい た だけ

　　　　　　　　　　 　　ま せ ん で し ょ うか ？」

　　依頼表現  【4 秒】 「すみませ ん 、 ア ン ケ
ー

ト調査にお答えい た だけませ ん で し ょ うか ？ 」

　依頼表現   は 最も高い 敬意表現 を用 い た も の で あ る が、言 い 終え るま で の 所要時間 は 10秒もか か る た

め長すぎる 。   ・  は 相手 の 気持 ち を和 らげ る 表現を少 し 軽 め の もの に し たが、や は り 8 秒や 7 秒 で は

長い
。 依頼表現   や   は 自らの所属 を明確 に して い な い た め 時間 と して は マ ッ チ して い る が 適 さない

D

そ こ で 、所属 を 短縮 し て ア ン ケ
ー

ト内容 を 省略する と依頼表現   ・  の よ うに な る 。

　　依頼表現  【5 秒】　「す みませ ん、高田 短大 の 者 で す が ア ン ケー ト調査 に お 答 え い ただ けま せ ん で

　　　　　　　　　　　し ょ うか ？」

　　依頼表現   【4 秒 】 「す み ませ ん、高田短大 の 者ですがア ン ケ
ー

ト調査に お 答え い ただ けますか ？ 」

　依頼表現   ・  の どち らか の 表現を用 い て 発話する こ とに 決定 して 、通 行 人 役 と依頼学 生 役 に分か れ

て 事前練習を行 なわせ た。非言語表現 （ノ ン バ ーバ ル ）の 視線、表情、パ ラ言語 、身振 りに も注意 し て 、

通行人 の 歩 く速度に も合わせ なが ら練習す る。
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（3 ） 結果

学年 と集計 者 集計 結果 成功に繋が る要因 失敗に繋が る要 因

1 − a 16 バ ス を待 っ て い る人に 頼ん だ こ と バ ス が停 車 してか らの 時間 帯

1 − b 8 誰か を待 っ て い そ うな 人 に 頼 んだ こ と 改札 口 を 目指 し て 歩い て い る 人

1 − c 7 バ ス 乗 り場 に並ん でい る人に頼ん だ こ と ア ン ケ
ー

ト用 紙 が 2枚 あっ た こと

1 − d 6 3 〜4 人 で ゆ っ く り歩 い て い る 人 達 足 早に駅 に向か っ て 歩い て い る人

1 − e 7 ペ ア で 頼 む と相 手側 に安心感を与えた 為 用紙だ けで の 質問 （口頭 質問 にす べ き）

1 − f 7 自販 機横 の 長椅子 に座 る 人 に 頼む こ と 歩 行 中に話 しかけ る こ と

1 − 9 7 駅前 か ら離れ た所で頼 んだ こ と 急い で 駅に 向か っ て 歩い て い る人

1 − h 6 お とな しそ うな年 下 に頼 む こ と 中年女性

1 − i 5 男 性 よ りも女性 に 頼 ん だ こ と 外国入 で あ っ たた め言 葉の 壁 があ り失敗 し た

2 − j 10 バ ス 乗 り場付 近の 人、年配 の 人 に頼 ん だ こ と 同年代 や 3 〜4 人 の グル
ー

プ の 人 達

2 − k 7 サ ラ リ
ー

マ ン 風の 年配 の 人 に頼 ん だ こ と 仕事 帰 りの OL へ の 依頼

2 − 1 7 「卒論 」 と い う言葉が効い た ア ン ケ
ー

トの 内容 （不 明 だ と不審が ら れ る ）

2 − m 8 バ ス 待 ちの 人が 良か っ た 歩行 中の 人

2 − n 8 声 か けに 慣れ る と ヒ手 くい く よ うに な る 最 初、は っ き り頼 めな か っ た こ と

2 − o 5 「卒論の ア ン ケ ート」 とい う言葉 が効 い た 「〜い い で す か ？ 」 と尋 ね る 表 現を した こ と

2 − P 9 時 間 に余裕 の あ りそ うな人 に頼 ん だ こ と 最初は な か なか 話 しか け られ なかっ た こ と

2 − q 7 ペ ア を組 ん で 行 動 した こ と ペ ア を組 ん だ友人 と無駄 話 を して しま っ た こ と

　当目の 結果をま とめた表で あ る 。
a 〜 i が 1 年 生 （9 名 ）、 」〜 q が 2 年生 （8名） で あ る。所定区

域内 で 2 時間 30分以内にア ン ケ
ー

ト依 頼をす る とい う条件で 、各 自10部 の ノル マ
ー

を課 した。駅前 とい

う限 られ た範囲 だ が 、成功要 因 と失敗要因を照 ら し合わせ る と 「場所 」　 「時間」　「人物像」　 「状況」 の

具体的な事柄が 浮か び 上が っ て くる 。

　　「場所」 に関 して は、駅前とい う場面 にも様々 な状況が混在する こ とを認識 で きた。改札 口 か ら離れ

た所や バ ス 停付近 の 回等率 が 高 か っ た 。「時間 」 に 関 して は 、夕刻 の 仕事帰 りの 時間帯は 難 しく、バ ス

が停車 して か らの 時間帯も厳し い こ とが分か っ た。回答す る 「人物像」 も、歩行中の 他者に 話 し か ける

こ とは 非常 に困難 で ある こ とを実際に確認する こ と が で きた。
一

人 で 足 早に駅 に向か っ て 歩 い て い る人

よりも 3 〜 4 人 で ゆ っ く り歩 い て い る 人達、誰か を待 っ て い る 人、バ ス 乗 り場 に並 ん で バ ス を待 っ て い

る人や 自販機横の 長椅子 に座る 人 に頼む と回答率 が高 くな る。同年代 に は 拒否 され る傾向が強 く 、 サ ラ

リ
ー

マ ン 風 の 年配 の 人 や お とな し そ うな年 下 （中 ・高生）に頼む と回答 を得やす い よ うで ある。ま た、

何 の た め の ア ン ケ
ー

トで あ るか 明言す る こ と も不 可 欠 で あ り、「卒論 」 と い う言葉 は 効 く よ うで あ る 。

「卒論 の データ に な る の ならば きちん と答 えなければな らな い 」 と い う回答者もい た そ うだ 。 依頼側 は

ペ ア を組ん で 頼む と回答者側 に安心感を与え回答率も高 くな っ た とい う体験談 もあ っ た。ア ン ケ
ー ト用

紙 が 2 枚 あ っ た こ とも障害とな っ た た め、用紙 （文書質問） だけで はな く 口 頭質問 も各 自の 分担 を 決 め

て 取り入れ る とい う方法 も今後は 取 り入れ るべ きである とい う提案 も出 た。 2 年生 は 、キ ャ リ ア教育の

な か で 第
一

印象 に つ い て の 講義 を受けた こ と の 振 り返 りに も な っ た と述 べ て い る。非言語表現 （ノ ン バ ー

バ ル ） の 大切 さを講義で聴い て い た もの の 、 他者 の 非言語表 現をみ て 改め て 発話す る以前 の 表現 の 重要

度を学 ん だ とい う。

　 最後 に次 の 2 つ の 結 論 を 導 き出す こ と が で き た。そ れ は 、「発 活 以 前 に 相 手 の 状況 が 察知 で きた こ と」

と 「閉じ た質問で の依頼文 で は効果的 で な い こ と」 で ある 。
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高 田短 期大 学紀要第26号

  「発話以前に 相 手の 状況が察知 で きた こ と」

　事前準備 の 時点 で は、「歩行 中 の 見知 らぬ 他者 に 依頼す る 」 とい う場面設定 で 時間を計 りなが ら発話

　行為 に 取 り組ん で い たが、「すみ ま せ ん 」 とい う発話 に よ り相 手 の 状況 （ノ ン バ ーバ ル に よ る も の ）

　が 察知 で きた とい う結果が82％ の 割合 （1年生 は 9 名中 7 名、 2年生 は 8 名 1
．
P　7 名）が 得 られた。発

　話す る こ とによ り、非言語表現 （ノ ン バ ーバ ル ） で 他者 が反応 を示す場合が多 く、「手を用い て 断わ

　る （遮 断す る、申し訳な さそ うに 拝むポーズを と る）」 行動や 「全 く無視す る 」 行動 に 出 る 。 言語表

　現 （バ ーバ ル ）で 他者が 反応を 示 す場合は 、「ち ょ っ と時間 が無 い の で
…

」 「すみ ませ ん」 とい う林

　（1994＞ が 指摘 して い た 「和 、形 を重ん じ る 」 発話が戻 っ て きた。

  「依頼 文 （閉 じ た 質問） が 効果的 で はない こ と」

　こ ち らが準備 した質問文 に つ い て も新た な事実が 確認 で き た。当初 は、閉 じた質問
14

形式 の 依頼文 で

　事前練習を して い たが、見知 らぬ他者 へ の 依頼の 場合は 「閉じた 質問1 で は イ ン パ ク トが 弱 い た め効

　果 的 で はな い こ とが 分 か っ た 。　 「開い た質問」 で は 相手 に負担をか け る と 予測 して い た が 、「開 い た

　質問」 を用 い た依頼文を作成する必要 が あ るよ うで ある。

おわ りに

　 ハ イ コ ン テ クス ト文化 とい われ て い る 日本社会 で あ る が、昨今で は ハ イ コ ン テ ク ス ト と ロ
ー

コ ン テ ク

ス トが 混在 して い る た め 、今年度 、初 め て ロ
ー

コ ン テ ク ス トに お け る ス キ ル 修得を 試み た 。第
一
義的発

話行為 か ら事 前準備に 取 り組 ん だ が 、当 初、考案 した もの と結果 に は 差異 が 生 じ た。

　 ロ
ー

コ ン テ ク ス トを想 定 して 場 面設定を して い たが、Hall，E．　T．（1976） の い うハ イ コ ン テ ク ス ト文

化 の と お り、目本人 文 化 は 非 言語表現 （ノ ン バ ーバ ル ） へ の 依存度 が 高 く、言語 へ の 依存度は低 い こ と

が分 か っ た 。 発話 に よ り相手 の状況が特に非言語表現 （ノ ン バ ーバ ル ）に よるもの で 察知 で きた とい う

結果 が 82％ で あ っ た。発話す る こ とに よ り、非言 語 表 現 （ノ ン バ
ー

バ ル ）で 他者 が 反応 を示す場合 が 多

くまた、物理 的状況 に よ っ て そ の 意味が 導 き出 され、当初 、準備 した質問文 に つ い て も新た な事実が確

認 で きた。見知 らぬ 他者 へ の 依頼の 場合 は 「閉じ た質問」 で は イ ン パ ク トが 弱 い ため有効的 で は ない こ

と も判明 した。「開い た 質問1 の 使用方法 も考慮 し て い きた い 。

　今後は 、日本人 の 「コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 」 研究 の なか で 日本社会 で の 効果的 なス キル 修得や 円 滑 な人

間関係 が保持 で き る もの を何 らか の 数値測定等の 手法を 用 い て 体系 づ ける所存で あ る。

註

1　 平成 16年 1 月 29 日 に 厚 生 労働省 は 「若年層 の 就職能力 に 関 す る 実態 調 査 」 で 、「コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン 能 力 、

　　職業人意識 、基 礎 学力、資格 取 得、ビ ジ ネ ス マ ナー
の 五 つ の 能力 を 修得すれ ば、事務、営業系 の 仕 事 に採 用

　　 され る可能性が 66．5％ に な る」 と ま と め て い る。厚 生 労働省で は、こ の 五 つ の 職業能力 を、比 較的短期 間 の

　　訓練 で 向 上 させ る こ とが で き る 「若年者就職基 礎 能 力 」 と定 義 して い る。こ の 結果、採用可能性 は、コ ミ ュ

　　ニ ケー
シ ョ ン 能 力 を修 得 し た者 が 18．0％ 、職 業 人 意識 も18．0％、基 礎 学力 は 12．2％、資格 取得 11．3％、ビ ジ

　 　 ネ ス マ ナ
ー7．0％ で 五 っ の 基 礎 的 能 力 を合 計 す る と66．5％ に な る。
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厚 生 労 働 省 も 「若 年 者 就職 基 礎 能 力 支援事業団 （YESプ ロ グ ラ ム ＝Youth　Employability　 Support−Program ）」

の 対 象 とな る教 育 訓練 の 認 定 基 準 領域の ひ とつ に 「コ ミュニ ケー
シ ョ ン 能力 亅 を若年者層 が 習得すべ き ス キ

ル と して 位置づ け て い る。コ ミュニ ケ
ー

シ ョ ン能力 ］ とし て 「傾聴す る姿勢、双 方向の 円滑 な コ ミ ュ ニ ケー

シ ョ ン 、意見集約 、情報伝達、意見の 主 張、相手の 尊重、組織 ・人 間関係、明確な説 明、図表 を用い た表現 」

と して い る。

平 田 祐 子 他 （2004 ） 『ワ
ーク で 学 ぶ ビ ジネ ス コ ミ ュ ニ ケー

シ ョ ン ・ス キ ル 』 西 文社　p．6 − 11

長 尾 素 子 、田 中典 子 （2006 ） 「教 育訓練期間 に お け る 『コ ミ ュ ニ ケー
シ ョ ン 能力』の 開発

一
企業研修を行 う

講 師への ア ン ケ
ー

ト・イ ン タ ビ ュ
ーか ら見 えて く る もの 一j

Sietar　Japan第21回年次大会、麗譚大学…長尾 、田 中は 「コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン 能 力 」 につ い て 上記 の 発表を

し て い る。そ の 中で 、コ ミュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 能力 を言 語 学分野、コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 学分 野 、社会学分野、医

療分野、ビ ジネス 分野 か らの 詳 しい 発 表 で あ っ た。

Hall，E．　T．　　
“
Beyond　Culture

”
　New　York，　Doubleday ，　1976，1〔｝2p

服部裕 「プ レ ゼ ン テ
ー

シ ョ ン とデ ィ ベ ー
トの 方法 に 関す る諸 閼題 」 （1997 ）

秋 田大学教育学部 『秋 田大学教育学部研究紀要 』（人 文科学 ・社会科学部門52）　p．90

芳賀綏 （1979）『日本 人 の 表 現 心 理 』中 央公 論 社 　p．20− 22

平 田 祐子 「敬 意表現指導上 の 留意点」 『高 田短期大学紀要 』第25号 2006p ．152

中世 （室 町末期）に 来 目 した 宣教師達が 異文化 の 言語で ある 日本語 との 遭遇 に よ り 「日本人 の 敬 意表 現 」 の

細 や か さに気 づ き、そ れ らの 体系付け を余儀 なくされた。生 まれ た 時か ら母 語 とし て 敬語を使用 して きた 日

本 人 は気 付 か な か っ た が、異国人 に と っ て は 日本語の 複雑な人間関係を表す 「敬語」 とい う言語体系の 存在

を知 り、敬 意 が含まれ た表 現 は 日本語 の 習得 に 欠 か せ な い もの と し て 分析 し た の で あ っ た v

古 田 暁監 修 （1990）『異文 化 コ ミュニ ケー
シ ョ ン ・キー

ワ
ード』有斐閣　p．117

林吉郎 （1994）『異 文 化 イ ン ターフ ェ イ ス 経 営 』 日本 経 済新 聞 社 　p．68

前掲書　P．72

長野眞理子 （2000） 「日本的 コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン をとお して の 自文化理 解」

目本秘書教育学会 『研 究集録』　 第 6 号 　p．28

Vanderveken，　D．（久 保進 訳 ）（1998）『発話行為理 論 の 原理 』松柏社　p．98

第
一

義的発話行為の 質 の 公 准 と量の 公 準 は 「一定の 発話行為 は、よ り多 くの 成功条件、欠陥なき遂行条件、

或 い は 充 足 条件 を持 っ とい う意 味 で 他 の 行 為 よ りも強 力 で あ る」 と述 べ て い る。

平 田祐子 他 （2004）『ワークで 学 ぶ ビ ジネ ス コ ミ ＝ ニ ケー
シ ョ ン ・ス キル 』西 文 社 　p．64− 68

「開い た 質問」 よ り も 「閉 じ た質問 」 の ほ うが相 手 に与 える負担 が少 ない た め 「お 答 え い た だ け ませ ん で し ょ

うか ？」 「お 答 え い た だ け ま す か ？」 とい う依 頼 文 を 考え て い た が 、今 回 の よ うな ケース で は 効 果 的 で は な

か っ た。
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保育者養成校 に お ける 「乳幼児の 事故予 防」 に 関する指導

　　　　一
基礎技能科 目　「幼児体育」 の 取 り組 み

一

　　　　 The　 Education　 fbr　 the　Prevention　 of 　Young 　Children　Accidents

　　　　　　　　　　in　 the　 Child　Care　Worker　 Training　Institution
− The　Approach　in　the　Basic　Skill　Subject

‘‘

Young 　Child　Physical　Education
” 一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 榊　原　尉 津 子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Itsuko　Sakakibara

（要 約）

　2004 （平成 16）年 よ り 「幼 児 体 育」 「小 児保健」 「小 児保健 実 習 」 「保 育内容 ・健康 」 の 担 当者 が 連携 し共 通 課

題 とし て 「乳幼児 の 事 故予 防」 を 取 り上 げ、関連科 目間構 造 図 の 作 成 や 文献研 究、ま た 三 重 県 内の 施設長と保育

士 を対象 に した事故予 防に 関す る ア ン ケ
ー

ト調査や保育実習 へ 参 加 した 学生 を 対象 に し た ア ン ケート調 査等 を実

施 し、関連 科 目担 当者 との 連携 に よ る授業改善 を試み た 。 本稿で は、科 目間の 連携 に よ り得た情報 や課 題を筆者

が 担 当す る基 礎 技 能 科 目 「幼児体育」 だ けに 絞 り、授 業改 善を 実際 にお こ な っ た 2005 （平 成 17＞年 6 月 か ら2007

（平成 19）年 10月 ま で の 実践内容 を報告す る。

（キ
ーワード）

　幼児体育、授業改善、乳幼児 の 事故

は じめ に

　1960 （昭和35）年 以降、わ が 国 の 小 児の 死 亡原 因 の 第1位は 「不慮の 事故」 で ある。死 亡 数は こ の 10年

間減少 して い る が 、 事故件数そ の もの はほ とん ど減少して い ない
。 子 どもの 健全育成の 視点 か らも国や

各 自治体がそれぞれ に事故対策事業を行 っ て い る。例 えば 「健康 日本21J （21世紀に お ける国民計画運

動）の 母子版 で あ る 「す ご や か 親 子 21」 に お い て は公 衆衛生 の 4 つ の 課題 の
一

つ に乳幼児の 事故 へ の 取

り組み と 目標値が示 され て い る
’

。

　また、1985 （昭和60）年頃か ら子 どもの 体力 ・運動能力 の 低下傾向が続く とともに、肥満な どの 生活

習慣病 の 増加が 社会問題 とされ る なか、文部科学省 の 指導に よ り2003 （平成15）年度か ら子 どもの 体力

向上推進事業が実施 された。文部科学省ホ ーム ペ ージ上 に も 「『子 どもの 体力 向上 ホ ーム ペ ージ
Z
』開

設 2004 （平成16）年 4 月 1 日 」 が掲載され て い る。

　そ こ で 、保育者養成校に おい て も将来保育者 と して 活躍す る 学生たち に 、乳幼児の 事故防止 に 対す る

知識 と技能 を教授 して い く必要がある と考え 、 主 に 乳幼児 の 健康 に関係 する科 目 「幼児体育 」 「小児保

健 」 「小児保健 実習 」 「保育内容 ・健康 」 の 担当者 が連携 し て 「乳幼児の 事故予 防」 を共通 の 課題 と して

取り上 げ、2003 （平成 15）年 よ り関連科 目間 の 連携に よ る授 業改善を試 み た。本稿で は 、科 目 間の 連携

によ り得た情報や課題 を筆者が担当する 基礎 技能科 目 「幼児体育」 だ けに 絞 り、乳幼児の 事故予防に関

し て 保育 ・
保育指導

3
の 実践能力 を持 っ 保 育者育成を め ざ し て 取 り組んだ 2005（平成 17）年 6 月 か ら200

7 （平成 19）年 10月 まで の 授業改善の 内容を報 告する 。
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1 ．研 究目的

　関連科 目間担 当者 との 共通 の 課題 で あ る 「乳幼児の 事故 r・防」 に つ い て 、改善 に 取 り組 ん だ筆者 が 担

当 す る 基 礎技能科 目 「幼児体育 」 で の 教授 内容 の 整 理 と学生 が保育者 と して 現場 の ニ
ーズ に即 した保 育

内容の 展開と事故発 生 時に敏速に対応 が で きる知識 と実践 力を身 に つ け させ る こ と を 目的に行 う。

2 ．研究方法

　2003 （平成 15）年 から得た情報 （文献研究、関連科 目間構造図 か ら見 る 「幼児体育 」 の 位置づ け、保

育現場 か ら の 「幼児体育 」 に関す る調査結果） の 再確認 を行 う。次に 2005 （平成 17）年 6 月〜2007 （平

成19）年10月 ま で に 行な っ た授業改善 （教授 内容、幼児体 育ノ
ー

トか らみ る指導後の 学生 の 反応）の 報

告をす る。

3 ．研究結果

（1）文献研究

2003 （平成 15）年よ り以下に挙 げる文献研究 と関連科 目の シ ラバ ス の 検討を行なっ た。

　　・幼 稚園教育 要領、保育所保 育指針

　　・全 国保育 士 養成課程検討委員会が示 すシ ラバ ス の 内容確認

　 　
・三 重県健や か 親子 い き い きプラ ン み え

　　
・三 重県健康福祉部 こ ど も家庭 チ ーム 母子保 健強化推進特別 事業報告 書

　　・健やか親子 21と子 どもの体力向上推進事業の サイ ト等

乳 幼 児の 不 慮 の 事 故

（2）関連科 目間構造 図か ら見る専門科目

「基礎技能 『幼児体育 』」 に つ い て

　 「乳幼児の 事故予防」 関連科 目問構造

図
4

（図 1）を 作成 し、共 同研 究者 と定

期 的に研究会を持 ち検討を行な っ た。

　そ こ で 、「幼児体 育」 で は 乳幼児 の 事

故予防に 関する内容 と して 教授 す べ き内

容 は 、  身体 運 動 の 楽 し さ　  危険回避

能力 ・運動能力 を高 め る 運動 を身 に っ け

る　 とい うこ と が 分 か っ た。

　ま た 、図 1 の 中の 関連科 目 「小 児保健 」

の   に挙が っ て い る 『運動能力の低下』

に っ い て も 「幼児体育」 の 授 業 の 中 で 教

授 し て い く必 要 が あ る と い うこ と が 明 ら

か とな っ た 。

ぐ小 児 保 建 ピ

採 瓱 に お け る 事故 防 ［ヒ　　 仕 会 （父 通 事 政 ） に お 」「る事 故防 止

　 　 　 　 　 　 保 育塵 　幼雄 1詞 に お ける 事故 防 d

〈 小 児保 健 実習 〉

事 故 了 防 の ザーめ の 観察妓 術

Fi　倉 手 ゴ　　（’L、n市蘇 牛法 含む ）

ぐ 幼 児体 育 、
身 体 連 動 の 楽 し さ

危 険 回 避 能 力 達 動 能 力 を 高 め る 運 動

く 保育 内容　 健康 冫

　 「乳 幼 児 の 事 故 予 防 」に関 す る 卒 業 時 の 凵 標

「事 故 防 le対 策が で き る 保 育者 」

「子 どもが 安 全行動 を とれ 番 よ うな 指導 助 言が で き る保 育 苛 」

「 1 ど も が安全 行動 を と れ る よ う f： 運 動 慥 力 を 培 う指 導 が で き る 保 育者」

「保 湿 9
一
に 事 故 予防 の 助 言 ・指 導が で き る 保 育 者」

「事 故 発 4 時 に ピ・要 な 判 断
・

行 動 （応 急 処 置 ）が で きる 保 育者 1

図 1 「乳幼 児 の 事故 予 防」 関 連科 目間構 造 図

（榊 原 ・梶 「乳幼 児の 事故予防」 に 関す る保 育者養成校 び）取 り組み （3）一関

連 科 日間の 連溌に よる効果的な授業 改善 をめ ざ して
一高田短 期 大学紀 要 第

24 号、p120 図、梶 作 成 ）
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（3）保育現場 の 調査

　保 育の現場に お け る保育士 の事故予防に 対す る取り組み の 実態把握と保育現場に お けるニ
ーズ、必 要

な知識技術 を検 討す る こ とを 目的 に、施設長 お よ び低年齢児 を担当 して い る保 育士 2 名 を 対 象と し て 、

県 内保育所 （園） で 市部 と郡部 よ り約 100箇所 を抽 出 し、郵送 した （無記名 質問紙法
5
によ る ）。調査時

期は、2GO4 （平成 16）年 7 月26日〜 8 月 6 日。調査 内容は 、施設長対象は管理者 の 保育園 で の 事故 予防

に 対す る 取 り組 み と考 え に つ い て 、保育 士 対 象 は 乳 児保育者 の 保 育所 （園 ） で の 事故 予 防 に 対 す る 取 り

組み と考え につ い て で ある。

　幾つ か あ る質問項 目の 中で 、「幼児体育」 に 関係する項 目の 結果は表 16 の とお りで ある。「足腰 の 弱

さ」 「疲れやす い 」 「転び やすい 」 「手が つ けな い 」 【表 1 】保 育に おけ る事故防止 に 関連 して子 ども自身の要 因 で

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　気 に なる こ と （複数 回 答）

な どの 身体面で の 弱 さの 回答が 67％以上 を占め、

文部科学省 が実施 して い る 「体力 ・運動能力調査 」

とも
一

致し た結果 とな っ た。

また、学生 自身が実習先で 実際に 体験 して きた保

育現場 で の 乳幼児 の 事 故予防 に 関する 実態 を把握

する こ とを 目的 に、共同研究者 で ある 「小児保健 」

担当者が 1 ・2年生 と も実習終了後と な る 2004 （平

成16）年か ら毎年 10月 に 記名式質問紙法に よ り199

人 に調査を実施。調査内容 は 、学生が実習に お い

て 観察 して きた 「保育所 （園）で の 安 全 配慮 」 と学

生 自身が 経験 した 「ヒ ヤ リ
・

ハ ッ と」 で あ る。

「保 育所 （園）で の 安全配慮 」 に つ い て は、安全指

導 と して   園舎 内で は走 り回 らな い 　   乳児 が 高

い 所 に登 らな い よ う注意す る　  階段 で は順番 に 昇降する等の 意見 が多か っ た。固定遊具に つ い て は 、

  使 用 中必 ず 保 育士 を 配 置 す る　  ル
ー

ル を 決 め 安全 に 使用 で き る よ う子 どもに 指 導　とい う意見が多

か っ た。そ の 他、環境整備 、プ
ー

ル 時 の 配慮、散歩 時の 配慮等 で あっ た。

（4 ）授業改善

　（1 ）文献研 究　 （2 ）関連科 目間構造 図か ら見る専 門科 目　「基礎技能 『幼児体育』」 につ い て　 （3 ）保

育現場 の 調査 　以上 こ れ ら の 結果か ら乳幼児 の 事故増加 の 要因と して 考えられ る こ とは 、乳幼児 自身の

協応動作 の 低下等が指摘 され て い る こ とや保育所 （園）対象 の ア ン ケー ト調査結果か ら子 どもの 事故に

対す る内容 が多種に渡 っ て 起 きて い る こ とに改めて 気 づ い た。そ こ で 、基礎技能 「幼児体育」 で は、20

05 （平成 17）年 6H か ら子 ど も学科 1 年生が 6 月実施 の 教育実習と 8 月 実施 の 保育実習 へ 参加する直前

の 授業 の 中 で 実習中 に 発生す る か も しれな い けがや事故に対し て敏速 か っ 落ち着 い た対応が で き る よ う

に 2004 （平成16）年 に 保 育所 （園）対象と学生 対象に 実施 した ア ン ケ
ー

ト調査結果 を資料 と し て 配布 し、

乳 幼児 の け が や事故へ の 対 応 の 仕方や乳幼児に よ く ある 症状 の 対処方法 を教授 し た。
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　また、2004 （平成 16）年 7 月 26日〜 8 月 6 日に保育者対象に調査 した項 目
7

の 中に 「保育における事

故防 止 に関連 して 子 どもたち の 健康 ・体力 づ く りの た め の 運動あ そ び等を実施 され て い ます か 」 とい う

質問 に対し て 回 答者 の半数以 上が 「はい 」 と回答 があ り、具体的に挙 げて い た 運動の種類は 表 2 の と り

で あ っ た。回答数が多い あそ び を見 る と全 身運動を取 り入 れたあ そ びや小型や 大型遊具 、固定遊具等 を

使用 した 運動あそ び で あ っ た 。

　そ こ で 、調査結果を参考に して 事故防止 の ため の 体 づ く りを意識 した リズ ム体操 （童謡や子 どもた ち

【表 2】運動あそび （複数回答）

・体操 （走 っ た り、と んだ り等）や集合遊び、ボール や フ
ー

プ遊び な ど身体 を動か すあ そ び 　2D

・戸 外遊び で 足 腰 を鍛 え体力づ く りをし て い る　17
・
ホ
ー

ル や園 庭で 大型 ブロ ッ クやジ ャ ン グル ジム 、はん と う棒、太鼓橋 で 遊ぶ 　 ll
・牛乳パ

ッ クで 作っ た箱や手 作 り階段か ら飛ん だ り して 楽 しみ な が ら足 腰 を鍛 え る　11
・

リズ ム 遊び （お遊戯、リ トミ ッ ク等）　 10
・

ハ イ ハ イ を十分 させ る　9
・

ス プ リ ン グマ ッ トで 跳んだ り、マ ッ ト、トラン ポ リン で ア ス レ チ ッ ク ご っ こ を した り して い る　8
・ゴース トッ プゲーム 、色探 しゲーム など敏捷性や判断力 を養 う簡単 な ゲ

ー
ム を取 り入 れ てい る （2 〜3歳 児 ） 4

・保 育士 と一緒 に手す りを持 ち、階段の 昇 降をして い る　3

・大型の 積み 木 をつ なぎ、そ の 上 を歩い た り、跳ん だ りして バ ラ ン ス 感覚を養っ て い る　3
・プ レ イ ジ ム を使 っ て 斜面や階段 を昇 っ た り降 りた り して 遊 ぶ 　3
・握 っ た り、つ ま ん だ りと手 の 力が っ くよ うなお もちゃ を出 して い る　3
・
普段の 遊び の 中で い ろん な遊び か ら体 を動か した り して 、機敏 さや体力 をつ けて い る　3
・プー

ル に入る 前 には体 をほぐす体操 をす る　2
・

マ ジ ッ クテ ープ が つ い た キル テ ィ ン グマ ッ トに 動物や 果物 の 人形 を貼 っ た りして 遊 び な が ら手 先 の 力 を養 う　 2
・10月以降、マ ラソ ン 、乾布摩擦　2
・
運 動発達、達成カ

ー
ドの 作成

・ス キ ン シ ッ プ をかね ての ふれ あい 遊び を して い る
・お む つ 交換時、で きるだ け手 足 を動か し、発達 を促 す よ う心 掛 け て い る

・溝 で の 水 遊 び 等 自分 の や りた い 事 を保 育者 が 付 き見 守 りさせ る

・素足保育
・昔か ら伝わ る 伝承 あそ び を積極 的 に取 り入 れ る

・す べ り台の 縄 の 所 を
一

人で 登れ る よ うに して い る

・水 ・土 ・砂等で 遊 ぶ 機会 を多 く持 つ よ うに して い る

・友だ ち と握手や手 を っ な い だ り して 遊び の 中で 強 くに ぎる活 動 を行 う

に人気 の ア ニ メ ソ ン グに あ わ せ て創作）、大型遊具を使用 （マ ッ ト、跳び箱 、 平均台等） し た遊び の 創

作、安全 に配慮 し なが らの器械運 動 の 指 導法 に つ い て 、大型

遊具や 固定遊具 の 使用 （点検） につ い て等、実習先で 即活用

で きる内容を取 り入 れ授業改善を試みた。

例えば、写 真 1 は 実際に 学生が補助 を付け て マ ッ ト運動 を

して い る時 の 様子 で ある。一
見危険 が 無 い よ うに見 え るが 、

回転を して い る学生 の 周辺 を見る と ノートやペ ン 、シ ュ
ー一ズ

等が置い て あ っ た り 、 補助者以外 に順番を待 つ 学生 が 回転 し

て い る学生 の 直 ぐ側 で待機 して い る姿が 見 られ る。『安全 へ

の 配慮』 とい う声掛けを し ない と忽 ち学生た ちは列 を乱 して

演技者 に 近寄 っ て い っ て しま う。

　滑 り止 めが 付い て い ない マ ッ トに っ い て は 写真 2 の マ ッ ト

ス ト ッ プ を敷 く よ う指 示 しな ければ、滑 りやす い マ ッ トの 上

で あ っ て も平気 で 演技 を して しま うの であ る。また平均台を

写真 1　 マ ッ ト運動を して い る様子

写 真 2　網 目状 の ゴ 厶 製マ ッ トス トッ プ

　　 　 　（滑 り止 め シ
ー

ト〉
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保育者養成校 にお け る 「乳 幼児 の 事故予 防」 に 関す る指 導

使 用 した時は、平均台下 に落下防止用 と して マ ッ トを敷き詰め る こ とさえ忘れ て しま うとい う状態な の

で あ る。

　こ の よ うな状態 を 目の 当た りに し、「けが をする か も…
」 「死に繋 が る の で は …

」 とい う意識 の 無い 学

生 に は 日々 の 指 導 の 中で 、大切 な命を預か る保 育者 として 「安全配慮」 と い う文字 を学生
一

人 ひ と り の

頭の 中 に植 えつ け て い くよ うに そ の 都度言葉掛 け して い く と と も に 、あ くま で も子 どもに と っ て 身体運

動は楽しい もの で な ければな らな い こ とを前提 に、学生 に安全 で 楽 し く、発達段 階に沿 っ た 運動遊び の

実践を教授 した 。

　こ の よ うに実習 に出か ける前に事前指導と して 教授 した が 、前期授業 の 感想 を尋ねる と 「乳幼児 の 事

故予防 」 に関す る 内容 の 記述が 目立 っ た の で 数名 の 記述を抜粋し て 表 3 に紹介す る。 こ の 事故予防に 関

す る記述は、筆者が こ の 件 に つ い て 記述 を 求 め た も の で は な く事前指導を行 っ た結果、学生 自信 が 「乳

幼児の事故予防」 に関 して 興味関心 を持ち、ま た現場に 出た こ とで 必要性 を感 じ た ため書き留 め た もの

と推測 され る。

4 ．ま とめ

・乳幼児 の 事故予防に つ い て 「幼児体育 」 「小児保健」 「小 児保健実習」 「保育 内容 ・健 康」 の 科 目間 で

連携 し て 授業展 開をす る こ と に よ り、学生 の 乳幼児 の 事故予防 の 意識 の 醸成を促すこ とがで きた。

・各ア ン ケ
ー

トの 調査結果 を授業時の 資料 と し て 使用す る こ と は、学生記述表 3 か らも分 か る よ うに具

体的な事例 と し て学生 の関心 を引きやす く効果的な授業 と な っ た 。

・実習直前 に 乳幼児 の 事故予防に つ い て 教授する こ とで 、無知なまま実習へ参加 する よ り も実際に事故

　を経験 した時に園長や担当保育士 に伝え る 等 の 余裕 を持 っ た 対応 が で き る 。
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高 田短 期大学紀要第26号

・事前指導を実施す る こ とで 、学生 の 事故予防 へ の 関心が高ま り知識を身 に 付 け た い と い う気持ちが 強

　くな っ た。

・学生 の感想か ら、事前指導を受けた こ とに よ り、実習中事故 が 発生 して も担任 に報告す る とい う落 ち

着 い た対応 をす る こ とが で き た 。

・今後 は、関連す る科 目担 当者 と乳幼児 の 事故予防以外 に新たな テーマ を検討 ・研究し、授業改善を進

め る と と もに保育者養成校 と して 質 の 高 い 保 育者 を育て て い きた い と考 えて い る。
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一

関連 科 目間の 連携 に よ る効果的な
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一
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