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（ 要　約 　）

　「読書 離 れ 」 で 多 くの 教育者 た ち は そ れ を解決す べ く、腐心 して お り、様 々 な 方 策 を打 ち 出 して い る が、顕 著

な 改 善 策に な っ て い な い 。なぜ そ れ らは あ ま り機能 し な い の か 過 去 の 文 献を 省み て 、そ の 原 因分析 を行 っ た。そ

の 結果、読書行 動 の 出現率 を 高め る操作が なされ て い ない 事実を確認 し 、 行動分析学 の 立場 か ら、読書行 動 出 現

率を上昇させ るた め の 理論 を 紹介し、具体的な 解決策を提言す る。

（キ
ー

ワ
ー

ド）

　読書離れ ・オ ペ ラ ン ト条件 付 け ・行 動 分析

は じめ に

　 「図書館 離れ ・読書離れ 」 が世間 の 話題 に な りだ して 既 に 久 し く、図書館
・
教育 に携わ る 多 くの 関係

者が頭を痛め な が らそ の 改善に腐 心 して い る。研究論文 も数多く発 表 され て い る。そ れ らの 多くは 、現

在 の 現象 （図書館離れ ・読書離れ ） を 分析 し、嘆きな が らも何 とか 有効な対策を模索し て い る 。 しか し

なが ら、「図書館離れ ・読書離れ 」 の短い単語 の 中に、多くの 内容が 込 められ て お り、携わ っ て い る人 々

の 立場 に よ っ て そ れ ぞ れ の 考 え で 解釈 し、そ の 方策 を 考 えて い る。図 書 館 は 、様 々 な 問 題 も 図書館法

htt ：〃 www ．mext ．　 o．
’
／a−menu ／s　orts／d。kus　 o 〆hourei／cont −001／005．htm （2008年 11月 1 日現在 ）や 、 大学

設置基準 に 付 随 して い る図書館設置基準 htt：／／wu ・w ．slis．keio．ac ．
’
／
〜
ueda ／univlib 　uide ／univlibstandard1982 ．

圃 （図書館設置基準、2008年11月 1 日現在）に縛 られ て い る た め 解決 もか な り難 し い 部分 が あ る。

　今 回 は、 「読書離れ 」 に 焦点 を絞 り、そ の 実情と、今後 どの よ うに 「読書離れ 」 を改善す る か行動分

析学の 立場 か ら考察す る。

文献か ら見 た 「図書館離れ 」 の 実態調査 と、改善策

　実態 と して

　「読書離 れ 」 と は、こ こ で は 「過 去 に 比 べ 、読書をす る人 口 が減少 し て い る現象」 と定義する。また

何 をもっ て 「読書 」 と言 うの で あ ろ うか 。 大辞林を 引 く と、「本 を読む こ と」 と書かれ て い る。「本 」 と

は 何 で あ ろ うか ？ 大辞林を引けば 「書物 、書籍 」 と し て あ り、「書物 」 を 引けば 、「本 ・書籍 ・図書」

と記 され て い る 。
「書籍 j を引 けば、「本 ・書物 ・図書 」 とあ る 。

「図書」 を 引けば 「書籍
・
書物 ・本 」

と あ る。堂 々 巡 りで あ る。こ こ で は 、「本」 と は、「紙 に 綴 じ られ て い る情報 の 蓄積 された も の 」 と ひ と

まず定義す る。従っ て 、DVD や ビデオ は ひ とまず 除外 す る。「読 む 」 を 大 辞林 で 引けば、 1 ．「書か れ
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た文字を
一

字ずつ 声に 出し て言 う。 」 2 ，「文字 ・文章 な どの 表す意味を理 解す る。」 3 ，「図形
・グ ラ フ

や
一

見無意味な文字連続 などの 意味す る こ とを判断 し、理 解する。」 4 ．「他入 の将来の こ とを推測する 。 」

5 ．「囲碁 ・将棋 で 先の 手 を考えた り、相手 の 手筋を察知 した りす る。」 6 ．「講談や浪花節 を演ずる。1

7 ．「（『訓む』 とも書く）漢字に 訓をあて る 」 8 ．「数え る 。 特に数を 口 で 唱 えな が ら数え る。 」 の 8 項

目が挙げ られ て い る。今回 の 「読 む」 は ひ とまず、 1 ．2 ． 3 ．を採択す る。但 し、 1 の 「声に出 し て

言 う。 」 の 部分は 、 それ も含む が 、必ず し も声を出 さ な くて も良い こ と とす る。

　従 っ て 、「読書」 とは、「紙に綴じ られ て い る情報を蓄積された もの の 文字や図形 に よ っ て 表 され た意

味を理 解する。」 とひ とまず定義す る。し か し、こ の 定義 と、多 くの 教育に携わ る人 々 の 考えて い る

「読書」 と は 、若干 の 開きがあ る と考え られ る 。 なぜ な らば、上 記 の 「読書 」 の 定義 に は 、様 々 な 機器

の マ ニ ュ ア ル や、使用説 明書等 も含まれ る。こ れ らも 「読書 」 に含まれ るで あ ろ うか ？ こ の 議論 は、

後にする と して 、 どの よ うな人 た ち が 、どの よ うに 「読書離れ 」減少 に 対 して 危機感を 持 ち、ど の よ う

にそれ らを改善 し て い こ う と して い るか 振 り返 っ て み る必 要が有ろ う。 そ の 前 に 、
「読書離れ 」 は い っ

頃か らの 現象な の か 振 り返 っ て み る 必要があ ろ う。白根恵子 （2003）
’

は 「子 どもの
“
読書 離れ

”
の 実

態 とそ の 打開策 と し て の ブ ッ ク ト
ーク 」 の 中で 、読書離れ状態 が 、最初 に 社会的 な 話 題 と な っ た の は 、

昭和39年 （1964）と し て い る。こ れ は 、全 国学校図書館協議会が毎 目新聞 と協 同で 1954年か ら大体毎年

行 っ て い る 「学校読 書調査 」 に基 づ い て い る。また、ELNET 全国新聞 ・雑誌記事紙面デー
タベ ー

ス を検

索する と、1980年代 か ら 「読書離れ 」、「活字離れ 」 等 の 記事が散見 で きる。時代背景的には、高度経済

成 長期 頃 で あ り、様 々 な 技術革新が な され 始 め た 頃 と 言 え よ う。 しか し なが ら、赤木 か ん 子 （1992）
2
は

「
“
読書離 れ

”
を考 え る 」 の 中で 、「文献 を調 べ て い た ら、明治 20何年 か に書か れ た教育書に 『近頃 の 青

少年は本 を読まな い 』 との 記述 が ある。1 と して い る。い ずれ に して も、「読書を し な くな っ た 」 現象 は

事実の よ うで あ る。そ れ らに 対 して 、多 くの 人た ちが、現象 を捉 えた り、分析 した り、そ の 方策を提言

して い る 。 文献 を調 べ て み る と、大別 し て 、調 査 ・分析 に 主 眼 を 置 い て い る 文 献 と、「読書 を させ る に

は 」 と 言 っ た、方法論 に 主眼 を置く 文献 とに 2 分 され て い る よ うで あ る 。 今回、引用 ・参考 に使用 した

文献は、20本 で その うち12本 は調 査 ・分析であ り、何 らか の 具体的改善策を述べ て い る の は 、8本で あ っ

た 。 勿論、取 り寄 せ た文献 が す べ て で は な く、こ れ らに 関す る 文 献は数多く存在す る は ず で あ る。分析

結果 の 特徴 的な傾向 と し て は 、よ く読書する 者 と、 全 く読書 を し ない 者 の 二 極化現象 の 存在 を示 して い

る。増田 近 文 （1992）
3

は 「読 む 子 と読 ま な い 子 の 両極端化 」 の 中で 、上 記 の 学校読書調査 の 調査結果

を踏まえ、読書す る子 とそ うで ない 子の 存在が顕著で あ る と して い る 。 そ し て 、 読ん で い な い 子 の 理 由

を問 うた時、そ の 理 由と して 「読みた い が読 めなか っ た」 と、「読み た い と思 わなか っ た 」と答え、「読

み た い が読め な か っ た 1 の 理 由と して 、「読み た い 本 が無か っ た 」 と 「読み た い が時間が無 か っ た 」 の

二 つ に集約 され た と述 べ て い る。「子 ども に とっ て 適書と は 、そ して 、子 ど もの 読み たい 本 とは どの よ

うな もの か を考 えなければならない 。」 と問題 を提起 し て い る。そ して 最後に、「読書離れ と 言 っ て も、

それ はす べ て の 了
一
ど も達を同

一
視で き る 問題 で はな く、部分的 な 読書離 れ で あ り、読 ま ない 層 は 何処 に

あ り、それ を ど う指 導す る か と言 う細か な面 か ら読書離れ を考え る べ き で あろ う。」 と結 ん で い る。ま

た 、「一方、よ く読ん で い る層に つ い て も、別 の 点 か ら問題 が あ る。それ は 、『軽読書化』 と呼ばれ る読
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書 の 仕方や質 の 問題 が あ る。 」 と指摘 し、更 に 「少数 の 熱 心 な教 師 を 除 い て どれ だ け
一

般の 教育現場で

読書指導が 行 わ れ て い るだ ろ うか 疑問 で あ る。『本など読ん で い た の で は 、、、』 とい う風潮が教育現場 に

あ り、読書指導の 軽視 ・読書指導 の 不 在が今尚見られ る の で は な い か 。 」 と述 べ て 終了 して い る。

　二 極分化 の 問題は 、 秋田喜代美 ・武藤隆 （1992＞
4

も 「小 ・中学生 に対す る考 え 方 、感情 の 発達的検

討
一

読書量 に影響 を与 える心理 的要因
一

」 の 中で も指摘 して い る。そ の 中で 、二極分化 の 原 因 に対 し、

「読書 に 対 し て 、ど ん な感情を 抱 い て い る か、読書を 自分 に と っ て どん な意味 を 持 っ 行動 と し て 認 識 し

て い る の か と 言 っ た読書行動を動機付け る 心 理 的要因 に違い があ る の で は な い か 」 とい う問題意識 で 分

析 して い る。そ し て 、読書に 対す る 「意義」 に 関 して 、主成分分析 を用 い 、要 因を 1 ．「空想 ・知識 」

（思考活 動 に 関す る意義）、 2 ．「気分転換 」、
3 ，「成績 ・賞賛 」 の 三 っ に分類 し調 査 を行 い 、結果 と し

て 高学年になるにつ れ、「3 」 が減少 し、「1 」、「21 が増大す る結果 を得た。こ れ に よ り、「意義の 認

識が 読書に 対する感 情を育て 、更 に そ れ が読書行動 を促す意欲に な っ て い くの で あ る 。 」 と結論付 け て

い る 。 こ の ほ か に も、池末孝郎 （1992）
5

「意識 は 変化 し たが、絶望的 で はない
一

情熱 を持 っ て 読書 の 仲

間 を増 やそ う
一

1 は、言語 の 乱れ を読書不 足 としてお り、活字離れ の 問題 を指摘 して い る。そ して 、生

活時間 の 中 で 、意識 が 変化 し、他 メディ ア （映 像 の テ レ ビ、音声 の ラ ジ オ ） の 発達 に よ り、読書時間 の

減少 を 述べ て お り、読書指導 の 必 要性を説い て い る 。 石 子順 （1992）fi
は 「子 どもの 読書 と映像文化

（読書離れ の 背 景 を探 る 〈特集 〉）」 の 中 で マ ン ガを本 とみ なす の か 、また マ ン ガ に も通常 の マ ン ガ と、学

習 マ ン ガ の 存在 を指摘 して い る。そ して 、読み聞 か せ の 重 要性 を指摘 し て い る。今村秀夫 （1992）
7

は

「子 ど もの 生活 時間 と読書一 『目本人 の 生活時間』 （NHK 調査 に よ る）」 の 中 で 、「読書生活 は、人 々 の

日常 の 全生活 と い う分 母 の 上 に あ る 分 子 で あっ て、そ の 分 母 の 部分 を ほ とん ど無視 し て 、そ の 分子た る

読書 生活 だけを問題 に して も問題点や解 決策は生まれ て きに くい 。」 と して 、生 活全体 の あ りよ うを分

析 し て い る。そ の 結果、学業等に縛 られ 自由時間の 減少 を指摘 して い る。そ して 「そ の 自由時間 の 多 く

は 、
レ ジ ャ

ー
活動 とマ ス メ デ ィ ア接触 に費や され て い る 。 」 と指摘 し て い る 。 活字文化 へ の 接触 は 、「高

学年 になるにつ れ 上 昇 し て い る。」 と し、「学業 の 軽減、重圧 か ら子 ど もの 解放 こ そ が 重要 で あ る 。 一と

して い る が、読書 に 関 して は、「二 極分化 と、本好 きとは 言 えな い が、か とい っ て 嫌 い で もない 。」 と言

う程 度 で 言及 を と ど め て い る。！994年 11月 19日発行 の 日 本教育新聞 の 記事 と して 、文 科省 が 「子 ど も を

本に 近 づ け る 10の提言 ls を行 っ て い る。「読書を楽 しむ た め に は 」 と し て 「1 ．感動す る 本 の 用意、 2 ．

読書 の 楽 し さを紹介、 3 ．読書を楽 しむ 心 に 共感 」 そ し て 、魅力的な図書館作 りと し て 「5 ．子 ど もの

オ ア シ ス 、読書セ ン タ
ー

に、 6 ．学校 の 学習情報 セ ン タ
ー

に、7 ．地域 に開 こ う、 8 ，構 内の 協力体制 」

そ し て、学校 ・家庭 ・
地域の 連携 と し て 、「9 ．三者で 基盤づ くり、10．読書する時間の ゆと りを」 と

言 っ た提 言を して い る． しか し なが ら、「感動 す る 本 の 用意 」、「読 書 の 楽 し さ」、「読書 を楽 しむ 心 に 共

感 」 と言 っ た表現 は、ある意味当た り前 の 事 で あ り、ま た 逆 に何 をも っ て して 「感 動 」 す るの か 、「楽

し さ1 と は 、あ る い は 「心 の 共 感 」 と言 っ た 、言 葉 の 定義がな されず終了 して い る。また、浜 田重 幸

（2000）
y
は 「デ

ー
タ か ら見 た 日本 人 の 読書離れ

一100万 人 の 調査 か ら
一1 の 中 で調査報告 に 基 づ き 、 若 者

の 活字離れ 理 由 の ア ン ケ ー
トと して 、8 つ の 選択肢を提示 した。そ の 回答結果 として 、「1 位 は 『本 よ

りテ レ ビ や ビデ オ、ゲ
ー

ム の 方が楽 しい か ら』80％、 2位が 『本 よ りマ ン ガ の 方が楽 しい か ら』51％、
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3 位 が 『受験勉強 に 忙 し い か ら』30％、 4 位が 『文字ば か りの 本は うっ と うし い か ら』27％、 5 位 が

『ク ラ ブ活動が忙 しい か ら』14％、 6 位 が 『親 が 本 を勧めな い か ら』 11％ で あ り、意外 に も 『文字 ばか

りの 本 は うっ とう し い か ら』が若者の 読書離れ の 大 きな理 由 の
一

つ に なっ て い る。」 と報告 し て い る。

またそ の 中 で 、 幼児期 の 「読み 聞か せ 」 の 重 要性 を指摘 し て い る。森忠繁 ・
千家令子

・堂田 い つ み

（2006）
L°

は、「学生 の 読書 に関す る調査
一

世論調査 との 比較
一

」 の 中 で 、大 学図書館 の 利用が少ない 点

を 指摘 して い る が 、調 査 結果 に と ど ま り、提言等 は し て い な い
。

2007年 4 月20 日発行 の 時事通 信
11

「読

書離れ が加 速か 」 と して 、読書離れ と、本購入費も減少 し て い ると指摘 し て い る。浅井昭治 （20G8）
12

は 「子 どもは どうや っ て 本 を読 まなくな っ たの か 」 の 中で、上 記の 学校読書調査を踏ま え、小学生 と中 ・

高校 生 の 読書離れ の 要因 を指摘 し、分析を し て い る が
、 最後に 「不 読の 問題 も様々 な角度か ら究明す る

必 要 を痛感す る。」 と 言 う課題提言 で 終了 し て い る。室謙 二 （2008） 「イ ン タ
ー

ネ ッ ト時代 の 読書」 と し

て、「読書」 と 「テ キ ス ト （こ の 場合、教科書 の 意 で は な く 『文字 テ キ ス ト』 の 意味 で 用 い て い る）」 を

読む こ との相違を述 べ 、今後の イ ン ターネ ッ トで の 「テ キ ス ト」 に 関 しメディ ア と して どの よ うに進化

して い くかを述 べ て い るが、読書離れに関 して は 言及 して い な い 。
一

方 、向井睦 子 （1991＞
13 「読書離れ

の 中学生 に働 き か け る 一大 阪市 立 大 淀 中学校
一

」 の 中 で 、「読書能力 を高 め る こ とは 、どの 教科 ・領域

に と っ て も重要 な課題 で あ る 。 」 と し、「そ の 中で も国語科で の 指導、図書館を通 じて の 指導 が 中心 とな

る だ ろ う。」 と し て い る。そ して 、学生達 に 対 して 、 ユ．図書館 活 動 と して 、図 書館 の 充実、開館 時間

の 工 夫、貸 し 出 し冊数 の 工 夫、 2 ．学級文庫 の 充実、 3 ．国語科 で の 週 5 時間 の 授業の 1時 間を読書指

導 と書道 に 充 て る 。 4 ，読書活 動 と して 、読書時間 の 確保 （授業屮に 読書 で き る 時間を確保す る）、 5 ．

読書 コ ン クー
ル （コ ン ク ー

ル に て 、個 人賞上 位 3 名、ク ラ ス 上位 2 名 を校長先生 か ら表彰） 6 ．図 書館

ニ ュ
ース に て情報提供お よ び啓蒙す る。と言 っ た 6 項 目を挙げ、働 きか けを して い る。若林千鶴 （1992）1’1

は 「図書館 と教科 の 連携で あ らゆ る機会 をとらえて 指導」 の 中で 、「子 ど も達は本が好き」 と言 う信条

を 前 提 と して 、図 書館 の 雰囲気作 りか ら始 ま り、広 報活動 と読書案内を ビ ジ ュ ア ル 化 し、国語科に 関 し

て 教科指導 と連携 し、読書指導を行 っ て い る 。 そ して 、個人 の 読書記録を残 し、読書 の 励みに して い る。

更 に 「あ らゆる機会を捉 え て 意識 的に読書の 啓蒙 を行 っ て い る。」 として い る。また、二 富 ゆ り こ （1992）
14

は 「読書時間 を 設 け て 読書 の 習慣化 を 図 る 」 の 中で 、「時間を設定 し、多様 な読書 を経験 させ る こ とに

よっ て刺激を常に 与 え、読む 楽しみ を味わわせ 、読書意欲を 高め た い と実践 し て きた 。全職 員 の 協力 の

重要 さを痛感す る。」 と報告 し て い る。作 山静男 （1988）1s
　 「r一ど も の 読書離れ を 防 ぐに は

一
読 書指導

一
」

は、教え 子 が 同職 に就 き、それに対す るお祝 い の 手紙形式を とっ て お り、イギ リス の 哲学者 ホ
ー

ソ ン の

言葉を引用 し、「読書は完全 な人 間を造 り、談話は 起点 の き く人 間 を造 り、書 くこ と は 正 確な人聞 を造

る。」 と し、読書指導 は 色 々 な考 えや説が ある と しなが ら、「読書 に よ っ て 高度な理 解力 を習得す る こ と、

人 間性 の 拡張、獲得 した知識 ・技能 ・態度 の 活用等 々 で す が、最初か ら気 張 らず に、それ こ そ 亀村 五 郎

氏 の 言 を借 りれ ば （・・・子 ど も達の 心 を揺 り動か し、自 ら の 力 を使っ て 喜び を 得 た り、人間 ら し い 生

活 を して い くた め の 知識 を得る こ と の 手助け の
一

つ ）」 と し て 、子 ど も を本好き にする た め に、感想文

に 関 して は 「い ちい ち書 か せ た ら本離れ し て い きます。j と否定 的で あ りなが ら、14項 目を挙 げて い る。

そ れ は 、 1 ．読 み 聞 か せ をす る。 2 ．語 り聞か せ をす る。 3 ．読 書の 星 取 り表 の 活 用。 4 ．読ん だ本 の

一4 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Takada Junior College

NII-Electronic Library Service

Takada 　Junior 　College

行動分析 の 立場 か らみ た 読書離れ の 分 析

紹介 し合 い
。

5 ．テ レ ビ ・ラ ジオ で放映 （放送）され た物語 の 本を勧め る e6 ．作者 へ の 手紙 をき っ か

けと し て、 7 ．そ の 子 の 読書能力 に 会 っ た本 を勧め る。 8 ．学級文庫の充実。 9 ．ブ ッ ク トーク に よる

指導。10．朝の 会の 10分読書。IL 全校読書祭 り。12．「読書 ク イ ズ 」 「読書 い ろ は 」 等 の 導 入。13．学

級集団読書授業。14．家庭 の 読書環境への 働 きか け等 な どで あ る。前述 の 、自根恵子 （2003）
15

は、同

報告 の 中で 、読書離れ の 打開策 と して 、ブ ッ ク トーク を推奨して お り、「学校読書調査結果は 、テ レ ビ ・

ビデオ ゲ
ーム 等 の 手軽 な娯楽 に加 えて 塾通 い ・お稽古事 と数多くの 阻害要因があ っ て も、

“
子 ども達は

面 白い 本に 出会えば読む
”

と言 う事実を示 して い る。逆 に言えば、
“
読書離れ

”
現象は、多 くの 子 ども

達が
“
面白い 本

”
に 出会 っ て い な い とい うこ とを示 唆 し て い る こ とに なる。」 と結論づ け、「教師や父母、

ボ ラ ン テ ィ ア に 惜 しみ な い 援助を提供す る こ とが大切 で あ る。1 と し て い る。杉本幹夫 （2004）15 「青少

年 の 読書離 れを防 ぐために、印刷業界が積極 的 に プ レ ゼ ン を展 開」 新 日本印刷株式会社会長で あ り、印

刷業界 か ら の ス タ ン ス で 述 べ て い る 。 そ の 中で 「雑誌 の 発 行点数は間違 い な く減 っ て い る 。 し か し 、 喫

驚の売れ 行きを見せ て い る の は 、名作、名著の 粗筋 を紹介す る本 だ。」 と報告 して い る。こ れ は、所謂

「軽読書 」 と言われる本 の
一

つ で あろ う。そ し て、最後 に 教育 の 必要性 を説 い て い る。足 立幸子 （2008）IT

「読書の 魅力 を 伝 え る技法
一リテ ラチ ャ

ー ・サークル
ー

」 は、本 の 魅力を伝 え る 技法 と し て 、リテ ラ チ ャ
ー・

サ
ー

ク ル を提唱 して い る 。 様 々 なバ リエ
ーシ ョ ン が あ る よ うだ が 、手順 と し て は、 1 ．教師が本を紹介

し 、2 ．子 ども達 が読 み た い 本 を読 ん で 、グル
ー

プ を 作 る。 3 ．子 ど も達 が 読 む範囲 を 決 め 、4 ．子 ど

も達 が、グル
ープ の 中で の 「役割 」 を決 め る。 5 ．子 ども達 は それぞれ 、自分の 担 当す る 「役割 」 で 、

決 め た範囲を読む。 6 。「役害ll」 に基づ い て 、グル
ープ で 話 し合 う。「役割 」 とは、フ ィ ク シ ョ ン 系 の 本

の 場合 と し て 、「どの グル ープ に も置 きた い 役 割 と して 、『コ ネ ク ター （自分 との 繋が り を 見 つ け る）』、

『ク エ ス チ ョ ナ ー
（疑 問を見 つ ける）』、『リテ ラ リ

ー ・ル ミナ リ
ー

（優れた表現 な どに 光を当 て る ）』、

『イ ラ ス トレ
ー

タ
ー

（目 に 浮 か ん だ情景 を 絵 に す る）』 と い っ た もの で 、必 要 で あ れ ば加 え た い 役割 と し

て 、『サ マ ライザ
ー

（要約す る ）』、『リサ
ー

チ ャ
ー

（作者 、 テ
ー

マ な どを研究する）』、『ワ ードウィ ザー

ド （特別な語 を取 り 上げる）』、『シー
ン

・セ ッ タ
ー

（場面 の 特徴 を捉 える）』の 8 役割 で ある。」 として

い る、これ 以外 にも適宜必要 とあれば増減する。そ して 、そ の 後、フ ラ ン ク に デ ィ ス カ ッ シ ョ ン を行 い 、

「評価 は 、教師 の 観 察 と、子 ど もの 自 己 評価 で 行 う。」 と し て お り、「そ れ らは 、1990年代 の 読 書や心 理

学 の 理論 に 基 づ い て い る 。 」 と して い る 。 効 用 と し て は 、「自分 の 知 識 や見解を 広 げる た め の 手法 と して

意味 が あ る は ず で あ る。」 と して い る。

考察

　概観と して

　大体、こ の よ うな状況 で ある。ま とめ る と、こ こ 20年位前 か ら、「図書館離れ ・読書離れ 」 の 現象が

顕著 に な り、そ の 打開策は 無 い か と多くの 人 々 が苦慮 し て い る。現象 の 要因 と し て は、小 ・中高校生等

は、学習時間増加 に よ る 自由時間の 減少、そ して 、そ の 自由時間 で も、メディ ア の 発達に よる、他 の 行

動に 時間を取られ る （テ レ ビ を見 た り、音楽 を聴 い た り） こ とに よ り、読書に充て る 時間の減少 な どが

あげ られ て い る。また、顕著な現象 と して 、読書の 二 極化 が観察され て い る。多読す る 人 々 と、不 読 の
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人 々 の 両極化が進行 して い る 。 また 、 不 読の 人 々 の 中で は 、
「読みた い が読めな か っ た」 と 「読みた い

とは思 わな か っ た。」 とに分 か れ た。更 に 「読みた い が 読 めな か っ た」 の 回答者で は更に、「読みたい 本

が 無 か っ た。」 と 「読む 時間 が 無 か っ た 」 と に分か れ て い る。ま た 、どの よ うに 「読書離れ 」 を是正 し、

「読書」行動を促すか に つ い て は 、多くの 人 々 は 、「ブ ッ ク ト
ー

ク 」
・ 「読み 聞か せ 」 を挙げ て い る 。 そ

れ 以 外 に も様 々 な是 正 策を提案 し て い る。 「リテ ラ チ ャ
ー ・サ

ー
ク ル 」、教育指導 （環境整備 と し て 図書

館 の 充実、読書祭 り、授業中 の 読書時間 の 設 定、読書後 の 感想 の デ ィ ス カ ッ シ ョ ン 等） の 充 実、徹底等

腐心 して い る。

　 しか しな が ら、そ れ ぞ れ の 研究者が 、そ れ ぞ れ の 思 惑で 試行錯誤 を して い る が 、気 に な る 点 が存在す

る 。 まず 、
「読書」 と言 っ た時、何 をも っ て し て 、

「読書」 し たかが 、 明確に な っ て い な い
。 今回 、 冒頭

で 、筆者 は 、「読書離れ 」、「本 」、「読書 」 の 定義 を行 っ た。 こ れ は 、議論す る 中 で 使用す る 用語 の 定義

が 相手 と違 っ て い た時、議論 が 成立 しな い 状況や誤解を招 く可能性 が ある た め 、用語 の 定義は必要 で あ

る と考える か らで あ る。上記 の 文献 の 中 で も、「本 」 に 関 し て 、マ ン ガを 「本 1 とみ なす の か ？ の 議論

も存在 し て い る。本 を読む こ とを 「読書 」 と し て い る が 、読む もの が 本 で あれ ば、す べ て 読 書 に な る か

の 議論は全 くな され て い ない 。つ ま り、 「読書 」 に対応す る本 の 定義が 曖昧であ る。 こ れでは、今後 、

議論を継続する こ と は 困難に な ろ う。冒頭 で も述 べ た よ うに、「読書」 に 入 る もの は何か を明確にする

必 要があ る 。 今回、「読書」 に 入 る もの と し て、ア ン ケ
ー

トを行 っ た 。
こ れ は 、

「読書離れ ・図書館離れ

の 」 実態 と、後述す る行動統制 の た め の ニ
ーズ 等 を確認す るた め の

一
環 の

一
つ と して 行 っ た 。記述する

内容 は 、「読書」 と言 え る も の と し て 、マ
ー

ク を つ け て も らう形式 で 行 っ た 。 以 下 の 15 種類 を設 定 し、

複数 回答 可 と し て 実施 し た。 1 ．小説、2 ．専門書、 3 ．研究論文、4 ．絵本、 5 ．マ ン ガ 、6 ．学習

マ ン ガ 、7 ．パ ン フ レ ッ ト、 8 ．一
般教養書、 9 ．プ ロ グ ラ ム 、10．新聞、11．マ ニ ュ ア ル （仕様書）、

12．聖書 、13．経典、14．雑誌、15．そ の 他 （　 　 ） と し た。方法 は 印刷 した ア ン ケ
ー

ト紙 に よ る 回

答、若 しくは、イ ン タ
ー

ネ ッ トの ホーム ペ ージ にア クセ ス して もらい 入力 し て もらっ た。h−

ne ．i／lank／tanko．htm （こ の ア ン ケ
ー

トは、現在 も継 続中 で 有 り、修 正 そ の 他適 宜行 っ て い る ため、内容

が 変更 され て い る 場合が あ ります ）。こ の 集計時点で は 、回答者は 48名 で 、年齢 は 、19歳〜62歳ま で で 、

男子 18名、女子 30名 で あ っ た。性
・
年齢分布等は 省 く と し て 、結果 は 図 1 の ご と く と な っ た 。こ の

　 　 　 　 　 　 　 ％

　 　 　 　 　 　 leo
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表示 は 、各項 目に対する回答数 を ア ン ケー ト回答者数で 割 っ た値 に 100を乗 じた 「％ 」 で 表 示 され て お

り、割 合の 高い 方 か ら並 べ 替えたもの で あ る。そ の 他 は 3件 あ り、「案内書、百科事典、白書」 が 記述

され て い た 。 今後の 課題 で あ る。今回述べ た い 主 旨は、順位 とか 、 どの割合が高い とか の議論で は なく、

これ だけばらつ きが有 り、各人 に よ り、「読書」 の 概念が異な ると言 うこ とで あ る 。
つ ま り、あ る人 は 、

「漫画 は 読書 に 入 る」 と考 え て お り、 またあ る 人 は 「漫画は読書に入 らな い 」 と考 えて い る事実が存在

する とい うこ と で ある。 こ れ らの 人 々 が、「読書 」 の 定義をせ ずに議論 を始め た と し た ら、議論 そ の も

の が噛み 合わな い で あ ろ う。従っ て 、「読書」 を議論す る に は 、「読 書 とは 何 を意味する か 」 と 言 っ た 定

義 を先 に行 う必要 が あ る 。 しか し、文献で は、定義が 全 くなされ て お らず、各 々 が恣意的 に 用語を使用

し て い る。

　現象 と して は 、様 々 な統計検証 が 発表 され て い る た め 、客観的事実と して 捉 える こ とが で きるが、そ

れ以外 の 問題 、つ ま り、「読書」 と か、「読書 の 価値 」 な ど言 う場合 、厳密な定義が必 要 と な る。そ れ ら

を明確 に し て 、次 へ の 議論が 可 能 とな る で あ ろ う。

解決 の方法論 として

　現状 の 問題 と な っ て い る、「読 書離 れ 」 を 如何 に 取 り戻す か の 方法論的考察を行 うわ けで あ る が、「図

書館離れ ・読書離れ」 は ともに 行動 を述 べ て い る 。

　筆者は 、短大図書館研 究28号 ls
に、行動分析 の 立 場 か らそれ らの 行動 を引き出すため の 提言 を行 っ た 。

「図書館離れ ・読書離れ 」 と は 、図書館に 「行 か ない 」。あるい は 「行 っ て い た行動 がな くな っ た 」 現象

であ り、また、「読書離れ 」 とは、読書行動が 「なされない 」 状況を表 現 して い る。短大 図書館研究 28

号で も記 し た が 、図書館 に 「行 く」 よ うに す る、あ る い は、読書を 「す る 」 行動 の 出現率 を高 め る こ と

は、それ程難 し くない
。 例えば、「こ の 図書館の色 々 なと こ ろ に 、 10万 円の束があ ります。それ を見 つ

けた方 は、お持ち帰り い ただい て構い ません。」 と表 示 す れ ば、そ の 図書館に 「出か ける 1 行動頻度 が

上昇す る こ とは 誰で も認 め る で あ ろ う。ま た 、「読書する 」 と言 う行動 の 頻度 を 上昇 させ る た め の 条件

と して は、「あ る本の ど こか に、こ の フ レーズが書かれて い ます。見つ けた人 には 、 100万円贈呈します。」

と して 、特定の フ レ
ーズ を提示すれば、皆、本 を読 み 、そ の フ レ ーズ を探すで あろ う。た だ、そ の 行動

が 促進 され 、図 書館に 人 が 押し 寄せ る 結果 に な っ た と し て も 、 あ る い は 、多くの 人が、本を読み始め、

「図書館離れ ・読書離れ 」 の 現象が そ うで な くな っ た と し て も、多くの 人は 「本来 の 目的 と違 う」 と感

じ る で あろ う。な ら ば、「本来 の 目的 」 に合致 した状況 に、上記 の 条件をずらせ ば よ い の で ある。また 、

上 記 の 条件 自体 も、現実離れ して い る の は 当然 で ある 。
「例 えば」 と し て提示 して い る の で ある。しか

し、こ の 条件 で あれ ば、多 くの 人 が図書館 へ 行き、本を 読み、フ レ
ーズ を探す で あろ うこ とは 、多くの

人 は 理解で き る で あろ う。 こ れ らの 条件 を提示す る の を 「確立操作 」 と言 うが 、「お金 が 手 に 入 る 」 こ

とは多 くの 人 に とっ て 、ポジテ ィ ヴな こ とで あろ う。お金 で なくて も 、 本を読ん だ人 に と っ て ポジテ ィ

ヴな もの は 別 にもあ るはず で あ る。例えば、小 学生な ど は 、教師の 賞賛 で も良い し、本 の プ レ ゼ ン トで

あ っ て も良 い 。尊敬す る教師の 微笑 み だけ で も充分ポ ジ テ ィ ヴな もの に な り うる （た だ し
、

ポ ジ テ ィ ヴ

な 「度合 」 は 違 うた め
、 それ らの 精査す る必 要 は あ ろ う）。図書館 へ 「行 く」 よ うに行動させ られる も
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の は、お金だ けで はな い 。例 え ば、「浜崎あゆみ 」 が書司 と し て あ る 図書館 で 働く と した ら、多 くの 人

た ちが そ の 図書館に 出か け る で あろ う （浜崎 あゆみが嫌 い な人 は行 か な い で あろ うが ）。上記の 手法は 、

行 動分析学 の 理 論 に 基 づ い て い る の で あ る。

　行動分析学 の 特徴 として は、佐藤方哉 （2001）19 「こ と ば と行動」 の 中で 簡潔に 述 べ て い る．以下 は、

そ の 引用 で ある。

　　　欄 蜥 学 （beha　vior　ana／ysis？な ア メ 〃汐 の ガ甦 讃 　B ．F ．ス 　Pプ ー 砂 、F ．Skimer，1904−

　　1990？の鯑 〆こなる 6 の で あるが  盟κ〆ご方 〆ノる島然殫学なρ し美嬲 学吻な・δ理学の なか 〆ごあ ク

　　 で、抛 まな考「し ぐ興なる得戳を寿 つ 盈身の 蘇 であ る。　 9 一 屮硲 …　　 禰 分 杤掌 の 寿脚 広 次

　　 の 三 点〆ど勳 プ
ー
る こ まが∫で きる。

　　　 1 、磯 の 櫞 んオ働 ぞノτ身燉 であ る。方動 を蒼 乙 で心 な 〃1 し惹識
1
や蜘 ある の 〆謝 の湧きな ど

　　　　　 を硯 ブ
ー
る の でな な 〃 

　　　 2 ．禰 〆ご艀 ナる塗 で の 嵌 笋を！冨
一

の 齧 瀚騨 組み ど で き6 だグ少 な ρ ヲ鞭 の L驛 で分距 す 6。

　　　 3 ．万動の 原理 を、御鰰 劼γご でぱな ぐ、置躰 を坂 クまぐ置 去 方 よ び舅庄の 外的競 の 獅 と求 め 6。

　　 庄 ．・士詔 の 3 点以外 〆ご 6，衝 分 が学 の 方 法齢 労券徴 ま L で、黷 詳酷 〆ご群翫 鮫 法 （group

　　　　 dθ5即 ジ で な ぐ、覃
一
齧鍵離 6珈 8た「鉗 毎θ o 面 b3忽 13丿をte，b　）る こ ま。 ノ

　と し て い る。「注 」 で も述 べ て い る が 、各個体が問題 で あ り、「群 1 に注 目は しな い 。 こ れ に よ り、個

別指導が重要で あ る と示唆し て い る 。 行動分析学 で の 「行動 」 の 定義と して は、

　　　 匹衝 分断 学 に お クて な、傭 を 〆御4 の 営み の ラち碑 脅環塘〆ご 勧きが・〃あ 6 〃 ・な 祖 互 ヂ夢 を

　　 6 つ す べ で の 営み ノ 乙 藤 す る （Skrhner．ノ938？。 こ の よ ラ〆ご．麟 ナる ま、穿謝か ら齠葵 鴨 な ら

　　 の だγノが万勤 でぽな ぐ、外 謂 か らな轢 不 祕 な 忍的 ，鋏 笋 であ る、羸 あ 6 〃ソま瀞 な ど 6衝 で

　　 あ る。

　　　勘 分新勢 外 の ど瓔 学 で な、、羸 や謙 な 衝 と ぽ み な さず、，講 や謙 が
1
万動 の 勲 と な る

　　 ま考 26 ．ぞ L で、，餓 や謙 な酵 齶蔡する ご ま ぽ 不 喘 な の で 、 ∠醵 齶察 祕 な衝 を盪 乙 で

　　惹識 な の し認 初2 言 っ kO の 働きを研 窄 乙 よ ラ、Yb ，5 カ 〜プで あ 6． こ の よ ラな立拶 んオ、方法謬的行

　　動圭 蕎 （m θ thodo ／ogic ∂7　hehavi・rism ？ ま よ ぽ 物 る。方 法認 的 2 〃 、ラの ぱ 、・δ理 学 の ガ 豪 楓 本 裏、

　　，諦 あ る 〃轍 謙 ま 言 っ た の の雌 み と勧 き であ 6 風 ぞ抛 らぽ 繼孝が逐 緬 ・ ら翻察 ナる ご ま でな

　　な 〃レの で ．揮学と 乙 で鰯 労 〆ご扉究 ナ る ため 〆ごぽ 、吻〔部 か ら齶察可膿な緬 を 遍紘 で艦 詒ナる 8 言

　　 ラ丿ケ底をと らざるを逮な の まする立拶だか ら であ て5。

　　　 デ謝 が学 で〆美 ，篩 藩や1認初 を ら衝 ま みな L、ぞ抛 らぱ 臠 の 駟 でなな ぐ、齧肄可諧 な勉 の

　　棚 、を畷 の 源 戳 樹 ρ で の 6 ま 考．25 。圭逆 の kSE ご、方法謚 浮労薩 譱κ た つ の 理 学で賦 澄

　　譲 や蜘 ぱ鯲 不 喘 であ 6 ため観 葵嚇 な衝 を遍 乙 て攜 瀞さ虎 る。
一
方 、寿動分祈学で 属 囂識

　　 慊 な ど の 私労課 葬 も也 の 鰹 聯 な倒 ま房 羨 の 原理 〆ご 乙．たが っ で 〃1る の で、それ らを糊

　　労 に 研 する こ とが で ぎ る と す6 。
こ の k ラな立 拶 を、行動 分折 学囃 彡者 ズ キ ナ

ー
な 艦

P
艤 主

　　菱 （radica ／beh∂w
〜
orism ？ 8 客御 ス ガ法講 的デ湧 ク圭 毒ま競 し で b ，6 （Slahner． ノ945，

1974Y。競

　　底砂 ま言 ラの 賦 の 理 学の ガ豪な傭 そ の 6 の で あ yq ノ諦 や謙 と言 わ カ る私的な躍笑葬 ろ働
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行 動 分 析 の 立 場 か らみ た 読 書 離 れ の 分 析

　　 で あ ク、 外 翻 捗 欝 醗 な艤 と1彫一
の 原理 κ謎 ラ 、ξす 6爾 した立揚だか ら であ 6 。 ノ

　そ し て、「行動分析学 」 とは 、

　　　哘 動分祈学ま ぱ ，文 摘 〃衝 を分 祈 す る 学 1野 で あ る、分折ま ぱ 、蘇 薯
畠
の 杢 ど 6 粢 件 を 劣 ら

　　か 〜こ プ
ー
る こ と で あ る。蹶 葬 の 杢 0 る楽碓 の こ まを、鰐 変数 （controlbbg 　varrhb／es 丿 2e ・ 」。

　　　 乙たが っ で、衝 分折 学 の 昂 汐な 、侮彦の 営み の ク ち で 外喉 垢 κ 紛 きか 〆プあ 《5 の 〆詳祖 互 ヂ 渉 を

　　 ちつ 営み ま 乙 て の 衝 の 鱒 燹覈 を、御彦の 殉部 でんオな ぐ外 敏覿 に醗 プ
疊
る ご と〆ご あ ｛5。そ の 教

　　学彦費 〆ど鋤 デテ動 主妻が ある。ノ

　 として い る 。 そ し て、そ れ らの 中で 使用 され る術語 の 説明 とし て 、

　　　五オ ペ ラン み鰯 φρθr3 扉 beha　vior 丿 、2な、そ の 衝 の 4r　Oた冱後 の の 環垢 の 変盈 ‘）礪 の 左塊

　　 あ L ぐな労先 1 〜こ応 0 τ、そ の 屡〆こ ぞ の 嬲 の 童 06 皴 ｝が変遼∫す 《5行動 で ある。才 ペ ラン み衝

　　〜ご 〜ぬ 凄営ぞ 轟 を ダ／ま適1ご ナ （eli
’
Ci
’
0 童 浮≠抄な瓢 騨 （」無 萎件瀦 項  〜プ紐 しな の 。才 ペ ラン み方

：

　　動 な、御燉 が身秀 ナる （emit ノ圃 で ある。

　　　 丿ナペ ラ ン み楽 件 づ グ φρα E 寵 eonditiomhg ？ まぽ 、才 ペ ラ ン み働 が 1 ぞ 虎 が 首馨 さ轟 た 厘憂 の

　　環 劈 の 変盈 〆ご広 び て
一
、そ の 憂 の 身秀凝 が 魏 する こ とを言 ラ。

　　　衝 騒
』
浮盤 （behavie！’a／ contrhgency ？ 2 ぱ 、才

幽
ハ ごラ ン みガ動 まぞ虎が β発 さ髭 た直後 の 環境

：
の 変

　　 fkをtrラ。

　　　強危 （reinfercement ノ まな、醂 の 才 ペ ラ ン み衝 の 身馨鍍 を蕎め る環1境
：
の tafkを 〃  ラ。強准

　　を るた らプ環舜の齔 な、遍 雰、御燉 の 塗 浮に 2 っ で望ま 乙 〃 、蘇 專 で あ る。 ノ と定義付 け て い る。

　そ して 、行動分析 学の 特徴 と し て、

　　　哘 謝 が学 の 待徴ぱ、側 を鰯 彪 浮控 の 繭 み て『分折 ナる こ （儲 ご あ る 。 物理 労に 偏 0礫 や

　　停控 を寿り た髏 首、ぞ 轟 を罅 す る 万動 僻 盤 が 異 な轟 〜甥 な る 硬 であ る。卿え 〆ズlb彫 Cth ≠

　　 を蔡 ク浄わ ぜ る との ラ衝 ら、冰 を劾 し で手 の 〜耽 が
1
坂抛 6 拶浄 2 、鯉 で 手が 盟涛 5拶浄 ま で歳，

　　髑 絆 淫が翼な 6 の で同 じ衝 で ぱな ぐ、甥 な 6 髑 であ る。ノ と述べ て い る。

　 こ の 枠組み で 、「図書館離れ ・読書離れ 」 を行動 と捉 え、読書行動を 自発 させ るに は、読書行動が 自

発 され た 時、即座 に そ の 個体に とっ て ポ ジ テ ィ ヴなもの を与え る の が最良の 方法で あり、そ の 結果、行

動 の 出現率が上昇する の で あ る。多 くの 文献は、環境整備 をす る こ とに主眼をお い て い る。こ れ らは 、

behavior−altering 　 effect （行動増進効果） で は あ るが 、直接的 な 強化 随伴性 に は な っ て い ない 。従 っ て 、

別 の 行動を強化す る可能性 もある 。 例 えば 、 図書館の 環境整備な どは 、そ の環境が 良くなっ た事で、高

校生 の デ
ー

トの場と して使用 され るか も しれ な い。「読み聞かせ 」 な どは 、「読 み 手 」 との コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン を強化す る か も知れ な い 。

　「読書」 を強化 した い 場合 、先 に述 べ た、「読書 」 の 定義が問題 に な る の で ある。本 を読み さえす るの

が よければ、前述 した操作で本を読む よ うに なるで あ ろ う。「読書 」 の 定義 を 明確に し て 、そ の 行動 、

例 え ば 、読書 内容 で 感動 し た と した行動が 出現 した 直後 に、強化 （そ の 個体 にとっ て ポジテ ィ ヴな何物

か を即座 に 与え る）すれ ば、そ の 直前 の 行動 の 出現頻度 は 高 くな る で あ ろ う。「即座」 に と言 うの は、

そ の 行動 が 生 起 した正 に 「直後 」 で あ る。「直後」 に強化 を行 うの は か な り困 難 な場 合 も あ る。し か し
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なが ら、我々 は言語 を使用 して い る 。 言語 に よ っ て 、 遅延 させ る こ とは、「報 告言語行動 （タク ト）1 と

して 可能 とな り、時間 を越 えて オ ペ ラン ト行動 を自発 させ る こ とが で きる よ うになる。そ の行動を 「ル ー

ル 支配行動 」 と 名付 け て い る。そ して そ の オ ペ ラ ン ト行動 を 強化す れ ば よ い 。こ の こ とを佐藤 方哉 は

「こ とばと行動 の 中で、下記 の ご と く述べ て い る 。

　　　 鞍 晝 言i語 髑 （タ ク N と 言 ラ言 譖 矯 〆ご よ P、確空 を塵鍵 た環垢 〆ごお グ る 黝 ，鋏 葬、次

　　浤な どの 記 述が 礑 とな る 。 覈苦言譖繍 （タク み丿 〜ごよ ク腰 解 荏 を誕 する こ と らで きる。

　　働 鮮 釐を謎 6た公告言語衝 （タク Aノ が繃 ま 乙 で黼 ナる まき、ぞ轟 を／レー／〃 （ru ／e？

　　 ま 1亨ク。た ま え ば あ るノしzfs
’
厚ア動 分疹ゲ学が こ 、ξぽ の ！驢 を ど の よ ラ〆ご扱 っ で の 6 か な 、　 fこ 2 ば

　　 ま万動ノを訪む ま淀 ぐ分か クま すよ 。 ノ ま邂諾
：

言語 ラゲ動 rタク み丿 を した ましよ う。 こ の 蝦券
：1雪房

　　衝 （タ ク み丿 な 、ぐ 疔動 分脅
：

学 〆こお ケ 6 言語 の ．袈鈎麺〃 、を二初 勿 を〜力彪ば fこ ま 〆ゴま衝 ノ を読
「

　　 tOIX ぞ轟 が
’
よ ぐカか 6 ＞ ま言 ラテテ轢 伊淫 を逆べ で 〃 、る。こ の 羨苦言房 衝 （／タ ク みノを尠 〃、た

　　 0 、誑 だ ク した ノ《ぽ 、ぞ 麗 ，が弁ガグ鞭 ま 乙 で の ／〃
一

ノレ と 6 で攤 諧 す 6 ご と〆ごよ ク で、厂ご とば ま

　　行覈ノを 訪 む と の ジ才 ペ ラ ン み衝 を倉馨 ブ
ー
る こ とが で きる。 ： の kjE ごノ〃一ノ〃 を弁卿飆 と し で

　　身蒡 す6 オ ペ ラ ン み働 をノ〃一／〃鷙 寿動 （ru ／e
−−
governθd 　hehavi・r？ 、e　ft・S。／ψ 一．ψ 溜 倒 が な

　　 〆力協 累 ナベ で の t へ
゜
ラ ン み行動な酵 なん らか の 働 彪穿徃 〆ご灘 、縟 ざ虎 で 〃、る。こ の よク

　　な遭 営の オ ／ぐラ ン み行動を 1勉岸1産懴 1ゲ動 伝0寵 加 8θ餌 γ
一
shaJ 冫θゴ behavior？ （ξelj 。言語 衝 を身

　　〆ごつ 9）
t
で e 、deb，B み鋼 （の 動初 の オ へ

゜
ヲン み寿動 な、すべ て欝 艦蕨 禰 であ義 ノ

　先に 述 べ た 、「こ の 図書館の 中 に、、、」 あ る い は、「こ の 本 の 中に 、、、」 と言 うの は こ れ に あた る。

　まず 、
「読書」 とは 何か を明確に 定義 し、そ の 行動 が 自発 され た ら、それ らの 行動 に 対 して 、何 らか

の 強化 を与 える必要 が あ るの で ある。そ の た め に も、「読書 」 行動を 明確に定義 し な け れ ばならな い 。

逆 に言 え ば、明 確 に 定義 され た 行動 に 対 し て 強 化 を行 うこ とが 、そ の 行動 の 出現率を高 め る 方法 で あ る。

　二 極 分化現象 に関 して 、多読 をす る者 た ちは、読書行動 の 直後 に 生 得性 強化 子 が存在す る と考え る。

生得性強化子 と は 、生ま れ なが らに して そ の個体 に とっ て 「ポ ジ テ ィ ヴ」 な もの で あ る。の どが渇 い た

ときの 水、空腹時 の 食料な どで あるが 、「好奇心 ・感動」 な ど もそれ に 人る。
一
方、「お 金 」 など は、習

得性強化子 で あ り、学習 によ っ て獲得 された強化子 で ある。「お金 」 は 、それ 自体は それ程 の 強化力を

持た ない が 、そ れ が 「生得性強化子 と交換で き る もの 」 と し て 機 能す るため、非常に強 い 強化子 とな っ

て い る。ま た 、巷で は、ポ イ ン ト制 とか
、

マ イ レ
ージ 制 を導入 して い る が 、こ れ もた だ 、ポ イ ン トが 増

え る だけで は強化 子 として の 機能 は持 た ない 。あ るポ イ ン トに 達すれ ば、金銭や 自分の 欲 しい もの と交

換 で きる こ と に よ っ て、強化 子 とな る の で あ る。札 束をい く ら持 っ て い て も、それ が 自分 の 欲 し い 物 と

交換で きな け れ ば、誰もお 札 を集 め よ う とは しな くな る。話 を 戻 し、．一二極 分化 の 他 読者達 は、読書す る

こ とに よ り、生得性強化子 （感動
・
面 白 さ ・様々 な興味あ る 知識 な ど〉 が行動 内在 的随伴性 とし て 機能

す るた め 、他者 が 強化 を 与 えな く て も、自ら強化 を与え て い る た め、そ の 行動 の 持続が 可能 とな っ て い

る の で あ る、不 読の者達 も他者が強化手続 きを行 い 、上 記 の 状況 ま で導けば、そ の 後は 自らがそ の 行動

の 維持 を して い くようにな る。こ れは読書中毒と言 う範中に 入 る か も知れ な い が 。
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行動分析 の 立 場か らみ た 読書離れ の 分析

まとめ

　「読書離れ 」 を改善する に は、まず 、事象 の 定義 を 明 確 に す る 必 要 が あ ろ う。次 い で 、客観 的事実を

明確 に し なければな らない 。環境整備 も必 要 で はあるが、それ は 直接読書行動 に は 繋が らない こ と を理

解す る必要 が ある。また、読書 をす る の は 「個体」 で あ る か ら、まず、個体 に 注 目 す る 必 要 があろ う。

そ して 、そ の 個体 の 読書行動 の べ 一
ス を確認 して 、読書行動の 中 で 好ま しい 行動が生起 した場合強化を

与え る 。 そ の後、そ の 行動 の 出現率が上昇すれば、そ の 強化が強化子 と して機能 した事になる．そ の 時、

強化子 の 持 つ バ リ ュ
ー

（価値 ・強さ〉を検証 して お く必要 があろ う。そ れ を繰 り返 し て い けば、生 得性

強化子 が 行動内在的随伴性 と して機能する よ うに なり、自ら読書行動を持続 して い くの で あ る 。

　文献 の 中に 星 取 り競争や コ ン ク
ー

ル な どの 記述があ る が、こ れ らは 、その 行動 を促進す る 事 に な る 可

能性 は 高い が 、星 取 り競争 の 場合は、達成欲求 の 強 い 者に は良い か も しれない が 、時と し て、嫌悪刺激

にな る 可能性 もあ る 。
コ ン クー

ル な ど は、上 位何名 か に しか強化 が与え られな い 。これ が続く と、上位

に 常に 入 っ て い る者達 は強化 を受け て そ の 行動は促進 され る で あろ うが、そ うで な い 者達 に は 強化刺激

と は な らず、む しろ 嫌悪刺激 と し て機能する 可能性もあ る の で気をつ けなければな らない
。

い ずれ に し

て も 、 行動理 論に則 っ た強化条件付けを行 うこ とにより、かな りの 改善が可能と考え られる。
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子 どもの 育ち と母 親 の 育児姿勢 （2 ）

　　一
子 育て 中の 母親 の 意識 調査 か ら

一

Development　 of　Children　and 　Childcare　by　Mothers （2）

　
− An 　Attitude　Survey　 of 　Mothers　Raising　Children一

橋 本 景 子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Keiko　 Hashimoto

（ 要 　約 　）

　本調 査 で は、子 育て 時の 母 親 の 意識 を調査 した。肉体的 に も精神的 に も重労働 で ある 子 育て 。虐待 の 加害者が

実母 に多い こ と も納得 で き る。多くの 母親 が子 育て の た め に 頑張っ て い る が、可愛い 子 ど も に も 「イ ライ ラす る、

八 つ 当た り し た くな る、子 ど も の た め に我 慢 ば か りして い る」 とい う気 持 ち を 持 っ の は どの 母親も同 じ で ある。

そ うい う気持ちを もつ こ とが い け な い の で は な くて 、そ の 気持ちを処理で きない こ とが 実は 問題で ある。

（キ
ー

ワ
ー

ド）

　母親 の 意識、子 育 て の 苦 し さ、孤 独

は じめ に

　現代 は 子育 て に 関す る問題 が 山積 し て い る 。 前年度ま で は中学生 とそ の 母親を 対象に親子関係を調査

し て きたが、そ の 調査結果やカ ウン セ リン グの 実践か ら、やは り問題 の 根源 は幼少期 の 母子関係 に あ る

と思われた 。 子育 て に関わ る親や祖父 母、保育士等、大人 の 心 の 安定が 子 ど もの 心 の 安定に っ な が っ て

い くが 、中 で も、子 ども の 育ち に お い て は 母親がど うあ る か が 重要な キーポイ ン トと な っ て い る。

　そ こ で今回 は 保育園
・
幼稚 園 に 通 う乳幼児 を持 つ 母親に焦点を当て 、母親 の 育児姿勢 とそ の 抱 え る 問

題 につ い て 検討す る た め、質問紙 に よ る 調査 研 究 を 行 っ た。

　「母性愛神話 」 とい う言 葉 が 生 まれた よ うに、「母性は女性 な ら誰もが持 っ て い る も の 」 と考え る の が

母性社会 の 日本 で あ る。そ こ で は 母性の 良い 面だけが 強調 され、世間
一

般 ではまだ まだそ の 古 い 概念 に

縛 られ て い る こ とが 多い 。そ して そ の 影 で 苦 し む 母 親 たちがい る の も事実 で あ る。「男女 共 同参画 」 と

い う言葉も生 まれた よ うに、男女 の 意識が変化 して きたに も関わ らず 、 子 育て に お い て は窮屈な思 い を

して い る。そ こ で 、現代の 母親 の 本音を調査す る必要 が あ る と考えた。

　夫 との 関係 も大切で あ る が、外か ら 入 っ て くる情報量 の 多さ、あるい は間違 っ た情報、祖 父 母 と子 ど

も との 関 わ り等、さま ざまなも の が母親 の 育児 姿勢に影響 を及 ぼ して い る。そ して そ れ が ま た 子 ど もの

育ちに影響を及 ぼ して い く。だ か らこ そ母親の 心 の 安定が一一
番重要 で あ る 。

　本来 は 「母 と子 の 生活 の 実態 」 を知 りた い とこ ろ で あるが 、昨今で はプライ バ シ
ー

の 問題か らガ
ー

ド

が硬 く、幼稚園
・
保 育園 にお い て も協力 い ただ け る所 が少 な くな っ て い る。今回 の 調 査 に 当た っ て も、

調 査内容 を園長 が チ ェ ッ ク し断 られ た 所 も数件 あっ た
。 そ ん な こ とも予 測 しなが ら調 査項 目を作成 し て

い っ た。
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1 ．調査 に つ い て

（1旧　 的

　 乳幼児 を子育 て 中 の 母親 の 意識 を調査 し、若 い 母親 の 抱 える問題 を明 らか にす る。

  調 査対象と回収 率

　幼稚園 ま た は 保 育園児を持 つ 母親。

　三 重県538部配布 で 382部 回 収 。 回 収率 は 71．00％

　愛知県 300部配布 で 94部回収。回収率は31，33％

　全 体 で 838部配布 、476部回収 で 回収率 は 56．8％ で あ っ た。

（3）調 査方法 と 実施 時期

　母親用 の 質問紙 調査票 を三重県内 の 3 保育園 と 2 幼稚 園に、愛知県内 の 保 育園 ・幼稚 園に各 1 園ず

　っ 配布、回収 を行 っ た。実施時期は 2008年 10月。

（4）調査 内容

　未就学児を持 つ 母親の 子育 て 時の 意識調査。自由記述は ある もの の 基本は 選択式。

  作成時 の 留意点

　  筆跡か ら も回答者を特定 で きな い よ う、4 尺度 の 選択式 に した。

　  ネガテ ィ ブな質問ばか りが続くと 、 警戒 された り自分の 気持 ちは そ ん な こ とは な い と否定 され書

　　き直 された りす る こ とが ある と 思 わ れ た の で 、項 目の 並 び に 配慮 し た。

　  で き る だ け差 し障 りの な い 答えやすい も の を 選 ん だ。

　調査 を行 うにあた り以 上 の こ とに留意 し た。そ の 理 由は 、小学校や中学校、そ の他母親に個人面談を

行 うと、調 査 の 段階 で は 出 て こ な か っ た こ と が 語 られ る、と い うこ と を多く経験 して き た か らで あ る 。

心 の 微妙な問題 は慎重 に 行わな い と本音が語 られな い 。

2 ．結果 と考察

（1 ）子 どもに八 つ 当た りを した くなる こ と

　半数 を超 え、60％近 い 人 が 「ある 」 と回答し て

い る 。 ただ し、実際に八 っ 当た りす るか ど うか で

は な く、「し た くな る こ と 」 と尋ね て い る の で、気

持 ちの 問題 で あ る 。

　 こ こ で
一

番 問題 となる こ とは、八 つ 当た り を し

た方 は そ の こ とを忘れ て し ま うが、された方 の 子 図 1 − 1　 八 つ 当た りを した くなる
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どもの 心 の 隅に、そ の こ とが残 っ て し ま うこ とで ある。それ なの に大人 がそ の こ とに 気 づ かない こ とが

問題 で ある。時には形 を変 えて 心 に残 る の で 、大人か ら 「そ ん な こ とは なか っ た 」 と否定され て しま う。

（2 ）子どもが煩わ しくてイライラ して しまうこと　　　

目に 関して だけは違い が 見 られたか らで あ る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図 2 − 1　 煩わ し くて イライラする
　下図 1 − 2 と 1 − 3 、2 − 2 と 2 − 3 の 円グラ フ は、

（1）と  の 質問に対 し て の 回 答 を、保育園児 を 持 つ 母 親 と幼稚園児 を 持 つ 母親 とに 分け て 比 較 し た もの で

あ る。

〈保育園児 の母親〉

図 1 − 2　 保育園児 の 母親

〈幼稚園児の 母親〉

図 1 − 3　 幼稚園児 の 母親

図 2 − 2　 保育園児 の 母 親 図 2 − 3　 幼稚園児 の 母親

　い ずれ も幼稚 園児 の 母親 の 方 が 「あ る 」 とい う回答が 圧 倒的に多い 。こ れは保育園児 の 母親 の 方が子

ども と離れ て い る 時間が長 い と い うこ とと関係 して い る と考え られ る。つ ま り、子 ど も と離れ て い る 時

間が長 い ほ ど、「自分 」 を取 り戻 せ る、落 ち着け る チ ャ ン ス が あ る とい うこ とだ ろ う。幼稚園児 の 母親
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は専業主婦 が 多く、パ ー トに 出 て い て も短時間 で あ る 。 子 どもの 降園時間 も気 に な る し 短時間な が ら仕

事 に 追われ る こ とが多 い
。 決 して 仕事が子 育て か らの 息抜 き に はな らず、実質上 の 「働 く」 「稼 ぐ」 と

い うこ とが 中心 になる。

　 自由記述欄に 「1時間で も 2 時間で も、子 どもか ら離れ られた らどん なに楽 か …　　 」 と い うこ とが

書か れ て い た。カ ウン セ リン グ の 中 で も母親 か らよく聴か され る言葉で ある。しか し多くの 母親が、そ

れ は で きな い し、し て は い けな い こ とだ とど こ か で 思 っ て い る よ うで あ る。例 え わ ず か な 時間、子 ど も

と離れ て の んび りして い る時で も、子 どもの こ と が気にな っ て 自宅 に電話をか けて い る姿を何度 も 目 に

し て きた。ま た 、母 親が友達 とお しゃ べ りな どの 息抜き中で も、子 どもから電話が掛 か っ て くる こ とが

多々 あ り、子 どもの こ とは 常 に 母親 の 頭 か ら切 り離す こ と が で きない 。

　母親た ちは こ うい っ た精神面 の 負担 を特に夫 に 「わ か っ て ほ し い 」 と思 っ て い る 。 何 か を 「して ほ し

い 1 の で は な く 「わか っ て ほしい 」 と い うこ と で あ る。

（3 ）腹が立 っ て 思わずカッ とな り、子 どもに手 をあげた こ と （手で も足で も）

半数 を超 え る人 が 何 らか の 形 で 暴力 （カ ッ と な っ

て の もの なの で 、こ こ で は
一

応
“

暴力
”

と捉え て い

る）を 子 ど も に 振 る っ て い る。こ こ に は 躾 と し て 手

をあげた、とい うの は含まれ て い な い と思われ る。

　「ま っ た く な い 」 と い う人 は 1割強 し か い な い 。

「あま りな い 」 とい うの は程度 の 差 こ そあれ 、ま た

そ の 人 が 思 っ て い る 「あま りない 」 で あ っ て 、裏を

返 せ ば 「あ っ た 」 とい うこ とで ある。

　大半 の 人 が カ ッ とな っ て 思わず暴力 を振 る っ て し

　 図 3　 子 ども に 手 をあげた こ と

ま うこ と は 、子育て が密室 で 行われ て い る こ とを考 え る と当然 の 結果 で あろ う。こ れだけ多 くの 子 ども

た ちが実際 に母親か ら何 らか の 形 で 暴力を振る わ れ て い る。し か し先に も述 べ た よ うに 、
一

瞬 の こ とで

あ り、カ ソ とな っ て 暴力 を 振 る っ た こ と な ど母 親も覚え て い た くは な い
。 そ こ で 母親 の 方 は こ の こ とを

忘れ よ うとす る。し か し、子 どもの 方 は そ う簡単 に は 忘れ られ な い 。

　ま た 、子 ど も へ の暴力 は 夫や 祖 父 母 の 知 らな い と こ ろ で 行 わ れ る こ とが 多い 。（時 と して 夫婦 で 子 ど

も に暴力 を振 る うこ ともあるが、それ は こ こ で 考え て い る暴力 と は 別問題 で あ る） こ こ に 母 子 の 密接な、

そ して 複雑 なっ なが りが 生 じ て い く要因があ る と筆者 は 考 え て い る。子 どもは、大 きくな っ て も母親の

反応 に 非常 に 敏感 で あ る。そ の 時 の 恐 さ、不 安 を、母親に 対 し て ど こ か で 持 ち続けて い る の に 、無理 を

し て 母親 の ご機嫌 を取 っ た り、母親 の 意に 沿 うよ うに い い 子 で い よ うと し た り、母親 に 「見捨 て られ な

い よ うに 」 頑張 っ て い る子 どもたちをた くさん見 て きた。な ぜ な ら乳幼児期 の 子 ど も に と っ て のすべ て

は、「親や家庭 」 だ か らで あ る 。 まだ他 の 世界 を知 らない か ら、親は 頼 ら ざ る を得な い 存在 なの で あ る。

　厚生 労働省児童家庭局総務課 資料 に よると、子 ど もへ の 主た る虐待者件数は 実母 が もっ とも多く、

2001年度は 63．1％で 、実父 は 22．6％ とい う報告 があ る。また、実母 に よ る虐待件数が年 々 増加 して い る。
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それに対 し て 実 父 に よ る件数は減少傾向に ある。こ の こ とか らも如何に子育て が 大変であ るか とい うこ

と と、如何に母親 の 心 が安定 して い る こ とが重要 で あるか とい うこ とが推察で き る。

　また、被虐待児の 構成を見 る と、こ れ は 3 年間 の 資料 を見 て も ほ とん ど変化 し て い ない 。 しか し未就

学児 で 被虐待 の 比率が小 さい の は、実際に 「少 ない 1 と い うこ とで はな く、自分 か ら訴 える こ ともない

し、周囲に気 づ か れ る こ ともあま りない か らだ と考 えられ る。私 たち大人 は 、ど うも大人 の 言 うこ と を

信 じ る 傾向 が あ る よ うだ 。何度 か 大人 に 信 じて もらえない 経験を した 子 ど も、大人 に裏切 ら れ た経験 の

あ る 子 ど もは 、そ の 後も硬 く 口 を閉ざして い くようになる。こ こ にます ます虐待 が見えなくな っ て い く

理 由がある 。

　また、こ こ に あが っ て い る数値は
一

部 の もの で あ り、実際は もっ と高い 数値 が 示 され るもの で あろう。

「優 し さ」 とい う名を借 りて 、い つ の 頃 か らか知 らず知 らず の うち に 子 どもを母親 の 思 い 通 りに操 っ て

い く の も第三 者 に は 見 え に くい が、当の 子 ど もに と っ て は耐 え 難 い 虐待 で あ る 。
「や さ し さ」 とい う名

を借 りた虐待 で あ る 。 し か し子 ど もは 、親と は家庭 とは そ ん なもの だ と思 っ て 過 ご して い っ て しま う。

虐待者 被 虐 待 児 童 年 齢 別 構 成

実　父 実　母
0 〜3 歳
未満

3 〜学齢前
　 児童

小学生 中学生
高 校 生 ・
そ の 他

2000年 度 23．7％ 61．6％ 19．9％ 29．0％ 35 ．2％ 11．0％ 4、9％

2001年度 22．6％ 63．1％ 20．4％ 29．4％ 35．8％ 10，4％ 3，9％

表 1 （厚生労慟省児童家庭局総務課資料2002年よ り）

　な お、資料 は 3 年分あっ た が こ こ で は割愛 した。

　虐待 に は 言葉 の 暴力、無視 とい う暴力 （子 どもに とっ て は 「見 捨て られ 不 安」 とい う形 で 長期に わ た っ

て影響を及 ぼ し て い く）、ネグ レ ク ト …　　 な ど さま ざま なも の が あるが 、本調査 で そ こ ま で 立 ち入 る

と回答 が 閉 ざされ て しま うこ とが予測 され たの で 、そ れ は次回 の 面 談調査 を待つ こ と に した。

（4 ）子育て を放棄 した い と思 うこ と

　 「よくあ る ・時 々 あ る 」 の 総数が 「ま っ た く な い 」

を上 回 っ て い る。正 直に言 えば、誰で もそ う思 う

瞬間は あ る だ ろ う。だ か らと い っ て 実際に放棄す

る か ど うか は 別問題 で あ る 。 こ の 項 国に 対 して 、

「ある」 と答 え る こ とで 母親は 自責 の 念 に 駆 られ る 。

母親 に 「そ う思 っ た っ て い い の で す よ 」 と受容す

ると大半の 母親が涙 ぐむ 。 実際 「思 う」 こ とが あ

図 4　子育て を放棄した い

るか らで あ る。 こ うい う調査 で は 、「そ う思 っ て い る 自分が い る と は思 い た くな い 」 とい う気持 ちが働

き、正確な回答 が得 られ な い こ と が あ る こ と も忘れ て は な らない 。
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（5 ）子 育て をして い て 、 ふ と 「淋 しい 」 「孤独だ」 と思 うこ と

　グラフ を見る限 りは少ない よ っ に 署われ る か　実数

て は20％を超 z る 100人 ほ との 人かそ り 感 して い る

子育て と は 「孤独 」 な も の て あ り　
一

人 て 闘っ て

い る と感 し て い る母親 もい る　 ∫育 て 支援 とはそ

っ い っ 人 を 支援す る 場 て は な い た ろ っ か 　 し か し

そ っ感 し る母親ほ と　 子育て 支援の 場に 「自分か

ら出向い て は彳丁 けな い 」 とい っ こ とを私 たちは認

識するM 要かあ る　また　 「一度 は彳丁っ て み た もの

の 　元 気なお か あさん た ちに押され て っ ま く参加

て きな い 」 と 謡 っ 人 も い る

持 て な い て い る とき

の 始ま りと同 して ある

図 5　 「淋 しい 」 「孤独た 」 と罟 っ こ と

　　　 そ っ い っ 人 た ち か ら 目 を離 さな い よ っ に し た い 　大 人 か 大 人 と関わ り を

何 b か の 形 て 非常 に 強 い 孤独感 に襲 われ るも の て ある　 「仲 間はすれ 」 「い し め」

（6 ）子育 て によ っ て 自分 も成長 して い る と感 しる こ と

　 「子 育 て 」 は や は り 「母親育て 」 て もあ る。母 了

相互作用 とい っ 言葉 か あ るよ っ に　母子 ともに育っ

て い く も の て あ る　 出 産や 子 育 て を通 して 「我 1曼」

とい っ こ とを手ん た り　 自分 ぴ と りて 勝手 に社会の

中て 生 きて い る の て は な い の た と い っ こ とを宇 ん た

りす るチ ャ ノ ス て もあ る　90％近 い 母親力　 「自分

も成長 して い る 」 と感 して お り　 子 育て か b 得 る も

の か た くさん あ る こ ともわ か っ て い る の て あ る 図 6 　 自分 も成長 して い ると感 しる

（7 ）子ともと遊ふのはとても呆しい とT うこ と （8 ）子ともを育てるの は条しくて幸せたと習うこ と
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 蠱黼鮪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　膿　　　　　　〜
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図 7 　 子 と もと遊ふ の は泉 しい 図 8 　子 と もを育て るの は楽 し くて 幸 せ
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　ど ちらも約 95％ の 人が 「楽 し い 」 と答え て い る。こ れ も先の   に続 い て 肯定的 な回答 で あ っ た 。 母親

は こ うして 子育て に 楽し みを見 つ けなが ら、子育て の 楽 し さを味わ い なが ら、日 々 成長 して い く。こ う

い う気持 ち を た く さん の 母親 が 持 っ て い る の だ か ら こ そ 、こ の 気持ちを最大限に引き出 して い くこ とが

ポイ ン トで あ る 。 そ の た め に も母親の や っ て い る こ と （子育 て ） を認め、ねぎ らうこ とで 改善され て い

く可能性 は 秘 められ て い る 。

（9 ）子育て 中にあなた 自身が r遊びた い ！」 と思 うこ と

　 こ れ は 現代 の 母 親 の 特徴的 な もの で あ る。子 ど も

をお い て 自分が遊びに行 きた くな っ た り、子 ど もを

ど こ か に連れ て 行 くときも、自分 の 行 き た い 所 へ 連

れ て行 っ た りす る傾 向がある。こ こ を理解せ ずに従

来 の 母性意識 に とらわれ て い る と、小 さな問題 か ら

「母親によ る 子殺 し 」 とい うよ うな大 き な問題 に 発

展 して い く。「遊びた い 」 と言 っ て い る 母親 も 、 友

達 とラ ン チを した り、集ま っ て お しゃ べ りを し た り

す ると元 気 に な っ て また子 育て へ と家に 帰 っ て い く。

iil羈llll｛嬲1蝶鑞
盤i盤韈ll韈轟1蠹1
　 　 　 よくある　　　　 時 k ある　　　　あ まりな い　　　 まっ たくない

図 9 　「遊び た い 」 と 思 うこ と

　ち ょ っ と した気分転換 の 場 をもつ こ とが 子 育て に お い て重要なこ と で あると周囲 が 理解す る必要があ

る。母親で あ っ て も遊び た い 気持 ちが あ る の は 当然 の こ とで あ る。

（10）夫が子 育て に もう少 し （あなたの 考 える範 囲で ）手 を貸 して くれれば 、子 育て は き っ

　　 と今 よ り楽 し くな ると思 うこ と

　 こ こ で の 回答 として 、「夫に 何 か して もら う」 と

い うよ り も 「大変なこ とをわ か っ て ほ しい 、わか っ

て もら うだけ で い い 」 と い う回 答 （自由 記述） が 多

か っ た。

　以 前 の 筆者 の 調査研 究で 「夫 へ の 愛着 と 子 ど も へ

の 愛着 とは 関連性 が あ る 」 とい うこ と が 確認 され て

い る。そ し て そ の 夫や子 ども へ の 愛着は 母親 の 糟神

的ゆ とりか ら生まれ る もの で あ り、そ の ゆ と りに は、

夫 との 関係 が 大きく影響して お り、母親 の 養育行動 ・

iil鑿1蛬lllilil
　 　 　 よくある　 　　 時々ある 　　 　 あまりない　 　　まったくない

図 10　夫の協 力につ い て

態度に影響 を及ぼす こ とが確認 された。母 子 関係を考える と き、夫を含めた視点 で 考え て い か な け れ ば

な らない 。

　こ こ で 「ない 1 が多 い の は 、 自由記述 の 記載 よ り推測 され る こ とと し て、母親は 、具体的な支え 「手

を貸す」 こ とよ り も精神的な支えを夫 に望ん で い る か らだ と思わ れ た。
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（11）子 どもが可 愛 くてた ま らない と思 うこ と

　こ こ で 「よくある」 と答 えた人は 76．67％ い た。そ こ で こ の 人 たち に っ い て 、次 の 項 目を ピ ッ クア ッ

プ し て みた （「時 々 あ る 」 は含ま な い ）。

　（D子 ど も に 八 っ 当た り を した くな る

　  子 ど も が煩わ し くて い らい らす る

　a2）子 どもを育 て るために我慢ばか り して い る （こ こ に は 記載がな い が調査項 目 に は あ り）

　その 結果 を比較検討 し た もの が次の 図11− 2〜11− 7 の 円グラ フ で ある。

図 11一  子 どもが 可 愛 くて たま らな い 図 11− 1 子 どもが可愛 くて たまらない

「よ くある」 と答えた人 の 内訳

　　1．子どもに八 つ 当たりをしたくなるこ と

　 　 　 　 まっ たくな

　　　　　 い 　　 よ くある

　 　 　 　 　 8，87％　　　4．57％

あまりな

　 い

35．75％

時 々 ある

50．81％

回答者の 内訳

　 1．子どもに八 つ 当 たりしたくなるこ と

まっ たくな

　 い 　　、、　　　　 よくある

　 ア．59％　　　　　
、、、　　　　　8．02％

あま りな

　 い 　　
t
’

33 ．54％

時 々 ある

50．84％

図 刊 一2 図 11− 3

図11− 4

2．子 どもが 煩わ しくて イライラ して しま う

　 　 ま っ た くな

　 　 　 　 い 　　II

　　　 6．20％　1 よ くある
　　　　　　 1

　 　 　 　 　 　 　 4．58跖

あ ま りな い

33．69％

々 ある

55．53％

図 11− 5
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図11− 6 図 11− 7

　以上 の よ うに非常に興味深い 結果が出た。「子 ど もが可愛 くて た ま らない 」 と思 うこ とが 「よ くあ る」

と答え た 人 の 中 に も、や は り 「子 どもに 八 つ 当た り を し た くな る 」 「子 ど も が 煩 わ し くて イ ラ イ ラ し て

しま う」 に 「よくあ る」 「時 々 ある」 と答 えた人 は 半数 を超 えて い る こ とがわ か っ た 。 可 愛い こ とと 、

そ の 時 の 母親の感情 とは 別 問題 で ある。

　つ ま り、「子 どもの こ と を 可愛 く て た ま ら な い i と思 うこ とが よ く あ ろ う と な か ろ うと、子 ど もに 対

して 「八つ 当た り」 した り、「イ ラ イ ラ 」 し た り、
「我慢 して い る 」 とい う意識は そ ん な こ ととは 関係な

くもつ も の だ と い うこ とで ある。

　そ うい う感情を持 つ こ と は あ り得る こ と だ と母親が そ の 感情を許容 で きれ ば、それ だ け で も母親の 心

は楽になる が 、「そ うい う自分 、そんな こ とを思 う自分 は 駄 目な人間だ 」 と自責 の 念 に 駆 られ て し ま う。

その こ とで 母親 の ス トレ ス が うち に こ も りた め こ む うち に 、い つ か 子 ど もに 対 して 暴力 と な っ て 出て し

ま う。 それ で 収ま らな くな る と、虐待 へ と発展 して い く。

3 ．結 　論

　母親業は大変 な仕事 で あ る 。
マ イナ ス の 感情をも っ て しま い 、そ ん な 自分を責め る こ と もあ る 。 大切

な こ と は 、それ を わ か っ て くれ る人、話 を聴 い て くれ る人 が い るか、そ の 気持 ちを受 け止 め て くれ る人

がい る か どうか で あ る 。

　筆者は 「子 育 て マ マ の ホ ッ とひ ろば」
註 コ

を年 3 回開催 して い る が、そ こ で 母親た ち は 本音を話す 。 イ

ラ イ ラや愚痴 、本音を吐 き出す こ とで 今ま で 気 づ い て い な か っ た諸 々 の こ と に 気 づ き出す。例 えば、

「夫に 文句ば か り言 っ て い るが感謝 の 気持 ちは伝 え た こ とが ない 」 とい う気 づ きもそ うで ある。 そ して

「ひ ろば 」 か らの 帰宅後、「夫 に 『あ りが と う』 と言 っ た とこ ろ 、夫の 方か ら も 『こちらこ そ い つ もあ り

が と う 1』 と言 っ て くれ て 、ほ の ぼの と し た 気持 ち に な りま した 。」 と い うメール が 参加者 か ら届 い た

こ とがあ る 。
こ の よ うに 、ち ょ っ と した 出来事 が 母親 の 養育態度 に変化を もた らす。

　また、働 く母親 と専業 主婦 との 間 に も子 育て に 関する意識 の 違い が ある こ と もわ か っ た。世間 で い う

「専業主 婦 は 楽 だ 」 と い うの が い か に 間違 っ て い る か で あ る 。
「常識」 とは何なの か。「常識 」 と片付け

ず 、 子 育て で 悩み 苦 しん で い る 人 の 声 に 耳を傾 けて い く こ とがい か に 大切 か とい うこ とも今回 の調査 か

ら改 め て 教 え られ た。

一21 一

N 工工
一Eleotronic 　Library 　



Takada Junior College

NII-Electronic Library Service

Takada 　Junior 　College

高 田 短 期 大 学 紀 要 第 27号

　更 に 、 数は 少 な い が 今同 の 調査 で 少数 の 部類 に 属す る 母親 の こ とも気 が か りで あ る。パ ー
セ ン テ

ージ

で 見 ると少数 で も、数値 か らい けば決 して 少数で は ない 。中に は 十代で 子 ど もを持 っ た 母親 もい て 、い

ろ ん な思 い が交錯 して い る よ うで あ る。そ うい う母親たち に も手を差し伸べ 、支えて い く こ とが今求 め

られ て い る 。 そ れ に は 支え る側が 自分の 中の 「常識」 に とらわれ る こ とな く、視野 を広 く持 っ こ とで あ

る。い かに子育 て 中 の 母親 を うま く支えるか は、支え る側 （支援者側） の 問題 で もある。

おわ りに

　調査 に あた り、園長か ら 「封筒がな い と親 は警戒 して 本音 を書かな い 」 と指摘 された。そ こ で 、調査

用紙 は 封筒 に 入れ て 配布 し、園には 封 を し て 提 出す る よ う 「ア ン ケ
ー

トへ の お願 い 」 に も明記 した。 し

か し封 を して 提出 した 人 は ご く
一

部 （ひ と桁） で あ り、封筒か ら調 査 用紙 が は み出 し て い て も大半 が気

に して い な い よ うで あ っ た。ま た 、調 査 内容に 非常に敏感 に 反応す る 人 も い た が 、これ も ご く
一

部で 、

大半の 人 が 大変協力的 で あ っ た 。
「プ ラ イ バ シ

ー
問題 」 と言 っ て い る 私た ちの 方が過敏 に な っ て い る の

か も しれ ない とも思 っ た。

　県 内 で の 調 査 の 回収率 が 高か っ た の は 、「高 田短大 か ら の 調査 」 とい うこ と も あ る が 、も うひ と っ は

や は り調査 内容が 母親 の 気 を引くもの で もあ っ た の だ と解釈 して い る 。 なぜな らば 自由記述欄 に 今回 の

調査 に 対す る 励ま しや好意的な言葉 をい くつ か 書い て 亅頁い たか らで ある。連絡先と し て メ
ー

ル ア ドレ ス 、

携 帯電話番号、住所や 自宅 の 電話番号を明記 し、今後 の 協力 の 積極的な申し 出も十数件に ltっ た。 こ う

い う調査 に 対する 母親 の 期待 と関心 が 読 み 取れ た 。

　 こ れ らの 期待を無 に し ない た め に も今後面接調査を行 い 、母親の 育児姿勢を形成す るそ の 背景を浮 き

彫 りに し、「特色 GP 」 に採択され て い る本学 の 了育 て支援活動 の 環 と して メ ン タ ル な 面 か ら役立 て

て い きたい 。

〈謝　辞〉こ の 調査 をお こ な うに あた り、 東京福祉 大学非常勤講師 で 元 幼稚園教諭 ・保育 士 経験 の あ る

加藤博子先生 に、調 査項 目作成 と愛知県内の 調査に ご協力い た だ い た こ とを こ こ に感謝申し上 げる、ま

た、保 育園 ・幼稚園 の 先 生 方、保護者 の 方 々 の ご 協力 に も感謝 申 し上 げ る と と も に 、今後 も ご協力 を 中

し出 て くだ さっ た 方 々 、励ま しの 言 葉を添 えて くだ さ っ た方 々 もあ り、多 くの 方 々 に 大変 お世話 に な っ

た こ とを付記 し て お く。

註

1　 「子 育て マ マ の ホ ッ と ひ ろ ば」 高 田短 大で 行 っ て い る 特色 GP プ 卩 グ ラ ム の ひ とっ
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影 山 日出彌 の 憲法理 論 の 検討 （1）

　
一

科学的憲 法学の 遺産 とそ の 課題
一

An　Investigation　 of 　the　Constitutional　Theory　 of 　Hideya　Kageyama （1）
− Achievelnents　 of 　and 　Problems　with 　Scientific　Constitution　Theory 一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武　　川　　眞　　固

　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　Masataka 　 Takekawa

（ 要　約　）

　木稿 で は 、日本の 憲法学史上 で 特筆す べ き科学 的憲 法 学 の 成 果 を残 した
一

憲 法 学徒、影山 日 出彌の 憲法学の 遺

産 に つ い て 、検討す る もの で あ るu 同 氏 が 、1960年 か ら1976 年 ま で の 17余年 の 期間に正 面 か ら科学的憲法学の 方

法論 か ら現代国家論、主 権論、民 主主義 論、人権論 な どの 憲 法 学 の 諸 問題 に取 り組 ん だ学風 とそ の 成果 を再確認

しっ っ 、現代 的視 点 か ら継承す べ き課題を提 示す る もの で あ る。

（キ
ー

ワ
ー

ド＞

1 ．科学的憲 法 学、憲 法学 の 方 法 論 、憲 法 現象

問題の 所在

　現代 の 憲法動向 は 、 危機的な問題 を は らむ 憲法現象、具体的には憲法改 正 な どを中心 と した動 向や憲

法規範を実現 で きな い ・ヒ憲主義型政治 の 危機 を は らむ現状で あ り、今 日、憲法現象を 科学的に解明 し 、

批判学 と して の 科学的憲 法 学 とそ の 展 望 が 提 示 され て い るの か は検証 をまつ し か ない
。

　か っ て 日本 の 憲法学 の なか で 特 に 、 精力的に 日本の 憲法現象を解明 し、科学的な憲法学 を確 立 した の

は影山日出彌
1

で あ っ た。

　本稿で は、同氏 の 憲法理 論の 遺産
2

に つ い て 、現代的視点 か ら歴 史的 に位置 づ け、そ こ か ら何 を学ぶ

の か。何 を継承す べ きな の か　以下研究 ノートレ ベ ル で検討する。

　影 山 日出彌が亡 くな っ て 2008年 で 33年 目に な り、同年 4 月 で 生誕 75周年 で あ っ た 。

　私 自身 が 影山 日出彌が活躍 し て い た 同時代 に 後輩 と し て 過 ご し、い っ も身近 に い た もの と し て 同 氏 か

ら多く の こ と を学び 、い ろ い ろ な教 え を受 けて きた。今 日、い ろ い ろ な意味 で 33年過 ぎ て も感傷的す ぎ

る くらい 時代性 を 感 じて い る。今、生 き て い た ら、日 本 の 憲法学 に 何 を提起 して い ただ ろ うと 思 うの は

私 だけで な い だろ う。

　本研究ノートで 、影 山 日出彌 の 憲法理論 に つ い て検討する意義は次 の 点に ある。

　第
一

は、影 山 の 時代は 、戦後民主 主 義 の 危機 が 憲法 レ ベ ル で 進行 した時期で あ り、そ の な か で現代憲

法 の 主要な問題 に つ い て従来 の社会科学と し て の 憲法学 の 遺産 につ い て 、批判的 に 摂取 しつ つ 、独 自の

憲法学の 課題 に つ い て 、特 に 、国家論、主権論 、民 主主義論、人 権論、憲法史 な ど史的唯物論 ＝マ ル ク

ス 主義的な方法論の 視座 か らの 問題提起を提示 して い た こ と。

　第二 は 、影 山が 試みた歴 史的分析、現状分析、イ デ オ ロ ギ ー
分析 とい う視点 で の 研 究 は 、現実 の 憲法

現象 を通 し た社会科学と し て の 憲法学を解明 とい う営為 や政治学 を含め た 社会科学 と い う視点 か らあ ら
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ゆ る分析方法 （物質代謝論 、サイバ ネテ ッ ク ス 論 、疎外論 の 分析道具）など酷使 して 怪物と し て 深淵 な

国家論を分析 した こ と で あ る。

　第三 は 、憲法 学を通 した影 山 の 学問的学風 とそ の 態度は、そ の 時代の 危機的な認識に 立ち つ っ 、憲法

学視点か ら、す なわちあ らゆる有効 な先進的理論を用い て 、民主主義な 日本社会論の 確立 と政府形態論

などの 現代的変革と歴史的展望 の 課題 な どを提示 して い た こ とで ある。

　以下、影山の 憲法学の 主要な遺産 を戦後の 時代認識 に留意 しつ つ 、若干書 き と ど め て、そ の 理 論 的分

析 ・到達点 とそ の 継承性 を明らかにす る。

　同氏 が 憲法学と し て 検討 した 分野 は 、 i憲法学の 方法論、　 li憲法学史 ・憲法史 （日本憲法学説 史 ・憲

法 史及 び 比 較 憲法史）、皿 国家論 （社会 的法治国家論 か ら始ま り 国家論 の イデ オ ロ ギー
性 と現状分析 、

政府形態 な ど民主主義 的移行 期 の 国家論 な ど）、iv社会主義論 、人民民主主義論、　 V 憲法の 基礎理 論

（主権論 、 民主主義論 、平和論）、vi 人権論 （環境保全 と人 権、財産権、教育基本権等 ）な どの 多義 の 分

野にわた っ て い た。

　そ の 学風 は、時代 の 危機認識 を踏まえ て、そ の 危機 に対応す るた め の 憲法学 とい う分野 か らの 理 論的

枠組 み を提示 し、そ こ か ら どの よ うな 問題解決 が あ る の か とい う手 法 で あ り、時代 を先取 り した科 学的

な憲法学を構 築す る こ と に あ っ た と思 われ る 。 本秀紀の言葉を借 りれば 「『危機 の 時代 』に よみ が える

国家分析 と変革 の 憲法 理 論 」
3

と評す る こ とが で き ょ う。

　 なお、影 山の 学問的軌跡 を時期 区分すれ ば、  1960年〜1967年まで の 前半の 時代 （『現代憲法学 の 理

論』・『日本 の 憲法問 題
一

平和憲法 と憲 法闘争
一

』・『憲法 の 基礎理論 』な どの 刊行時期） と   1968年
〜

1976年 の 後半 の 時代 （『憲法 の 原 理 と 国家 の 論理 』・『国家イ デオ ロ ギ
ー

論』な どの 刊行時期） とい うよ

うに前半 で 憲法学の 方法論の 確立 とい うい わば影山の 学風 の 基礎 が 形成 され る時代 と 後半 は 、同 自身が

全力投球を し た現代 日本社会 の 諸問題 に つ い て 、科学的憲法 学の 立 場 か ら精力的に理論 と実践を統
一

し

つ つ
、 日本 の 行 くべ き展望 とそ の 方向性 を提 示 して い た 時代、影 山 自身 の 独 自憲法学が完結せ ず に 終わっ

た時代の 17余年に わ た る 全時期が研究対象 とな る 。

1．影 山 日出彌の憲法学の 方法論と課題

一戦後民主主義と 1960年〜1967年まで の 時代状況 の もとで
一

　影 山 日出 彌 の 詳 しい 経歴 は 省略 し、こ の 時期 は 、1957年愛知大学を卒業 し、東京大学大学院博士 課程

単位取得後の愛知大学専任講師 、助教授時代そ して 1967年4月名古屋 大学助教授 に な り、 憲法学 の 方法

論 を確 立 した時代 で あ り、そ の 時期を対象とす る。

　以下、影 山が 執筆活 動 し、実践的な分析 を試 み た 前半 の 時期を中心 に して 、主要 な研究 に っ い て 、検

討する こ とに す る 。

（1）社会的法治国家論 と憲法学の 出発点

　さて 、影 山が研 究者 として デ ビ ュ
ーし た の は、1961年に 発表 した 「社会 的法治国家論 」 の 研 究 （「社

会的法治 国家論序説 （
一

）（二 ）」 以 下 K −
［1］ と表示）

4
で あ っ た。こ の 時期 は 、戦後民 主主義の 発展
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期 に あ っ て 、歴 史的な民 主 主 義 の 危機 で もあ っ た安保 闘争 の 時期で あ り 、 影山 自身 は 、 当時 の 西 ドイ ツ

の社会国家の現状、すなわち国家独占資本主義段階で の 憲法 の 現状分析 を試み 、同国 の 国家緊急事態立

法 の 分析 を通 して、日本 社会 に お け る 憲法秩序 の 不 安定 さや憲法改正 論議を認識 した 国家論 の 解明に 注

い で い た。影 山 は、『現代 憲法学 の 理論』（以下 K −
［3］ と表示）で 「現代憲法学は 、発達 し た資本主義

型憲法を対象 とする限 り、そ こ に提示 されて い る さまざまな現実的 ・理論 的課題 をはたすために、なに

よ り も 国家独 占資本主義論 を 前提 と し、こ と に そ の 国家理 論 を 展 開す る と と もに、それ に 対応す る 法的

諸形態 と法的諸 関係 とを分析 ・総合す る こ とに よっ て 、憲法現象を解明 しなけれ ばな らな い だ ろ うし、

そ れ が で き る か ど うか が 、日本 に お ける現在の 社会科学 として の 憲法学 の 、ある意 味 で は理論 的認識 の

試金 石 と な る 」
5

とい う歴史 認 識 を も っ て い た。

　同氏 に とっ て 、目本 の 安保闘争の な か で の 日本の 国家独 占資本主義の 段階で の 憲 法秩序や治安立法な

ど の 現状分析 の な か で 当時 の 西 ドイ ツ の 社会法治国家体制 の 分析 の 有効性 をそ こ に 見 出 して い た の で あ

る。つ ま り、国家独 占資本主義 と憲法 とい うシ ェ
ー

マ は、国家独 占資本 主義 の 経済的力能 の 分析 や上部

構造 と して政治的特質の分析に 求 め られ る こ とに な る。

　特 に 、大 須賀 と の 共著 『日本 の 憲法問題
一

平和憲法 と憲法闘争
一

』 （以 下 K −
［2］ と表示） で は 日本

国憲法の 歴史的位置づ け と して 、現代世界 にお い て 、い か なる憲法類型 になるの か 。ある い は憲法群 に

属す るの か それは い かな る 特質 を有 し て い る の か 。同時 に これ らの 類型 の な か で 諸外国との 比 較を通 し

て 、憲法 の 歴 史的特質を明 らか に し よ うと し た点 で あ る 。 日本国憲法 の 世界史的 な位置づ けを通 し て 、

現代に お け る憲法の 発展 を解明す る こ とによ り、「現代 の 内容 」 を 「帝国主義段階 で の 矛盾 の 形 態 とそ

の 構造 」
6

を解明す る 。
っ ま り、「段階規定」 と 「群規定 」

7
を適用する 点 に特色があ っ た。

　 こ の 「社会的法治国家 」 の 歴史的性格 の 分析 が K −
［2］ で 日本国憲法 の 歴史的特質を分析す る 上 で 、

国家独 占資本主義段階で の 現 段 階を 通 して把握す る こ との 有効性 を提示 して い た の で は ない か。そ して 、

具体的検証 は 、K −
［3］ の H【憲法現象 と国家独 占資本主義

s
へ の 分析 とつ なが っ たの で は ない か と思わ

れ る。

　社会的法治 国家の 分析の な か で 「現代独 占資本主義段階に あ る ブ ル ジ ョ ア 国家の治安立法を 問題 」 に

す る こ とに よ っ て 、現代 の 治安 立 法 の 性 格 を表 して お り、当時 の 日本 の 現状分析 に とっ て 西 ドイ ツ の

「国家に お ける国家権力 の 政治的性格、憲法お よび階級 の 具体 的様相 な ど
一

国家 の 強制機構
一

警 察 ・司

法 ・軍隊等 々 の 強化拡大 と人 権制限 は、治安立法 に 内在 して い る 」
9

と し て 、そ の 具現化 は 日本の 国家 ・

憲法体制 の 分析 に と っ て 仮説的な方法 と し て 提示 し て い た と考え られ る 。

（1 ）憲法学の 方法論の 確立

A ．憲法学の 方法論へ の 現状 と課題

　最と も影山 が こ れ らの 課題 を追求し た の は、現代憲法学 の 方法論 と歴 史的課題 で あ っ た。そ の テ
ー

マ

を追求 した の は 、K −
［3］’°で あ っ た。影 山が 自 ら の 憲法学 の 方法論 と課題 を自覚 し て い た の は 、社会

科学と して の 憲法学 の 現状分析か ら析 出 した結果 、
い くつ か の 欠陥が あ る と し、そ こ か ら方法 と課題 を

具体化する。影山に よれ ば、社会科学と して の 憲法学 の 課題は、4 っ の 視点か ら提 起 され る と し、 i憲
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法学 が 科学 と し て 出発す るため の 方法論 の 確 立 （「原理論 」）、五 憲法現象な ど 憲法意識や理 論 ・学説 ・

解釈な ど の 「イデオ ロ ギー
分析 」 の 課題、m 資本主義型憲法の 現象の 法貝1」性を解明する た め の 「歴 史的

分析」 の 課題、ル憲 法学 に とっ て 最とも重要な 「現状分析 」 の 課題 な どを提示
1’

して い た 。 こ の 課題 の

追求 こ そ が 国家独 占主義段階の 憲法現象 を分析す る有効な鍵 を握 っ て い る と し て い た の で ある。そ して 、

同氏に とっ て こ の 時期 にそ の 課題 を追求す るた め の 憲法学の 方法論を詳細に検討した の で ある。

　すで に 目本の 憲法 学の 方法論 へ の 自覚的摂 取 は 、戦 後 の 法社会学方法論争 レ ベ ル で 検討 されたが、影

山が検討す る 戦前 か らの 鈴木安蔵や戦後 の 長 谷川 正安 な どの 憲法学やその 他 の 憲法学 の 方法論が十分検

討 され て こ なか っ た とい う反省的 な契機 が あ り、影 山自身、鈴木 安蔵 らの
一定蓄積 を踏ま え て 検討す る。

　影 山が 日本 の 憲法学 の 現状認識 と それ に 対す る批判 テ ーゼ は 、日本 に お け る 憲法学の 現状 に 示 さ れ る。

す なわ ち、憲法学の 方法論 に つ い て の 検討する 上 で そ の 現状を 歴史的 に 認識する こ と に あ っ た 。

　 憲法学が 対 象 とす る 憲法現象 に つ い て の 把握す る ための 方法論 は 、先学 の 成果 に つ い て 全 く不 十分 で

ある とか、問題 が ある とか とい う次元ではな く、よ り科学的観点か らの 問題 整理 を しっ っ 、検討 し て い

る。そ もそ も 「憲法現象に 内在する諸矛 盾 の 存在や そ の 性格 に つ い て把握する こ と」
L2

の 予 備的な作業

とい う位 置 づ けが 必 要 で あ る とい うとこ ろ か ら出発 して い る。

　K −
［3］ の な か で 、 1 現代憲法学 の 課題 と方法、 H 憲法現象の 構造 とい う表題 の も と で 実 に 190頁 あ

ま りの ス ペ ー
ス で 検討 して い る よ うに マ ル ク ス 主義的方法論の 厳密 さとそ の 課題性

13
が如実 に 示 され て

い る 。

　影 山 に と っ て 、既 に 述 べ た 社会科学と して の 憲法学 の 4 つ の 視点 か らの 検討す る 上 で 、不 可 欠 な 作業

が そ の 仮説的な方法論 の 確 立 で もあ っ た。彼 に とっ て 、憲法学 の 課題 を解明す る ため に は 、憲法学 の 対

象規定及 び 方法 を もつ こ と が 必 要 で あ る と し、そ れ は 、第 1 に 、憲法現象 は 一定 の 社会的現象 で あ り、

そ の歴史的規定に制約され る こ と。 第 2 に 、憲法現象は 上部構造 の 現象で あ る こ と。 第 3 に、憲法現象

は 、4 要素、す なわち、憲法規範 、憲法制度 、憲法意識 一イデオ ロ ギ
ー、憲法関係 な どが 弁証法的 に結

合 して 、全体 が 憲法現象を形成 して い るとい う点 で 、憲法現象 の 形成過程 と憲法現象の 実現過程 をもち、

上部構造 と し て 憲法現象に は、そ の 内 に 合法則性 を貫 く憲法現象 で あ る とい う位置 づ け
14

を して い たの

で あ る 。
こ の 点 は 、鈴木や長谷川 の 到達点 を批判 的に摂取 して い るが、影山 の 独 自の 点は 、憲法学の 課

題 と方法 を検討す る こ とに よ っ て 、よ り科学的で有効な方法を提示する こ と が 必 要 で あ っ た 。

　そ の べ 一ス に な っ たもの は 、  1950年代 の ソ ビ エ ト ・東 ドイ ツ で 「国家 と法 」 お い て 、サイ バ ネ テ ッ

ク ス が適用され た理 論的課題 とそ の 可 能性 を検討 し て い た こ と。す な わ ち、上 部構造 と下部構造 と の 相

対的把握 と上部構造 と して 憲法現象 の 把握 の 統
一

的な解明の
一

方法を 自覚的に検討する 試 み を同 時 に解

明 して い た （影 山 「サイ バ ネテ ィ ク ス と法律学 （
一

） （二 ・完）
一

東独 にお ける研 究 の 現状 と方向に基

づ い て 一
」

L5
以 ドK −

［4］ と表 示 ）。   は 、法現象 の 端緒的範疇 の 検討 と して 、 ドイ ツ の ケ リモ フ の 理 論

か ら学んだ こ とが推 測 され る （影 山 「法 の 範疇的な構造一ケ リモ フ の 所説 を め ぐっ て
一

」
’b

以 ドK −
［5ユ

と表 示 〉。当 時 の ソ ビ エ ト及 び東 ドイ ツ に お け る 国家 と法 の 科学 の 領域 で 、サイ バ ネテ ッ ク ス の 適用可

能性に っ い て 、 指摘 し、影 山 は、当時 の 議論 を紹介 しな が ら、法 に お けるサ イ バ ネテ ッ ク ス の 適用に つ

い て 、検討 して い る。すなわ ち法に お ける原 理 的な問題を解明す る 鍵を握 る とし、社会諸現象 の サイバ
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ネ ッ ク ス 分析 の 可能性 を解明す る 。

　K 一
  （二）に よ れ ば、同氏は、「社 会諸現象 の サイ バ ネ テ ッ クス に よ る認識 で 問題 に な る の は社会

諸現象 の 質的内容、性格 の 問 題 で あ る と し、そ の 諸現象 の 質的性格 を分析 し 、 質的規定 、 すなわち法則

性を明 らかにす る」
17

こ とで あ る とい う。こ の点で 重要 な論点は、サイ バ ネテ ッ クス と社会諸現象 の 階

級性 と の 関係に つ い て の 問題 を検討す る こ とで あ り、そ こ か ら社会諸現象の 対象 の 構造 と機 能 を問題 と

する。

　影 山は 、つ ま り、憲法現象に当ては めれ ば、「憲法学が憲法現象 に お け る諸矛盾 、そ の 性格、それ を

貰 く合 法則性 を 明 らか に す る 目的と すれ ば 、憲法現 象 の 『構 造』 の 分析 」 が 重要で あ り、「そ の 複雑な

構造 を い か な る弁証 法的 に取 り扱 うか は、そ の 場合それ を規定する科学的カテ ゴ リ
ー

がなければ、そ の

分析は で きない 」
1u

の で あ る。従 っ て 、「憲法現象 の 構造 を規定する 基本的な 範疇は 、
一

方 で 憲法現象 の

認識、し たが っ て 、認識 された憲法現象 の 表現 で あ り、他方 で は 憲 法現象を分析する た め の 手段で あ っ

て 、こ の 二 っ の 側 面を統
一

的 に含む こ とが こ れ らの 範疇が 科学的な性格 をもち、科学的 に機 能す る ため

の 不 可欠 な条件 で あ る 」
19

とす る。こ の 法 の 範疇論 の べ 一ス は ケ リモ フ の K −
［5］ の 議論か ら引き出さ

れる。

　こ の よ うな対象に よ っ て 規定され る側面 と対象とす る 側面 とを 同 時 に 具備 す る こ と は、憲 法 現象 の 構

造 を科学的 に 規定す る の に 欠 くこ とが で きない とす る。そ して 、影 山は、憲法現象 と社会構成体 とい う

側 面 に お い て 、サイ バ ネテ ッ クス の 適用か ら史的唯物論の視点 と し て 、憲法現象 と し て の 上 部構造 と
一
ド

部構造 の 関係理論を引きだすの で ある。

　同氏 の 問題意識に は、憲法現象の 階級的性格にっ い て 、社会構成体 か ら把握す る の は、憲法現象がい

か なる歴史的性格 とをもち、い か な る 歴史的発展過程を た ど り、い か に して 歴史的 に 消滅す る 現象 なの

か と想定 し、そ こ か ら憲 法 現象 の 階級性 を 把握す る こ と を 目 的と し て い たの で あ る 。

　同氏 は、憲法 の 階級性 の 把握に っ い て 、次の よ うな メ ル ク マ
ー

ル を提 示 し て い た。す なわち、「i憲

法現象の 存在は、諸階級の 存在 ・
そ の 矛盾 ・対立 を前提 に して い る こ と。 ti階級社会の 現象 で あ る こ と。

丗 憲法現象 は 、人 間 の 意識 に 所産 で あ る か ら、社会的意識 と社会的意思 との 担 い 手 で あ る 諸階級 の 階級

的意識 と階級的意思 との 表現形態 で あ る こ と。 iv憲法現象の うち で 、最 と も中核 的な地位 を占め る憲法

とい う現象 は 、経済 的士台に お い て 支配す る 階級 が 「階級対 立 の 非和解性 の 産物 」 た る 国 家の 意識 的 活

動 に よ っ て 形成 し、支配階級の 意思を表現す る特定 の イデオ ロ ギ
ー

的形態 で あ る こ と。 v 国家の 階級性

を、そ の 機能過程 で 表現す る
一

形態 で あ る こ とtZ
°

な ど を提示 し、これ らは社会構成 体にお ける発展 と

い う側面 に お い て 、歴史的規定され た 全支配的イデオ ロ ギーと そ の 形態 の い か な る 部分 を も、憲法現象

が どの よ うに 構成 され る の か とい うフ ァ ク ター
も重要 となる とい う認識 で あっ た 。

　こ の こ とは 、鈴木 安蔵 の 著書 『比較憲法史』
21

の な か で の 「社会構成」 とい う概念や古典 書 か ら引き

出 し つ つ も、憲法 現 象 の 階級 的性格 を 把 握する 上 で 、「社 会構成体」 の 概念を吟味 しっ っ 、憲法類型 を

基準に問題 に しよ うと した点 は 独 自の 発展 の結果 で ある。
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B ．憲法学の具体的方法論の 構造

1 ．方法論へ の 問題意識

　影 山は 、憲法学 の 方法論 で最 とも影響を受けた の は鈴木安蔵 の 憲法学の 方法論
：2

で あ り、1950年代 の

ソ ビエ トの 「国家 と法」 に関す る法理論家か らの 法現象把握の ため の 方法論で あ る 。

　憲法学の 方法論に つ い て の 影山 自身 の 問題意識 は 、憲法現象 とは い か なる構造をもつ の か とい う自問

を し た 上 で 、憲法学 へ の 関心 は 、憲法現象 の 機 能を規定す る と こ ろ に 出発 点 に あ り、そ の 対 象的構造 を

明 らか に す る ため科学 的 に 規定 し なけれ ばな らな い と した。そ の 「憲法現象の 構造 を科学的 に認識す る

カ テ ゴ リ論費 が 必 要 で あ る とい う問題意識で あ る。

　影 山は、こ の カ テ ゴ リ
ー

論 を検討す る に あた り、先学 の 鈴木 の 憲 法学 に 出 て くる、「憲法 イ オ ロ ギー
」、

「憲法規範」、「憲法制度」 お よび 「憲法 的関係 」 等 の 諸範疇や長谷川 の 憲法現象分析 （3 要素） と し て

「憲法イ デ オ ロ ギ
ー

」 「憲法規範」 「憲法制度 」 お よ び 「憲法 関係 」 な ど の 4 つ の 要素に つ い て の 検討は 、

立場 は ともかくと して 、一
般に憲法学の 科学的カ テ ゴ リー論 と して検討 され て い な い こ との 現状 を批判

し、こ れ ら の 科学的カ テ ゴ リ
ー

論は 憲法学批判 として 成 立 す るとすれ ば、『経済学批判』（マ ル ク ス ）と

して 同様に 同 じ方法 で 適用 され る の か 疑問を提 示 し て い る。

　こ れ らの 問題 の 困難 さを指摘 して 、それ は 、ひ とつ に は憲法学の 科学的なカテ ゴ リ
ー

論 が上部構造 と

して 憲法現象 で あ り、『経済学批判』 とは 異な る とい う点 で 困難 さがあ る こ と。も うひ とっ は資本主義

的諸関係 と し て憲法現象と して の 構造 を解明す る カテ ゴ リ
ー

論 なの か の 困難 さ
24

が あるとい うこ とで あ

る。

　こ の 問題 を 保 留 した 上 で 、憲法 現 象 の 論理 的な構造を問題 に す る。す な わ ち、憲法現象を科学的に認

識 し、分析す るカテ ゴ リ
ー

として 、 i憲法意識 とそ の 諸形態、　 i 憲法規範
一
意思 とそ の 形態論、　 ii憲法

制度、聾 憲法関係を詳細 に検討する。

　こ の 憲法現象 の 論理構造を科学的 に把握す る た め の 具体 的 な 事例、す な わ ち 日本 に お け る 憲法 現 象 の

現状分析 として 、サイバ ネテ ッ クス を援用 の も と で 「ブ ロ ッ ク ・ス キ ーム 」 論す なわち 、 K −
［4］z5

で

上 部構造と 下部構造 との 関係を、国家意思お よび国家意識 あ るい はそ の 憲法 の 形成過程 と憲法 の 実現過

程 を踏ま え た 立体的構造 を仮説 的 に 把握 し よ うと した 点 に あ る。

　こ の 点 は、例えば、K −
［2］

26
の 第 1 章IV節で 試み て い る 。

つ ま り当時 の 日本 の 憲法 の 特質 を把握す

る ために、憲法 の 歴史性、階級性 に つ い て 、解明す る 前提 と し て 現憲法 の 制定史を踏ま えて 、憲法 の 積

極的側面 と消極的側面を論理 の 組 み立て 用 い て 、現憲法 の 積極的側面、すなわ ち、主権、戦争放棄 、 軍

備禁止、民主主義、民主的権利保 障と い う側面 か ら、目本の お か れ て い る消極的側面 として の 国家制度

の 不徹底性 （天皇制や 国家機構及 び 民 主的改革 の 不 徹底性） を追求 し つ つ 、憲法の 特質を把握する試 み

はひ とっ の 仮説的な提示 で あ り、現実の 憲法秩 序を把握す る上 で、有効性 をもっ 方法で あ っ た 。

　こ の こ と は、影 山 の K −
［3］ に よっ て 、よ り具体的方法論が提示 され て い る 。

つ ま り、日本 の 国家 ・

憲法 の現状に っ い て 、ひ とつ は、「国家独 占資本主義段階で の 諸形態 と諸手段 が 顕著 に 展 開 さ れ て い る

国家す な わ ち、帝国主義段階と して の 国家独 占資本主義段階 の 現状分析」 （「段階規定」 の 適用） と、も

うひ とつ は 、「同時 に 特殊 な対米 関係 に あ る 国家で あ る とい う歴史認識 か ら、日本 に おける憲法現象の
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影山 日出 彌 の 憲法理 論 の 検討 （1）

特質」
2T

を解明 （「従属 ＝ 対米従属 」） し よ うと して い た点 で 、　 K −
［2］ よ り

一
歩進んだ現状分析 を し て

い る。

　同氏に とっ て 、憲法現象 の 構造 にお ける基本的 な矛盾 と対 立 の 関係を、国家 レ ベ ル や憲法 レ ベ ル で 把

握す る こ とで 、 憲法現象 につ い て 、4 要素の 有効 な仮説的検証 を 試 み よ うと し た点に 、そ の 先駆性 を読

み とる こ とが で きるの で あ る。

　例 え ば、現代 目本 の 国 家の 把握 に つ い て 、同氏 は 「国家独 占資本主義は、現代の 資本主義 の 構造と特

質 とを最 とも明確に 表現し、現代 の 国家お よ び 法現象の よ っ て 立 っ 経済的土 台 を 形成 し て い る か らで あ

る。す な わ ち資本主義 的な社会構 成体にお け る、土台の ・・形態 の 変化 とそ の 展開を考慮する こ とな し

に、現代 の 国家の 形態 変化、従 っ て 、国家機能の変化 、法形態 、 法機 能 の 変化、さらに イデオ ロ ギーと

理 論に お け る変化の 基本的性格は、認識 され ない だろ う尸 と述 べ て い る。

　 こ こ に 、 影山 の 日本 の お け る 憲法現象 の 構 造を把握す るた め に は 、現代国家 の 発展段階とそ の 特質 の

解明か ら、現代憲法学の 課題を引き出そ うと して い た点に み られ る 。

2 ．憲法現象把握の ための 範疇論設定とその具体化

　影 山自身が最 と も困難で か つ 厳密なほ どに憲法現象を認識論 レ ベ ル で 科学的方法論確立を提示 し、学

会に衝撃な問題 を突きつ けた の は 、K −
［3ユ の 著書で あ っ た。

　K 一
匚3］ の 著書 で 示 した の は、三 っ の 理 由があ っ た。それは、  「そ もそ も、憲法学 が 科学 で あ る 、

と規定する ためには、
一

定 の 対象と そ れ に 肉追す る方法と が明 らか に され、そ の こ とに よ っ て 、限界が

あるにせ よ、科学で ある こ とを論証す る こ とが 必要 で あ る 。 私が 、 憲法学 の 方法論 を 本書の よ うな か た

ちで 試み よ うと した第
一

の 理由は、ほ ぼ、こ の 点 に ある とい っ て よ い 。」   「第 二 の 理 由は、一
現代 の

発達 した 資本 主義国家 に お け る 憲 法 現 象 に は 、資本 の 原畜段 階や産業資本主義段 階における憲法現象 と

はち が っ た 、特有の発達 した性格が顕著 にみ られ る。一そ れ で は 、 現代 の 資本 主 義 憲 法 の 諸 現 象 は 、何

故 そ の よ うな、共通 の 、普遍的な もの を もつ もの で あろ うか。私 の 場 合、こ の 問題 を考えて い っ たあげ

くに 到達 した の は国家独 占資本主義で あ っ た 。
し か し、こ れ を 憲 法現象 と 関 連 させ て 、両者の 密接不 可

分 なつ なが り を分析する に は 、やは り、よ り厳密な
一

定の 方法論が媒介 され ざるを えない こ とが痛感 さ

れ た わ け で あ る。」   「方法論 を扱 っ た 第三 の 理由は、現在 の 日本 の 憲法を め ぐる状況 ならびに憲法学

の現状をか えりみた場合、こ の 際、な に よ りも憲法学 の 方法論 の 展開 が 必 要 で あ る との 認識 にた た ざる

をえない 、と い うとこ ろ に あ る。す なわ ち、日本 の 憲法学は、多少大 げさに い えぱ、科学的方法論上、

再編成 され なけれ ば、当面 の 現実的課題 （そ れ は 運 動 論や 展 望 を も含 ん だ複雑
・
困難な課題 で あ る。）

に こ た え る こ とが で きない 、とい うこ とで あ る。こ の 意味 で の 方法論 の 検討は、例 え ば 「社会科学 と し

て の 憲法学 の 構想がす で に一提起 され て い た にもか か わ らず、科学方法論の レ ベ ル で 十分にま とま っ た

理論 の 展開 が 私 の 知 る 限 り見 あた らな い とい うよ うな 状況 を 少 し で も 克 服 す る た め に も、必 要な作業で

あ る。」
29

とい うこ とを提示 し て い る。

　影 山は、憲法現象の 論 理 的 構 造 を把握す る た めの 4 っ の 範疇な り、長谷川の い う3 要素 に つ い て 、若

干 の コ メ ン トを し なが ら 、 影山独 自の 科学的な範疇 ＝ カ テ ゴ リ
ー論に つ い て検討 し て い る 。
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a ，憲法意識

　影山は 、長谷川 の 憲法意識論の 基本的特徴 点
3°

を紹介し て、ひ とつ に憲法意識の 「萌芽的なもの 」 と、

二 っ 目に 「最終的なもの 」 を とい う躇述 して い る点最初 の 点 は、「憲法意識 は 、厂憲法現象全 体 の 成 立 を

可能 にす るい わば本源的な現象で あ る 」 とい う認 識に立ち っ つ 、「憲法意識
一

般 で は な く、国意意思ま

で 組織 され た特定の 憲法意識 」 で あ る と位置づ けた 点に特色 があ る。二 っ 翻に つ い て は、「憲法意識 が

最終的なもの で あ る と き、それ は、国家の 制憲活動を 通 して 行われ る、萌芽的属性 と して 認 識され本源

的 な憲法意識 の 客観化 ＝ 憲法 とい う憲法意識 の 存在形態であ り、これ は 、国家に よ る実現 （適用）過程

で 、 と りわけ明確 に現れ る とい う」 位置 づ けを して い た。三 っ め と して 、憲法意識 が 「階級的な対 立 を

そ の まま取 り組 ん で し ま っ て い る 」
3L

と い う点 に つ い て 、こ れ は憲法現象 の属性は 、最 と も重 要な属性

で あ る と し、こ こ の 憲法意識 は 、現実 の 階級 の 対立にお い て 、憲法意識だけ で な く、憲法関係に つ い て

もみ られ る と こ ろ で あると述 べ て い る。つ ま り、憲法意識 は 、憲法に つ い て の 意識 ・イデ オ ロ ギー
と し

て様々 な形 態 で 存在 し、そ の 担 い 手 も様 々 で ある。そ の 憲 法意識は、社会的意識 として 把握 し なけれ ば

な らない とす る影 山の 立論は、移行期 を含 めて 問題 に す る 点 で 特色 が あ る。

　憲法意識は、次 に 憲法意識形 態 の 検討 にすす む 。 長谷川 の 4 つ の 基本的形態、す なわち、憲法感覚、

憲法知識 、 憲法解釈、憲法学説 ＝憲法理論を紹介し、憲法意識 は、憲法 の 主体的な認識要素を と し て の

意味をもっ て お り、そ の 諸形態は、憲法現象 、特 に 憲 法 に つ い て の 認識 の 諸段階の 特徴を表現す る と し

て 、こ れ ら の 諸形態 は 、

一 「イ デオ ロ ギ ー
現象 」 の 構造的契機で もある とし、それ は 「歴 史的存在で あ

り、つ ま る と こ ろ 、階級性 をもつ 現象 で あ る 」
32

とす る、

　 こ れ らの 諸形態 は 、個人 レ ベ ル 、組織 レ ベ ル 、国家 レ ベ ル で それぞれ諸形態と して 、4 つ の 諸形 態が

現 出す る憲法意識 で あ っ た り、他 の 意識やイデ オ ロ ギ
ー

性 をも っ て 現出す るとす る n

　そ れ に つ い て 、次 の よ うにまとめ る。

　  「憲法意識 は 、一憲 法現象 の 形成過程 とい う側面 か らみれ ば
一

社会 の 経済的土 台 の 諸要素を最 も直

接的に とらえ、こ れ を憲法 へ の 上昇させ る媒介 として 、
一

直接的な出発 点をなす現象 で あ り、経済的土

台 が上部構造た る憲法現象 に 規定的作用 を 与 え る 過程 で 常に存在 しなけれ ばな らな い 憲 法現象 で あ る。」

  「憲法意識は 、憲法の 実現過程 とい う側面 か らすれば、憲法お よびそ の 他 の 憲法現象が 機能 し、憲法

が イデオ ロ ギ
ー

的 ・物質的社会的諸関係 を規制す る 場合に、こ れ らの 諸 関係 を規制す る た め の 最と も可

動的で 変化 に とんだよ り 主観的 な要 因 と なる。」   「憲法意識が存在 しなければそ の 他 の い か な る憲法

現象も成立 せ ず 、憲法意識 が存在 し なけれ ば憲法は 実現 され えな い 。」   「憲法意識 は 、憲法現象 内 に

お い て み る 限 り、憲法現象の 変化 を招来す る 直接 の 要 因 で あ り、社会 に お け る 客観的変化 を 他 の 憲法現

象 へ 伝達 し 、憲 法を社会的諸関係に 反作用 させ る主観 的な伝 達要素で あ る。」   「憲法意識 は、あ らゆ

る個人
・集団 ・階級 ・国家機 関等 々 に よ る憲法実践、国家権力 ・支配者 ・被支 配者 ・

人民大衆間 の 憲法

闘争に お ける 多数な行動に対す る 直接制御者 で あ る。尸 と述 べ る。

　 こ こ で は 、 憲法意識 は 多様 な形態 と内容 および
・
定 の 1生格 と特質をもつ もの で あ り、こ れ らがひ とつ

の 社会 的な要因を握 っ て い る こ と を提 示 して い る。そ の 意味 で 、憲法学 に お け る憲法解釈 も、憲法意識 ・

イ デ オ ロ ギーの ひ とつ の 存在形態 で あ り、ひ と つ の 認識作業と し て の 実践的意味を もつ の で あ る。
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b ．憲法規範

　憲法意識が支配的憲法意識 と して 国家意思 ・国家意識 な ど普遍 的な形態 を とっ て 現実に は憲法規範を

構成す る の で あ る。影山 は、憲法規範 は 、な に よ りも憲 法規範また は憲法 とい う特殊な法部門の 形成過

程 の 問題 で あ る とい う視点 か ら検討する。

　同氏 に よれ ば、「憲法規範 は 、国家 の 活 動 を媒介す る こ と に よ っ て 特定 の 憲法意識 を対象 化し客観化

した上部構造の 要素で あるか ら、そ の 形成過程は 、 まず社会の 物質的 ・経済的土台に よ っ て制約 され規

定 され る プ ロ セ ス 」
34

で あ る と し、「こ の 過程は、土台 の 要求 → 利益 の 意識 → 憲法意識 → 憲法規範とい う、

い わば憲法規範の 形成過程の 客観的側面 」 を現出す る とす る 。
しか し 、 その 過程は 「同時に憲法意識 →

国家の 憲法制定活動 → 国家的意思
一

・憲法規範と い う、い わば憲法 の 形成過程 の 主体的側面
一

主観的側 面」

を 現 出 して お り、こ の 「両側面 を統
一

的 に含む プ ロ セ ス 」 で あ り、「相 互 関係 に ある」
35

とい う。

　 こ れ は、憲法学が 論 じ る憲法 の 歴史や憲法史 ・比較憲法史 を論 じ る 点 で有効な指摘で ある。ま た 、憲

法規範 は、社会 の 階級 の 対立 ・矛 盾の なか で常に支配的意思 を貫徹す るもの が普遍 的に は 憲法規範ま で

高め られ る とい う過程を もつ もの で あ り、こ の 視点 は 、重 要 で あ る。

　次に そ の 国家的意思 の 特質 につ い て 、同氏は、次 の よ うに 総括する 。 ひ とっ は 、「それ は
一

方で は、

支配階級 にとっ て の み現実的な内容をもち、彼 らの 現実的な利 害をあ らわすが、他方 で は そ の 意思 を お

し つ けられ る 側 の 階級 に とっ て は非現実的な、幻想的な共同利 害 の あ らわれ で ある こ と。 （「公共 の 福

祉」）。ふ た つ めは 「それは、国家的 に 組織された階級の 意思を全体 と し て 現出す るもの で あ り、国家 な

い しそ の 機関の 名で 公 的に 公布する。」 三 つ めは 、「そ れ は、常 に 国家的 に確 定 され た一定 の 表 現形態 を

必要 と し、そ の 貫徹が国家機関 の 強制権力 に よ っ て 保 障 され る こ と」
36

で あ る とす る。

　つ ま り、国家的意思 として 普遍的な形態 をもっ て現出す る 憲法規範は、現実に は社会の 諸関係 を規定

す る そ の 「経済的基礎 」 や ［政 治 的 基 礎 」 を 基 盤 と して 、現出す るの で あ り、そ の 階級的性格 は 、国家

と い う 「公的機能 」 に よっ て 実現 され る の で あ る 。 そ れ は 同 氏 の 言葉で い え ば 「憲法 の 普遍的妥 当性

一
公的性 格

一
を とお して の み実現 され る」

37
とい う内容 で ある こ と。

c ．憲法制度

　憲法制度 に つ い て は、鈴木 の 憲法学で の 成果や長谷川 の 憲法学 の 成 果 が 意識 的 に 検 討 され て い る が 、

こ こ で は 長谷川 に お ける 憲法制度に つ い て 検討 して い る。

　長谷川 が指摘 し た 憲法制度 は、「憲法 によ っ て つ くられ て い る施設 を一憲法制度」 と し て 位置 づ け、

「法的 に機 能す る 国家 の 意思の 通説 で ある国家機 関を、法制度 と呼ぶ 」 とい い 、「憲法規範 の 命じ る と こ

ろ に した が っ て 構成 され機能する 国家機関野 につ い て 検討す る。

　影山 は 、こ の 憲法制度 を検討す る場合 は 、そ もそ も憲 法上 の 「国家機 関」 「施設 」 で あ る とい うこ と

を規定す る 場 合 に 二 つ の 問 題 が あ る と す る。それ は ひ とつ に は 、憲法制度が 常に 「機 関」
・「施設 」 なの

か。ふ た つ 目に憲法制度 は 憲法 上 の国家の政治的機関、施設な の に、同時に法制度 と して 現出する の か

とい う問題 があ る とする。

　こ の 問題 は 、憲法部門 か ら こ の 制度を ど う認識す る の か とい う問題 で あ る。っ ま り 「一定 の 社会構成
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体の 基礎 をなす社会的諸 関係 を対象 とす る憲部 門は、多くの 典型的な社会関係を規制する　『憲法制度』

か ら成 り立 っ こ と に な る。い い か えれ ば、憲法制度 は、客観 的な必要に応 じて 、一
個 の 典型 的な社会関

係 を 全体的 に規制す る 憲法規範 の 総体 か らな りたつ の で ある。 こ の よ うに 、「憲法制度は、そ れ 自身完

結 した 、

一
定 の 典型 的な社会関係 を規制する憲法規範の グル ープが存在とき、構成され る 。 」

39
す る 。

　例 えば、裁判制度も、国会も、内閣もそ れぞれそ の 組織や そ の 諸規則 も、憲法上 の 制度で あ っ て、そ

れ ぞれ の 諸 関係 に よ っ て 規定され て い る 。 そ の 意味 で 、 憲法現象を認識す る場合 の 対象 と し て そ の 社会

諸関係と憲法 とい う政治的、経済的 かつ 社会 的基盤 でな りた つ 社会や国家に規定され て 成 り立 っ て い る

もの とい うこ とが で き る で あろ う。

　 憲法制度 も、国家や社会 が変化 し、憲法制度 も変遷する とい う状況 で は 憲法制度 は 「歴史的現象 」 で

もあ る わ けで あ り、そ こ で い か な る性格 と内容 をもつ の か はそ の 国家や社会の 在 り方に 規定 され て い る

と い え よ う。

d ．憲法関係

　憲法現象 の い なか で影山もい うよ うに 憲法 関係 は 最 とも動態的な現象 で あ ろ う。な ぜ な ら、憲法現象

の な か に、憲法意識 ・憲法イデオ ロ ギ
ー、憲法規範 、憲法制度を包摂するもの が憲法関係だ か らで あ る 。

　 こ の よ うな構造 と複雑 さをもっ 現象は 、憲 法現象だ け で あ る。同 氏 は 「憲法 は 、現実 に 憲法 関係 と し

て 具体的に実現 され 、これ を媒介に して 、 対象 とな る物質 的諸 関係 とイデオ ロ ギ
ー

諸関係 とに反作用を

与 える 費 とす る。

　こ の よ うな構造 と内容 を も つ 憲法関係 に つ い て 、具体的分析 の
一．一部を除けば、 日 本の 憲法学で 憲法関

係 につ い て 、厳密 なカ テ ゴ リ
ー

論は、ほ とん ど展開 され て い な い とい う反省的契機があ っ た 。

　まず 、憲法 関係 の 性格に つ い て 、次の よ うに総括する。  「な に よ りも、憲法 関係 が い かなる社会関

係 で ある か が 明示 され な け れ ばな らな い
。

こ の 課題 は 、一一
定 の 社会 の 経済的 土 台 を な す物質的社会諸

関係 とど う異な り、い かに関連 す るの か を明 らか にする こ と に あ る 。 」   「憲法関係 が特殊な階級的意

思関係 で ある こ と と、そ の 構造的連関を分析する こ とが必 要 で ある。 こ こ に、憲法規範 と憲法 関係 との

相互 関係 の 重要な側面が隠され て い る 。 」   「憲法関係 が 上 部構 造 の 構成的要素で あ る こ と を論証 す る

こ とおよび憲法 の 土台への 反 作用 の 特質を示唆する こ とで あ っ て、これ は第
一

の 問題 と密接 に 関連 しあっ

て い る。」
41

　憲法 が 対象 とす る資本主義憲法で は 、 こ の 憲法 を基礎 とす る成 立 して い る憲法 関係 は 、常に資本主義

的イ デオ ロ ギ
ー

関係 で あ り、国家独 占資本主義段 階で あ れ ば、国家独 占資本 主義 の
一

定 の イデオ ロ ギ
ー

関係 を反映す る。

　同氏は、ひ とつ は 、憲法関係 と二 つ の 基本 的社会 関係、ふ た つ め に 憲法関係 と意思関係、三 っ に 上部

構造現象と し て の 憲法 関係 を詳細 に 検討 し、特に憲法関係 の 基本性格や構成要素 に つ い て 論 じる。

　こ こ で は、憲法上 の 権利主体 に つ い て、同氏 は 、憲法関係で は 、国家が 一
方 の 権利お よ び 義務 の 担 い

手 で あ り、他方 の 権利主体で あ る国民
一

市民 は 、基本的権利お よび義務の 担い 手 と し て 登場する と位置

づ け る。
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　影山 は い う、「国家は、法人格 をもつ が 同時 に国家権 力 の 意思 決定お よび執行過程 にお ける憲法関係

の 当事者 で あるか ら、他方 の 当事者と平等の 地位に ない 。すなわち、当事者 レ ベ ル で は、憲法関係は契

約に お ける平等な権利主体関係 と異な り、っ ね に 憲法関係 を本質 と して い る。一
方、国民 レ ベ ル で は 、

基本的権利 の 担い 手 と し て 国家権力 の 干 渉 の 限界を憲 法によっ て 確 定 して い る。」
42

　こ れ は 、憲法関係が、つ ね に憲法現象と して あ らわれ て くる 国民 の 権利義務関係を制御する役割を果

たす の で あ り 、 憲法関係 に な か に 国家 と して の 意思を反映する し くみ が憲法を通 し て 発動され る こ と を

意味す る。

　影山 は、こ の 憲法関係 の 内容と し て 基本権は、資本 主 義社会の 諸矛盾 の 産物 で あ り、同時に 国家の 側

か らの
一

定 の 矛盾を解決形態で あ る とい う。つ ま り、憲法上 の 基本権は、常に資本主義社会の 構 造を反

映 し て い ると解 く。同氏 は、基本権 の
一

定 の 構造 を次 の よ うに 提示する。

　  「政治的諸関係 に 照応す る 基本権 で あ っ て 、例 え ば国家の 管理 へ の 参加、選挙権 、被選挙権 等 々 ）

政策決定 へ の参加 、国家意思実現過程 へ の 参加 と統制 へ の 参加な ど に 関す る権利 か らなる （政治的自由

政治的権利 ）。  文化 ＝イデ オ ロ ギ
ー

的諸 関係 に 照応す る 基本権で あ っ て 、教育権、学校制度、芸術 の

保護 の 諸権利 、著作権等 々 に 関す る基本権 で ある。   経 済的、社会 的諸 関係 に 照応 す る 基本権 で あ っ て 、

資本主義的所有権を基礎に し て なりた っ て い る闇 もの が あるとい う。

　 こ の 憲法 関係 は 、国 民 の 基本権 の 在 り方 を 方 向 づ け る 内容 とそ の 存在 形 態 を 示 して い る も の で あ り、

同氏 が い う憲法闘争や 憲法運動におけ る 基本権 の 実現 の 解決 の 道筋が こ の 憲法 関係 の 分析 の な か に あ る

とい う点 で 意義深 い もの があ る。

（皿）小 括

　第 1 は、影 山 の 憲法学へ の 出発点 は 、現代 の 国家独 占資本主義段 階の 現状分析、す な わ ち、1960年当

時 の 安保闘争 を め ぐる現代 日本社会 の 現状 を見 る とき 、 避 け て 通 る こ とが で きな か っ た問題 は 、国家独

占資本主義段 階で の 西 ドイ ツ の 社会的法治国家は 原 理 的モ デル と して 、日本 の 現状分析す る場合の 重要

な視点を提示 して い た の で はない か 。 そ の 点 で 、社会的法治国家と治安立法 の 現状分析は 同氏 の 出発点

の 問題意識 に な っ た と思 わ れ る。国家独 占資本主義段階 の 憲法現象を分析す る 有効な方法論 が 必要 で あっ

たの で は な い か 。

　特 に 現代 日本社会が国家独 占資本主義 の 段 階で あ る だ け で な く、経済過程 へ の 国家権力 が 積極的に介

入す る国家 で あると同時 に、治安立法な どを中心 と し た現代法 と して 分析 と国家体制の在 り方 に つ い て

仮説的な分析 を試 み て い た の で あ り、巨大な国家を 分析す る視座を提示 して い た の と思 われ る。

　第 2 は、1960年代 の 日本 の 憲法学 の 現状 認 識 に つ い て 、問 題 整 理 した 上 で 、そ の 反省 的 な契機 と先 学

の 遺産を継承 し なが ら、同氏 の 憲法学独 自の 方法論 の 検討 につ い て 、 厳密 なカ テ ゴ リー、範躊論に つ い

て 論 じ、科学的な方法論すなわち、マ ル ク ス 主義的な方法論を詳細に検討 した こ とで あ る。

　特 に 、影 山 は、憲法現象を対象とする憲法学の 科学的方法論 につ い て 、K −
［3］に示 した成果 は 、憲

法現象 の 分析 道具 と して 4 要素 とそ の 相 互 関係 を解 明 した．

　同氏に とっ て
一

番 の 問題 は、憲法学の 方法論の 確立 で あ り、そ の こ とが い つ も悩 ませ られた問題 で あ
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る とい う認識 が あ っ た の で は な い か。

　 同氏 の 問題意識に は 、資本主義の 発展段 階、特 に 国家独 占資本主義段階で の 憲法現象把握 とそ の 歴史

的発展 史 の 展望を含 めた憲法学 か らの 理論的枠組みを憲法学 の 方法論 と課題 に求めた こ とで あ る。

　 4 要素 の 相 互 関係 が どの よ うに 有効性 が あるの か 自問 しつ つ 、憲法現象 の 論 理 的構 造 を 解 明 した。 こ

の 憲法現象が、ふ た つ の プ ロ セ ス に位置 づ け られ る こ と を確認 した 。ひ とつ は 憲法の形成過程で あ り、

も うひ とつ は 憲法 の 実現過程 に あ る こ と。

　 こ の 憲法 の 形成過 程 は 、 国家の 制憲創造 かつ 裁可過 程 として 、経済的±台 か ら上部構造 へ の 反映を有

す る過程 で あ り、憲法 の 実現過程 は 、国家 の 憲法執行 ・適用過程で あ り、上 部構造の 独 自性 と下部構造

へ の 反 作用 の 在 り方 を 提 示 した 点 で 、分析 手 法 と して 有効性 を も つ と い え よ う。
っ ま り、前者 は 、憲法

の 制定過程に あ らわれ る経済的土台 と上部構 造 との 関係 で、土台か らの 反映 と憲法現象 の 運動 の 過程 で

把握す る もの と して 位置 づ け、後者 は 、上 部構造 の 憲法現象が 土台に反作用 を与え る とい う過程 で あ る。

こ の 点 で 、1960年 当初展開 したサイバ ネテ ッ ク ス の 適用、すなわ ち 「ブ ロ ッ ク ・ス キ
ー一ム 」 論 を自覚的

に適用する こ とに よ り憲法現象の 総体を把握す る こ こ ろみ を仮説的 に 提示 した。

　同氏 は 、最後 に こ の よ うな 「憲法現象 の 運動 の 総過程 が 憲法学 と対象をなす もの で あ り、そ こ におい

て、憲法学の 対象が成立 し、こ の 総過程 を歴 史的展 開 （憲法現象の 変化 と変化 の 諸過程〉に お い て把握

する とき、歴 史的科学 の
一

部門 と し て の 憲法学 が成立す る 費 とす る。た だ し、憲法現象 を分析す る

「端緒」 の 存在 に つ い て は 、 保留 したままで 終 わ っ て い る 。

　影 山 の こ の 時期 の 憲法学の 方法論や社会的法治国家論 の 検討 を 通 し て み る と、同 氏 が憲法学の 基礎理

論を提承 し、憲法学解明 の 方法論 が構築 された時期 で あ り、なに よ りも戦後 の 科学的憲法学 の 確 立 にあ

り、先学 の 遺産 の 検討 を 通 して 、同 氏 の 憲法学 の 出発 点 とそ の 理 論的展 望 を 示 した 時期 で も あ っ た とい

え る の で は な い か 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （未完）
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影 山 ・大須賀明 『日本 の 憲 法 問題 一
平和憲法 と憲法闘争

一
』労働経済社　1967 年 6 月 刊 5 頁 以 下。

影 山 「（現代法理 論 の 展 望）憲法 」 『法律 時 報 』第 37巻 5 号　日 本評論社　1965年刊　67頁。

影 山 ・註 5 「前 掲書」 191頁以 下。

影 山 ・註 4 「『社会的法 治 国家』 にお け る 『治安立 法』の 特質 （二 〉」 『法 経 論集』第 43号 　106頁。同 「西 ド

イ ツ に お け る 法治 国 家
一

ビ ビ モ ス の 壊胎 」 鈴木 安蔵編 『現代福祉国家論批判』所収法律文化 社　1967年 刊

181頁 。

影 山 ・註 5 「前掲 書 ］ 3 頁 以 下。

影 山 の 問 題 意識 は、「 ・・
複雑 な 日本 の 資本 主 義 と国家 の 現実、お よび そ れ らの 諸運 動 の 発 展 を前 に して 、

戦後の 憲 法学全 体が、深刻な検討をよ ぎな く され 」 「日本 に お け る 民 主 主 義運 動 とそ の 理 論を
一

定 の 限 度 で

表 現 して い る 民 主 主義 法 学 の 重 要 な部門で あ る 憲法学が 、・・そ れ は た ん に部 分的 な 再 検討で は な く
・・’t

「そ の 方法論をふ くむ ほ とん どす べ て の 問題 に つ い て の 再検討で あ り、…　　そ こ で は ほ か らなぬ 理 論 の 再

構 成 が迫 られ て い る の で あ る。」 「・・日本の 憲法学 に とっ て、す で に、そ の 根 本 的 再 検討 と理 論 の 再 構成 を

実現すべ き 条件 が と との っ て い る、とい うべ きで あろ う」 と言う点に提 示 され て い た 。

影山
・
註 5 「前掲書」 19頁 以 下。

同 「前掲書」 41頁。

同 「前掲書」 3 〜188頁。

同 「前掲書」 190頁。

影 山 「サ イ バ ネ テ ッ ク ス と法 律学 （
一

） （二 ・完）」 『法経論 集』第46 号　工964年刊　97〜138頁。第47号

1965年刊　111〜169頁 。

影 山 「法の 範疇的な構造
一

ケ リモ フ の 所 説 を め ぐ っ て
一

」 愛 知 大 学 『国際問題研究所 紀要 』第30号 　1960 年

刊 39〜58 頁。

影山 ・註 14 「前掲書1 （二 ） 123〜124頁 。

影 山 ・註 5 「前掲書」 42頁。

同 「前掲書］ 42頁 。

同 「前掲書151 〜52頁。

鈴木安蔵 『比 較憲 法 史 』勁 草書房　1951年刊。

一35 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27号

22　鈴木安蔵 『目本憲法学の 生 誕 と発展 』叢文社　 1932年 刊。

23　影 山 ・註 5 「前 掲 書 」 56頁。

24 同 「前掲 書 」 57頁。

25　 同 ・註 15 「前掲書」 （二 ）48頁。

26　註 6 「前 掲書」 76頁。

27　註 8 「前掲書」 184頁 。

28　同 「前掲 書」 191頁。

29　影 山 ・註 5 「前掲書 」 1 〜3 頁，

30　長谷川正 安 『憲法学の 方 法 』合 同 出版社　1960 年刊　47頁。

31　 同 「前掲 書 」 47 頁。

32　影 山 ・註 5 「前掲書」 71頁。

33　同 「前掲書172 頁。

34　同 「前掲書j83 頁。

35　同 「前 掲書 」 83頁。

36 　同 「前 掲 書」 87〜88頁。

37　同 「前掲書」 59頁。

38　同 「前掲書」 131頁。

39　 同 「前掲書」 138〜139頁。

40　影山 「前 掲書」 141 頁 。

41　 同 「前掲書」 171頁。

42　 同 「前 掲書」 182頁。

43　 同 「前 掲 書」 182頁。

　　例 え ば、資本 主 義憲法 にお け る基 本 権 の あ り方に つ い て、そ の 全般的危機 の ひ とつ の 法的表現 で あ り、資本

　　主義社会 の 基本 的 な 諸 矛 盾 の 産 物 と同 時 に、国 家側 か らの
一

定 の 解決形態 と し て の 形 態 で あ り、それ が 上 部

　　構 造 で あ る と して、把 握す る も の と し て 、ザ ク セ ン 人民表決 ・
ワ イ マ

ール 憲 法 を位 置 づ け る。こ の 点は 、後
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老 い の よそ お い Vol．2

　　　　　　　　　　　　The　Preparations　fbr　Ageing　Vol．2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐　 　藤　 　 　　 完

　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　 Tamotsu 　 SatQu

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　織　 　田　 　紀 代 子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Kiyoko　 Oda

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長　　岡　　さ と み

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Satomi　Nagaoka

（ 要　約　）

　人間 は、必ず死 を迎える 生き物で ある．明解な事実で あ るが、老い を生 き る 高齢者 に とっ て は 避 けた い 事 で も

あ る。お 釈迦 さま が言 わ れた よ うに私たちは、死 ぬ 身を生 きて い るの で あ る。介護 に係 わ る人 材 養成 を行 っ て い

る 私 た ち は 、人 の 生 きた 証 と し て の 終末 期 を 次 の 世代 に 紡 ぐ視 座 を模 索 して い る。社 会 福 祉 法 人 高 田 真 善 会 ・特

別 養 護老 人 ホ
ーム 報徳園園長 の 千草 は 、「生 ま れ た 時に そ の 人 の 死 ぬ 時 は、約 束 され て い る」 と語 る。報 徳園 で

は、亡 くな る と本人の 身近な 人 た ちが 集い 、御院さん に よ る 「枕経」 が営 まれ る。遺族 の 都 合に 合わ せ、利 用 者

及 び 職 員
一

同 で 「お 別 勤め 」 を行い 、正 面玄 関 よ り合掌 ・礼拝を受け見送 られ る。報徳園に 暮 らす
一

人 ひ と りに

と っ て 真 に 「終 の 棲家」 と な っ て い る。
一

身 田 寺 内 町 近 隣地 区 に お け る 住 民 の 生 活 に 関 す る意識 調 査 を通 し て 老

い の よそ お い につ い て概 観 す る。

は じめ に

　津市
一
身 田 に は、真宗高 田派本 山が 存在す る。真宗高 出 派本 山 で は 、お 七 夜 報 恩 講 を は じめ多 くの 年

中行事 が 行 われ て い る 。 高田派 の 教えで は 、阿弥陀如来は、あ らゆる者 を浄 土に救 うとい う大 きな誓 い

をた て 、われ ら凡夫 （ぼんぶ〉 には こ の 誓 い を信 じ念仏 を申す こ とが浄土 に 生 まれ る因 （たね）に な る

と勧め て くれ る とい う。

　宗教とは 人 に 死や生 の 意味を考えさせ る こ と を役割と して き た の で はな い か。広井
1

が 「戦前 の 日本

人ない し現在 の 50〜60代以上 の 高齢者 の 方 々 の 世代 は 、何 と言 っ て も伝統的な （例 えば 『死 ん だ ら土 に

還 る』 とい っ た 感 覚を含 め て ）『仏教 的』 とい っ て 大方差 し 支 えな い よ うな、無意識 の うちの 暗黙 の

『死』に つ い て の 了解があ り、そ れ が 日本人 に 『共有』され た ひ とつ の 感 覚にもな っ て い た。」 と述 べ て

い る こ と か らも伺え る。一
方、若 い 世代 の 人 たちは ど うで あ ろ う。日本人が無宗教で ある とい わ れ る よ

うに な っ た の は、戦後 に な っ て か らで ある。特 に 高度経 済成長期以降、戦前に 対する反動 とい うこ と も

あ り、死 は片隅 に 追 い や られ 経済成長期に お い て は、生 の 充実、物質的な富の 拡大 とい う事 に価値観や

発想が 移 り、それ が 一
種 の 宗教 の よ うな も の と して機能 した とい わ れ て い る

2
。今 回、真宗 高 田派本 山

の あ る
一

身田寺内町近 隣地 区の 住 民が本 山 とどの ような関わ り をもちな が ら生活 を し て きた の か 、また

生活 を して い る の か 、普段 の 生活 の 中で 影響 を受け て い る こ とがある の か等 の 意識調査 を通 し、老い の

よ そ お い に つ い て 概観 し た こ とを報告す る 。
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1 ．調査結果 （調査方法 は、質問紙に よるア ン ケー ト調査を実施）

　 1 ）属性 （表 1 ・2 、図 1 ）

　対象者は 男性 56名 、女性 65名 で 、平均年齢は 63．9歳 で あっ た 。年齢区分は 20歳代 1 名 （0．8％）、30歳

代 4 名 （3．3％〉、40歳代 6 名 （5．O°／．）、50歳代14名 （11．6％）、60歳代31名 （25．6％）、70歳代42名 （34．7

％）、80歳代22名 （18．2°

／・）、90歳代 1名 （0．8％）で あ っ た。住ん で い る地 域は、イ．住宅地 が 107名

（88．4％〉、ロ ．商業地 7 名 （5．8％）、
ハ ．農耕地 4 名 （3．3％）で あ っ た 。

表 1　 性別

　 20歳代

　 30歳代

　 40歳代

　 se 歳 tt

　 60戯代

　 70歳代

　 ao歳代

年
ge 歳以上

齢

性別

團 男

■ 女

表 2 年代SI］

度数 パ ーセント

20歳 代 （20− 29歳） 1 ．8

30 歳 代 （30− 39歳 ） 4 3．3

40 歳 代 （40 − 49歳 ） 6 5．0

50 歳 代 （50
− 59歳 ） 1411 、6

60 歳 代 （60− 69歳 ） 3125 ．6

70歳 代 （70− 79歳 ） 4234 ．7

80 歳 代 （80 − 89歳 ） 2218 ．2

90 歳 代 （90 歳 以 上 ） 1 ．8

合 計 1211000

　 　 　 0　　 10　 　20　 　3D　 　40　 　50　 　fio　 　70　 　se　 　90　 100

　 　 　 パーセ ント

図 1　 性別 ・年代別

　 2 ）ア ン ケ
ー

ト結果

　「一身田 の お 七 夜を 知 っ て い ますか 」 は 20歳代 の 1 名以 外 は 全員が知 っ て い る と答 えた （図 2 ）。「お

七 夜は 本山 に お参 り し ますか 」 は 91．7％ が イ ．（1 回以 上 は 参 る） と答 え て い る （図 3 ）。「こ れ か ら もお

七夜に お参 り します か」 で は67．8％ が イ．（行 き た い ）、23．1％が ロ ．（都合が つ く限 り行きた い ）と答えた

（図 4 ＞。「お 七 夜 で お 説教 を 聞い た こ と が あ り ま す か 」 で は 56．2％が イ ．（あ る ） と答 え、38．8％ は ロ ．（な

い ）で あっ た。30歳代は イ ．25％、ロ ．75％、40歳代 は イ．33．3％ 、ロ ．66．7％、50歳代 はイ，35．7％、ロ 、64．3

％ とお七夜 で 説教 を聞 い た こ とが な い 対象者 の 方が 多か っ た。60歳代は イ．58．1％、ロ ．4L9％、70歳代 は

イ ，59．5％、ロ ．33．3％、80歳代 は イ ．77．3％、ロ ．18．2°

／・ 、90歳代 もイ ．と聞い た こ とが あ る 対象者 の 方 が 多

か っ た （図 5 ＞。「お説教の 内容は 理解で きますか 」 で は、イ．（で きる） 37．2％ 、ロ ．（少 し わか る）26．4％

が 半数以 上 を 占め て い た （図 6 ）。「お 七 夜 の お説 教を こ れ か ら も聞き に行きますか 」 で は 、イ，（体が 自

由なあ い だは行 きたい ） 37，2％、ロ ．（人 に誘わ れ た ら行 く）は 15．7％、ハ ．（家事都合に よ り行 けな い ） は

9．9％、二 ．（知 り合い に 合え る か ら） 0，8％、ホ ．（聞きに行 く気 はない ） 13．2％、で あ っ た （図 7）。
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老 い の よそおい Vo1，2

20歳 代

30 鍛代

40歳 代

50歳代

soth代

10 歳 代

20 歳 代

go 鰹以上

　 　 　 　 　 　 20艦代

　 　 　 　 　 　 30観 侃

　 　 　 　 　 　 40M 代

　 　 　 　 　 　 50kft
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　 　 　 　 　 　 70畿 代

■ 口 知 らな い

　 　 　 　 　 　 80 歳代

　 イ むって い る

■ 。。。 　 ギ
蔵 以 上

10 　　 　3D 　　　50　 　　70 　　　 90

パーセント

図 2 年齢別

「お七 夜 を知 っ て い るか 亅

　 10蘆 代

　 30 紲 ft
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齢
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図 5 年齢別
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　 40歳 代
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「お七夜で お説教を聞い たこ とがあるか」
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図 3 年齢 別

「お七 夜は 本山に お参 りす るかJ
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図 6 年 齢 別

「お 説教 の 内 容 は理 解 で きる か 」
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図 4 年齢別

「こ れか らもお七 夜に お参りするか 」

冒 二 知り合いに合える

翻 ロハ

匚コロ 人に 誘われたら 行

ロホ 聞きに行（気は な

旺コハ 絮 事 都 合 に よ り行

■圄 イハ

■iイ ・ロ
驪 イ 身体が 自由な間は

■ 無回答
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図 7 年齢別

「お七夜のお説教をこれからも聞きに行 くか」

　「自分の 菩提寺 に お 参 り に行き ますか 1 で は、73，6％ が イ，（す る）、14．9％が ロ ，（しな い ） と答え て い る。

20歳代 は 口 、30歳代 は 、イ 、ロ 共 に 50．0％、40歳代 はイ．66．7％、ロ ．16．7％、50歳代 は、イ．64，3％ 、
ロ ．

28．6％、60歳代 は イ．80．6％、ロ ．12．9％、70歳代 は イ，76．2％、ロ ．7，1％、80歳代は、イ ．72．7％、ロ ．！3．6％、

90歳代 の 1名 は イ で あ っ た。30歳代 か ら90歳代 ま で ど の 年代 も50％以 上が行 くと答え て い る （図 8 ）。

「菩提寺 で お説教 を聞 い た こ とがあ り ますか 」 で は 、54．5°

／・ が イ．（ある）、35，5％は ロ ．（ない ） と答 えて い

る。20歳代は ロ 、30歳代 は イ．25．0％、ロ ，75．0％、40歳代、5G歳代 は イ 、ロ 共 に 50．0％、60歳代は イ ．54．8

％、ロ ．35．5％、70歳代 は イ ．57，1％、ロ ．26．2％、80歳代 は イ．59．1％、 n ．3L8 ％、90歳代 は イあ る で あ っ

た。20歳代、30歳 代は聞い た こ とがない ほ うが多か っ た。40歳代、50歳代は同数で あ っ た。60歳代か ら

90歳代 で は 聞 い た こ とが あ る ほ うが多か っ た （図 9 ）。「先祖 の 供養 （墓参 り） を し て い ま す か 」 で は 95，

0％ が イ．（し て い る）、ロ ．（し ない ）2．5％、ハ ．（お 墓 が な い ） 0．8％ と答えた （図 10）。 「家に 仏壇があ りま

す か 」 は、30歳代 が 25．0％、40歳代 は 33．3％、50歳 代 は 92．9°

／。 、60歳代は 7LO ％、70歳代は78．6％、8G歳

代 は 86．4％が イ ．（あ る）で あっ た （図 11）。

　 「畑 又 は家庭 菜園 の 仕事 が あ り ま す か 」 は 20歳代、30歳代 は n ．（ない ）、40歳代 は イ ．（あ る） 16，7％ 、

ロ ，83．3％、50歳代はイ．429 ％、ロ ．57．1％ 、60歳代 は イ ．45，2％、ロ ．5L6 ％、70歳代 は イ ．40．5％、ロ ．52．4

％、80歳代 は 、イ 、ロ 共 に 40．9°

／e 、90歳代 は ない で あ っ た （図 12）。
「新聞 は読み ま す か 」 は88．4 °

／。がイ．

（毎 目読む） で あ っ た （図 13）。
「回 覧板は 見ますか 亅 は 91．7％ が イ，（見る） で あ っ た （図14）。

　 「隣近所の 付 き合い は あります か 」 は、30歳代 、40歳代 は 共 に ロ ．（あえば挨拶をす る ） 100％、50歳代

は 、イ．（っ き合 い は ない ） 7．1％、ロ ．7．1％、ハ ．（お 互 い の 家を行 き来する）21．4％、60歳代 は、イ．3．2％、
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ロ ．80．6％、ハ ．16．1％、70歳代 はイ．2．4％、 u ．64．3％、ハ ．23．8％、80歳代は 、イ ．13．6％ 、n ．68．2°

／・、ハ ．

4．5°
／。 、90歳代 は ロ で あ っ た （図 15）。「困 っ た とき相談 で き る 隣人がい ますか 」 68．6％ がイ．（い る）、25．6

％ が ロ ．（い ない ） と 答え た。30歳代 で は 25．0％ が い る、75，0％ が い な い と答えて い る。40歳代で は 50．0％

の 同数で あ っ た 。
50歳代 はイ．78．6％、ロ ，2L4 ％、60歳代は、イ．61．3％、35．5％、70歳代は、イ ．73．8％ 、

ロ ．19．0％、80歳代 は、イ．77．3％、ロ ．13．6％、90歳代は イ で あ っ た。50歳代か ら90歳代 で は い る と答 え

た対象者 の 方 が多か っ た （図 16）。「い ざ と い うと き に助け合 っ た りで き る 隣人 が い ます か 」 で は30歳代

で は 25．O％が い る、75，0％が い な い と答 えて い る。40歳代 で は 50．0％ の 「司数 で あ っ た。50歳代は イ ．85．7

％、ロ ．14，3％、60歳代 はイ．61．3％、ロ ．29．0％、70歳代は イ ．78．6％、ロ ．14．3％、80歳代 は 、イ．81．8％、

ロ ．13．6％、90歳代は イ で あ っ た。50歳代か ら90歳代で は い る と答 えた対象者 が 多 か っ た （図 17）。
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図 8 年代別

「自分 の 菩 提 寺 に お 参 りに 行 くか 」
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図 9 年代 別

「菩 提寺で お説 教を聞 い たこ とがあるか」
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図 10 年代 別

「先祖の 供養 （墓参 り）を し て い るか 」
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図 11 年代別

「家 に 仏壇が あるか」
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図 14 年 代 別 「回覧板 は見 るか 」
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図 12 年 代 別

「畑 又 は 家庭 菜 園 の仕 事が あ るか 」
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図 13 年代 別

「新聞は読 むか 」
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老 い の よ そ お い Vol．2
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図 16 年 代 別

「困 っ た とき相談で きる隣人 が い るか 」
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図 17 年 代 別

「い ざとい うと きに 助 け合 っ た りで き る隣人 がい る か t

ま とめ

　
一

身 田 に住ん で い る とい うこ と か ら も、ほ ぼ全 員 が お 七 夜 を知 っ て お り、毎 日で はな くて も本 山へお

参 りに行 っ て い る こ とがわ か っ た 。
「こ れ か らもお 七夜に お 参 り し ますか 」 「お 七夜の お説教を こ れ か ら

も聞き に行きま す か 」 は 年代 に よ っ て バ ラつ きが み られ、今 はお参 りに行 っ た り、説 教を聞 い た りで き

て い て も、将来 の こ とだ け に 先 が 読 め な い の で 確実 に 行 く と は 答 え られ な い 質問 で あ っ た と考 え られ る。

「お 七 夜 で お説教 を聞 い た こ とがあ り ますか 」 で は 30歳代 か ら50歳代まで は 聞 い た こ と が な い と答え た

対象者が多 く、60歳代か ら80歳代 は 聞い た こ とが あ る 対象者 の 方が多か っ た。 「菩提 寺 で お 説教 を聞 い

た こ と が あ りま すか 」 で は20歳代、30歳代 は聞い た こ とが ない ほ うが 多か っ た。40歳代、50歳代は同数

で あ っ た。60歳代か ら90歳代で は 聞い た こ とがあ る ほ うが多か っ た。こ の結果は 、お 七夜で お説教を き

い た こ とが あ る 対象者が多い 年代 と重 な る。60歳代 は 終戦 の 前後 に 生まれ た世代 で あ り、60歳代 以 上 の

年代で は、お 七夜や菩提寺で お説教を聞 く と い っ た 習慣 が ある こ とが わ か っ た。また 40〜50歳代 の 高度

経済成長期 に生まれ た世代 で は、お七 夜 より、菩提 寺 で の お説教 の 方 を聞く機会が多く、お七夜に 行 っ

て も お 説 教を 聞 く に は 至 ら な い 、菩提 寺 で な らお 説教 を 聞 い て い る。20〜30歳代 で は 、ど ち らも聞 い た こ

とがな い ほ うが多く、 明 らか に意識が変化 して き て い る 。

　「自分 の 菩提寺にお参 りに行 きます か」 は、40歳代か ら行 くと回答 した対象者 の 方が増え る。「先祖 の

供養 （墓参 り）を して い ま す か 」 は ど の 年代層 で も供養 を し て い るが 、供養 とは 関係 な くて も菩提寺に

お参 りに 行 く機 会が多 くな る の は 40歳代か ら で あ る。「家に 仏壇 が あ りま す か 」 は 50歳代 か ら増 え る こ

とか ら、40〜5G歳代 を境 に 上 の 年代 で は 、親 との 同 居世帯 で 先祖 を供養 して い る家族形態 が多い と 考え

られ る。家族形態は核家族化 し、地域 の 伝統行事 を継承 し て い く こ とや 家庭 の 中で 老 い を感 じ取 る こ と

も疎遠 にな っ て きた年代で あ り、20〜30歳代の対象者が お 七夜で も菩提寺で もお説教を聞い た こ とが な

い こ と の 多 さに もつ なが る と考 え らる。お 説教 の 内容 は 、少 しわ か る を含め る と63．6％と 半数以 上 の 対

象者が 理 解 し て い る。「お 七 夜 の お説教 を こ れ か らも聞 きに行 きますか 」 で は 、人 に 誘われ た ら行 くも

あわせ る と52，9％ とな っ た。お 説教を聞 くこ とは 、60歳代以 上 の 年代 の 対象者 の 生活 に は 溶け込 ん で お

り、人 の 死 や 生 を考 え る機会 に な っ て い る と考え られ る 。
「隣近所 の 付き合 い はあ ります か 」 で は、ど

の年代も、あえば挨拶をす るが 最 も多 か っ た が 、50歳代か ら80歳代 の 年代 で は 、お 互 い の 家を行き来す

る人 も少数 な が らい る こ とがわ か っ た。「困 っ た とき相 談 で き る 隣人 が い るか 」 で は 、30歳代 で は、い
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な い と答え た 人 が 半数を 越 え 、40歳代は 同数、50歳代 か ら 上 の 年代 で は 、い る と答えた 人 が 半数を 越 え

た 。
「い ざとい うときに助け合 っ た りで き る隣人が い る か」 で も 咽 っ た とき相談 で き る 隣人がい る か 」

と同 じ結果 であ っ た。こ の こ とか ら助け合 うこ とは、相談事も含め て の こ と と考えられ て い る こ とが伺

え る。 こ れ は、長年 の 付き合 い が 地 域の 中 で の 助 け合 い の 心 を育て た と考え る。ま た 「畑 又 は家庭菜園

の 仕事があ る か 」 で は 、40歳代まで は 、ほ とん どの 人 がない と答えて い る の に 対 し 、 50歳代 か ら80歳代

で は 、あ る とない が ほ ぼ 同 数 で あ り、こ の 結果 も50歳代 か ら上 の 年代 は 、地域 の 中に 根 を 下ろ し た生活

を送 っ て い る こ とが垣間見 て とれ る。ほぼ どの 年代 にお い て も新聞 を読んだ り、回覧板 を見 て い るの で

社会や 地域にっ い て の 情報収集は で き て い る。しか し、全体的には40歳代 とい う高度経済成長期の 終わ

りの 頃 に 生 ま れ た 世 代を境に 、若 い 世 代 は 地 域と の 関係 が薄く な っ て い る こ と も 伺え る。
一

身 円 に 住 む

住民 に も戦前戦後の 生まれ に よっ て 、地域 の 伝統行事 に 対 して の 意識や、家族形態、地域 との 関係 は変

化 し て い るとい え る。も の が あ りふ れ た豊か な時代に 育っ た 若い 世代で は、家庭や社会 の 中で の 老人 か

ら子 へ の 伝統 の 引き継 ぎ、命 の 引 き継ぎは絶た れ よ うと して い る の で は ない だ ろ うか 。

　介護福祉士養成施設で あ る本学で も高齢者福祉 施設 は 、「終 の 棲 家」 と教え て い る。 しか し なが ら、

多 くの 施設 で は 、利用者 が亡 くな られ る と終末期看取加算の も とで ひ っ そ り と霊安 室 に 運 ばれ る。身近

な人 とともに霊安室 の 近 くの 出 口 より
一・
部 の 職 員 に 見送 られ るの で ある。共 に 生活を し て い た 人 々 に 別

れ の 営み もな く、夜 と霧 との 世界が何 の 疑 い もな く行 われ て い る。高齢者 の 「老 い の よそ お い 」 の あ り

よ うを改 め て 問 い か け る 必要性 を強 く感 じ る。社会福祉法人高 田真 善会 ・特別養護 老 人 ホ ー
ム 報徳 園園

長 の 千草は 、子 と い う字は 、「了 （人 の 終わ り）に
一
（は じ め）を書い て 子 に な る 」 と語 っ て くれ た 。

ま さに 人 の 終わ りを次 の 世代 を担 う担 い 手にそ の 人 の 存在 を紡 ぐ援助 が 求 め られる。
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（ 要 　約 　 ）

　地 域福祉 に か か わ る評価 に は、福祉サ
ー

ビ ス を 自ら評価す る 自己 評価 と公 正 ・中立 な外部 の 第三 者 に評価され

る第三 者評価ある。各事業者 が 受審す る こ とに よ り、提供 され るサ
ー

ビ ス の 質 が見直 され、よ りよい サービス 提

供 をす る こ と を意図 して 行わ れ る も の で あ る。第三 者評価 を 受審する こ と を通 して 、各事業所 が提 供す る 福祉 サー

ビ ス に つ い て 職員 が サー
ビ ス 利用 者の 視座 に 立 っ て 吟味 し、問題点 に 気 付 き改善 され サービ ス の 向上 が 図 られ る

もの で ある。各事業者 に お い て は、「施設改善委員会 」 等を設けて 、提供す る サ
ービ ス を継続的に 見直す組織体

系 が構築 され る。こ の よ うな
一

連 の 評価作業 を恒常的に 実施 され る こ とに よ り、サ
ービス 利用者や 家族 に安 心 ・

安全 ・
安寧 な サ

ー
ビ ス が 享受で きる と され て い る。あ らた め て 福祉 にお け る サービス と評 価等 の あ り方 に つ い て

考察 し た。

は じめに

　2000年 に社会福祉事業法か ら社会福祉 法 に移行 した。社会福祉 法に移行 し社 会福祉実践にお い て 「何

が 生 ま れ、何 が 失 わ れ た か 」 を概観 した い 。社会福祉法 で は 「措置 を 有す る者」 と い う表 現 か ら 「福祉

サ ービ ス を 必 要 とする者」 へ と表現 が変わ っ た 。国民が社会福祉サービ ス を利用する権利主体 で あ る と

い うとい う理念を含ん で い ると述べ られ て い る
’ 23

。10年を迎え よ うとする中で 私 た ち は 福祉サービ ス

を利用す る主体と な っ て い る の で あろ うか。社会福祉サ ービ ス 概念に お け る サ ービ ス を通 して 従来の 商

業経 済に おけるサ
ービ ス 概 念か らの 質転 換が求め られ て い る。サ

ービ ス （service ） とは、広辞苑第 6 版

に よ れば、奉仕 。「サ ービ ス 精神 」 給仕。接待。「サ ービ ス の い い 店」 「サー ビ ス 料」 商売で値引き し た

り、客の 便宜 を 図 っ た りす る こ と。「付属 品 を サー ビ ス する」 「ア フ ターサー ビ ス 」 物質的生産過程 以 外

で 機能す る 労働 。用役。用務 u
「サ

ービ ス 産業 1 と記 され て い る。従来 は、サ
ービ ス は商業的な用語 と

し て 理 解 され使用 され て い る。サ
ービス を受給す る 側 は 、対象 と な る 商 品 を如何 に 安 く購 入 す る か 第

一・

で あ る。
一一

方サービ ス を提供する側は 、如何に 商品 を売 り上げ る か に 大 きな関心があ る 。 商品 の価値を

媒介 し、提供側 と受給側 の 綱引き の なか で サ
ービ ス とい う行為 が 生 じ る。一

般 にサ
ービス は、形 と して

目 に み え る も の で は な い 無 形 財 で あ り、サ ービ ス 提 供者と サ ービ ス 利 用者 と の 問 で 生 じ、同 時 に 消 費さ

れ る もの で あ る と言われ て い る 。

　福祉サ
ー

ビ ス とい う用語 が多用 され る の は 、1990年代 の 「措置 」 か ら 「契約 」 へ の パ ラ ダイ ム の 転換

と言 わ れ た 時期 で ある。契約す るの は福祉サ
ービ ス を必要す る利用者 で あ る。し か し、基礎構造改革 の

時勢 の 中で 福祉 サ
ー

ビ ス を必 要 とする 人 々 が主体的 に 利用 で きた とは考えに くい。福祉サービ ス と い う

手 に と っ て 実感で き ない もの を利用す る 手掛か りや手立 て を誰 もが 入手 で きた と は考え に くい 。そ こ に
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サ
ービ ス を評価する 手法が必要に な っ た 。 障害者福祉、介護福祉、保育などの サー ビ ス に っ い て 、市場

の メカ ニ ズ ム が 供給体制 に組み込まれ、福祉 サ
ービ ス 利用者 の 保護 と事業者間 の 公正 な競争 の 条件整備

の た め に 、サ ービ ス の 質 を専門的 ・客観的 に 評価す る仕組 み が 必要 とな っ た。
4

社会福祉分野 の 評価 は 、

サービ ス の利用者に対する評価、専門職 ・従事者に 対する評価、機関
・施設 （サービ ス 事業者〉に対す

る 評価 とプ ロ グ ラ ム を単位 とす る 評価等 々 さま ざまな評価 があ る。わが 国 は 第 二 次世界大戦後 ア メ リカ

か ら統計的品質管理技法 を導入 し、QC サ
ー

クル 活動 を中心 と したボ トム ア ッ プ の 品質改善活動 を展開

し た
5

。そ の結果、自動車製造業に み られ る よ うに 世界で も極め て 品質 の 高 い 製品を市場 に送 り出 して

い る。現在 は 、QC だ けで な く、　 I　S　O （lnternational　 Organization　for　Standardization：国際標 準化機

構） 9000等 を利用 した トッ プダ ウン を主体 と し た品質管理運動 に よ っ て 品質を保持 し、また これ を保証

で きる体制 （品質保証 シ ス テ ム ） を整備す る こ とに よ っ て 、さらに 経営品質を向上 させ よ うとい う動 き

を 活発化 させ て い る。 ISO は、商品開発、製造分野、経営分 野等 々 会社 ぐるみ の 評価 で ある。　 ISO

は、品質を 「本来備わ っ て い る特性 の集ま りが、要求事項を満たす程度」 と定義 して い る。製品 で あれ

ば、顧客 の ニ
ーズや要求を把握 し て 設 定す る 「企画 品質 」 、企画 された品質 を設計図 に 反 映 させ 規定す

る 品 質で ある 「設計品質」、設計 品質に基 づ い て 製造 され た 物 の 品質 で ある 「適合品質 」、顧 客が使用す

る とき の 品質で あ る 「使 用品質」 とい うよ うに 区 別があ る。サービ ス に っ い て は、明確な区別 を して 品

質 を評価 し て こ な か っ た
。 また サ

ー
ビ ス の 質 の 評 価 と し て は 、伝統 的な 手 法 と して 、 ドナ ベ デ ィ ア ン

（Donabedian＞の モ デル が あるが、そ の 質の 評価は、「構造 （structure ）1 「経過 （process）」 「成果 （outcome ）」

とい う3 階層す べ て の 評価 に よ る と示 され て い る 。 こ こ で 示 され て い る 構造 （structure ） の 評 価に 用 い

る の が 「設計 品 質」 の 考え 方 で あ り、過程 （process） に 用 い る の が 「適合 品質 」 の 考 え 方 で あ る e 総合

的 な評価 に あた る 成果 は 、「使 用品質」 とい えよ う。 最終的 に は 、顧 客が使用する と きの 品質で あ る

「使 用品質」 に よ っ て 、顧客 の 満 足度は 左 右 され る こ とに な る。サ
ー

ビ ス の 質 の 評価 は 、医 療や看護、

福祉に お い て もサ
ービ ス 概念は確立 され て い る とは言 い 難 い 。それ らの な か にあっ て 機 関 ・施設 を対象

とす る 福祉サ
ー

ビ ス 第三者評価事業 （第三 者評価）があ る。社会福祉施設 に お い て も ISO を取得 し施

設評価 の 位 置 づ けを図ろ うとす る動 き も見 られ る よ うで あ る。先 に 述 べ た ISO は 、ト ッ プ ダ ウ ン で の

評価手法で あ る が 、取得す る 過程 に お い て 諸般 の 問題 点を改善 し基準を満 た し認証 を受 ける。 ISO 認

証 は 、評価基準 を満 た した証 で あ り、第三者評価 は 、評価行為 に より問題点 に 気付 き改善す る仕組 み で

ある 。 み え 第三 者評価事業 を概観 し な が ら地域福祉 の サ
ービス と評価を概観す る。

6

1 ．第三 者 評価事業の 視点 と方法

　都道府県に お け る第三 者評価が あ る 。 第三 者評価 の 受審は 、事業者 の 任意 で あ り受診す る 否 か は 、事

業者 が判断 され るもの で ある。各事業者が 提供す る福祉サ
ービ ス の 向上 を図 るた め に 自らが 行 い 改善し

よ うとす る 意欲 に 基 づ き 受審され る の で あ る。 しか し、事業者 は 、社会福祉 法第78条 に お い て 、提 供す

る福祉サー ビ ス の 質 の 向上 を図 る た め 、提供す る 「サ
ービス の 質 の 向上 」 を評価等 を用 い て 行 うこ とが

求 め られ て い る。ま た、評価機 関 に よ る 「評価結果 」 と事業者に よ る 「改善計画」 は 広 く住民 に ホーム

ペ ージ等 で 公 表 され る 。
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ー

ビ ス と評 価

　福祉サ
ービ ス 第三者評価 は、2001年 5 月 「福祉 サ

ービ ス の 第三者評価事業 の 実施 要領に っ い て （指

針 〉」、同年 7 月　「2001年度版　障害者 ・児童福祉施設 の サ
ービス 共通評価基準 」、2004年 4 月　「児童福

祉施設 に お け る福祉サー ビ ス の 第三 者 評 価事業の 実施 要 領 に っ い て （指針 ）」、2003年 5 月　「児童 福祉施

設におけ る福祉 サ
ービ ス の 第 三者評価事業 の 実施要領 にっ い て （指針 ）」 を発出 し、福祉 サービ ス 第三

者評価基準等に つ い て 示 され た 。福祉 サ
ービ ス 第三者評価事業 の 推進体制 、福祉サ

ー
ビ ス 第 三者評価基

準ガイ ドライ ン 等に つ い て 研究され福祉 サ
ービ ス 第 三 者評価事業 の 推進 体制等 の 指針 が 示 された。

1 ．福祉サ ー ビス 第三 者評価事業の 目的等に つ い て

　（1）経営者 の 責務及び福祉 サ
ービ ス 第三者評価事業 の 位置づ け ；社会福祉法第78条第 1 項 で は 、社会福

祉事業の 経営者は、自らそ の 提供するサ
ービ ス の 質の 評価そ の 他 の 措置 を講ずる こ とに よ り、利用者の

立場に 立 っ て 良質か っ 適切な福祉サ
ービ ス を提供する よ う努め なけれ ばならない こ ととされ て お り、社

会福祉事業 の 経営者が福祉サ
ービ ス 第三者評価 を受け る こ とは、社会福祉事業 の 経営者が行 う 「福祉サ

ー

ビ ス の 質の 向上i の た め の 措置 の
一

環 で あ る こ と。した が っ て 、福祉サ
ービ ス 第 三 者評価事業 は 、社会

福祉事業の 経営者が 行 う 「福祉サ
ービ ス の 質の 向上 」 の た め の 措置 を援助するため の 事業 で ある こ と。

  福祉サ
ー

ビ ス 第三者評価事業の 目的 ：福祉サービ ス 第三 者評価事業は、個々 の 事業者が事業運営に お

け る 問題点 を把握 し 、サ
ー

ビ ス の 質の 向上 に結び つ け る こ とを 目的 とする もの で あ る こ と 。 な お 、福祉

サ ービ ス 第三者評価を 受 けた 結果 が 公表 され る こ とに よ り、結果 と し て 利用者 の 適 切なサ
ービ ス 選択 に

資す るた めの 情報 とな る こ と。（3）国の 責務 ：社会福祉法第78条第 2 項で は、国 は 、社会福祉事業の 経営

者が 行 う 「福祉サ
ービ ス の 質 の 向 上 」 の た めの 措置を援助す る ため に 、 福祉サ

ー
ビ ス の 質の 公 正 か つ 適

切な評価の 実施 に資する た め の 措置を講ずる よ う努め なければな らな い こ と とされ て お り、福祉 サ
ービ

ス 第 三 者評価事業 の 普及促進等 は 、国 の 責務 で あ る こ と。

2 ．福祉サー ビス 第三 者評価事業の 推進体制

　（1）全国 の 推進組織

　 1 ．業務 ： 全社協は 、福祉サ
ービ ス 第 三 者評価事業 の 推進及び都道府 県にお ける福祉サ

ービ ス 第 三 者

評価 事業 の 推進組織 （以 下 「都道府県推進組織 」 とい う。） に 対す る 支援を行 う観点 か ら、以 下 の 業務

を行 うこ と  道府県推進組織 に 関す る ガイ ドラ イ ン （別添 1 ）の 策定 ・更新に 関する こ と　   福祉サー

ビ ス 第三 者評価機関認証 ガ イ ドライ ン （別添 2 ＞ の 策定 ・更新に関す る こ と　   福祉 サ
ービス 第三者評

価基準ガイ ドラ イ ン （別添 3 ）の 策定 ・更新に関する こ と　   福祉サ
ービス 第三者評価結果 の 公表 ガ イ

ドラ イ ン （別添 4 ） の 策定 ・更新 に 関す る こ と　  評価調査者養成研修等モ デル カ リ キ ュ ラム （別添 5 ）

の作成 ・更新そ の他評価調査者養成研修に関する こ と　   福祉 サ
ービ ス 第三者評価事業の 普及 ・啓発に

関す る こ と　   そ の 他福祉 サ
ー

ビ ス 第三 者評 価事業の 推進 に 関す る こ と

　 2 ．組織 ； ア の 業務 を実施す る に 当た り、   福祉サー ビ ス 第三 者評価事業の 公 正 ・
中立 性及 び専門性

を確保する観点 か ら、学識経験者等 で 構成 される評価基準等委員会　  福祉 サ
ー

ビ ス 第三者評価基準及

び 福祉サ
ー

ビ ス 第 三 者 評価機 関認 証 要 件 等 に 関す る情報交換 そ の 他福祉 サ
ービス 第 三 者評価事業 に関す
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る普及
・啓発 の た め の 協議 を行 うた め 、都道府県推進組織及 び 福祉サ

ービ ス 第三 者評価機 関を構成員 と

する評価事業普及協議が各 々 全社協 に設置され る こ と。

　  都道府県 の 推進組 織

　都道府 県は、都道府県 の 判断 の 下、「都道府県推進組織に関す るガイ ドライ ン 」 を設 け る。都道府県

に おける福祉サ
ービ ス 第三者評価事業 （第三者評 価事業）、の 推進組織 （都道府県推進組織） は、各都

道府県 に
一

つ に 限 り設置す る。第二者評価事業は 都道府県、都道府県社会福祉協議会、公 益法人又は都

道府県が適 当と認め る 団体に 設置す る もの とす る。そ の後業務は 、以下 の 7 つ の 業務を行 う。  第三 者

評価機 関の 認証 に 関す る こ と  第 三者評価基 準及び第 三 者 評価 の 手法 に関す る こ と  第 三 者 評価結果 の

取 り扱 い に関す る こ と  評価調査者養成研修及 び評価調査者継続研修 に関する こ と  第 三 者評価事業 に

関する情報公 開及 び 普及
・啓発 に 関する こ と  第三者評価事業に 関する苦情等 へ の 対応に 関する こ と 

そ の 他第三者評価事業 の 推進 に 関する こ とを行 うもの で あ る。

　都道府 県推進組織 は、上記 の 業務 を実施す る に 当た り、第三者評価事業 の 公正 ・中立性 を確保す る観

点 か ら業務に 関す る 委員会を設置す るもの とす る。  第 三者評価機 関認 証委員会 は、第 三 者 評価委員会

の 認証、苦情等への 対応、推進に 関す る こ と を行 う。  第 三者評価基準等委員会は、第 三者評価基準及

び評価 の 手 法、結果 の 取 り扱い 、  評価調査者養成研修及 び評価調査者継続研修   情報公 開 及 び普 及 ・

啓発 に 関す る 委員会 を設 置す る。又 、上 記委員会以外 に都道府県推進組織 の 判断 の 下 で 必要 な委員会を

設置す る こ とが で き る。

　第 三 者評価機関 の 認 証 とは、都 道府県推進組織 が 「福祉 サ
ービス 第 二 者評価認証機関認証 ガイ ドラ イ

ン 」 に基 づ い て 、第 三者評価機 関認証要件 を策定す る。都道府県 の 状況 に よ っ て は、必 要 に 応 じて 「福

祉サ ービ ス 第三 者評価認証機関認 証ガ イ ドラ イ ン 」 を満た し た 上 で 所要 の 修 正 を行 うこ と が で き る。都

道府県推進組織 は、第 三 者評価機 関の 申請を受 け、都道府 県推進組織 が 策定 し た第 三 者評価機 関認証要

件に基づ き認証を行 うこ と が で き る。

　第三者評価基準及び第三者評価 の 手法 は、都道府県推進組織が 「福祉 サ
ービ ス 第 三者評価 基準ガイ ド

ライ ン 」 に基づ い て 、第三者評価基準を策定する。都道府県 の 状況 に よ っ て は、必 要 に応 じて 「福祉サ
ー

ビ ス 第 三者評価基準 ガ イ ドライ ン 」 を満た し た 上 で 所要 の 修正 を行 うこ と が で き る．第三者評価 の 手法

は 、書面 審査 及 び訪問調査 に よっ て 行われ る。第 三 者評価 を行 う事業者は、み ず か らが関係 する事業所

の 第三 者評価 を行 うこ と は で きな い 。第 三 者評価結果 の 取 り ま と め は、第 三 者評価 の 公 正 ・
中立 性 を確

保す る観点よ り、評価調 査者の 合議に よ っ て行わ れ る 。 利用者 の 意向を把握す る こ との 重要性 を鑑 み て 、

第三 者評価 と併 せ て 利用者調査を実施す るこ とが望ま しい の で ある。

　第三 者評価機 関 は 、事業所 の 同意 を 得 て 「福祉 サ ービ ス 第 三者者評 価結果 の 公 表 ガ イ ドラ イ ン 」 に 基

づ き、第 三者評価結果 を公 表す る。そ の際、「福祉サ ービ ス 第三 者者評価結果 の 公表 ガイ ドラ イ ン 」 満

た した 上 で あ れ ば所要 の 修 正 を行 うこ とが で き る。また、第 二 者評価機関 は 、都 道府 県推進組織に 対 し

て 「福祉サ
ー

ビ ス 第 三者者評価 結果 の 公表ガイ ドライ ン 」 に基 づ き、第 三 者評価結果 を 報告す る こ と に

よ り、上 記 に 掲げ る公 表 に 差 し替え て差 し支 えな い 。都道府県推進組織 は 、第 三 者評価機 関 か ら第 三 者

評価結 果 の 報告 を受 け、「福祉サ
ー

ビ ス 第 三 者者評価結果 の 公 表 ガ イ ド ラ イ ン 」 に 基づ き、当該第二 者
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評価 結果を公表 す る。ただ し、「福祉サ
ービ ス 第 三 者者評価結果の 公 表ガ イ ドライ ン 」 を満た し た上 で

所要 の 修正 を行 うこ と差 し替えて 差 し支え ない 。なお 、公表する こ とに っ い て 事業所 の 同意を得 て い な

い 第三者評価結果 につ い て は 、 公表を しない 。

　都道府県推進組織は、第 三 者評価機関 の 評価調 査者 及 び 評価調 査 者候補 を含 み 評価調査者養成研修及

び 評価調査者継続研修を行 う。そ の 講師 は、金社協 の 実施する評価調査者指導研修を終 了 した もの が行

う。都道府県推進組織 は 、都道府県推進組織に 関す る事項及び認証 し た第三者評価機関に関する事項

（名称、代表者、所在地、評価対象 サービ ス 及 び 評価料金等 々 ）にっ い て情報公 開をする。ま た 、第三

者評価に 対 し て 正 し い 理解及び受審の 促 進 に向けた普及
・啓発 を行 う。第 三 者評価事業 に対する苦情処

理 に つ い て 、適切に 対応す る。そ の 他 と して 認 証 した 第三 者評価機 関 との 定期 的な情報交換を行 い 、第

三 者評価事業の 推進に 関す 業務を行 う。さらに、毎年度終了後速やか に 全国社会福祉協議 会に対 して 、

全国社会福祉協議会 の 定め る様式等に よ り、事業の 実施状況 を報告す る。

　評価手法及 び 評価基準 に 関す る こ と は 、（D評価手 法 （以 下の     を同時 に 実施する 。   第三者評価 ：

公 正 ・中立な第三 者機関 が 、専門的か っ 客観的な立場か ら福祉サ ービ ス を評価す る。  自己評価 ： 第三

者評価 と同 じ評価基 準で （※）、受審者 （施設） 自ら提供 して い る 福祉サ ービ ス を評価 する。

　※ 保 育所等 の サ
ー

ビ ス 内容評価基準は 自己 評価 の み とす る。

福祉第三 者評価 の 手順表

受 審者 第 三 評 価機 関

ス テ ージ 1　 第 … 者評 緬 ・自己評 価 の 説 明 全 職員への 説明 第 三者 評 価 の 説 明　 自己 評 価の 説明

ス テ ージ 2　 自己評価委 員会 の 結 成 自己 評価 委員 会 の 結 成

ス テ ージ 3　 自己評価 の 実施 自己 評価 の 実施

ス テ
ー

ジ 4　 自己 評価 委 員 会 に よ り議 論 自己 評価委員会に よ る 議論

ス テ ージ 5　 訪問 調査 訪 　 問　 調 　 査

ス テ ージ 6　 訪問 調査 の 結果 分 析 訪問 調査 の 結果 の 検討

ス テ
ー

ジ 7　 評価結果 の 作成及 び 報告書の 作成 評 価結果 の 作 成 と報告 、評価 結 果 の 作

成、施 設への 報 告 ・承 認

ス テ
ー

ジ 8　 改 善 計画 の 作成 改善計画 の 作 成 （評 価 機 関

への 報告 ）

ス テ
ー

ジ 9　 県への 評価結果、改 善計 画 の 報告 ・公表 県への 結果 報告及 び 改 善計 画 の 報 告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一一
県に よ り公 表

　「み え福祉第三者評価 」 は 9 つ の ス テージ か ら構成され て い る。み え独 自の 手法 と し て は 、
「自己評価」

重視 の 原則 の もとに 、  自己評価委員会 の 結成 （ス テ
ー

ジ 2 ）　  自己評価の 実施 （ス テ
ージ 3 ）　  自

己評価委員会に よ る議論 （ス テ
ー

ジ 4 ）が あ る。  使用す る 評価項 目 ： 「A 福祉第三 者 評 価 」 に お け る

評価項 目 の 構成 は 、  福祉 サービス 第 三 者評価基準 は 、国 が 定 め た 評価 基準 に準拠 し て い る 。　  福祉

サ ービ ス 第 三 者評価基準保 育所版は 、国 が 定め た 評価基 準に、「地域交流」 に 関する 独 自基準 6 項 目 を
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加 え て い る。　  各評価基準 は、第三者評価 ・自己評価共通 と し、保育所 （及 び障害者児施設） の 自己

評価 に つ い て は 、サ ービ ス 内容評価基準 をオプシ ョ ン で加える こ とが で きる。

【汎用版】 第三 者評価 ・自己評 価 共通 福祉 サ
ービ ス 第三 者 評価基 準 55 項 目

【保育所版】 第三 者評価 ・自己評 価共通 福祉 サ
ービ ス 第三者 評価基準 55 項 日 三重県独 自基準 ＋ 6項 目 全 61 項 目

又 は

第 三 者評価 ・自己 評価共 通　 自己 評 価 OP　福祉 サ
ービ ス 第 三 者 評 価 基 準 55 項 目

サ
ービ ス 内容 　三 重 県 独 自基 準　＋ 6 項 目　評価基 準 34 項 目

むすび

　人生 の 「生 ・病 （障）・老 ・死 」 とい うラ イ フ ス テ
ージ を歩 む人 は 、住 み慣 れ た 地 域で安心 ・安全 ・

安寧な生活 を営みたい と誰も考 え る 。 福祉サ
ービ ス を必要 とす る者も必 要と しな い者も社会福祉 サ

ービ

ス を 利 用 す る 権利 主体形成 をど こ で 深 め た らよ い の で あ ろ うか。地域の 生活者 と し て 近隣 の 住民 と地域

の 福祉課題 に係 わる事 を通 して 地域を住みやす く術を考え る行為を通 し て サ
ービ ス の 創造や サ ービ ス 利

用主体で ある事を 自覚的に 行わな ければな らな い 。生活課題 は多種多様 で あるが 故 に 、様々 な人 の 力 が

必 要 で あ る 。 普通 の 生活 の 中に は 、家政 ・看護 の 力 も必 要 で あ り時 に は 日曜 大 工 の カ も必 要 で あ る。生

活 に 係 わ る仕 事 の 延 長線上 に入 生福祉 へ の 関心 と言 うス テ
ー

ジがあ る
789

。そ こ に関心を寄せ る主体形

成を通 して よ り よ く地域で の 生活 を営む の に必要なサ
ービ ス の 種類や提供先、質の 評価を獲得で き る力

を得る事が 出来 る と考 え る 。
生 活圏 を共有す る 者 が 、地 域 の 福 祉 課 題 へ の 取 り組 み は 、時 と し て 的確 な

解決手段 とはな り得な い こ と もある。地域に住む 人々 が安 心 ・安全 ・安 寧を願 い 身近な福祉課題 に思い

を寄せ 集 え る 場 の 創 出 し よ う とす る 営 み を持 ち合 う事 が 地域福祉実践の 始め の
一

歩で あ り よ り 良い サ
ー

ビ ス を受給で き る 手 立 て を得 る こ とに繋 が る。そ の 営み は 、次 の 世代に 地域 の 伝統や文化 、地域 の 歴 史

を伝承す る こ と が重要 な営み で あ る と考え る 。
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（ 要　約　）

　カ リキ ュ ラ ム 改正 で は 、介護過程 の 教育時 間数 が 150時 問 に 規定 が され た。改正 以 前に は、介護過 程 の 教育時

間数 の 規定 は な く、30時 間 を 当て て 介護過程 の 展 開方式 を 教授 して い た 。そ こ で 、増加変更 され る授業内容 の 展

開に先 が け、現在行なっ て い る介護過程 の 教育効果を、学生の 介護過程展 開力 を も とに 測定 し評 価 した。結果 、

介護実 習 時 の 受 け 持 ち 対象 をモ デ ル と し た授業演習は 、対象の イ メ
ージ が描きやす く、介護過程展開方法を習得

す る た め に効 果 的な 教育媒 体 で あ っ た。ま た、介護 過 程展開記録 の 反復記載 を行 っ た 学習方法は 、学生 の ア セ ス

メ ン ト能力 の 向上 と介護過 程 の 展 開方式 を身 に っ け る こ とが で きた。し か し、　
・
部の 学生 に 対 して は、これ らの

教育方法 の 効 果 が 少 な か っ た の で 、今 後 の 教 授 方 法 へ 向 けた 課 題 を整 理 す る。

（キ
ー

ワ
ー

ド）

　介護過程、ア セ ス メ ン ト能力、モ デル

は じめ に

　2009年度 より介護福祉 士 の 養成教育の 課程 （カ リキ ュ ラ ム ）が全面的 に改正 され る 。 改正 の 主旨は、

介護福祉士が介護サービ ス を利用す る高齢者や障害の あ る人 へ の 生活支援 に、新たな思想 と価値観 を持 っ

て ケア を行 な うこ とを期待する もの で ある。すなわ ち、人間 の 尊厳 の 保持 と幸せ の 追求を行 い 、自立 の

価値観に基 づ く生活支援 を視 野に い れなが ら教育を行な っ て い く。教育内容 は、「人 間と社会 」 「介護」

「こ こ ろ とか らだ の し くみ 」 の 3 領域に大きく分別 され、從来 の 必修科 目名 が 削除 された。また、教育

内容 ご とに 、 学校裁量 で 科 目編成をお こ な うこ と が で き る よ うに な っ た。「介護」 の 領域にお い て 重要

視 され た もの に 、介護過程 の 展 開能力 の 強化 が あ り、現在 の 養成課程 に お い て 規 定 され て い なか っ た時

間数指定 が 、150時 間の 演習 時 間 と し て 設 定 さ れ た。 こ れ は 、介護福祉 士 の 業務 が 、社会的 な妥 当性 と

科学的 な論理性 をも とに エ ビ デ ン ス （evidence ： 根拠）を 明 らか に す る必 要 が あ る こ とや、介護 の 必要

度を判断 （以降、ア セ ス メ ン トと呼ぶ）す る能力 と状況 を加味 し応用する能力 を求めた結果で あ る。

　しか し、教授 時間数 の 増加 は 学習内容 が 増 え た こ とに よ る もの で あ り、要点を し ぼ っ た教育が必 要な

こ とは 以前 と変わ り ない。そ こ で 、現在行 っ て い る介護過 程 の 30時間 を振 り返 り、介護過程 の 習熟度 を

分析 し、専門職業人 と し て 必 要 な ア セ ス メ ン ト能力 の 強化 を 図 る ア プ ロ
ーチ の 効果 を 測定す る。そ の 結

果を も と に 、今後 の 介護過程 の 授業展開 の 指 導方略 を模 索し 、 活用 で き る もの と充実すべ き学習内容を

明かにす る。
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1 ．介護過程 の 展開 シス テ ム

　介護過程 の シ ス テ ム を図式化 した （図 1 ）。 こ の 図に示 した よ うに、介護過程 は  情報収集 、  ア セ

ス メ ン ト、  介護計画立案、  実施 、  評価 の 五 段 階で表現され る が、介護福祉士が専門職 とし て の 質

を向上 させ る た め に は 、ア セ ス メ ン ト能力が鍵 とな る 。

図 1 ： 介護過程 の 展開 シ ス テ ム

　 ア セ ス メ ン トと は、知 り得 た情報 を介護福祉 士 全 員 が 共 通 理 解で き る ツ ー
ル を 用 い て 、同 様の 視点 で

判断する こ と も含ま れ 、エ ビデ ン ス をもとに介護の 方向性 を決 め る ポイ ン トとな る 。 ア セ ス メ ン トに は、

情 報 か らの 分析的判断だ け で な く、分析 し た バ ラバ ラ の 視 点を 「ひ と りの 人間」 に 再合成 させ 、そ の 人

の 状況 （パ
ー

ソ ナ リテ ィ
ー、生活 の 場、生活歴 、家族背景な ど）を加味 し、最もそ の 人 に 望 ま し い 介入

の 方向性 を導くま で の 過程 が含ま れ る。こ の 時 の 方 向性は、そ の 人個人 の ニ
ーズ も重要 に な る が、客観

視 した 中で 、そ の 人 に と っ て 何 が好 ま しい こ とか 、どん な リス ク か ら回避す べ きか な どの 優先順位を考

え介入 計画 に 持 っ て い く必要があ る。また、そ の 人 の 生 活 歴 や楽 しみ を も考慮 し、日 々 の 様 々 な過 ご し

方 の 中 に、そ の 人 ら し さが 維持で き同時 に 楽 しみ が持 て る ように思案 し、ケア 計画を 立 案す る．

　ケ ア 計画 の 立案で は 目標を掲げる が、そ の 人 に期待する言動や回避 し た い リス ク を意識 し た 目標 にす

る。目標は 、短期 目標 と長期 目標 を設定 し、短期 目標は評価す る月 目を 入れ期 日 を 切 っ て確認す こ とや 、

明 らか な評価基準 を 目標 の 中に 定 め る。長期 目標は 、 1 ヵ 月 か ら 1 年程度 の 期 間 で 目指す方 向性 の た め、
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多少抽象的な表現 に傾 く。計画 は、ケ ア 実施す る上 で、そ の 人 に合 わせ た支援 の 注意点や介入 の 技 を示

すこ と と、観察項 目で は そ の 人 の ケア 介入 以前の状況とケ ア後の状況 を比較で きる項目を羅列する。指

導内容 は、本 人 に 理解 して ほ し い ケ ア の 方 向性 とそ の エ ビ デ ン ス な ど、説 明 の 統
・・一

に 欠 か せ な い もの を

記載す る 。

　介護 の 実施 は 、計画 の 中 に あ る 手 段 手 法 を守 り実践 した行動 と相手 の 反応 を記載す る。そ し て 、評価

設定 口 に個 々 の 状況 を到達 目標 と照 らし合 わせ 評価 し、今後 の 方 向性 を確認 し計画修 正 をす る。こ れ ら

の
一

連 の 過程を、介護職員が共有化する こ と で 、介護の質の 向上また は保障をする こ とが で き る。

2 ．介護過程の授業展 開と実習の 関係

　介護過程 の 授業は、介護技術 の 授業時間 の
一

単元 と し て 教育 して い るが 、学習時期は介護実習H の 終

了 した後 2年 目の 前期 に実施 して い る。そ して 、介護過程 の 授業が終了 した の ち介護実習皿 を学習する。

また、介護実習は 段階的 に実施 内容を積み上げ て い くよ うに な っ て い る （表 1 ）。

表 1 ： 各段階の実習 目標

実習名 実　 習　　目　 標

介護実習 1 　介護実践の 場で あ る 老人福祉施 設実習を通 して 、実習施設 の 概要 を理解 し、利用

者 の ニ
ーズ と生活 環境 を知 り、介護者 の 役割 を考える こ とが で き る 。

介護実習H
　心身の 障害に起因 し た生 活上 の 支障を知 り、習得 し た介護知識 と技術を用 い て安

全安楽に配慮 し た 介護が で きる。関係職種 と の 連携 の あ り方を学び 、利用者の 生活

の 質向上 へ 向けて の 工 夫 を知 る 。

介護実習皿
　利用者 の 生活 ニ

ーズ を理解 し、介護 を展 開す る能力 を養 うとともに、自己 の 介護

観 を深 め る。地域に お ける施設の 役割を知 る。

　介護 実習 H は 、「心身 の 障害 に 起 因 した 生活上 の 支障 」 を実践 の 場 で 確 認 し、ア セ ス メ ン トの 視点 を

養 うため、4 週間 の 実習期間を設定 して い る。実習施設 は、「老人福祉施設 」 だけ で な く 「重症障害者 ・

児の 療養病院」 「身体 ・知 的障害者施設 」 加 え、介護の 対象 の 幅を増や して い る。 こ の 実習で は 、学生

一
人 に 承諾 の 得る 介護の 対象 （介護施設 で は 利用者 と呼ぶ）を受け持ち と して 決 め 、そ の 人 状況を気 づ

きで 表現 し ア セ ス メ ン トを意識 させ る。そ の Eの 対象 に合 わせ た介護 を行 う。同時に介護過程展開記録

に 対象の 状況 を書き、対象に 必 要な介護を考え る ア セ ス メ ン ト能力 の トレ ー
ニ ン グの 機会とする。

　介護実習 H の 介護実習指導 の 授業に お い て、介護過程展 開記録 （実習中は 、受け持 ち記録 1 ・H の 名

称 で 活用） の 意義 と記載方 法を説明す る。また、実習 中は実習巡回指導 の 時 間の 「一人当た り30分程 度

で 週 に 2 回 以 上 」 と い う規 定 に 沿 っ て 、現場指導 と記録指導 を 個別 に 行 う，

　介護過程 の 授 業 は 、介護実習 H の 終 了後に 計 画 して い る （表 2 ）。 授業構成で 工 夫 した 点 は 、授業の

導入 に お い て 対象を 明確 なイ メージ で とらえ るた め 、実習時 の 受 け持ち対象 をモ デル に用 い て 、数種 類

の 情報収集様式 （デ
ー

タ
ーべ 一ス 形式） を モ デ ル に 当て は め、ア セ ス メ ン トの 視点 を 確認 し た こ とで あ
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る。こ の 時、介護過程 展開記録 （受 け持 ち記録） を教育媒体 と して 活用 し、対象をよ りイ メ
ージ 化 しや

すい もの に し た。介護過程の 全体の構成因子 に つ い て は、因子 間の 関係や表記方法の説明 を行 っ た の ち、

練習問題 を用 い た学習を加 えた。講義 の 後半 に は 事例演習を取 り入 れ、紙 面 上 で 介護過程 の 展開を行な っ

た。

　介護実習皿 は 、 2学年 の 前期の 終了後に 4 週間実習を実施する。最終段階の 実習で あ り、　 「利用者 の

生活 ニ
ーズ を理解 し 、 介護を展開す る能力 を養 う」 こ とを課題 と し、介護過程の シ ス テ ム を 活用 し介護

の 対象 の 課題 を明 らかに し、介護介入 を計画的 に行 い 実施 ・評価する 。 こ の 段階 で は 、介護実習現場 の

担当教員 と学生指導者が介護過程展開記録を添削 し、学生 に個別指導を行 い 、介護実践 に繋げ て い る。

表 2 ： 介護過程の 授業案

授業の 対象が 持 っ て い る様 々 な生 活上 の 課題を明確 に し
、 その 課題を解決するための 展開する筋

到達目標 道を学ぶ。

授業 の 内容

第1回 懼 足事者と利用者の 関係と橘 建事者の 使命、介護過程の 活用方法

第 2回 介看隻過1i鋤 舌用の 禾U点と羊冓成要素

第 3〜5回 アセ ス メ ン トツール を活用した1青報収集  介護実習且受け持ち記録 （事例 を使用

＊ ICF ・KOMI チ ャ
ート・

教科書 （石野 著）

第 6 回 介護過程の 櫞成要素 （アセ ス メ ン ト、介護計画の 目標設定 と優％憾立の 決定 葛濁

第7回 介護過程の 樽成要素 σ薩 計画立案の繍 法）

第 8 回 介護過程研 黻 要素 げ磯 諦画立案の 記載、実施の記載方灘

第 9 回 介護過程の 構成要素 （介護計画の 実施の 言戯 実施後 の蓿平価の 記載か法1

第10〜14回 介護過程の 展開演習

第 15回 試験

3 　 研究方法

　1 ）調査研究

　　 期 間 ；平成19年 2 月 〜平成20年 10月

　　 対象 ：人間介護福祉 学科 学生　学生　39名 （有効数30名）

　　 方法 ： （1）介護過程展開記録 の 内容 精査

　　　　　　 介護 実習 llで 記載 した 介護過程展開記録 （1 回 目） と、授業 で の 事例 演習 で 記載 した 介

　　　　　 護過程展 開記録 （2 回 目）、介護実習皿 で 記 載 した介護過程展 開記録 （3 回 目 ）を そ れぞ

　　　　　 れ 、独 自で 作成 した介護過程 プ ロ セ ス の 評価 に 基 づ い て 実施す る （表 3 ）。評価 は 4 段階

　　　　　 で 構成 し、評価 の 視点は、介護過程 の 情報収集 か ら立案 し た 計画 ま で を10項 目で 設 定した。

　2 ）倫理 的配慮 ； 学生 へ 調査 の 主 旨を 口 頭で 説明し、記録の 監査を行 うこ とで個人的な不 利益 を避 け

　　　　　　　 　 る よ う配慮す る 事 を使 え、同意 を得た。
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　 3 ）結果

　　　  介護過程展開記録 の 1 回 目評価 の 状況

　介護過程 記 録 の 評価 は 、 1回 目 の 平均 が 1．76点 で あ り、「カ テ ゴ リー別 に情報収集が 出来 て い る 」 が

2．23点 と最 高点 で あ っ た 。 こ の 評価点 か ら介護過程 の 情報収集の 方 向性 は なん とな く理解 して い る状況

で あ っ た こ とがわ か っ た 。「情報 か らア セ ス メ ン トが 出来 て い る か 」 は 1．54点と、情報収集 し た内容 か

らの ア セ ス メ ン トの 導き出 し が 出来て い なか っ た。特 に 、ア セ ス メ ン トの 視点を記載す る場所 には、介

護介入する内容やケ ア 上 の 注意点 を書 くこ ともあ り、本来記載 して ほ しい 生活上 の 障害や そ の人の 持 つ

希望など を見 つ め て い るもの は少 な く、ア セ ス メ ン トの 記載量 も乏 しか っ た。

　　　　　　　　　　　　　　　　 表 3 ： 介護 過程 プロ セ ス の 評価

No． 評価 項 目 評匝点、 評価 の 基準

1
カテゴリ

ー
別に情報収集は出来て い る

か

・情報 収集は十分か

・対象に適した情報を収集して いるか

2 情報からア セス メン トが 出来 て い るか ・ア セス メン トを導く過程は根拠が明らかか

3 アセ ス メン トを統合出来てい るか

・ア セ ス メン トした内容を整理 し、まとめて い る

か

4
ア セ ス メン トの表現 は 対象に合っ て い る

か
・対象の 生活状態を正 しく表現して いるか

5 期待される 目標は 到達可能なもの か ・期待され る結果は判断 で きる表現 内容か

6 計 画 の 優先順位は 適 当 か ・
ケア 選 択 に 対する根拠 は あるか

7 観察計画は変化をフォ ロー出来るか ・観察計画 は対象の 変化をフ ォロ ー
出来るか

8 ケア 計画 は具体的か ・ケ ア は総合的で お互 い に 矛盾は しない か

9
ケア 計画 は対象 の 状況 に合致して い る

か

・
ケア は個別的な工 夫 や配慮 はされ て い るか

10
計画 はすぐに実行に移せ るように 立案

されてい るか

・計画 はそ のまま実践に移せ るようになっ てい

るか

評
価
基

準

4 ：出来て い る

3 ：ほぼ出来て い る

2 ：方向性は なん となく出来てい る

1 ；理解 に乏しい

総

評

　 「ア セ ス メ ン トを統合出来て い る か 」 は 1．49点で あ り、ア セ ス メ ン トが 出来 ない こ との 影響 か ら、ア

セ ス メ ン トの 統合 に 必 要 な内容 の 整 理 も 対象 の 状 況 か ら の 考慮も不 足 し、ま と め 挙げた 内 容 で 進 め る こ

とが 困難 で あ っ た。しか し、ア セ ス メ ン トを記載で きた学生 は 、ア セ ス メ ン トの統合の意味を考え、方

向性を 示す こ と が で きて い た。「ア セ ス メ ン トの 表現 は対象 に合 っ て い るか 」 で は L77点 で あ り、生活

状 況 を 具体的 に 示 し対 象の 状況 に 合 わ せ て 整 理 す る こ とが 必 要 で あ る が 、ア セ ス メ ン トし た内容 を抽象

化 し て お り対象 の 状況が漠然 とす る 傾 向 に あ っ た 。

　「期待 され る 目標 は 対象に 合 っ て い る か 」 で は 1．74点 で あ り、到 達 目標 の 表 現 方法 が 具 体的 で 評 価 で

き る 基準 （具体 的な数値 の 活用や対象か た の 反応） を設定する こ とが 出来ず にい た。「計画 の 優先順位

は適当か 」 で は 1．97点 で あ り、対象 の 抱 え る 生活上 の問題の 断面 に気づ くもの の 、全体像を とらえる こ

とが出来ず、実習中に助言を受け、そ の 人 の 状況を理解 し て い る状況 で あっ た。
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　介護計画 に つ い て は 、介入 計 画 と して の 具体的 ケ ア の 手 技や働 きか け方、注意事項 を含め た観察点 の

記載を求めた。 「観 察計画 は変化 を フ ォ P 一
出来 るか 」 で は、ケア 前後 の 対象変化を確認 す るた め に 必

要な項 目で あ り、こ の 内容 が欠け て し ま うと介護介 入 が介護者 の 思 い 込 み （主観） で 評価 を して し ま う

傾向に な る 。 また、「ケ ア 計画 は 具体的 か 」、「ケ ア 計画 は 対象 の 状況 に 合致 し て い る か 」、
「計画 が す ぐ

実行 に移せ るよ うに立案 され て い るか」 は、対象への 介護 の 方法 の 注意点や介助方法、そ の タイ ミン グ

（時間や回数） そ し て 目標 との 方 向性 の 確認をす る。例 え ば 、自立 を促 す ア プ ロ
ーチ を 行 う と 目標 に 掲

げて も、全面的な介助計画や本人 の 状況 を 配慮 して い ない 計画 を 立案する と介護介入 の 効果は期待で き

な い こ ととな る。これ らの 介護計画 の 内容評価 は、観察 の 視点が不足 し1．33点 で あっ たが、ケ ア の 具体

性や本人 へ の 配慮 に関 して の 方向性 は理 解 で き た 記載 で あ っ た 。

　  介護過程展開記録 の 2 回
・3 回 目評価 の 状況

〜習熟度の評価

　介護過 程 展 開 記 録 を 時期 （回 数） ご と に評価 し、10項 目の そ れ ぞれ の 平均値 を割 り出 し確 認 し た （図

2＞。 授業 を境に 、ア セ ス メ ン ト能力 と目標設定 の 仕方 ・計画 の 優先順位 ・対象 に合わ せ た計画 の 工 夫

に記載内容 の 向 上 と共に、相関関係 が 確認 で き た。

図 2 ： 介護過程展開の 項目別評価 （n ＝39）

　 1 回 目の 介護実習 llの 評価 平均が 1 ．76点で あ っ た の に 対 し、事例演習で は 評価平均が2．73点 に ま で 上

昇 し、著 し く伸 び が あ っ た。授業 の 効果 は 全般に み られたが、特 に 、評価 が 上 昇 し たも の に、「ア セ ス

メ ン トを統合で きて い る か 」 と 「期待 され る 目標 は到達可能な もの か 」、「観察計画 は変化 を フ ォ ロ
ーで

き る か 」、厂ケ ア 計画 は 具体的 か 」 が あげ られ る。

　授 業にお い て介護過程 の シ ス テ ム の 各項 目の 説明 と、項 目間 の 意味を意識 づ けす る と共に、様 々 な ア

セ ス メ ン トシ
ー

トを紹介 し た。また、介護実習 H の 受け持 ちをモ デル と し、自分 の 知 り得た情報を数種
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の ア セ ス メ ン トシ
ー

トに再分類 し、ア セ ス メ ン トの 視点を確認 しっ っ 、ア セ ス メ ン トカの トレー．・・＝：ン グ

を図 っ た。そ し て最後 に、紙面 上 の 事例 をも と に介護過程の 展開演習を行い 、記載 し た内容 の 確認 と記

述 方 法 を個別 指導し た。こ の 演習 を 取 り入 れ た 授業展 開 に よ り、学生 は 介護過程 の 展 開方式 を身に つ け

る こ とが で きて きた 。

　介護過程 の 計画立案 の 記述 に 関 し て は、授業後 「ほ ぼ出来 て い る 」 に 到達 し、介護実習皿 に お い て 指

導を受 けな が らも学生は 「出来 て い る」 の レ ベ ル まで 上 達した。計画 の 記載方法を理 解 した こ と に よ り、

実際の 実習場面 に お い て 対象に合わ せ た介護計画 の 立案時 に 、具体的 に 実施可能な レ ベ ル で の 計画記載

の 表現 で き た 。

　 3 回 目の 介護実習 IHで は評価 平均が2．95点 で あ りまた、 2 回 目の 授業後 の 介護実習 皿 で の 記録内容が

伸びた もの に 「計画 の 優 先順位 は適当 か 」、「観察計画は変化 を フ ォ ロ
ー

で き る か 」、「ケ ア計画は対象の

状況に合 致 して い るか 」、「計画 はす ぐに実行 に移 せ る よ うに 立案 され て い る か 」 があ る。こ の 結果は 、

介護実習の場で受け持ち対象の状況 を教員 と実習指導者が把握 し、介護過程 の 展 開記録 の 添 削や指導を

加 え、立案 し た計画 を確認 しケ ア 実践 に 臨んだ こ とで 、詳細な観察点やケ ア 方法お よ び ケ ア 時の 注意点

を確認 した こ とによる効果 で あ る。

　  介護過程展開の 個別評価の 状況

　介護過程の 展開力 を個別 に評価する と図 3 の ような状況 で あ る 。 全体的 にみ る と展 開記録 の 評価点 が

回数 と共に．．ヒ昇を示 して い るが、学生評価に変化 の な い 群 （A 群）「伸び の なか っ た 群」 が存在 した ，

図 3 ： 介護過程展開の個別評価 （n ＝ 30）

　 こ の 特徴的 な A 群 の
一

部 を 図 4 に 示 し た。A 群 は 、3 回 の 反復 記載 を 行 な っ て も、介護 過 程 の プ ロ セ

ス が理解出来な い か 、 また は 、記載すぺ き内容が思 い 付 か ない 状況 で あ っ た 。 個別 に ヒ ン トを示すこ と

も行 な っ た が 考え が ま とま らず、対象 の 状況説明を繰 り返 し誘導的に介護 の 方向性 を言葉 で 伝え、記録

す る 状況 が続 い た。
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　現場指 導者 か らも記載内容 の 指導 を受 ける が 、 指導者か ら 「どの よ うに し て教えた ら、解 っ て も らえ

る の だ ろ うか 。」 とい う声もあ っ た。こ れ らの 学生 は、対象 との 接 し方 にお い て 、自ら声 を掛 けて 行動

し た り、会話 （言葉 か け）を続け られ な か っ た り、指導者か ら の 指示 を 受 け て か ら行動す る とい っ た 反

応を示す傾 向が あ っ た。

4
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図 4　 A 群〜介護過程展開 の 反復学習による習熟が乏 しか っ た学生

　 こ れ らの こ とか ら、介護過程 の 展開能力 を向上 させ る た め に は、介護過程の プ ロ セ ス や記載方法 の 理

解だ けで は なく、対象を理解 し よ うとす る姿勢やそ の 人 へ の 関心 を示す こ とで 観察内容を増やす こ と、

お よび生活全般に関する気づ きが あ る こ となど が、重要 で ある こ と が 明 らか にな っ た。気 づ きがで きれ

ば、必然的に情報収集 か らア セ ス メ ン トの 視点 が刺激 され 、実際 の ア セ ス メ ン トを記述出来る よ うに な

り、介護 の 方 向性 を考 え て い く方 向 に 学習が 進む 。 今現在 は 、 介護実習 H の 受持 ち対象をモ デ ル に活用

し、イ メージを掴み易 くす る方法 を取 り入れ て い るが 、学 生 が 実習中にそ の モ デル に興味 と関心 を持 て

る よ うな動機づ けを行い 、介護実習の 中で対象の 状況を把握する よ うな支援も行な う必 要 が あ っ た 。

　図 5 の B 群 は、介護過程 の 展開演習を反復 し 行 っ た結果 、介護計画 の 立案お よ び 展開が行えた 学生 で

ある。これ らの 学生は、最終段階で ある介護実習 皿 に お い て 自ら介護計画 の 立 案を行 い 、そ の 内容を添

削指導と修 正 を加 え る こ とで 、実施 お よ び 介護展 開 の 評価 ま で 実践 で き た。B 群 の 学生 は、授業前 の 介

護実習 H の 事前指導の 記録 の 記載説 明を受 け、情報を必要記載箇所 に 記入す る こ とが で き、授業時 に は

ア セ ス メ ン トシ
ー

トの 活用 の 仕 方を理解 し、ア セ ス メ ン トの 視点を身につ けて い っ た。ア セ ス メ ン トの

視 点 を 理 解 した B 群 の 学生 は、そ の 先 の 目標 設 定や ケ ア 計 画 の 立案に 至 る ま で の プ ロ セ ス で 戸 惑 うこ と
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な く、実践で きた。

　また、実習時 の 行動 も自ら対象 に声を掛け、ケ ア 面 で は 自分の 立案 し た介護 の 支援を実施する た め に、

指導者 の 協力 を得 て 実践す る姿があ っ た 。 また、不 明な点 に つ い て は 、教員や指導者に ア ドバ イ ス を 求

め るな どそ の 場 で の 対処 を行 う傾 向があ っ た 。

4
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釀靆 囈
図 5　 B 群〜介護過程展開の 反復学習 に よる習熟が あっ た学生

4 ．今後の 授業展開 に 向け ての 課題と指導の 在 り方

　介護 の 学科 目と介護実習 との 関係 は 、学内で 学習 した 知識 と技術を 実践 の 場 で 活用す る とい う形 で 連

続す るもの で ある 。 また 、 介護実習は 実際の 介護場面で 、自分 の 身に付 けたもの が役立 つ の か を検証す

る場 で あ り、学習の 成果 を測定 で き る。特 に、介護 過程 の 授業 と介護 実習の 内容 は 関連性 が深 く、対象

の 理解 とそ の 人 に 対 す る ケ ア の 方 向性 を 見極 め、実施 す る と い うプ ロ セ ス の 中 に、介 護 の 達成感や 喜 び

を見 い だす効果 も期待 させ る 。 学生 の 介護に対する 自信は 、介護実習の成果次第で変化す るもの で ある。

介護実習に お い て 、手 ごた え を感 じ られ実習 を終 えた学生 は、「介護が楽 しい
。 介護福祉 士 と して働 い

て い けそ う。」 な ど の 声 が あ り、表情も行動 も自信に 満 ち て い る。こ の 自信 の 裏付け にな るもの が
、 介

護 過程 の 展開 で あ り、対象 の情報収集か ら始ま り、そ の 人 に あ っ た 計画 の 立案と実施 ・
評価ま で の 過程

を紙面で 確認す る こ と で 、確 か な形あ る 介護 に な る。

　 こ の よ うに綿密な関係 の ある介護過程 と介護 実習 で はあるが、改正 カ リキ ュ ラ ム に お い て は 、 下記の

よ うな点 で 、介護過程 の 授業展開に 注意が必 要 とな る。

　 1 ，介護過程が独立 した 枠組 み とな り、教授 時間が増 えた。

　　 ＊ 介護過程 の 基盤 に な る介護 の 目的
・
対象 ・

方法 を しっ か りと教授 し、ア セ ス メ ン トツール を活用
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　　し多種多様な状況や対象 へ の介護介入 が で き る介護福祉士を養成する 必 要があ る 。 特 に、介護提

　　供場面 で エ ビ デ ン ス を持 っ た行動 が取れ る こ とや ア セ ス メ ン トで きる能力 の 育成 が重要 な鍵 とな

　　る。

2 ．介護の 場 の 設定が 、明文化 され た。

　＊ 介護実習 （1）と介護実習 （且〉 の 施設 が 明 文 化 され 、実習に 地 域 （居宅） を 含 む 広範囲 な施 設

　　の 設定を行 い
、 介護の 中に家政 （家事） を統合 し、介護 支援 と して 提供 して い く必要があ る 。 す

　　なわち、介護過程 の 展開が施設 内だけで な く、様 々 な場所 と条件 下で 立 案 し実施す る能力 の 強化

　　が 必要 に な っ た。

　 こ の 内容 を教授 す る た め に介護過 程 の 演習 の 授 業 に お い て は 、基本概念 か ら多彩 な場 面 と 状 況 を 設 定

した事例演習が必 要 とで あ る 。 また、授業 の 導入場 面 に お ける学生 へ の 意識 づ けに は、実際 の 人物 の 活

用 も考慮 し考え て い くべ きで あろ う。そ の 他に、前に述べ た よ うに コ ミ ュ ニ ケー
シ ョ ン 能力や行動性 の

乏 しい 学生 に は 、入学早期 よ りの 人 間関係 能力 の 向 上 を 図 る 支援を 行 い 、実習に 臨 ま せ る こ と が 授業前

に 必 要 とな る 。

おわ りに

　介護過程は 、介護を学問と し て 高め て い くた め の 明文化 の 作業の ひ とつ で あ る。明文化 した介護の 展

開 は 現 象 で あ り、多 々 の 現象 か ら抽象化 し た 介護 の 基本概念 が 誕 生 す る もの と 考 え る 。今 回 は 、介護過

程 の 授業展開 に視点を 当て 、授業効果 の 評価を行 っ た が、介護 の 質を向上 させ 保障する た め に欠 か せ な

い もの として 今後 も学生に指導 して い く必要 が ある。
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　　An　Analysing　of　Historical　Progress，
the　Homes 　for　the　Aged　 and 　Social　Welfare

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山　　田　　亮

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ryoichi　 Yamada

（ 要 　約　）

　 目本 の 高齢者福 祉 施 設 は 救 貧的 な政 策 か ら も抜け 落 ち る高 齢 者 に対 して 同胞 相 憫 の 思 想に よ る相互 ・隣保扶助

か ら生 まれ て きた。そ の 事業者 た ち は使命 （ミソ シ ョ ン ） の も と 自発 的 、先 駆 的、開 拓的な活 動 に よ り、公 益性

を 生 み育て て きた。しか しな が ら、祉 会福 祉 事 業 史 を辿 る と社会事業法、さ らに は 社会福祉事業法を契機 と し て

拡 大発 展 して きた と言 え る。それ は社 会 事 業 を通 じて 公 民
一

体化 や措置 委託 の 歴史で もあっ た。戦後福祉 ニ
ーズ

の 拡 大多様 化に 対 応 して 高齢者福祉施設 も発 展 して い くが、措置委託 制度か ら介護保険制度 へ と大きく転換す る

な か で 、福 祉 事 業 へ の 参 加 を 通 じて、改 め て そ の 事業 に参加 し た 時の 初心 に 戻 る こ と、さ らに そ の 使命 と も 関連

す るが、公 益 性 を い か に 果 た す か が 、問 わ れ る よ うに なっ て き た 。

（キーワ
ー

ド）

公 益性、社会福祉法人、措置制度

1 ．は じめ に

　日本の 福祉施設 の 運営を お こ な う社会福祉 法人 の 明治か ら現在 まで の 史的発展 は公 私
一

体化 に よ っ て

形成 され て き た と も言 え る。す な わ ち、本来国家に よ っ て な され る べ き 社会福祉事業 で あ る公益性 の 実

現 が 民問の 福祉施設 に よ り擬似、代替、補完され て きた経過を辿 る こ とが で きよう。社会福祉事業は社

会福祉法 によれば、「人格 の 尊厳に重大 な関係を持 つ 事業」 「公 共性 の 特 に高い 事業」 で あ り、公 益性 の

高 い 事業 と言 え る。ま た、日本 の 社会福祉事業に お け る 公 益性 の 実現 は 公 的部門 に 成 り代 り措置委託 を

受けて き た た め 、そ の 制度に 参 入 を認め られた事業者 は 自ず と、公的部 門の
一

つ と して 擬似化 され、公

益性 が 確保 され る もの と見做 され て きた 。 し か し、社会福祉の 成熟、福祉資源 の 多様化、「措置か ら契

約 」
への 制度転換によ り福祉事業にお い て 求め られ る公 益性は ど うなっ た の で あ ろ うか 。 介護保険制 度

の 導入以後、福祉事業を提供する社会福祉法人 が委託者 か ら契約者 へ と転換す る なか で 、公益性 を実現

す る 事業者 と し て の 社会福祉 法人 に お い て も、そ の 意味が 問 わ れ る よ うに な っ て きた。

　堤修三 は 公 益性 の あ る社会福祉事業に 求め られ る要件 と して 以下 の 3 事例を示 して い る 。

　 「制度上応益的 な利用者負担 とされ る 事業 に お い て 、事 業者 自らの 費用負担 で 低所得者 に無料
・
低 額

で サ
ービ ス を利用 され て い る 事業 」、「必要な費用 を補填す る制度 は ない が 、社会福祉法 に お い て 社会福

祉事業と さ れ て い る 生 計困難者を支援す る事業」、「社会福祉基礎構造改革後 も措置制度の 対象 と し て存

続 して い る事業 」 と し て い る。（1）

　 公 益性 に つ い て こ の よ うな方向を示す の も
一

つ の 方策 と 考 え られ るが 、社 会福祉法人 の 史的発展 の 経
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過 を辿 り なが ら公 益性 を どの よ うに 捕 らえ 、実施主 体 とし て そ の 役割 を果た して きた の か を検証 した い
。

まずは 目本 の 社会福祉事業者 の 史的展開を踏ま えなが ら考察する。

2 ．高齢者福祉 と福祉施設の 史的展開

（1）黎明期の福祉施設 とその誕 生

　 明治維新以降、欧米 の 列強国に隷属する こ と の な い よ うに 日本政府は強固 で 近代的な中央集 権国家 を

建設する た め、殖産興業や富国強兵等 の 政策 を推進 した 。 速や か に新 しい 国家建設 に は強制的原始蓄積

や制度的 な収奪 に対する国家の 関与 が 必 要 で あ っ た。そ の 過程 で 必然的 に発 生す る 貧窮、罹 災、戦傷者

な ど多くの 新たな社会 問題が生 まれ た。さらに 、明治維新以降、社会 とそれ を支える制度 の 転換 に よ り、

家族や地域社会か ら漏 出す る社会的弱者 （子 ども、女性、障害者、高齢者等） へ の 公 的な救済は ともな っ

て い な か っ た。救済 と して は国民 か らの 同胞相憫 の 思想や 相互 ・隣保扶助に 大き く依存する しか なか っ

た 。 例外的な規定 と して 、1874 （明治 7 ）年 、太政官達 によ り 「恤救規則 f が制定 された。こ の恤救規

則 の 前文にお い て 「済貧恤窮 ハ 人民相互 ノ情誼 二 因テ 」 と規定し て い る よ うに、こ れ も貧窮者 の 救済 は

親族 ま た は 隣保相扶 を 前提 とす るもの で あ り、高齢者 を扶養す る義務は 家族で扶養す る こ と が 原則 で あ

り、 さ らに 、 血縁共 同体や地縁共 同体に義務が 及 ぶ もの で あ っ た。そ して 救済の 対象 は 「無告 ノ 窮民 」

で あ る 寄 る辺 の ない 人 々 に 寡 少 な給付 を 施す に 過 ぎな か っ た。そ の 後、目 清戦争や 日露戦争を経過す る

に従 い 大量 の 傷痍軍人や戦死者、さらに そ の 遺族 へ の 国家補償 と して か か わ っ て い く こ とになるが 、窮

民 等の 社会的 弱者に 対す る 国家に よ る介人はなお ざりにされ続 けた。

　国家に よ る窮民救済 の 動 きと して は 、1890 （明 治 23）年 12月 「窮民救助法案 」 が 第 1 回議会 にお い て

提出され る。こ の 法案は今ま で の 救貧 関連規則 を統合収斂 し、貧窮者が所在す る 市 町村が 当た る こ と を

定めたもの で あ っ たが衆議院本会議に お い て 否決 され て い る。

　ま た、1912 （明治 45）年 には 立 憲 国民党の 福 本誠 に よ っ て 第28回議会に 「養老 法案」 が 提出 され る。

こ こ に お い て 同法案第 1条で 「年齢満 70歳以 上 二 達 シ 無資産 ・無収入 ニ シ テ 且保護者ナ キ者 ニ ハ
ー

日二

養老十銭 ヲ給 与 ス 」 と して い る。同法案は 9 名 の 「養老法案に 関す る 委員会 」 に 付託 された もの の 、成

立 に い た らな か っ た。救済関連法案 と して は 1899 （明治32）年に成立 した 「行旅病 人及行旅 死 亡 人取扱

法」 「罹災救助基金法1で あ り、1900 （明治33）年 「感化法 」 に委ねられ る こ ととな っ た。こ の よ うに、

明治 ・大 正期を通 じて 救貧救護 の 対策と して は 「恤救規則 」 に 基 づ く対策 の 範疇 に お い て 実施 され る だ

け で あっ た。

　こ の よ うな社会の 惨状 を嘆き、生活困窮者や社会的弱者を救済す るため に 慈善事業や救済事業を実施

した の は 心有る 民 間 の 慈善家、篤志 家、更 に は 宗教者 た ち で あ っ た。彼 ら の 多 くは 既 成社会 の あ り方に

疑問を抱 くな か で 、自らに使命 （ミ ッ シ ョ ン）を掲げ、自発 的 に、先駆 的、開拓的な取組み を実践 した

入 々 で もあ っ た。そ の 活動 は 公 に 利す る もの で あ り、「公 益性 」 の 実 現 に つ な が る も の で あ っ た。

　明治初期 の 社会事業 と して は個人、寺社 に頼 っ た小規模 の 物 の み で、官 立 公 立 の もの は ほ とん どなか っ

たが、「東京 市養育院」 （明治 5 年〉、「大勧進 養育院」 （明治15年）、「富山慈済院」 （明治27年 ）、「聖 ヒ ル

ダ養老院」 （明治28年）、「小樽育成 院 」 （明治 31年 ）、「広済寺 」 （明治32年）、「函 館 慈恵院 」 （明 治33年）

一60 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Takada Junior College

NII-Electronic Library Service

Takada 　Junior 　College

高 齢 者 福 祉 施 設 と社 会 福 祉 の 史 的 発展 に お け る
一

考察

が誕生 して い る。当時 の 施設 は高齢者専用施設と し て 生 まれた の で は な く、他の 生活困窮者を混合収容

して お り、高齢者を専用 とす る養老院 の 設 立 が始ま るの は明治後期 か らで あ り、「聖 ヒ ル ダ養老院 」 を

は じ め 、「神戸養老院」 （明治 32年）、「名古屋養 老院 」 （明治 34年 ）、
「大 阪養老院」 （明治35年）、

「東京養

老院」 （明治36年〉の 設 立 を待た なけれ ばならない 。日本 の 養老院事業が 機 能す るよ うになる の は大正

中期以降で あ っ た。

　第
一

次世界大戦 の 後 の 世界的な不況 、鬮内で は社 会改良を求 め る 労働運 動 、農民 運 動が激 し くな っ て

い っ た。1918 （大 正 7＞年に は 米騒動 が起 こ り、社会的な不安 が 増大す る。こ の よ うな社会情勢 の なか

で 軍事援護対策 を推進する た め に 1917 （大 正 6 ）年 に 「軍事救護法 」 が 公 布 され る。 こ れを機 に救護対

策 として 地方局 に は 「社会課」 を、内務省に は 「社会局 」 を設立 し、社会事業 の 援護体制 が整備 され、

社会事業が 生 まれ る 素地 を形成 した 。

一
方、1921 （大 正 10）年に は 「中央慈善協会」 は 「中央社会事業

協会」 へ と名称 を変更 し、社会事業 と言 う呼称 も
一

般化す る 。 こ の よ うな状況 の 中で養老事業も全国各

地 に新 た に創設 され て い っ た。養老院を運 営する事業者た ちにも新たな動 きが 生 まれ る。1925 （大正 14）

年 5 月 「第 7 回全国社会 事業大会 」 の 開催時 に 参加 して い た養老事業関係U’14施設 23名 が 同大会 の 3 日

目に芝増上 寺に集ま り、「第 1 回養 老事業者懇 談会 1 を開 い た 。 こ の 懇談会 で 「第 1 回養老事業大会」

が大阪市に お い て開催され るこ とが 決 定し、「大阪養老院 」 岩 田 民次郎、「弘済会 」 上 山善治が中心 とな

り準備が進 め られ る こ と となっ た。1925 （大正 14）年 10月 には 「大阪養老院 」 で 「第 1 回全 国養老事業

大会 」 が 開催 され た。こ の 大会が養老事業の 全 国的 な組織化 の 基 と な っ た 。し か し、大会事務局 と連絡

事務所 を兼務 し て い た 「大阪養老院 」 が 利用者 の 放火 に よ り全焼す る 事件が お こ っ た。こ れ を 機 に 東京

の 「浴風会浴風園」 が養老事業の 全国組織化 の 準備を進める こ ととな っ た。こ の 「浴風会 」 は内務省社

会局 の 指導によ り設 立 が 図 られ て い る た め、官僚主導型 で 組織化が図 られ る こ ととな っ た。 

　 1932 （昭 和 7） 年 に は 「浴 風 会 」 に お い て 「全 国養 老 事業協会 」 が 発足 した。し か し、こ の こ とは 養

老院事業 の 承認 で あ り、養老院事業 と国家の 関係が形成 され て い く契機で もあ っ た。

　第
一

次世界大戦後 の 経済恐慌 、更 に関東大震 災による国民生活基盤 の 崩壊 に よ り、国民 自体 の 自助努

力 で は解決 で き な い ほ ど国民 生 活 が 困窮 した。政府 は 1929 （昭和 4 ）年 3 月に 「救護法案 」 を作成 し
、

第 56回議会 に 提 出 し、同 3 月 23日 に 「救護法 」 と して 成立 させ た 。
「救護法 」 に は 1930 （昭和 5 ）年 か

ら実施 され る付帯決議 が あ っ た が 、世界恐慌 の 影響 を受 け、そ の 実施 が で きな か っ た。こ れ に 対 し全 国

の 方 面 委員会が中心 と な り 「救護法 」 実施の た め の 促進運動 が 展 開され た。そ して 「救護法実施期成 同

盟 」 が 結成 され大きな社会運動 とな っ た。こ の 運動 に よ っ て 1931 （昭和 6 ）年 6 月 に 「救護法」 の 予算

案が作成され 、翌年 1 月 1 目 よ り 「救護法 」 が 実施 された。 こ の 「救護法 」 に よ り 「救護施設 」 と して

養老院も 「認 可 」 を受ける こ と が 可能 とな り、公費 として 「救護費 」 が支給 された 。 公的な補助の開始

によ っ て 養老 院は急速 に増設 された。　 昭和 4 年に は 48施設 し か なか っ た が 、昭和 7 年 に は 61施設、昭

和 13年 に は 90施設 へ と増加 して い っ た。（3）

　公的な認 可 施設 とな る養老院に お い て は県や市などか らの 補助金が減少 し た り、地域 か らの寄付金が

減少す るな ど、か え っ て 経営が困難 に な る施設 もあっ た。また 「救護法」 の 新た な基準に従 えば、施設

入 居者 も厳 選 せ ざる を得ず 、対象者 に よ っ て は 該当 し な い 入 居者 も多く、対応に苦慮する事態もあ っ た。
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　1937 （昭和 12）年 に は 「社会事業法」 が成立 し た。社会事業法は社会事業に 関する初め て の 立法で あ

り、養老院に つ い て も大 きく関与す る こ とに な る。養老院事業 にお い て も公 的政策 との
一

体化 の 下 で 推

進 され る こ ととな っ た。同法 第11条に 「社会事業をするもの に 対 し予算の 範囲内に お い て 補助する こ と

を得 」 としてお り、補助金 が 交付 された。社会事業法は助成よ り も監督に 置 い た法で あ っ た とい わ れ る。

そ の
一

例 と して 厚生省生活局保護課調 に お い て も、昭和ll年度 の 「道府 県」 補助金 と し て 対象団体数

3，7ヱ8、金額776，682円 で あ っ た が 、昭和13年に は 対象団体数756，金額419，300円 と減少 し て い る 。 わず

か な助成で国家方針 に従 う優良な施設 の 育成を 目指 したもの で あ っ た。 

　そ の 後、戦時体制が強化 され、戦時厚生事業 とな る に伴 い 、民 間社会事業は経営が 困難に な る だけ で

な く、養 老院 で 生 活 して い る高齢者 た ち も戦争 に協力 しなけれ ば な らず、養老院で の 生活 も苦 しい もの

で あ っ た。こ の 時期は病弱者 と死 亡率が増加 して い る。都市 の 養老院で は 空襲 の 中で 消失す る など戦火

に よ る被害を大き く受けた 。

　養老院にお い て も公共 の 事業に参入す る事業者 として認 められ、補助金が 交付され る ようになっ た こ

とは 大きな進展 で あっ た が、養老院に求め られ た もの は 民間事業者の 公 益性 と して の サービ ス 提供よ り

も公 的機 関 と の 公 私
一体化 で あ り、協力 開係 の 形成で しか な か っ た 。

（2 ）措置制度と社会福祉法人

　戦後 日本 の 福祉改革は GHQ （連合国軍最高司令官総司令部）よ る 「非軍事化」 と 「民 主化」 の 下 で

推進 された。基本 原理 と し て 1946 （昭和 21）年 に 示 され た SCAPIN （連合国最高司令官 指令） 775

の 三 原則 （国家責任
・公 私分離 ・無差 別 平 等）に 従 うも の で あ っ た 。これ は 戦前 の 社会事業法 に 対す る

ア ン チ テーゼ で もあっ た 。 昭和 21年 「政府 の 施設社会 事業団体 に対する補助 に関する件 」 によ り、民間

社会事 業 へ の 公的助 成 は
一

部 の 例外を除き原則的に禁止 と な っ た 。こ れ に よ り公 立施設 の 補助が優先さ

れ、民間施設 に支出され て い た補助金 が 制限 され る こ と と な っ た。さらに、1947 （昭 和 22）年に 施行 さ

れた 日本 国憲法第89条 「公金そ の 他 の 公 の 財 産は、宗教上 の 組織若 しくは団体 の 使用 、便益若 し くは維

持の た め 、又 は 公 の 支配 に 属 しない 慈善、教育若 し くは博愛の 事業に対 し、これ を支出 し、又 は そ の 利

用 に供 し て は ならない 」 に よ り、公 に属さない 民間社会福祉事業 へ の 公的助成 が原則禁 止 された 。 また、

同様な規定が地方財政法 に も盛 り込 まれ た．

　GHQ が こ こ ま で 民間へ の 補助 を 問題視す る の は 次 の 3 点 に集約 され る。

　　  本来公 的な責任で 実施すべ き事業が民間の社会事業団体 に依存し、一
時金 として の 補助 をす る こ

　　　とに よ っ て 正当化され て い る こ と。

　　  民間 の 社会事業団体は公 的分野 が 果 た す べ き も の と 異な る分野 で そ の 役割 を果 た す べ き で あ る と

　　 　い う信念 に よ る もの 。

　　  公 的資金 が 特定 の 団 体や個 人 と結 び つ く と汚職や腐敗と結び つ きやすい と い うア メ リカ 合衆国 自

　　　体の 反省に もとつ くも の。

　 GHQ が 求 め た こ と は社会事業に お い て も民 間に 責任転嫁す る こ とな しに 公 的部 門が そ の 公的責任 の

確 立 を す る こ と で あ り、民 間事業者 は 公 的責任 に 属 さない 事業（慈善事業）に 活 動を求 め た。し か し なが
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ら、 民間事業者は 公 的な補助 を失 い 、公 的部 門か らの 財政支 出が制限 されたた め、民間施設 は財政難に

陥 っ て しま っ た。民間施設 の 救済 とし て 、共 同募金に よ る財政支援策 が考案 され る こ と に な っ た。

　 こ れに対 して 、日本 の 厚生省は従来の よ うに 民間事業者を活用 して 救 済を行お うと し て い た 。 GHQ

の 提 案に対す る政府 の 整備案 と して は 1950 （昭和25）年 「社会事業基本法案」 に お い て 検討 された。そ

の なか に お い て 特 別 法人 （社会事業法人） が 構想 され た 。 そ して 国や地方公共団体 が 行 う 「社会福祉事

業 」 と民問が行 う 「社会事業」 を峻別 し、民問 で あ っ て も 「特別法入」 で あれば 「社会福祉事業」 を行

うこ とが できるとした 。 さらに、特別法人以外の 民間団体が経営で き る 事業 とそ うで な い 事業 を区 別 す

る た め 「第
一

種社 会福祉事業」 と
「

第二 種社会福祉事業」 が盛 り込まれ る こ ととな っ た 。 昭和 26年に は

社会福祉事業法が 公 布 され た。同法 で は社会福祉法 人 とい う経営主体に 関す る規定とともに、そ れ が行

う事 業 に つ い て も 規定す る な ど、民間事 業者 を二 重 に規定 した。よ っ て 、公 の 責任 に属す る社会福祉事

業にお い て 民間の社会福祉法人 に委託す る場合、そ の 公 的な責任を そ の費用 の 負担 に お い て 、ま た 、業

務の 運営に おい て 完 全に果たす こ とが確保 され る ならば責任 の 転嫁 で は ない と理解 され る よ うに な っ た。

　社会福祉 法 人 の 形成 を促す外的要因 と し て 生活保護法 の 施設 に 代替す るよ うな社会資源 を児童福祉及

び身体障害者福祉部門で は 抱え て い なか っ たため、公 的な部門 で 不 足 する 施設 を民間事業者に よ り充足

す る必要があ っ た。ただ、
一

部の 授産施設 で の 不祥事や 問題等 が 発覚する が、社会福祉法人 の 設置要件

の 厳格化 とそ の 監督が必要 ともな っ て きた。

　そ の後、日本 の 経済復興、資本主義経済 の 発展 の 中 で 発生する社会問題を緩和す る た め、公的な施設

だけ で なく、民 問 の 施 設 で も等し く保障 され る こ とが 必要 とな っ た 。 社会資源 の 多元化 とそ の 積極的 な

活用 が 求 められ た。そ こ に お い て 、 公 的補助の 有無に か か わ らず 民間施設に対 して
一

般的監督を行 うこ

ととな っ た。民間施設 か らは監督を伴 う以上、そ の 監督 の 意図する と こ ろ に 従 え る よ うに す る ために 、

公 的補助をす べ きで あ る と変 わっ て きた。 

　社会福祉法人 と認 め られた民間事業者 に 対 し公的サー ビ ス の提供を委託 し、そ の サ
ービス 購入 の 対価

を支払 う制度 と し て措置が活用され た 。措置 とは 憲法 の 公的支配 に 属 す る 法 人 と し て の 制約 を 免れ て 民

間事業者 へ 公 費を支 出す る た め の 作 り出 され た 行政手法 で もあ っ た 。 窮状に 至 っ た民間社会福祉事業は

「措置委託」 に よ る公 的補助制度 によ っ て 息 を吹き返す こ と がで き た。

　社 会福祉事業 法 が 制 定 さ れ た 1951 （昭 和 26）年 で は 社会福祉施設 の 総数は 7，000余 りで 保護施設 と し

て は 、児童福祉施設 が圧倒 的 に 多く施設全体の 85％ （内 6 割は 保育所） を占め、保護施設 が 13％、身体

障害者厚生援護施設は 1 ％で し か なか っ たが、その 後、老人福祉施設が増大し て い く。そ の 主要 な社会

資源 と し て の 特別養護老 人 ホ ーム は 1963 （昭和 38）年 に制定 され た老人福祉法に よ っ て 誕 生す る こ とに

なる比 較的新 しい 施設 で あ っ た 。 生活保護法か ら 引き継 い だ 「養老施設 」 （養護老 人 ホーム ）は 公 立 の

施設が多か っ たの に 対 し て 、特別養護 老 人 ホ
ー

ム は 民 間 で社会福祉 法人 と い う形態 を老人福祉法の 施行

と同時 に 開始 し た 。 不 足す る社会資源 の 整備す る こ とが責務 で あ り、そ の た め に 公的助成 が新設施設 の

整備に 限 っ て 注入 された こ とで 社会福祉法人 とい う形態で の 参入す る民間事業者 が増加 して い っ た。 

　社会福祉法人が公 的部門の 役割をス ム
ーズ に 代替 で き る よ うに な っ た 理 由を北場勉 は 「日本の 民間社

会事業者 に と っ て 戦 前 の 委託事業と補助金制度は 昭和初期 に獲得 し て い た既得権で あ り、政府に とっ て
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も民間施設 を活用 して い た し、『官民
一

体』に慣れ て きた政府 ・民間施設 ともそ の 責任 を分離す る必要

性 も感 じて い な か っ た 。公 私分離が欧米 の 趨勢 で あ る こ とを理解 で きて も、そ れ を そ の 通 り に 実行する

こ と は無理 だ とい う判断 に 立 っ て い た 」 と解説 して い る。（の

　また、社会福祉事業法 に よ る 「社会福祉法人 」 の 創設 は社会福祉事業を経 営す る団体 の 財 政的基盤 を

強化 し、さ らに、そ の 名称 の 保護、定款 の 必 要事項 の 記載内容 を示 し、それ に よ っ て 社会福祉法人 の 理

事、監事、評議員等に お け る権限を強化補強す る こ とにな り、社会福祉事業を行 う団体 へ の 社会的信用

度を高め る働き を した こ と も挙げ られ よう。

　措置制度に よ り国や地方公共団体 の 公的責任 を代理す る こ とで社会福祉法人 が公 益性 を兼備す る よ う

に な っ た。制度 の 正 当性 を論拠す る こ とや 不 足 する社会資源 を充足す る こ とが 論点 とな っ た 。社会福祉

サ
ービ ス 利用者に と っ て 、そ の サービ ス に か か る 措置は 公権力 が

一・
方的 に利 用す る と い う意味 で 行 政処

分で ある が、社会福祉サ
ー

ビ ス を受 ける側 の 地位 はサ
ービス を権利と して 受け る の で は な く、 法が行政

庁 に
一

定 の 要 件 に 該当 した者 に 社会福祉サ
ービ ス の 提供を義務付け る こ とに よ っ て 生 じる 「反射的利益 」

とされた 。
こ の ね じれた関係 の 結果、利用者に と っ て どの よ うな場合 に、どの よ うな社会福祉 サ ービ ス

が 受 けられ るか も不明 で あ っ た。行政の 裁量 に 委ね られたサ
ービス 提供 は利用者の 権利や選択権が極め

て 弱 い もの で しか な か っ た 。

（3 ）措置制度 か ら契約制度 へ

　1960年代 の 高度経済成 長期 に は 好調な財政状 況 の な か で 国 ・地 方 公 共 団 体 で は 社会福祉 を拡充す る 施

策 が実施され て きた が 、70年代に は オ イ ル シ ョ ッ ク を経 て 、日本経済は低成長 に転 じた こ と もあ り、財

政 改革だ け で な く、新 しい 時代 に 対応 した諸改革が実施され る こ と と な っ た。社会福祉 を取 り巻 く環境

に お い て も、急速 に 高齢化する社会 へ の 対応 に留 ま らず、ノーマ ラ イ ゼ ーシ ョ ン 理念 の 導人 に み られ る

ような新たな視点を導入 した 「福祉の 見 直 し 」 が声高 に 叫ばれ、幾多 の 社会福祉改革が進行 して い っ た 。

ま た 、援助の 基本 的な考 え方 も国か ら地方自治体に移 り、地域福祉、在宅福祉 へ と移行す るな ど大 きな

変化を示 し た。「福祉 の 見直 し」 を審議す る な か で 、社会福祉 サ
ービ ス 供給 の た め の 新 た な シ ス テ ム が

模 索され る よ うに なっ た。

　1985 （昭和60）年社会保 障制度審議会 「老 人福祉 の あ り方 に つ い て （建議 〉」 で は 非営利 団体や会員

制の相互扶助組織な ど民間団体 の 社会資源の 開発に つ い て 論議 され、市場機構 を通 じ た民問企業の 創造

性、効率性 、安価なサ
ービ ス 提供に関心が移 り、支障がな い 限 り適正 な管理 の 下、民間に委託、代替す

るぺ きで ある と提言 した。また 、 多様なサ
ービ ス に つ い て は 民 間 の 多様 な有償サ

ー
ビ ス や ボ ラ ン テ ィ ア

活動の 民間活力 の 積極 的な活用 が 推進され た 。1994 （平成 6 ）年高齢社会福祉 ビ ジ ョ ン 懇談会 「21世紀

福祉 ビ ジ ョ ン
ー

少子高齢社会 に 向 け て
一

」 で は 措置制度か ら転換 し、「介護保険制度」 が提言 さるよ う

に な っ た。「多様 なサ
ービ ス 提供機関の 健全な競争に よ り、質 の 高い サー ビ ス が提供 され る よ うな 新シ

ス テ ム 」 が構想 され た。そ して 、1997 （平成 9 ）年に は 「措置か ら契約 」
へと制度的な転換 を促す介護

保険法 が成立 し た
。

　措置制度か ら契約制度 へ と転換を促す要因 と し て は次 の よ うな点が挙げ られ る．ま ず、高齢化 の 進 展 、
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後期高齢者 の 増大 と人 口構造 の 変化で あ る 。 また、核家族化、夫婦世帯や 単独世帯の 増加 と家族の機能

が低下 した の こ と。社会福祉 サ
ービス 需要 が 著 しい 増加 した こ と。利用者 の ニ

ーズ が多様化な どで あ る。

さ らに 、高齢者 の 社会福祉 サービ ス の 提供形態 が施 設 か ら在 宅 の サ
ービ ス へ と大 きく転換 し た こ とに も

あ る 。 在宅サ ービ ス へ の転換は こ れ ま で 同居 の 住人 が 担っ て き た高齢者の 介護や世話等の 機能 が 家庭で

対応 で きな くな り、家族介護機能 を外 部化す る 必 要 が 生 じた こ と に よ る。

　以上 の 要因 の 中で も最重要な課題 は 質の よい社会福祉サービ ス を大量 に供給で きる か で あ る。日本の

高齢化の 特色は高齢化 の ス ピー
ドが速 く、高齢者 の 質的また量的な増加 が著 しい こ とで あ る。 団塊 の 世

代 が年齢 75歳 以上 の 後期高齢者 と な る 2025年 頃 に は 高齢化率 も全人 口 の 3 割 を超 え て しま うも の と予測

され、超高齢社 会 の 重圧 も大き い もの となっ て い く。こ の 超高齢化社会を支え る社会福祉 サ
ービ ス 供給

シ ス テ ム と社 会資源 の 開発が強 く望 ま れ た。政府 の 対策 と して は 、1989 （平成元）年 に は 厚 生 省 、大 蔵

省 、自治省 の 三 省合意に よる 「高齢者保健福祉推進 10力年戦略」 （ゴ ール ドプ ラ ン）が策定され る 。
ゴ ー

ル ドプラ ン で は 1999 （平成1D 年 ま で の 10年間に総事業 6 兆 円に及ぶ 巨額 を投 じ、国家戦略 と し て 政策

目標 を設 定 し、ホー
ル ヘ ル パ ー、シ ョ

ー トス テ イ 、デ イ サ
ービ ス 等 の 在 宅 サ

ービ ス 、及 び 特別養護老人

ホ ーム 、老人保健施設 、 ケ ア ハ ウス な どの 施設サービ ス 、地域で の機能訓練や在宅介護支援セ ン ターな

ど設置等を進め るもの で あるが 、さらに、シ ル バ ー
サ
ー

ビ ス 関連 市場 が拡大す る だけ で なく、福祉 サ
ー

ビ ス 分野 に お ける民間事業者やボ ラン テ ィ ア 団体な ど多様 な供給主体 の 参入 と育成 を
一
挙 に推進す る こ

ととな っ た 。

　1990 （平成 2 ）年 に は 福祉関係 8 法 の 改 正 がすす め られ た。1994 （平 成 6 ）年 に は ゴ ー
ル ドプ ラ ン の

中間年 で は あるが 、ゴー
ル ドプ ラ ン を大幅 に上回 る高齢者福祉サ

ービ ス が必要 とされ る た め 、 新 ゴール

ドプ ラ ン を策定 し、1999年度ま で に 9 兆円 を 上 回 る事業費が投入 され る こ と と な る。 こ の よ うな大量 の

サ ービ ス 供給体制 の 整備 と大型化や 多機能 な社会福祉サ
ー

ビ ス を提供する に は 措置制度で は そ の 運営は

困難で あ る 。 供給力 の拡大 の た め に は社会資源 の 開発 、社会福祉 サ
ービ ス の 多元化 、さらに、新たに社

会福祉サ
ービ ス 市場 の 整備 が必要 とな る。

　 こ の 間、社会福祉法人 はサ
ービ ス 供給量 の 増加 、 サ

ービ ス の 多元化に 留まらず 、 特別養護老人 ホーム

の 設置数は 拡大 の
一
途を辿る こ と に なる。社会福祉法人 は他 の 民間部 門 との 新たな競合 関係が生まれ る

もの の 、サ
ー

ビ ス 供給量 が 絶 対 的 に 不 足 した 状 況 で あ り、措置 委 託 契 約 な ど も あ り、独 占 的 で 安 定 し た

経営が 成 立 した。

　社会福祉法人 の 公 益性が機能で きて い た か に つ い て は 当時の 福祉状況 と も関係 して い る。社会福祉サ
ー

ビ ス は利用者の ニ
ーズ の 多様化 と高齢 化 の 進展 に よ り、拡大 と多様化 が すすみ、福祉 ニ

ーズ の 普遍化 ・

一
般化 が進ん で い く。社会資源 として の 供給主体 の 多 元 化 も進む 。 そ の 事業者の 中心的な役割を 果 た し

て きた特別養護老人 ホーム は 自発的、先駆的、開拓的な活動 を通 じ て 制度的 に は 公 益性 を獲得 して い た

の で はなか ろ うか と思われ る 。 しか しなが ら、措置 か ら契約 へ と転換 した介護保険制度 に移行す る と、

社会福祉法人 が 仕 うべ き公益性 の 追求が、経営との視点 の 齟齬に よ り乖離し て い る の が 明 らか なもの と

な っ て くる。
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3 ．おわ りに

　2000 （平成12）年介護保 険制度が開始 された。施 設 と利用者 の 関係 は措置制度か ら契約制度 へ と大 き

くパ ラ ダイ ム 転換 し
、 利用者 との 契約 に よ っ て サ

ービ ス が 提供 される制度 へ と移行 し た。制度改革 に よ

り生まれた福祉 サ
ービ ス 市場 （準市場） に は社会福祉法人、社会福祉協議会や

一
部の 民 間事業者に と ど

ま らず 、新 た に 民間企 業や NPO 法人
・ボ ラ ン テ ィ ア な どが サ

ー
ビ ス 市 場 に 参 入 し、活 動が で き る よ う

に な っ た。ま た 、利用者側に お い て も他の商品を購入 する の と同様 に契約者 として 自由な選択が可能 に

な っ た。

　介護保険制度は社会的弱者 を行政が保護 ・救済す る の で はな く、社会全体 を支 え る仕組み の 下 で 利用

者 の 主体的選択 と自己決定 によ りサ
ービ ス を うけ る こ との で き る利用者本位 の 制度 と な っ た 。こ こ に お

い て 、福祉サ
ービ ス 提供者 は 利用者 の ニ

ーズ に 応 じ、質 の 高 い サ
ー

ビ ス 、利 用 者の 満 足 度 の 高い サ
ー

ビ

ス を、よ り効果的 ・効率的に提供する こ と と な っ た 。

　2000 （平成 12）年 に改定 された 「社会福祉法 」 にお い て 、社会福祉 事業者は情報 の 提供 （75条）、利

用 契約 時 の 説明 （76条）、契約時 の 書面交付 （77条）、福祉 サ ービ ス の 質 の 向 上 の た め の 措置 （78条）、

誇 大広告 の 禁止 （79条）、苦情解決 （82条）に 取 り組む よ うに 定め られ て い る 。 さらに、業種に 応 じ、

利用者本位、自立支援、個人 の 尊厳、地域権利擁護事業、リス ク マ ネ ジ メ ン ト、第 三 者事業評価 な どの

新 しい課題が課せ られ る こ とに な っ た 。 こ の こ とは 、民間事業者 の み ならず社会福祉法人 に対 して も公

益性 の 基準 を明示 し た とも言 え る。ま た 、社会福祉法人 に は 、そ の 存在自体か らも公 益性が常に 求 め ら

れ て い る 。
こ の よ う な現 状 の 変 化 に 対 して 社 会福祉法 人 は い か に 対応 し て きた の で あ ろ うか 。こ れ に 対

して はい くつ か の 課題 が 指摘 され て い る。。

　介護サービ ス 事業に 参 入 する 民間事業者 に お い て 、社会福祉 法人 は 「法人格 」 と言う公認 の 有利 な条

件下 で他 の 民 間事 業者 と競争関係 に あ る 。 民間事業者 か らは 社会福祉法人 に 対 して 競争条件 を 同 じ に す

べ きで ある （イ コ
ー

ル ・フ ィ ッ テ ィ ン グ） と言 う要求が され て い る。確か に 社会福祉法人 は事業の 安定

性、健全性、継続性 とい う社会福祉事業を継続する 上 で 特殊な規制を受 け る ため、助成金や税制上 の 優

遇 を受け て い る 。 それ は あ くまで 社会福祉 の 公益性 と係 わ るもの で あ る が 、社会福祉法 人 が そ の 成果 を

果 た して い るか と言え ば必ず し もそ うで は な い 。例え ば、福祉サ ービ ス 市場 （準市場）に お い て は 、そ

の 欠 陥で あ る情報 の 非対 称 が解決 し て い ない 。そ して 、「日態依然 と し た措置制度 の 下 で 築 か れ て きた 信

頼性、公 益性 も保証 され て い る とい う情報 が 蔓延す るなか で 、消費者主 権 の 行使 が 不完全 な もの で し か

な く、利用者 自身が 利用 し よう とす るサービス を選択する 時 で も大 きな障害 とな っ て い る。

　また 、措置制度 か ら介護保 険制度 へ 転換す る 上 で 、社会福祉法 人 の 最大 の 関心事 は 新 たな契約制度で

経営が 成立する か と言 うこ とで あ っ た、社会福祉 関係者 の 中には介護報酬 は北風 だ と経営を 心 配す る も

の も 現 れ て きた。だが 、さ し て 民閼事業者と か わ らぬ 経営手法に よ っ て 、実際は 措置費を超え る 潤沢 さ

にな っ て い た。財政的な 内部留保 の ない 社会福祉法人 で も利益 を獲得 し て い る。こ の よ うな状況 の な か

で 、社会福祉法 人 の 運営 が依然 として 変わ らな い 事業所 が あ り、「運営あっ て経営な し」 との 批判 の 声

も上が っ て い る。

　社会福祉法人 が そ の 公 益性 を 実現す る た め に は 、恩恵 の 大 きか っ た 措置制 度 か ら 引 き つ が れ て き た 制
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度や従来か らの 経 営風上 を早 く見直 し、利用者主権に た っ た 経営改革 が 求め られ て い る の で あ る 。 そ の

た め に は 各福祉法人 の 創設 時 の 使命 （ミ ッ シ ョ ン ）を確認 し、自発的、先駆的、開拓的 たる活動を実施

す る こ とが期待 され る の で ある。
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学び にお ける子 ども と教師の 対話的関係の 構築に関す る研究

　　　　
一
子 ども と教師の カ リキ ュ ラム 協同構想の 視点か ら一

AStudy　in　Forging　a　Dialogical　Relationship　between　Children　and　Teachers　through　Learning　Activities，

　　　
− From　a　Viewpoint　of　Designing　a　Curriculum　through　Collaboration　between　Chndren

』
and　Teachers一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内　藤　　由 佳 子

　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　Yukako 　 Naito

（ 要 　 約 　 ）

　本 稿 は、オ ッ トー学校 の 「子 ども か ら」 の カ リキ ュ ラム 開発を具体的な授業実践の レ ベ ル か ら明 らか にす る。

オ ッ ト
ー

学校 の カ リキ ュ ラム デザイ ン の 特質 は、以下の 3 点 で あ る。  固定的、一
方的な 「型 」 と して の カ リキ ュ

ラ ム で は な く、柔 軟 で 協同 的 な 「プ ラ ン 」 と して の カ リキ ュ ラ ム が志 向 された。  学年区分や教科 の ス コ
ープ と

シ
ー

クエ ン ス を よ り柔 軟な幅 を も っ て 捉 え る こ とで 、子 ど もの 側 か らの カ リ キ ュ ラム が 構想 され た 。  授業実践

で は、子 ども と教師の 対 話 に 基 づ い て ボ トム ア ッ プ の カ リキ ュ ラ ム デ ザ イ ン が具 現化 され て い た。

（キ
ー

ワ
ー

ド）

　 ドイ ツ 新教育、カ リキ ュ ラ ム、対 話 的関 係

は じめに

　本稿 は 、 ドイ ツ 新教育運 動期に お い て 総合学習を学び の 中心 に位置付けた ベ ル トル ト ・オ ッ トー学校

（Berthold−Otto−Schule，以下、オ ッ ト
ー

学校 ） の 「子 どもか ら （vom 　Kinde　 aus ＞」 の カ リキ ュ ラ ム 開発

を具体的な授業実践 の レ ベ ル か ら 明 ら か に す る も の で あ る。

　学習指導要領 に 「総合的な学習 の 時間 」 が 示 され て 以来、子 どもの 現実生活 に 即 し た多様な実践 が開

発 され 、試み られ て い る。「総合的 な学習の 時間」 を め ぐ る議論は 、そ の 意義や是非を問 うだ けで はな

く、各教科や領域 の 枠を超 え た教科横断的な学習 内容 の 設定、子 どもの 側 か らの カ リ キ ュ ラ ム デザ イ ン

や そ れ に 関わ る教師の 指導性な ど、学校 で の 学び全体 を包括す る問題 と して 広 が りを見せ て い る
1

。 こ

うし た状況を踏まえ る と、「総合的な学習の 時間」 を それ 自体独立 した もの と し て とらえ る の で は な く、

教科学習 を 含 め た 学校教育全体 の 中に い か に位置付 け、そ の 連続性を 図 る か と い うこ とが 重要な問題 と

な る 。

　本稿が主要な対象 とす る オ ッ ト
ー

学校は 、1906年、ベ ル リ ン に お い て 独 自の 「総合学習 （Gesamtunter −

richt ）」を 組織 し、そ の 原理 を中核 に お い た授業実践 を構想 した ドイ ツ 改革教育学を代表する初等中等学

校 で あ る
2

。 学校創設者で あるベ ル トル ト・オ ッ ト
ー

（Berthold　 Otto，1859− 1933）は 、教師に よ る
一

方的な伝 達
一

受容型授業が 浸透 し て い た 旧 来 の 学校 を 、「教 え 込み学校 （Beibringungssehule）」 で あ る と

批判 し，自らの 学校を、個 々 の 子 どもを多面的 に 見取り、その 状況把握 に応 じて 学び を構想す る 「観 察

学校 （Beobachtungsschule）」 で ある と位 置 づ けた。オ ッ ト
ー

に よれば、学校は 子 ど も に
一

定の 知識 を押

し付 け る の で は な く、教師 の 入 念 な観察を 通 じて 、子 ど もが 必 要 とす る 支援を見出す こ とで あ り、そ う

した支援は 、子 ど もと教 師 の 相互主体的 な対話 に よ っ て 導か れ る と い デ 。オ ソ ト
ー学校 の 総合学習 は
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そ うし た対話 の 促進 を志 向 して お り、「総合学習 」 は学校全体 の 学び の 中心に位 置 つ く原 理 として も機

能 し て い ると言 える。

　 ドイ ツ に お け る オ ッ トーに 関す る 研究 は、そ の 大部分 が オ ッ トーの 教育思想 を ドイ ツ改革教育学 の 視

点 か ら通 史的 に位置づ けた もの で あ り、オ ッ ト
ー

学校 の 授業実践 を直接 の 対象 と し、カ リキ ュ ラ ム 開発

の 視 点 か らの 研究 は ほ とん どな され て い な い
4
。そ の 理 由 と し て 、こ れ ま で オ ッ ト

ー
学校 は 教育方法 の

面 にお い て 批判が繰 り返 され て きた こ とが挙げ られ る。例えば、オ ッ ト
ー

の 「総合学習 」 にっ い て、ノ
ー

ル （Nohl，H ，1879 − 1960）は、授業実践に関 し て は、偶発的に生 じ る諸教科を寄せ集め 、そ こ で は指導あ

る い は 方法 上 の 原 理 は廃棄 され て い る こ と、ま た教材面 に 関 し て は 、子 ど も の 側 に偏する あ ま り、伝達

すべ き文化財が軽視され て い る こ とを指摘する
5

。 また、ア ル ベ ル ト （Albert．W ．）は 、自己 活動 の 原理

に 基 づ く方法 の 自己 放棄 に根 ざ し て い る と批判す る
6
。

　我が国におけるオ ッ ト
ー

に関す る研究は、オ ッ ト
ー

をい わゆる 「合科教授 」 の 創始者 と位 置づ けて い

る もの の 、具体的な授業内容に つ い て は 、「総合学習」 の概説的な紹介に とどま り、十分な検討がな さ

れ て い る と は 言 い が た い 。ま た、オ ッ トー学校 の 教育方法的側 面 に 関 し て は 、上述 の ドイ ツ の 先行研 究

を引用 し、経験主義に 傾倒 し た 「偶然的学習」、「方法 の 放棄 」 で あると見な され て きて お り、こ れま で

プ ロ トコ ル 等 の
一

次資料 を用 い た論証 は な され て い ない
7
。

　 ドイ ツ 、日本 にお ける こ れ まで の 研 究は、オ ッ ト
ー学校で 行 わ れ て い た 「全学年 に よ る総合学習 」 の

み を対象 と して い る。オ ッ ト
ー

学校で は 、全 て を 「総合学習」 と して 組織 し て い たわけ で は な く、教科

の 学習 も平行 し て 行 わ れ て い た。に もか か わ らず、カ リキ ュ ラ ム の 全体像を意識 した授業実践 レ ベ ル で

の 考察がな され て い な い た め 、こ うし た評価は
一

面的 と言わざ る を得な い
。 オ ッ ト

ーが
、

「総合学習の

要素は、カ リキ ュ ラム に方向付 け られ 、既 に獲 得 し た教科 の 知識 の 基礎を発達 させ る こ とが で きる
S
」

と 述 べ て い た こ とか ら も、カ リ キ ュ ラ ム の 放棄 で は な く、明 確 な 意 識 が窺え る。つ ま り、教師 の 頭 の 中

に 意識 して い る カ リキ ュ ラ ム を実際の授業実践に お い て 、
「子 ども か ら」 の カ リキ ュ ラ ム と して ど うデ

ザイ ン して い くか とい うこ とを問題に して い た の で ある。また、オ ッ ト
ー学校 の 授業実践 が 、1920年代

の ドイ ツ 公 的実験学校設 立 の モ デ ル と して 採 用 され て い た 事実 か ら鑑 み て も 、オ ッ トー学校 の カ リキ ュ

ラ ム 構想 を授業実践 の レ ベ ル か ら再検討 して い く必要があ る と考える。

　一
方、こ う し た学 び における総合 ・合科的な視点は、我が 国 に お い て も、明治30年代に は 教科間の 関

連づ けや統合 とい っ た 先駆 的な試み が な され て い た
9

。 そ の 思想 は 、大 正 自由教育に お い て も継承 され、

奈良女子高等師範附属小学校 （以下、奈良女附小） の 「合科学習 」 がそ の 代表 的な実践 と し て 挙 げられ

る。奈 良女附小 の 「合科学習 」 は こ れま で 、ダル トン ・プ ラ ン やプ ロ ジ ェ ク トメ ソ ッ ドの 影響な どが指

摘 され て い るが、奈 良女高師校長 の 槇 山栄次 は 『学習研究』 の 中で 、ドイ ツ の 「合科教授 」 の 主張者 と

し て オ ッ トーを 挙 げ、「其合科教授 は 我 が合科学習 と大体に於 て 其趣 旨を同 じ うし て をる」、ま た 「オ ッ

トーの 教材選択は教師 か らで は な く、生 徒 か ら為 され る …　　 我 附属 小 学校に お い て も児童 を し て 教材

を提 出せ しめ る こ とを主義 と して い る 」 と述 べ 、両校の総合的実践が共通す る 特質を持 っ て い る こ とを

示 し て い る
1°
。

　 「総合学習」 を歴 史的 に考察す る際、奈良女附 小 、オ ッ トー学校の 実践 は 、日本、 ドイ ツ を代表す る
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実践 と して 知 られ て い る が、こ れまで 両校の 実践 を同 じ俎上 に 乗せた研 究 は行われ て い な い 。両校 の 意

図す る 「総合 1 の 意 味を授業実践 の レ ベ ル で 実証的 に 明 らか に す る こ とは 、 オ ッ トー学校の 「総合学習」

に基 づ くカ リキ ュ ラ ム デザ イ ン の有効性 を論証する と同時に、現代 の わが国 の 「総合的な学習の 時 間」

を多角的に考察す る上 で も意義深 い と考 え る。

　そ こ で 本稿で は、上述 の 課題 を明 らか にする ため に、まず、オ ッ トーの カ リキ ュ ラ ム 論 の 特質 を明 ら

か に す る。次 に そ れ らが オ ッ ト
ー学校にお い て、どの よ うなカ リキ ュ ラ ム と し て構想 され、具現化 され

て い た の か に つ い て、低 学年 「算術」 の 授業を 例 に 検討す る。それ は 、 系統 的 、 直線的 に 序列化 されや

す い 教科 で ある 「算術 」 を対象 とする こ とに よ っ て 、子 ど もの 側 か らの ボ トム ア ッ プ の カ リキ ュ ラ ム 開

発 の あり方が よ り顕著に見出せ る と考 え る か らで あ る。そ して 、最後 に それ ら の 実践 が、子 どもを基軸

と しなが らも、教科内容 として 子 どもの 学力を保証 し得る もの で あ っ た の か 、奈良女附小 の 訓導清水甚

吾 の 算術学習指導の評価基準に 照 ら し合わせ て考察 した い 。

　なお、本稿 で は，オ ッ トーの 著作に 加 え て 、オ ッ トー学校 が 発行 し て い た機関誌 「家庭教師
一

子 ど も

と の 精神的交流 の ため に
一 “

Der　Hauslehrer　fUr　geistigen　Verkehr　 mit 　Kindern
”

」 に掲載 され て い たプ

ロ トコ ル を 主な分析素材 と し て 検討 し た い 。

1 ．オ ッ ト
ー

の カ リキ ュ ラム 論

　 こ れ ま で 、オ ッ ト
ー学校で は、カ リキ ュ ラ ム も時間割 も ない 「偶然的 ・機会的学習 」 が 支配的 で あ る

と捉えられ て きた 。しか し、授 業実践 の レ ベ ル におい て は 、 明確に カ リ キ ュ ラ ム の構想が なされ て い た。

こ こ で はオ ッ ト
ー

の 「学習内容配列案」 を 手 が か り と し て カ リキ ュ ラ ム 論 の 特質 を明 らか に した い
11
。

（1 ） 「型」 と して の カ リキ ュ ラ ムか ら 「多様性 」 の カリキ ュ ラム へ

　 こ れ まで 指摘 され て きた よ うに 、オ ッ ト
ー

はそ の 署作 におい て 、「私 たちは 根本的 に カ リキ ュ ラ ム を

持た ない
12
」 と主張 して い る が、オ ッ ト

ー
の 論を詳細 に読み解い て い く と、それ は 、学習計画や指導 の

放棄を意味す る もの で は な い こ とが 分 か る。 オ ッ トーに よれ ば、こ こ で 言 うカ リキ ュ ラム とは、従来 の

「教師が選定 し 、 作 り上げた 型 （Schablonen）13
」 を意味し、こ の ような固定的、

一
方的 なカ リキ ュ ラ ム の

元 で は、「子 どもは そ の 型 の 中に 日 ご と に抑圧 され 、子 ど も固有 の 本性 が どの 方 向 に 向か っ て い る か に

つ い て は 、全 く問題 に されな い
14
」 と し て 、一

定 の 型 の 下 に 子 ど もを統
一

す る カ リ キ ュ ラ ム を否定 して

い る。こ の 点 に関 して 、オ ッ トーは 「私の 学校で構想 し て い るカ リキ ュ ラ ム の 放棄は、学習の 秩序 の 崩

壊を意味する の で はな く、子 どもの 成長 の 歩 み を教師 が教え た い 内容 を イ メージ しな が ら、入念 に 学問

的 に観察し、子 ど もの 学び の 機会 と支援 に対す る準備 を意味 して い る
15
」 と述べ る。つ ま り、固定的な

カ リキ ュ ラ ム の 放 棄 は 、よ り柔軟に 子 ど もの 学び を保 障す る （＝指導す る）こ と が意図 され た 結果 で あ

る と 言 え る。

　先 に 述 べ た 、「型」と し て の カ リキ ュ ラ ム に代 わ る もの と して 、オ ソ ト
ー

は、「学習内容配列 の 原則 」

を挙 げて い る。それ は、  子 どもの 興味か ら始め る こ と、  対象 との 直接的な か か わ りか ら明確 な概念

把握 へ 導くこ と、  授業 は 予 ども との 対話に よ っ て 柔軟に構成す る こ と、の 3 点 で あ る
16

。 つ ま り、学

習は子 どもの 興味を出発点に、子 ど もが 主体的に事柄や 関係 に 関わ る 活動を 通 じ て 、対象に気付 き、そ
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の 本質を理解す るよ うに導くこ と で あ り、さ ら に、そ の よ うな学び は 固定的 に 捉え られ る の で はな く、

子 ど も との 話 し合 い に よ っ て 常 に 修 正 ・変更 可 能な もの で なけれ ばならい 。

　よ り具体的 に は 、 子 どもの 学び にお い て 「始 ま りは読み書 きで はな く、教師や子 ど も同士 の 精神的な

交流 に 基 づ く自由な活 動 が 重視
17
」 され 、子 ど もの 興味に 基 づ く体験か ら授業を組織する こ とに重 点が

置かれた。そ の 際、子 どもの 個 々 の 興味や活動に依 りなが らも、そ れが他者 との か か わ りの 中で 深 め ら

れ る こ と が 目指され て い る。こ れ は 、「教育とい うもの は 自分 自身 によ っ て 、そ して最終的には成長と

い う形 で な され る の で は な く、他者 との 精神的 な交流に基づ い て 行わ れ るもの あ り、子 どもは他者と交

流 し、関わ り合 うこ とを通 じて 環境 と世界に対す る考え方を形成す る。そ し て 、それ は 対話に お ける問

い や答 え に お い て 促 進 され、言葉と と も に認識 の 力は 発達する
18
」 と考え られ て い る こ とに依拠す る 。

つ ま り、オ ッ ト
ー

は子 ど もが教材 となる 対象 と直接的 に対峙する こ とに よっ て 、経験 に 基 づ い た 子 ど も

の気付きを生 む こ と、そ して 、そ こ に 対話に基 づ い たさま ざまな他者 の 視 点や活動 を重な り合わ せ る こ

と に よ っ て 、対象 の 本質 へ と導 くこ とを意図 し て い た と言 える。さ ら に、「教師は 子 どもの 観察に 基 づ

い て、い つ どの よ うな支援 が 必 要 で あるか 、ま た最適な支援 と は どの よ うな もの か 、 など支援 の あ り方

に つ い て の 法則性を 見 出して ゆ く。こ うして 作 り上げた指導計画 は、子 どもに対す る 「型 」 で はな く、

教師に と っ て の 補助的手段 で あ る 。 そ して 、 子 どもが 他 の 活 動や支援 を要求す る場合 は、子 ど もは指導

計画を改訂す る 権利 を持 づ
9
」 として、固定的なカ リキ ュ ラ ム は放棄する が 、子 ど もと教師の相互 交渉

の 結果 と して 多様な可能性を含み持 っ たカ リキ ュ ラ ム の 必要性 が強調 され て い る。こ の 視点 こ そ が 、授

業 レ ベ ル か ら の カ リキ ュ ラ ム デザ イ ン と言 え る の で は な い だ ろ うか。

　 こ の よ うな子 ど も と教師に よ る カ リ キ ュ ラ ム の 協同構想 の 視点 は 、 オ ッ ト
ー

学校 の 時間割表 の 作成 の

際に も見出すこ と が で き る 。 オ ッ ト
ー

学校 で は 、まず、時間割 を作る際、子 ど も と教師の 十分な話 し合

い か ら始 め られ る 。 黒板に は枠が書かれた 白紙 の 時間割表 （Stundenplan）が 貼 られ 、子 ど もは 、そ の 時

間割 の 中で どの よ うな内容を学び た い の か各自、用紙に記入 し発表す る。授業 の 総 時間数 の み があ らか

じ め 決定 され 、教室や教 師 の 事情 を考慮 なが ら話 し 合 い が 進 められ 、完全に 子 ど もの 希望 を 反映 し た も

の で は ない が、子 どもと合意に基 づ い た時間割が 出来上 が る。しか も、こ の 時間割は 決 して 固定的なも

の で は な く、オ ッ トー学校で は 「単に 目安に 過 ぎな い 」 とされ る
2°

。それ は、子 どもが 興味を持 ち、授

業で 行 い た い と思っ て い る事柄を前 もっ て 全 て 時間割 に埋 め 込む こ と は 不可能で あ り、時間割に は 、そ

の 時 々 に 子 どもに とっ て 必要な対象 を重ね合わせ る必 要 が あ る た め で あ る とい う
2’

。

　以 上 の よ うに、オ ッ ト
ー

の カ リキ ュ ラ ム は 、固定的な型 を廃す こ とによ っ て 、子 どもの 学び の 道筋を

柔軟に構成 し、対話 を通 じ て 子 ど も と と もに創 り 出 し て い くもの と捉 え られ る。そ し て 、こ う した 思想

が 前提 と な っ て は じ め て 、「子 どもか ら」の カ リキ ュ ラムデザイ ン が 実現 で き る と構想 され て い た と言え

る。

（2 ）カ リキュ ラム に おける 「総合学習」 の 原理

　 で は、こ の よ うに 構想 されたカ リキ ュ ラム の 中 で 、「総合学習」 の原理 は どの よ うに位置づ けられ て

い た の で あ ろ うか
。

　オ ッ ト
ー

は、総合学習を 「そ れ ぞれ の 段階に お い て 非常に重要 な役割 を果 た す 中心 的な授業で あ る
：2

」
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と述べ 、総合学習 が 果す 具体的な意義 につ い て 、以下 の 3 点を挙げ て い る 。

　まず、第
一

に 、子 どもの 本性 の 発達を支援する こ とで ある。オ ッ ト
ー

は 子 どもを 「豊か な認識欲求

（Erkenntnisdrang） を備 え た存在」 と して 捉え、こ の 認 識欲求は 「問 い への 欲 求 （FragebedUrfnis）」 と

「伝 えた い 欲求 （MitteilungsbedUrfUis）」 とい う2 つ の 発達傾向を有し て い る とい う
23
。し たが っ て 総合学

習 で は、子 どもの 日常生活か ら生 じる 「問い 」 か ら教育内容を構成 し、そ れ に基 づ い て活動し、話し合っ

た こ とを他者に説明す る こ とが重視 され る。つ ま り、子 どもの 関心 と結 びっ い た教育内容 は、自己 の 思

考世界を拡充す る だけで は な く、対話的な環境で 獲得 した 言語能力 を通 じて 表現 され る の で あ る。

　第 二 に、個 々 の 教科や 子 どもの 活動の 組織的な関連づ けを行 うこ とで ある。総合学習 の テー
マ は子 ど

も の 生き生 き と した経験 の 全体か ら設定 され る。 固定的 な既成 の 教材が用 い られ る の で は な く、教科外

に あ る教材 を解明
・整 理 す る段階 にお い て 、必要な教科 との 関連付 けが 行われ る よ う工 夫がな され て い

る 。 こ れ は 、総合学習を通 じ て 、教科 の 授業で 分断 され て い る知識領 域 を結 びつ けるだけ で はな く、子

どもの 内部 の 世界像 を構築 して ゆ く とい うオ ッ トーの 認識論が 反 映 され た結果 で ある と い え る。

　最後に、新たな学校理論実現 の 可能性を追究する こ とで ある。オ ッ トーは 従来 の
一

方的な知識伝達型

授業を批判 し、学校改革を実現 し よ うと した。こ こ で は 総合学習 にお い て 、多様 なテ
ー

マ をめ ぐっ て 、

異な る 意 見 を 討 論 させ る こ と に よ っ て 、子 ど もに 熟考 （Reflexion） と 寛容 （Toleranz） の 態度 を育成す

るこ とが 目指 され て い た
29

。 総合学習の 中核に対話式構造 （die　dialogische　Struktur）を導入す る こ と に

よ っ て 、子 ど も と教師の 関係性は止 揚 され、学校 の 協同体化 が図 られ て い た と言 え る。

　以上挙げ た 3 つ の 意義に つ い て 、オ ッ トーは 、総合学習 に お い て だ けで はな く、どの 学校 の どの 授業

にも同 じよ うに援用する こ とが で きる と述べ て お り、こ れ らの 実践の
一

般化 の 可能性 を示唆 して い る
Z5
。

こ の よ うに総合学習 の 原理 は 、先 に 述 べ た 「学習内容 の 配 列案」 と密接に 関連 し、教科内容と し て 構想

され て い る と同時 に 、オ ッ トー学校 の 全て の 学び を貫 く教育方法 と し て位置 づ け られ て い る こ とが分か

る
26
。

2 ．オ ッ トー学校低学 年の カ リキ ュ ラ 厶 と授 業実践

　上 述 の カ リキ ュ ラ ム 論 に基 づ い て 、オ ッ ト
ー

学校 で は 実際 に どの よ うなカ リキ ュ ラ ム が構想 され 、授

業 と し て 具 現 化 した の で あ ろ うか。こ こ で は、ドイ ツ 基 礎学校 3 ・4 学年 に 相 当す る、低学年 ・下級 コ
ー

ス を対象 に そ の 内実 を明 らか に した い 。

（1 ）下 級 コ
ー

ス の カ リキ ュ ラム

　オ ッ トー学校 の 学年区分 は 単
一

年齢 ご と の 構成 で はな く、 1 （上 級 コ
ー

ス ）、
H 　（中級 コ ース ）、皿

（下級 コ
ー

ス ）、IV （入 門コ ース ）に分類 され る
2T
。 しか し、コ

ー
ス への 所属 は厳密 に区分 され て い るわ

けで は なく、隣接す る コ
ー

ス は 内容的 に も重 な り合 う部分を多 く持 つ た め 、同年齢の 子 ど もで も異な っ

た コ ース に 所属するなど、そ の 移行 には柔軟 な対応 がな され て い る 。

　子 どもの 学習 は 、  全体の総合学習、  ク ラ ス の 総合 学習、  教科 学習、  自治活動 の 4 つ か ら構成

され る
2s
。「総合学習 1 は 、週 に 3 回、全 学年 の 子 ど も と教師 に よ っ て 行 わ れ る もの と、各 コ

ー
ス ご とに

行われ る も の の 2 種類がある。前者は週 3回 、授業終了後 に行われ 、 後者は 週 2 回程度行われ る （表 1
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参照〉。 1 回 の 授業時間は35分程度が 予定 され て い るが 、テ
ー

マ の 内容や子 どもの 興味の 持続 を考慮 し、

子 ど もの側か らの 要望があ っ た 場合に は 空間的、あ る い は時間的な移動や延長が可能に な る な ど、柔軟

性 を帯び た も の と な っ て い る。「教科学習亅 の 教科 は 、低学年 ・下 級 コ ース の 場合、算術 、国 語 、地 理 、

理科、博物学 、 外国語 、 宗教に分類 され、各教科 は さらに 内容 ご とに い くつ か の クラス に分類 され る。

コ
ー

ス の 選択 は 自由 で あ り、子 どもは毎 時間、自分 の 希望す る コ
ー

ス へ 参加す る こ とが で き る。「自治

活動 」 で は、学校行事や学校内で 起きた問題 の 討議な ど全学年 に よ る生徒組織 と して の 活動が行わ れ て

い る。

　　　　　　　　　　　　　表 1　 時 間 割　皿 （下 級 ） コ ース ： 8 〜9 歳

月 火 水 木 金 土

17
：30−8：00

28
：25−9：00

自由な

空き時間

初歩の

仏語（IV）

自由な

空き時間

自由な

空き時間

初歩 の

仏語（IV）
ラテ ン 語

（H）

39
：25−10：00

国語 博物学 地理 理科 算術

（且）

手 工 or

庭仕事

410
：25−11：00

算術

（H）

算術 算術 算術

（H ）

自治活動 手 工 or

庭仕事

511
：25・12：00

コ
ー

ス の

総合学習

国語 国語 or

自由選択

テ
ー

マ

国語 国語 国語

612
：25・13：00

地理 宗教 全体の

総合学習

コ
ー

ス の

総合学習

全体の

総合学習

全体 の

総合学習

（
‘Der　 Hauslehrer　 wochenschr 乱 　魚 r　 den　geiStigenVerker　 mit 　 Kindern“9．November 　1913 ．13　 Jahrgang
No ．45．S．525−528．よ り作成 ）

＊　 （ ）内 の ロ
ー

マ 数字 は該当す る コ
ース との 協同学習を意味す る。

　 週 当た りの 授 業時間数 を見 て み る と、公 立学校 の 3 学年、4 学年 に 相 当す る 下 級 コ
ー

ス は 、国語 、算

術 な どの 教科学習にお い て も公 立 学校 と同等 の 時間数 を維持 し て い る こ とは、注 目す べ き点 で あ る。従

来の 研究で は 、日本に お い て も、ドイ ツ に お い て も こ の 点 へ の 着目 が ほ とん どな され て い な い た め 、
一

面 的な評価 がな され て い た の で あ る。

　 こ の ようなカ リキ ュ ラ ム は、子 どもに どの よ うに受 け止 め られ て い た の で あ ろ うか。オ ッ トー学校に

転校 して きて 、半年間を過ご したあ る子 どもは 、オ ッ ト
ー

学校 で の 授 業 の 様子 を次 の よ うに 書 き記 して

い る。「…　　 新 しい 学校 （オ ソ ト
ー

学校
一

引用者） で は 、 落第や成績表そ して 、参考書を見ず に 解答

す る抜き打ち試験がなか っ た。心配や不安が 消 え去 っ て、それは本 当に喜び で あっ た。そ し て、授業は

と て も面 白い もの だ っ た 。そ こ で は 、子 ど もが先生 に 質問す る の だ。何 もか もま る で 逆 の 世界 だ っ

た ！
29
」 こ の こ と か ら、オ ッ トーの 構想す る カ リキ ュ ラ ム は 、 子 どもの 側 か ら見 て も、「強制 」 や 「罰 1

か ら解き放たれ、主体的 に学ぶ こ との で きる環境 を実現 して い た と言 え る。
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表 2　 ベ ル トル ト・オ ッ ト
ー

学校の授業時間数 表 3　 プ ロ イセ ン 公立基礎学校の授業時間数

教科＼コ
ー

ス （学年） 入門 コ
ー

ス 下級 コ ース 教科＼学年 1年 2 年 3 年 4 年

自由な空 き時間 5 3 宗教 『 2 2

特別授業 3  
郷土科 ・直観教授

一 5 （4） 5 5
基礎的学習 10 一

国語
『 7 （6） 7（6） 7（6）

宗教
一 1 書き方

一 2 2 2

国語 一 6 算術
一 4 4 5

フ ラ ン ス 語 2 2 描画
一 』 2（1） 2

ラテ ン 語 一 1 唱歌
一 2 2 2

算術 『 5 体操 一 3 3 3（2）
理 科

一 1 裁縫 一
（2＞ （2） （3）

地理 一 1 合計時間数 18232728
博物学 一 1 （）女子 （Die　Oberschulbeh6rde　Hamburg ：

手工
・
庭仕事 1 2 Die　GrundschuleArbeitsp  ．1922．よ り作成〉

自治活動 1 1
コ ース の 総合学習

一 2
全 体 の 総合学習 3 3

合計時間数 25 29

（2 ）算術の 授業実践の 検討

　そ れ で は 、こ の よ うに 構想 された カ リキ ュ ラ ム の 中で 、オ ッ ト
ー学校 の 授業実践 は具体的に どの よ う

な形 ですすめ られ て い た の であろ うか。こ こ で は中級 コ
ー

ス との協同学習と して 組織され て い た低学年

「算術 」 の 授業 を対象 と して 考察 した い
3°
。

　オ ッ トー学校 の 学年 区分は、同
一一一

年齢に よ る学年で はな く、2 〜 3 歳 ご との コ
ー

ス 制を とっ て い る 。

算術の授業は 、こ の コ
ー

ス 内 の 授業 と 2 コ
ー

ス が協同 で行 う2 種類の 授業形態で 組織 され、算術 を幅 の

あ る 異年齢集 団 で 学習す る と い う特徴 を持 っ て い る。

　授業は 、ま ず定規や コ ン パ ス を用 い て さまざまな 三角形 を描くこ とか ら始ま っ て い る。

　そ の 際、「二 等辺 三 角形」や 「直角二 等辺 三 角形 」 とい っ た用語 を用 い ず に 、そ れぞ れ の 図形が どの よ

うな特徴を持 っ て い る か 、子 ども 自身 に 気付 か せ る 工 夫 が な され て い る 。 下級児 が 気付 か な か っ た特徴

を上級児が指摘 し、補助線を引き直角 とな る 部分を示すな ど、 ド級児に分か る よ うに説明 が な され て い

る。そ して 、下級児か ら質問が あ っ た 場合は 、教師が答 え る の で は な く、上 級児が 答 え る な ど、テ ィ
ー

チ ン グ ア シ ス タ ン トと し て の 役割も 果 し て い た 。ま た 、図形 の 授業 を進 める中で も、数や計算を取 り入

れた り、机や椅子 と い っ た身 の 回 りの 物を用 い て 平襾図形を立体的 ・空間的に 理 解させ るな どの 工 夫が

見 られた。

　下級 コ
ー

ス の ある子 ども は 、 木の 枝を使 っ て 正 三 角形 を作 っ たために、精確 な図形 を描 く こ とが で き

なか っ た 。 そ の 子 ど もは 「なぜ 精確 に描 かな い とい けな い の ？」 そ して 、「ど う し て 算術 を勉強 しな い

とい けな い の ？ i と教師に 尋 ね た。教師はす ぐには 答 えず 、 上級児に意見を求め た が 、誰 も納得 の い く

答え を見出す こ とは で きな か っ た 。 教師は
一

旦 、こ の 問題 か ら離れ、さらに 身 の 回 りの 図形を探す よ う

促 し た。

　身近 な図形 に つ い て 話 し合 う中 で 、下級 コ
ー

ス の
一

人 の 子 どもが校庭に 建 つ 六 角形 の 東屋 に興味を持

つ ように な っ た。 こ の 子 どもの 発案 で、東屋 を実際に 設計 し、製作す る こ とが計画 された。東屋 を実際
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に組み立 て る た め に は、寸分の 誤差も許 されず 、精確下書き が 要求 され る こ と に気付い た 子 ど もは、六

角形 を どの よ うに 描 くか 相談 し 始 め た。授業の 始め に 正 三 角形は 3 つ の 辺 が全 て が同 じ とい う特徴を持

つ こ とを話 し合 っ た こ とか ら、六 角形 も 6 つ の 辺 が 全 て 同 じ との 予 想 を立 て た 。 東屋 の 屋根 は 円に似 て

い る こ とか ら、子 ど もは 1 つ の 円を描き、円を半分に 折 り、半円を さらに 3 等分す るなど試行錯誤 を繰

り返 して い た。分度器を測 っ て い た 子 どもが 、円周 は 360度 で あ る こ と に 気 付 き 、そ れ を 60度 づ っ 6 等

分 して 、角 を削 り正六角形 を描 くこ とに成功 し た。

　六 角形 の 東屋 を完成 させ た後 で 、教師は大工二さん も こ うや っ て 算術 の 勉強 を して 東屋 を立 て て くれ た

んだね と語 り、東屋 の 製作 とい う協同作業 の 中で 算術 の 知識や技術が 、 実際の 生活に い か に関わ り役 立

っ か とい うこ と を子 ど もに体験 させ て い た と言 える。

　以上 の オ ッ トー学校の 「算術 」 の 授業 に お い て つ ぎ の よ うな 「総合的視点 」に 基 づ い た カ リキ ュ ラ ム 構

想 の 特徴を見出す こ とが で きる。

　  　現在の 我が 国 の 小学校学習指導要領で は 、算数を 「数 と計算」、「量 と測 定」、「図形 」、「数量関係 」

　　　 の 4 領域に 区分 し て い る が、オ ッ ト
ー

学校 で は 、教科 内 に お い て もこ うした 領 域 の 枠組み が 取 り

　　　払われ、学習内容 を統合 させ る算数的活動 が 行 われ て い た こ と。

　  　異年齢集団に よ る 協同的 な学 び を組織す る こ とで 、算術 の よ うな 系統 的な学 び が重視 され る 教科

　　　にお い て も、学び を固定的に捉えない 総合的な算術が 目指 され て い た こ と。

　  　学習の 契機に お い て 、教科 の 算術 で はな く、生 活 の 算術を志向す る こ と に よ っ て 、身近 な具体物

　　　や 生 活 と 結 び っ い た 算術 の 授業 が 構 想 され て い た こ と。

　こ の よ うに 、オ ッ トー学校で は 、   「領域 1、「課題 」 の 総合 、  他者との 「思考」 の 総合、  生活と

結 び っ い た 「認識 」 の 総合を実現す る こ とに よ っ て 、教科の 授業に お い て あ らか じめ定め られた系統 に

追従す るの で はな く、プ ロ ジ ェ ク ト的な展開が可能に な っ た と言え る 。

　　　　　　　　　　　　　　　表4 　オ ッ トー学校 「算術 」 の 授業

目標 鞴 授業過程 学習内容 （領域）

図形 の 正確な描画 紙 定規 さま ざま な形の 三角形を描く 三 角形

チ ョ
ー

ク （下級 児） 二 等辺 三 角形

図形の 特徴と コ ン パ ス 多様 な三角形 の 存在 に気付 く 直 角 二等辺 三 角形

導入

概念 の 理 解 木 の 枝 棒や枝を使 っ て 三 角形を組み 立て る 円　 台形

棒 （上級 児） 相似 合同

ピ ラ ミッ ド 三角形の 特徴を口頭で 説明する

図形の 知識
・概念の 机 窓 身の 回りの 図形を探 し、特徴を話 し 平面 と立体

実践的活用 懈 合 う 円周角

展 開 分度器 校庭の 六 角形 の 東屋 に気付 く

画 用紙 六 角形 を描 こ う 計算 描画

絵 の 具 東 屋の 模型の 製作作業

算術の 知 識 と生活 東 屋の 模型 算術の 知識を利用 して 大 工 さんが

ま とめ

の 関係 へ の 理解 東屋 を立 て て くれ た こ とに気 付 く

一76 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Takada Junior College

NII-Electronic Library Service

Takada 　Junior 　College

学び にお ける子 ども と教師 の 対話的関係 の 構築 に関す る研究

　「なぜ算術を勉強 し なけれ ばな らな い の 1 とい う下級 コ
ー

ス の 子 どもの つ ぶや きは 、今 目に お い て も、

実生活と乖離する教科が抱える本質的な問題 で ある。オ ッ ト
ー

は こ の 問 い に 子 ども自身が答 えを見出せ

る よ う、授業を構想 して い ると言 え る。須 田勝彦 は、今 日の わ が国 の 数学カ リキ ュ ラム に つ い て 、「全

体 と して どの よ うな数学を教えた い の か と い う理 念が存在せ ず、数学は こ ん なに楽 し く、す ばら しい も

の で あるとい う思想 が カ リキ ュ ラ ム の 中に みえな い 1 点に根本的な欠陥が ある と述べ て い る
3L
。 こ う し

た 課題を克服す るた めにも、オ ッ ト
ー

の 総合 的な視点 に 基 づ い た、教科学習の カ リキ ュ ラ ム が構想され

る べ きで あ る。

3 、授業実践に おける教師の 指導性

　こ こ で は 、先 に 検討 したオ ッ ト
ー
学校の 「算術」 の 授業実践が、子 どもに 寄 り添い なが らど の よ うな

指導性を有 して い るか に つ い て 、奈良女附小訓導 の 清水甚吾 の 「算術科学習指導」 の観点を援用 して 、

分析 した い
32

。

　清水 は 、木下 の 学 習法 の 主張 を算術の 授業に具現化 し、子 ど もの 環境を整理 し、子 ど も 自らが 自発的

に実験実測 し、自発 問題 の 構成 と解決が で きるように し て い く自発学習から子 どもの 自律的な学習を志

向 し て い た 。そ して 、子 ど もの 自発 的な学 び を尊重 し な が らも、間接 的指導 と して の 環境の 整 理を教師

の 重要 な仕事 と捉 え 、 自律的学習の形成過程に お ける教師の 指導性 を重視 して い た。清水 もオ ッ ト
ー

と

同 じ く、授業にお い て子 どもの 自発性 と教師 の 指導性 を い かに 統
一

し て実現 して い くか とい う課題に取

り組 ん で い た の で あ る。

　それ で は 、まず 、 清水が算術科の 学習指導を どの よ うに 捉 え て い たの か 、  目的、  方法、  教科書、

  学級形態、  教師 の 役割、  評 価 の 6 点 か ら明 らか に し た 上 で 、オ ッ ト
ー

の 実践が これ らの 視点 を ど

の よ うに 具現化 して い た か に っ い て考察 した い 。

　算術科 の 目的 として、清水 は授業が 「算術 の た めの 算術」 で は な く、「実際生活上価値 の ある問題 」

で なければならな い と して 、「生活表現 と し て の 算術 」 を重視 して い る
33
。そ して 、授業 を展 開す る 上 で、

算術 の 単元や領域に 固執する の で は な く、「算術幾何代数 グラ フ の 連 絡適 用に努 め、こ れ を
一

丸 と して

数学全体 の 力 を高 め て 行 く、っ ま り融合主義 の 数学
34
」 と して の 力を子 ど もに身に つ けさせ る こ とを重

視 して い る。

　こ う した算術科 の 目的 を達成する た め の方法と して 、清水は、「受動的練習的 」な算術 の 授業 を否定 し、

「児童 の 心 理 的要求に応 じ、児童 の 経験生活 に立脚 し、漸次系統化 され て い く児童 中心 の 算術学習」 を

提 唱 して い る。そ の た め、課題 は 子 ど も に よ っ て 作 問 され、個別 あ る い は学級全 体で解答に 取り組む 形

式が取 られ て い る 。 そ して 、これ らの 活動を通 し て、子 ども自身が活動 の 中 で 算術 の 「知識 」 や 「技能」

を必要 とす る 場面が設 定 され て い る。

　児童 中心 の 算術 をすすめ る上 で 、教科 書 をど う取 り扱 うか とい う問題 に 関 して 、清水は、「参 考位 に

考 えた らよい 」 と述 べ 、全国共通 の 教科書を子 どもの 生活 に即 して 「児 童化 」 する 必要があ る とい う
35
。

つ ま り、教科書 の 児童化 とは 、あ らか じ め 与え られ 、決め られ た 系統 を排 して 、子 ども自身が生活 に 基

づ い た試行錯誤を通 じて 、系統 を作 り出す こ とを意 味 して い る と言え る 。
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　上述 の 算術科 を展開す るため の 学級形態に つ い て、清水 は能力別編成学級 を 「真の 共同学習」 が で き

ない 形態 と して 、否定する。「真の 共同学習」 遂行の た め に は 、さま ざまな興味、能力 をもつ 子 どもが

混在 して い る こ と が 必 要 で あ る と して 、学級内 の 相 互 補助 の 重 要性 を主張す る。

　児童 中心 の 算術にお い て 、教師 の 果す べ き役割 は どの ようなもの で ある の だろ うか。清水 は、まず、

「教師 は どこ ま で も共学的態度 」 で あ る必 要 が あ る と述べ る
35
。そ して 、「教師だ けが 偉い もの と し、児

童を劣っ た もの と して 教権を振 り回す」の で は、学級の成長は望めない とい ゲ
7

。
っ ま り、教師

一
教え る

人、子 ど も
一学ぶ人 と い う固定的な関係で は な く、指導に裏打 ち された柔軟 で 双方的な関係 が志向 され

て い る と言 え る。

　授業の 評価 ・点検に っ い て 、 清水は 、 指導計画 と並んで 「指導後 の 反省記入 」 を学習指導にお い て は

こ れが非 常 に 大切 で あ る と し て 重視 して い る
38
。清水 に よ る と、「指導後 の 反省をする こ と に よ っ て 、進

歩 が 図 られ 、次 の 指導計画 が 生 まれ る。そ し て、こ の 記録 が尊い 研 究と な っ て い く」 と し て 、教師の 授

業記録か らの カ リ キ ュ ラ ム 開発の 可 能性 が主張 され て い る。

表 5　 奈良女附小 とオ ッ ト
ー

学校の 「算術科」 学習指導の 特徴

奈良女附小 の 算術 オ ッ ト
ー

学校 の 算術

目的
生活表現と して の 算術

算術領域全体の 力を高 め る融合の 算術

生活 の 算術

領域の 枠を超えた総合的な算術

方法

子 どもの 教材選定

児童作問

自発学習 ・共同
・相互学習

子 どもの 身近な具体物 を教材に選定

子 ど も同十 の 問い と説明

協同学習 ・協同作業

教科書 参考用程度 子 どもの 必要に応 じて利用する

学級形態 優中劣児童の 混合学級 異年齢児 の 混合学級

教師の 役割 共 学的態度 見取 りに 基づ く協 同探究者

評価
指導方針 ・学習過程 の 大要及び

指導との 反省の 記述

子 ど もに よ る 「学習記録 ノ
ート」

教師に よ る 「授業記録 ノ
ー

ト」

　次 に 、オ ッ トーの 「算術」 の 授業実践か ら浮 か び 上が る学習指導の あ り方 を清水 の 6 つ の 観点 か ら考

察す る と、まず、算術 の 目的 と し て 、算術 の 知識や技能 の 実生 活への 有用性 を 子 ど もに体験 させ る 「生

活 の 算術 」 が志 向 され て い た。そ して 、学年や細分化 され た領域の 枠組みを超 え、了
一
どもの 生活 を重視

する総合的な算術が実践され て い た。次に、学習指導 の 方法 として は、概念や公式 か ら始 め るの で はな

く、身近な具体物を教材に 、 子 ども自身 の 言葉 で 理解 し説 明す る こ とに 重点が 置 か れ て い る。学習 は っ

ね に 活動 を伴い 、最終的には協同作業 と して、算術の 知識、技能 へ の 理 解 へ い た る 工 夫がな され て い た 。

また、教科書 の 使用 に 関 し て 、オ ッ トー学校で は 、授業に お い て 画
一

的な教科書 がそ の ま ま用 い られ る

こ とはなか っ た。た だ し、子 どもがあ る 目的を遂行す る た め に 必 要 で あ る と 希望 した 場合に は 、ド リル

的な計算練習に 取 り組む実践がみ られた。こ うし た授業を実践す る学級形態 と して は、幅広 い 年齢層で

構成 され た異年齢集 団 が 採用 さ れ て い た。分数計算な ど、反 復練習 の 必 要な領域 に は 比較的年齢幅 の 小

さい 学級編成が と られ 、図 形、幾何学な ど多様な発想 や創造的活動 が 可能な領域に は 年齢幅 の 大 き い 学

級編成が とられるな ど、 1 つ の 教科にお い て も、そ の領域や単元 の 性質に 応 じて 、柔軟 な学級編成 がな

され て い た と 言 え る。さ ら に、そ こ で 果 され る べ き教 師 の 役割 と し て は、授業に お い て
一

入 ひ と りの 子
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どもの 発言や活動 を見取 り、それ らを全体の 学び へ と 返 して ゆ く姿勢が あげ られ る。教師 は あ らか じめ

定め られた課題 を与 えるの で は な く、見通 しを もちな が ら眼 前 の 子 ど も に 即 した 授業 をデザイ ン して い

く。
こ れ は 子 どもと教師の カ リキ ュラム の 協同構想 へ とつ なが る視点 で あ る と考えられる。最後 に、こ

うした柔軟な授業におい て、子 どもの 学び を保障す るもの として、子 どもの 「学校ノ
ー

ト （Schultagebuch）39
」、

教師 の 「目課 ノ
ー

ト （Stundenbuch）
4a

」 の 記録 カミあげ られ る 。 これ によ っ て 、日 々 の 子 どもの 学び が 点

検、評価 され ると同時 に、個に応 じた今後の授業の構想がなされ る の で ある。

　以上、それ ぞれの 項目における清水 の 学習指導 の 観点 に 基づ い て 、オ ッ トーの 指導観 をみ て きた 。
こ

の こ とか らオ ッ トー学校にお ける算術 の 具体 的な指導 の あ り方 を、目的、方法、教科書、学級形態、教

師の 役割 、評価 の 面か ら明 らか にする こ と が で きた。またそれ と同時 に 、オ ッ ト
ー

学校 で は 、指導や 方

法 が 放棄 され て い た の で は な く、清水の 示 し た 6 つ の 学習指導 の 視点を全 て 具体的 に 実現する に 足 る視

点を持ち合わ せ て い た こ とを裏付 け る こ ととな っ た。

おわ りに

　本稿 で は、こ れま で 「偶然的 ・機会的学習」 で ある と 見なされ て きたオ ッ ト
ー

学校 の 教育を、オ ッ ト
ー

カ リ キ ュ ラ ム 論、実際 の カ リキ ュ ラ ム 構想 、 具体的な授業実践の 各 レ ベ ル で考察す るこ とを通 じて 、 オ ッ

ト
ー
学校に お け る カ リキ ュ ラム デザイ ン の 特質 を浮 き彫 りに した。さらに、そ うした カ リキ ュ ラム 構想

に裏打ち された授業実践が、教師の 明確な指導性を伴 っ て い る こ とを論 証 す る た め に 、奈 良女附 小 の 清

水 の 「学習指導」 の 観 点 と照 ら し合わせ そ の 指導 の あ り方を分析 した。

　そ の 結果、オ ッ トー学校 の カ リキ ュ ラ ム デザイ ン の 特質 と して 以下 の 3 点をあげる こ とが で き る。ま

ず、第
一

に 、オ ッ ト
ー

学校 で は 、固 定 的、
一

方的な 「型 」 と し て の カ リ キ ュ ラ ム を否 定し、それに代 わ

る もの と して 、弾力的 、協 同的な多様性 を帯びた カ リ キ ュ ラ ム が 志 向 され て い た こ と。次 に、オ ッ ト
ー

学校 で は 、総合学習以外に教科の 授業も平行 して 行 われ て お り、学年 区分、教科 の ス コ
ープ と シ

ーク エ

ン ス を よ り柔軟な幅 をも っ て 捉 え る こ とで 子 ど も の 側 か ら の カ リキ ュ ラ ム が 構想 され て い た こ と。 そ し

て 、授業時間数の 面にお い て も公 立学校 と同等の 時間数を維持し、学力面への 保 障が 図 られ て い た 。 最

後に、授業実践 で は 、  対話、質問、説明 を重視す る 異年齢集 団 に よ る 協 同 的 な学び 、  子 ど もに と っ

て 身 近 な 事物 を 教材 に 用 い る こ と、  子 ど もの 側 か ら の 発案 に基 づ く活動 に よ る学 び の 構成が重視 され

て い た こ と、で あ る。こ れ に よ っ て ボ トム ア ッ プ の カ リキ ュ ラ ム デザ イ ン が 具現化 され て お り、こ うし

た 点 か らも、オ ッ ト
ー

学校 の 教育は 、「方法 の 放棄」とい う従来 の 批判 を乗 り越 え る も の と して 再評価す

る こ とが で き る。

　さらに、清水の 「学習指導」 の 観点か らの 考察を通 じて 、オ ッ トー学校で は 、教科学習 に お い て も 子

どもの 側 か らの 授業 ・カ リキ ュ ラ ム 構想を可能 とす る教師の 指導性が 貫 か れ て い た こ とが明 らか に な っ

た。清水 は 「算術 」 の 加減乗除法に つ い て 、「教科書はあま りに段 階的 で あ る … （中略）全 て を併進的

に 取 り扱 うこ とは複雑になっ て こ まるで あろ うが、中心 とす る も の を定め、他 の 算法 も加 味 し て 学習 さ

せ て い くこ とが 全体的学習 と な り、而 か も児 童 の 実 生 活 と
一

致 して い く こ と に なる  と述べ 、生活 に即

した 子 どもの 側 か らの 系統化 を主張 し て い る 。 こ こ で清水 の い う 「全体 的学習 」 は 槇 山も言及 して い た
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よ うに、ま さにオ ッ ト
ー

の 目指 し た 「Gesamtunterricht（総合学習）」 と重 なるもの で はな い だろ うか。

　こ う した 視点 は、今 日 の 我 が 国 に お い て も、子 どもの 側 か らの カ リキ ュ ラ ム 構想が 、「総合学習」 を

方法概念 と して捉え直すこ とに よっ て 、各教科 にお い て も実現可能で ある と い う点で
一

定の 示 唆を与 え

る と考 え られ る。最後 に 、従来 の オ ッ ト
ー学校 の 教育に対 して 、カ リキ ュ ラム の 放棄 として の 「偶然的

学習」、「方法 の 放棄 」 とい う批判 が なされ る に 至 っ た原因 の ひ とつ に 、 どの レ ベ ル で カ リキ ュ ラム を想

定する の か 、つ ま り、あ らか じ め定めたカ リキ ュ ラム 以外 にも授業実践 の 中で カ リキ ュ ラム を構想する

こ と が で き る と い う視点が欠如 して い た こ とを指摘 して おきた い 。

　なお 、本稿で は オ ッ ト
ー

学校 の 上級 コ
ー

ス 、あるい は他教科に おける授業実践とそ こ で の カ リキ ュ ラ

ム デザイ ン の あ り方 を明 らか に す る には 至 らなか っ た。今後 の 課題 と し たい 。

註

−

2

3

4

5

67

89

1011

安彦 は 「一つ の 教科 の 中に も種 々 の 能 力 を 目標 とす る授 業が 求 め られ て お り、カ リキ ュ ラ ム は 、そ の 目標 の

違 い に よ り 異な っ た も の を用 い な けれ ばな らない 」 と して 、子 どもの 側 か らの きめ 細 か な、丁 寧 な カ リキ ュ

ラム 作 りを 主 張 して い る 。 （梶 田正 巳編 『授業の 知
一
学校 と大 学の 教育改革一

』有 斐 閣、2004年 、p．70．）

ベ ル トール ド ・オ ッ ト
ー

学校 は 1906年、ベ ル リン
・リ ヒ ター

フ ェ ル デに設 立 され た 私 立学校で あ る。創 立 翌

年 の 1907年に は ベ ル リン 教育省 の 認 可 を 得 て 、現 在 に まで 及 ん で い る。開校当初の 生 徒数 は、男女合 わせ て

17名 、翌年 に は3Q名、創 立 25周 年 目に は 73名 と な っ た。（Berthold＝Otto＝Schule：

“
Das　 25．　 Jahr　der　Berthold −

Otto−Schule
”
　．S．1，）

P．Bau皿 an ； Berthold−Otto −der　Mann ，　 die　Zeit，　das　Werk，　 das　Vermljchtnis．6　B 跏 de，Bandl　 M　tinchen　 1958，

S．19．

近年、以下 の 論考に お い て 、オ ッ トー学 校 の 総 合学 習 の 意義 が 問 い 直され て い る が、カ リキ ュ ラム との 関わ

り に つ い て は 、ほ と ん ど論 じ ら れ て い な い 。Benner，　 D ．／ Kemper，　 H ．： Theorie　 und 　 Geschichte　 der

Refer皿 pljdagogik．　 Teil2； Die　 P記 agogische 　 Bewegung　 von 　 der　Jahrhndertwende　bis　 zum 　 Ende　 der　 Weimarer

Republik．2003．S．165−206．

Nohl，H ：Die　padagogische 　Bewegung 　in　 Deutschland　 und 　ihre　Theorie．1935．S．105−110．（平 野 正 久 他 訳 『ドイ

ツの 新教育運 動』明 治図 書、1987年、pp．180−185．）

Albert，W ； Grundlegung　des　 Gesamtunterrichts．　 Schulpraktische　Meisterlehrell．Band．2Aufl．1951．p．62．

こ の よ うな評価 は 以下の 文 献 に よ る。 山 田栄 『現 代 教育方法論』成美 堂書店 、1939年 、梅 根 悟 『梅 根 悟 教育

著作選 集 3 カ リキ ュ ラ ム 改 造』 明治図 書、1977年。

Otto ，B ．： Hauslehrer ．　Wochenschrift　fUr　den　geistigen　Verkehr 　 mit 　Kindern．1910，　 Nr．17，　 S．175．

従来 の 画
一

的な注入教授 の 定 型 化 に対 して、子 どもの 学習を中心 とす る授業 を構 想 した も の に、樋 口 勘次郎

の 「統 合 主 義 1、棚橋 源太郎の 「実科教授論」、牧 口 常三郎 の 「郷 土科 教育」 などが ある。

槇 山栄次 「合科学習又 は 合科教授 の 趣 旨及 其 實行 の 範 囲」 『学 習研 究』第36号、pp，61−69．

本稿 で は 、オ ッ トーの 用 い る
‘
Lehrplan

’
が よ り授業と密接 に 関わ り、「計 画 」、「実施 」、「点検」、「評価 」を
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学び に お け る子 ど も と 教師の 対 話的 関係 の 構 築 に 関 す る研 究

　　含み 持 っ た も の と捉 え、
‘
カ リキ ュ ラ ム

’
とい う訳語 で 統

一
す る。

12　0tto，B．： Hauslehrer．　Wochenschrift　fUr　den　geistigen　Verkehr　 mit 　 Kindern．1912．6，15．1

13　0tto，B．： Hauslehrer．　Wochenschrift　fUr　den　geistigen ＞erkehr 　 mit 　 Kindern ．1921 ，S5．

14　 0ttoβ．　Der　Lehrgang　der　Zukunftschule．　 Folmale　Bildung　 ohne 　Fremdsprache ．1928．S．220．

15　 0tto ，B．： Hauslehrer．　Wochenschrift　fUr　den　geistigen　Verkehr　 mit　 Kindern　1921

16　0tto，B．：Beittige　 zur 　Paszchologi巳 des　 Unrerricht．S．262．

17　0ttQ，B．：Hauslehrer，　Wochenschrift　fUr　den 　geistigen　Verkehr 　 mit 　Kindern ，1913．3．23．13．Jg．No ．12．

18　 0tto，B ：Schulreform．S．281ff．

19　Ebenda，S．5

20　 0tto，B．： Hauslehrer ．　Wechenschrift　fUr　 den　geistigen　Verkehr　 mit 　Kindern．1913．12．14．13Jg．No．50

21　 Ebenda．

22　 0tto，B ：Schulreform．S．177．

23　 0tto，B．：Hauslehrer．　Wochensch 雌 fUr　den　geistigen　Verkehr　 mit 　Kindern．1910，　 Nr．17，　S．173．

24　Ebenda．，S．175．

25 オ ッ ト
ー

の 総 合 学 習 実 践 は、公 立 の 国 民 学 校、ドル フ シ ュ
ーレ に お い て も実 際 にそ の 理 論 が用 い られ 、実 践

　　が 行われ た 経緯が あ る。

26　 B，Otto ：Hauslehrer．　Wochenschrift　fUr　den　geistigen　Verkehr　mit 　 Kindern．1910，　Nn22 ，　 S．工37．

27 年 齢構 成 の 目安 と して は、1 （上 級 コ ース ） 14歳 以 上 、H （中 級 コ
ース ） 10〜13歳 、皿 （下級 コ

ース ） 8〜9

　　歳、IV （入 門 コ
ー

ス ）6〜7歳 となっ て い る。

28 但 し、入 門 コ
ース に お い て は 、「ク ラ ス の 総合学習」 が 「基礎的学習 」 と して 組織 され、外 国語 と 図 工 以 外

　　の 教科 は そ の 中で 総 合的 に学 ば れ て い る 。

29　オ ッ トー学校創 立 10周年記念 に 際 し て Helene　 Freundbergとい う女児が オ ッ ト
ー

に 宛 て た 手 紙 で あ る。

　　（Georg　 Kerner ：5〔）Jahre　B．−Otto−Schule．ln：Berthold−Otto−Kreis； Rundschreiben．1957．）

30　0tte，B．： Hauslehrer．　 Wochenschrift 　fUr　den　geistigen　Verkehr 　mit 　Kindern ．9 ．17．1916 ．16jahrg．　 Nr ．51．

31 須 田勝 彦 「数学教育に おける基礎 ・基本1、日本教育方法学会編 『教育方法29総合的学習と教科 の 基礎 ・基

　　本 』 図 書 文 化 社、2000 年、p，86．

32 分析資料 と して、奈良女附 小 の 訓 導 らに よ っ て著 され た 各 教 科 の 学 習指 導 手 引書 を用 い る。（清水 甚吾、鶴 居

　　滋
一

他 『学習指導各科批評真髄』東洋図書、1927年）

33　同 上 書、pp，111−112．

34　同 上書、p．113，

35 清水 甚吾 「白発教育 と学習材料の 教材化 」 「学習 研 究』第8号、1929 年 、p ．53．

36　清 水 甚 吾 『学 習法 実施 と各学年学級経営』東洋図書、大 正 14年、p．74．

37　同上 書、p．74．

38　清水 甚吾、鶴居 滋
一
他 『学習指導各科批 評 真髄』東洋 図 書、1927 年 、p．154．

39　「学校 ノート」 とは、子 ども が 毎 日の 学 び を内 容 と成果 とい う形で 記録す る ノ
ー

トで 、興味 を持 っ た こ と、
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　　分か らなか っ た こ と、達成 で きた こ とな ど、そ の 進捗状況を記 録す る もの で ある。こ れ は、固 定的なカ リキ ュ

　　ラ ム を 廃 し、多様な 選択 の 幅 を もつ オ ッ トー学校で の 学び を、子 ど も自身 の 中で 系統立 て 、客観化す る働 き

　　を 持 つ 。（E．Reinpe11： Arbeiten　in　 Unterstufe．［n ： Der 　 Hauslehrer ．　 Wochenschrift　fifr　 den　 geistigen　 Verkehr

　　mit 　 Kindern．1913，　 Nr．50．S．588．）

40 　 「日課 ノ
ー

ト」 とは、教 師 が 毎 日の 授 業 で 子 ど もが 何 を学 び、どの よ うな 関 心 に 基 づ い て どの よ うな行 動 を

　　取っ た か な ど、次の 授業 を進 め る ヒで 必 要 な子 どもに 関す る情報を書き留 め て お く記録を言 う。一
人 ひ とり

　　の 子 ど もに 応 じた カ リキ ュ ラ ム をデザイ ン し て い くた め に は 、入念 で 長期的な観察記録 が 不可 欠 とな る。

　 　 （Ebd，）

41 清 水 甚 吾 「自発 教育と学 習 材 料 の 教 材 化 i 『学 習 研 究 』第 8 号、1929年 、p．54．
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保育現場 と連動 した養成校 の 音楽教育内容 ・方法 の あ り方 （2）

　　
一

子 どもの 創造 的な音楽活動を支え る基礎技能習得 をめ ざして
一

The　Quality　of　Musical　Education　and 　Teaching　Methods　f（〕r　Kindergarteners

at　a　Training　College　Corlnected　with　Kindergartens　and 　Day　Nurseries（2）

　　　
− Aiming　at　the　Acquirement　of　Basic　Musical　Skills　and 　Ability

　　 to　Support　Creative　Musical　Activities　by　Kindergarten　Children一

百

田ネ 西 朋 子

　　 TomokQ 　 Fukunishi

山　 　本 　 　敦 　 　子

　　 Atsuko　 Ya皿 amoto

三 　　宅　　啓 　　子

　　　　　Keiko　 Miyake

（ 要 　約 　）

　子 ども の 創造 的な音楽 活動 を支 え るこ との で きる養成基礎技能を培 う音楽教育内容 と方法 を探究 した。今求 め

られ て い る 「保 育の 質」 の た め に 保育者 に 求 め られ る機能的要 因 と して の 専 門 的 な基 礎 技 能 の 習 得 を め ざ し た音

楽教 育 の
一

方 策 で あ る。そ の 研 究 手 法 は、当楽 教育に と っ て の 「創造 力 育成 」 を主 眼 に した 考 え方 と教育実践 の

提 示 と検 討 ・考察 で あ っ た。結 果、「創造力 」 を育 む保膏実践を可能 に す る た め に は、専門 的 基 礎 技 能 ・技 術 と

専門的理 論 が 有機的に 作 用 す る子 どもの 音 楽 活 勤 を支 え る基 礎 技能の 習得 と保育者 自身 の 「創造性」 が 最 も必 要

で あ る こ とが 解明で きた 。

（キ
ー

ワ
ー

ド）

　保 育 の 質 の 向上、基 礎 技 能 習得、創造 力 の 育成

は じめ に

　近年 、保 育者養成校 に お け る教育は 、学生 の 資質の 変化や社会 か ら求め られ る 保育者 の 役割 の 多様化

で 教育課程構造 の 大 きな見直 し が求 め られ て い る。そ れ は 、18歳人 口 の 急激 な 減少 に よ る諸 問題 に よ る

もの で あ り、今や全国的に 大学 ・短期 大学そ の もの の 存在 が問われ る教育状況下 と な っ て い る 。 そ の た

め、筆者 らは短期大学カ リキ ュ ラ ム の音楽教育分野担当と し て、保 育現場 で 問 われ て い る 「保育 の 質 」

向上 の た め に保育者 に求め られ る 機能的要 因 と して の 「専門的基礎技能 ・
技術 と理 論 が 有機 的に作用す

る保育現場と連動した養成校の 音楽教育内容 ・方法 の あ り方 」 に つ い て 検討 ・考察 し、音楽教育カ リキ ュ

ラム 構 築を 目指 して い る。

　こ の よ うな 現況 に お い て 、
2008年 3 月 に 「幼稚園教育要領 」 と 「保育所保育指針 」 が改定 された 。 特

に 「保 育所保育指針 」 は ガ イ ドライ ン と し て の 位置 づ けか ら告示化 され 、法的な拘束力 を もっ 基準、つ

ま り最 低基準 と して の 性格 をもつ こ とに な っ た の で あ る。そ して 、筆者 らが先行研 究
1

で 問 題 提 起 し、

保育者養成 に お け る 音楽教 育 とい う視点 か ら検討 し て き た こ と
Z

に 関 し て 、本改定
3

で 図 らず し も 「保

育の 質 」 向上 の た めの 仕組み と して 明確 に 挙 げられ た こ とは大きな特徴で あっ た。そ の 中で も、第 1 章
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総則 の 「2 保育所 の 役割 」 の 保育 ＋ の 専門性 につ い て は保育所保育指針の 解説書に 6 点が示 され 、保育

の 内容 を 支 え る た め に 必 要 な専門的知 識 と技 術 が 明 示 され 、高 い 専門性 が 要求 され る保育者養成 の 課題

が 改め て検討 され て い る 。 そ の ひ と っ の
、 養成教育 は 「専 門職 に 就 くため の 教育で は あ っ て も決 して 完

成 され た も の で は な く、そ の 準備 の た め の 教育で ある」 とす る もの で あ る、とい う点 に 注 目 し たい 。

　本稿 で は、先行研究 の 前稿
4

に引 き続 き、保 育者の 音楽的専門力量を支え る 基礎技 能習得 の た めの 内

容
・
方法に つ い て検討

・考察を行 う。これ は 、保育現場に お い て も専門性 を高めるた めに 日々 学ん で い

け る 力 と して の 「基礎技 能習得」 で あ る、とい う考 え方 に 沿 う上述 の 「準備教育」 とする認識 の も と、

保育者養成に 求 め られ る音楽的資質の 根幹的要素 とな る 『創造力 の 育成』を め ざした 「子 ど もの 音楽的

活 動 を支え る基礎技能 」 に つ い て で ある。研究方法 と して は 、まず、子 どもの 音楽活動 の 望 ま しい あ り

方 につ い て 「創造 」 とい うキ
ーワー ドを基に考え、そ れ を支え る 基礎技能 に つ い て そ の 考 え 方 を整 理す

る。そ して 、本学基礎技能科目 「器楽法 」 に おけ る 授業実践 か らその 習得 方法
・内容 に つ い て考察 し、

課 題 検討 を 行 う。さらに、養成校 で の 準備教育 の 次 の 段階にある現任教育と保育者 の 音楽的資質 と専門

性 の 向 ヒに っ い て 、本学 で 実施 した 「保育セ ミナ
ー

」 の 取 り組 み状況の 考察を 交えて考え た い
。

1　 子 どもの創 造的な音楽活動 と保 育者 の 音楽 基礎技能

　音楽 は 乳幼児期 の 成長 に不可欠 な役割 をす る。そ の た め保 育 ・教育に お い て は 子 どもの 発 達や 興味 ・

関 心 に沿 っ た 音楽カ リキ ュ ラム を構成 し、様 々 な実践 が行われ て い る。しか し、そ の 実践 の 多 くは、子

ど も自身か ら発する 表現 を生 み だ し て い る の だ ろ うか 、音楽 を創 り 出 して い る の だ ろ うか 、とい う議 論

は絶えな い 。そ こ で 本 章で は、「創造」 と い うキーワー ドを論の 中心 に据 えて 、 子 どもの 創造的 な音楽

活動 に つ い て 、そ れ を援助 す る 保 育者 に 求 め られ る も の 、音楽基礎技能 に っ い て 考え る．

1 − 1 ．子 ど もの 創造的な音楽活 動に つ い て

（⇔ 音楽教育と 「創造」

　「創造 」 とい う言葉 の 意味 は 、「初 め て っ く り 出す こ と」 で あ る、、音楽 とい う と、在る音楽を演奏する

こ と 、 聴 くこ ととい う考えが 占めそ うで あるが 、音楽教育に と っ て は こ の 「創造」 こ そ 必 要 で あ る と し

て 、音楽教育家・
研 究者が 現在に 至 る ま で に 新 し い 発想 で 音楽指導 に取 り組 ん で きた経緯 が ある。そ の

代表 と して 、カ ナ ダの 作曲家マ リ
ー・シ ェ イ フ ァ

ー
や イ ギ リス の 作 曲家

・
音楽教育家ジ ョ ン ・ペ イ ン タ

ー

が挙げ られ る。中 で もジ ョ ン ・ペ イ ン タ
ー

は 1960年 頃 か ら集中的に 「創造的音楽学習」 の指導を行 い
、

1970年 に は 『音楽の 語 るもの 』 とい う画期的な創造的音楽学習 の 著書を発表 した こ とは広 く知 られ て い

る
5
。そ して 、世界 で こ の 音楽教育の 考 えが 支持 され、国際 的な音楽教 育 の 思 潮 の ひ とっ と な っ て い る。

日本に お い て 、こ の 「創造 」 とい う言葉 が 音楽教育をつ か さ ど る学習指導要領 〈試 案〉 に 表れた の は 、

戦後の 1951 （昭和 26）年 で の 「創造的表現」 と い う学習領域 に お い て で あ る。随分、昔 か らの 試み に な

るが、紆余 曲折 を経て 2008年 3 月改定の 指導要領で は、「創造 的音楽学習 」 の 意を汲み取 る 内容を 「音

楽づ く り」 と表 し、音楽科 の 内容 「A 表現 」 が 「歌唱 」 「器楽」 「音楽づ く り」 の 三 つ に わけて 示 された。

そ して 、 「幼稚園教育要領」、「保育所保育指針 」 で は 、 5領域 の 中 の 「表現 」 に お い て 「感 じた こ と や

考 え た こ と を自分なり に表現する こ とを通 し て、豊かな感性や表現す る力 を養い 、創造性を 豊 か にする 」
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と、「創造」 と い う言葉を含ん で 表わ し、め ざす内容 として い る。

（2 ）幼児教育 ・保 育の 実際と創造的音楽活動

　で は、幼児教育 ・保育で の 実際の 音楽活動は ど うなの で あろ うか。筆者 らが こ の
一

連 の 研究 を始 める

にあた り実施 した保育者 への ア ン ケ
ー

ト結果か らは、「保育現場で は、恒常的・目常的に行われ る音楽活

動 や あ らか じ め 設定 され た 活動 が 多 くを 占 め る 」
6

とい うこ とが 明 らか とな っ た 。 そ し て、こ の よ うな

活動か ら子 ど もは 生活 か ら得られ た 興味や経験を充分表現 で きる の か、行事 の ために音楽練習を行 う活

動 も多 い が保 育者 の
一

方 向的な指導とな っ て い ない か 、と い う問題提起を した。

　ま た 、音楽教育研 究者 の 小林 は 次の よ うに 述 べ 、幼児音楽教育の 問題 点を示 して い る。20年以 上前に

述べ られ た もの であるが 、未だ通 じる内容 で あ るの で 長くな る が次に抜粋する。

　　　「本 来音楽 と は 、そ うゆ う狭 い 芸能 ・芸術活動 で は な い はずで あ る 。 特に幼児は 、日常の 生活、

　　特 に そ の 大部分を 占め る あそ び の 中で 、声
・

こ とば
・
音 ・動きを使 い 、即興的に活発 に行動 して い

　　る 。

〜 （省略）〜人 間がそ の 歴 史 の 中で 伝え育て て来た音楽は、全 人類の 貴重な遺産で あ り、それ

　　を 伝 え て い くこ と は 大切な使命 で あ る 。 と同時 に 、 自分自身 の 手で 、新 しい 音楽を創 り出すこ と も、

　　また重要 な使命なの で あ り、それ が今 日の さま ざまな音楽 を生んだ の で ある。幼児 の 場合 も、無 意

　　識 に こ の 二 つ を行 っ て い る。す な わ ち 「模倣 」 と 「創造 」 で ある。 こ こ で 重要な の は、幼児 に とっ

　　て の 「模倣 」 は 「創造 」 を生 む ±壌をつ くる だけで な く、それ 自体が大人 と異なり、非常に創造的

　　な活動 で ある こ とだ。〜 （省略〉〜 「創造 」 は個人的 ・個性 的 で あ る 点 で 、「自 己表現」 で あ る。

　　「表現 」 とは創造的 で な けれ ば価値 が ない だ ろ うゴ。

　小林 も述 べ て い る ように 、
「模倣」 に よ り展 開され る活動は もちろ ん意義の ある こ とで ある が 、子 ど

も に か か わ る保育者が 、大人 の 価値基準 に あ る 芸術文化 とい う音楽 の
一

分野 へ 子 ど も を
一

方 向的 に 導 く

とい うこ とに偏 っ て は な らない 。例えば、保 育の 場 に お い て は歌唱活動 が 多くを占めて い るが こ の 活動

も教材 として 楽 曲を再現 させ るだ けで は 、子 どもが歌 か ら得 られ る情感、イ メージをする 力 を育め な い

だ ろ う。幼稚園教育要領や保育所保 育指針 の 「表現 」 領域 の 内容 に 「  生活 の 中で 様 々 な音、色、形 、

手触 り、動き、味、香 りな ど に気付い た り、感 じ た り し て楽 しむ。i、「  生活 の 中 で 様 々 な出来 事に触

れ、イメ
ージ を豊か にす る。」 とある。 子 どもは 、生活 の 身近な出来事 か らの 多 くの 発見や経験をイ メ ー

ジ と し て 心 の 中 に蓄積 し、感性 や 表現力 を 培 っ て い く。そ し て こ れ らの 士台 が あ っ て 「  感 じ た こ と 、

考 えた こ となどを音や動 きな どで 表現 し た り、自由 に か い た り、つ く っ た りす る。」 こ とが で きる。

　それ で は、こ の 内容 を受 けた創造的な子 どもの 音楽活動 に は どの よ うなもの が あ る の か、次に
一
例を

挙げ て み よ う。

　 a ．生活の 中の様々 な音を探 して 、園内の 音マ ッ プ づ く りをす る。

　　　
一創造的 な音楽活動 は まず、子 ど も た ち 自身 が 身 の 回 りの 音 に 気 づ く、感 じ る （聴 く）、探す こ

　　　とか ら始 ま る。こ の こ とか ら次 は 自分たち で 音 を創 りた い とい う意欲が持て る。ま た 、音に 耳を

　　　澄ます こ とで 感性 が育つ 。

　b ，身の 回 りの 音を絵や言葉 （擬音 語 ） に す る 。

　　　
一
音を聴 い て感 じた イメ

ージ、呼び起 された感情や気分を線 、 図形、色な ど で表 した り、言葉 と
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　　　い う音で 表 し た りす る 。

　 c ．音 ・音楽 か らイ メ
ージ して 身体で 表現す る。

　　　一音楽に 振 りを 付 け る の で は な く、音や音楽 を聴 い て 感 じたままを動 きで 表現す る 活動 で あ る。

　　　生活の 中で得た経験を基 に 、音 ・音楽 を聴 き 、 見 て 、 感 じて イ メ
ージ をふ くらませ身体 で 表現 を

　　　す る 。

　今川 は 、乳児か ら幼児 とい う時期は、人 として 表現 する力 の 土台 が つ くられ る時 と し、こ の 土台は、

大人 の 芸術表現 を 「子 ども向き」 に し て学ぶ こ とで 形成 され るの で は なく、大人 の 発想 と は違 う子 ど も

の 固有 の 世界 で の 経 験 の 蓄積 を 通 し て 、た くさ ん の 根 っ こ が 身体と 心 の 土 の 中で 縦横に 絡 み 合 い っ なが

りあ い ながら厚 く張 り め ぐらされ て 土台 は で きて い く、 と述 べ て い る
S

。

　子 ど も に 技能習得 を させ 、立 派 に 音楽 を再現す る とい う 目標 をもっ て 取 り組む活動 は 幼児教育の 場 で

も多 々 行われ て い る。目標 を達成 した時 の 満足感 を得 る こ とが で き、音楽を演奏する こ と で感性 が高ま っ

た り表 現力 の習得が で きた りするで あ ろ う。 しか し、こ の活動を行 うに あた っ て は 、子 どもた ちに 表現

を 行 う土 台 が あ り、そ れ ぞ れ の 個性 に よ っ て 音 ・音楽 と 「あそ ぶ 」 場 の 確保が あっ て こ そ で あ る。身 の

回 りの経験や生活 か ら子 ども自身 が感 じ た こ と、イ メ
ー

ジ した こ とを 「表現 したい 」 ときの 手段が音楽 、

あ る い は 造形、身体 、言葉な の で ある。そ の 表現活動は 上 述の よ うに 、決 して 芸術表現 に 近づ け る た め

で はな く、子 どもか ら生まれた個性的 ・個人的な創造性豊か な活動で ある べ きで ある。

王一 2 ．創造的な音楽活動 を支える保育者の ありか た と必要な基礎技能

（1 ）創造的な音楽活動を支え る保 育者の 力 量

　そ れ で は、前項に 述 べ た子 どもの こ の よ うな活動 を支え る ため保 育者 に 求 め られ る こ ととは どの よ う

な こ とな の か。こ の こ とは筆者 らの 拙稿で、 1 ，保 育の 場 で 行われ て い る音楽活動 の 分析結果 か ら検討

す る求 め られ る 音楽技能 と音楽的専門力 量 、 2 ．保 育学生 の 実習経験で の 学び か ら検討する 子 ど も の 音

楽活動の 指導援助 力 と音楽 的専門力量 、 か らあ る 程度明 らか に した
9
。そ の 中で 述 べ た 「子 どもか ら起

こ っ た音楽行動 に共感で きる

共 鳴で き る 柔軟な感覚を 持 っ

た 『子 ども の 共鳴者』 と し て

の 保育者像 も子 ども の 活動 に

広 が り をもた らす 」 や子 ど も

の 活動 の 指導援助力 を支え る

保育者 と し て の 音楽 的力 量 と

して 「子 ども の 表 現
・
表現 の

芽生 え を敏感に感受 し て 受け

答 え る こ と の で き る 感性 や能

力 を持 っ て い る こ と」 と い う

こ と は 、特に 「創造的な音楽

活動 」 を支え る保 育者 に 必 要 ＜ 図 1 ＞　音楽 を創 造する空間 と表現活動 の 過程
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な こ ととい える。そ して 、子 ども自身の 表現 に気づ き共感す るた めには、保育者 自身がイ マ ジネ
ー

シ ョ

ン 豊 か で創造性の あ るこ とがまず必 要 で あ る。＜ 図 1 ＞

（2 ）養成校の 音楽教育と想像 力 ・創造力

　音楽教育で は 、「音楽に はまず技術が い る 」 とい う考 え と 「そ れ よ り感動や体験 が 先 で ある」 とい う

考 えの 対 立 点 に つ い て よ く論 じ られ て きた。こ れは先 の ジ ョ ン ・ペ イ ン ターが 「ラ モ ー主義」 と 「ル ソー

主義」 と定義 づ けたが、今 で も
“

技
”

か
“

こ こ ろ
”

か の 議論 は行 われ て い る。わが国 の 音 楽教育の 基本

的 な姿勢は 技術主義の 側 に あ る とされ な が ら も、「創造 的音楽学習 」 を 受 けて 徐 々 に体験主義の 側 に 変

わ りっ っ ある と い わ れ て い る
1°
。

　それ で は 、養成校に お け る音楽教育に っ い て は どの よ うに 考 え る べ き だ ろ うか。短 い 養成期間 と 限 ら

れたカ リキ ュ ラ ム 、保育学生 の 音楽的資質 と現場に求め られ る 人材養成を考えあわせ た 時、まず学生に

は音楽技能 ・技術習得と知識の 理 解を求め ざるを得ない の が実情で あ る。 本学 で も特 に 「『ピ ア ノ技能』

習得が 必 要 」 とい う保育現場 で の 実践的な対策 の た め 、ど うして も技能習得優先 の 授業内容 に偏 りがち

で あ る。し か しなが ら、筆者 らは 「感動や 体験が先 で あ る 」 子 どもの 活動を 理 解 し支えるた め の 力量形

成 の ため、楽譜再現 の み に 囚われ る こ と な く、豊か なイ メ
ージ を描 く こ と、そ して そ の イ メージを 音楽

で 表 現す る こ と、自分 自身 で 音楽を創造する こ と、に っ な が る よ う音楽教育内容 ・方法を実践 し、課題

検討も行っ て きて い る。た とえば、ピ ア ノ 技能課題 に お い て もイ メージを描い て ピ ア ノ テク ニ ッ クに取

り組む課題や 自身 で イ メージや情景な どを描 い て ピ ア ノ表現 をす る 即 興 表 現 課 題 な ど で あ る。しか し、

ピ ア ノ 指導教員の 期待し た演習課題 の 習熟度は低 い 。そ の 学生 の 取 り組 み状況 をみ る と、楽譜を正確に

再現す る こ とが 第
一

義にな っ て 表現は 二 の 次に な っ て い る。実際に音楽に よ る自己 表 現 とな る と、近年

の 学生 の 資質と 限 られ た 生 活経験 によ る の か
、 イ マ ジ ネ

ー
シ ョ ン の 乏 し さと創造力 の 欠如 も多々 感 じ る。

「は じ めに」 で先述 したが、準備 教育、土台を し っ か り 固 め る た め の 養成機関で あるな らば、即実践力

とな る技能技術習得も大切 で あるが 、子 どもの 表現を受 け l！tめ、応対 し、発展 させ る こ との で きる想像 ・

創造性 を有 して い く保育者 に な る た め の 土 台 づ く り が ま ず必 要 で は な い だろ うか 。

　そ こ で 、豊 か な想像力 と創造力 を養 い なが ら、技術習得を させ る内容 と指導法は どの ようで あれば よ

い の か に つ い て 、次章で の 基礎技能科 目 「器楽法 」 で の 実践 を 報 告 ・考 察 し課 題 を 検討 した い 。

1　 基礎技能科目 「器楽法」 授業改善の 取 り組み と課題検討

H − 1，教科 ・基礎技能科 目 「器楽法 」の 位置づ け と教育内容

　保 育者養成校 に おけ る音楽科 目は 、幼稚園教諭 2 種免許 と保育士 資格 取得に 必要な 「教科に関する専

門科目」 あるい は 「基礎技能科 目」 の 中 に位置づ け られ 、他の 教科 と合わせ て 4 単位 の 修得が定 め られ

て い る。本学 に お け る 「教科 ・基礎技能 」 科 目は 平成20年度現在、 3教科 の 必修 科 目と 6 教科 の 選択科

Rを設 置 し、基礎 技能習得の充実を 図 っ て い る。こ の 中 で 音楽 の 必修科 目は 1年次開講の 「幼児音楽」、

選択科 目 は 2 年次開講 の 「器楽法 」 ほか 3 科 目で あ る。保育現場と連動 した養成校 の 音楽教育 の 実践 に

向け て 取 り組 ん だ前稿 （2007）の 「幼児音楽 」 授業改善 に続き 、 本稿で は そ の 発展 的科 目で ある 「器楽

法」 の 授業改善に つ い て 検討 を行 な う。
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　「器楽法 」 の 授業 内容は 〈 表 1 ＞ に示す とお りで あ る。当科 目は保育者 と して の 器楽表現 の 方法 を学び

技能 を習得す る こ と を 目的に 「幼児音楽 」履修 を終 えた 2 年生 を対象に開講 し、毎年約 9 割 の 学生が選

択受講して い る。ピ ア ノ レ ッ ス ン に つ い て 、
「幼児音楽 」 で は ピ ア ノ経験度別に初級か ら上級ま で 3 コ

ー

ス を 設 け て い たが、「器 楽法 」 で は 重点的に学び た い 分野 と して 「基礎充実 ・保育実践 ・弾 き歌 い ・ピ

ア ノ 小晶 」 の 4 コ
ー

ス を設け て い る。どの コ
ース も保育の 場に 対応 で き る よ うに 子 どもの 歌 の 弾 き歌 い

を始 め、リズ ム 曲、ピ ア ノ 小品、創作表現を必 ず内容 に含み 、そ の 課題 曲数や指導方法にお い て 各 コ
ー

ス の 特色 が 表 れ る よ う工 夫を し て い る 。 課題 内容 の ほ とん どは 「幼児音楽」 か ら の 継続で あ る が、リズ

ム 曲は 「幼児音楽」 の コ
ー

ドネ
ー

ム 課題 をさらに発展 させ た もの で あ り、「器 楽法」 独 自の 課題 と な る 。

今回 の 授業改善 は こ の リズ ム 曲課題 に対 して 行 なっ た。

　　　　　　　　　　　　　　　　 ＜表 1 ＞　「器楽法」授業内容

授 業の 到達 目標

授業の 概要

保 育者 として の 器楽表現の 方法を学び技能を修得す る。

保育者 として、子 どもの 音楽活動を よ り豊か に導くた め、必要な器楽 に よる 表現方法 を学ぶ。リ

ズム楽器の艱 去や伴奏付け、楽曲編曲法 の学習をす る。 また創 造的 で表現 豊かな ピア ノ奏法の 技

能習得をめ ざす。

ピ アノ レ ッ ス ン

内容 ； ピア ノ演奏の 基本、弾 き歌い 、リズム 曲、ピア ノ小品、
　　 創作表現

体制 ：3人ずつ の グル
ープ レ ッ ス ン （1人 15分）

コ
ース ：重点的 に学びたい 分野 4 コ ース を設定

　　　 （基礎充実 ・保育実践 ・弾き歌い
・ピア ノ小 曲）

受講方法 ： 「選曲の て び き」 をもとに計画、実践

一
斉授業

〈前期〉子 どもと楽器

　　　 （楽器 あそび ・リズム 楽器 の 奏法

　　　保 育と楽器 ・リズム 楽器の記譜法等）

〈後期〉子 どもの 器楽合奏

　　　 （年翻 「」に よる器 楽合奏 と編曲

　　　い ろい ろな楽器に よ る含奏等）

皿 一2 ．授業改善の 取 り組み

（1 ） リズ ム 曲導入 の 経緯

　幼児期に は 動 き と音楽を調和 させ る 教育を行 な うこ とが 精神的、身体的発達に お い て 非常に 大切 で あ

る。そ の 教育方法 の
一

つ に 、子 ど もた ち が音楽 （ピ ア ノ〉を聴 い て 動 く （反応す る ）活動が挙げ られ る。

学生 が 保 育の 場 で こ の よ うな リズ ム 活動を実践 し て い け る よ うに、本学で は 以前か ら 「器楽法」 ピ ア ノ

レ ッ ス ン に お い て 既成 の テ キス トを用 い て リズ ム 曲演奏に 取 り組

ませ て きた。こ の テ キ ス トで は 著名な ク ラ シ ッ ク 曲や民謡を ピ ア

ノ 曲に編曲し た もの を 、「歩く」 「走 る 」 「ス キ ッ プ 」 な ど子 ど も

に身近な動き 6種 に 分類 して ま とめて い る。こ れ を も と に レ ッ ス

ン で は、そ れぞれ の 動き が 生 か され た 演奏に な る よ うに テ ン ポ感

や リズ ム 感 に留意 して指導を行な っ て い たが 、 学生 の 取 り組み に

は ピ ア ノ 小 曲 の 演奏と同様 に 「楽譜 の 再現」 と して 臨む 場面 が多々

見 られ 、リズ ム 活動 の 本来 の 主 旨や ね らい を 実 現 す る課 題 とは な

りえて い な か っ た．筆者 ら が リズ ム 活動 で最も大切に した い こ と、

それ は 「子 どもの 表現 （動 き） を受 け止 め、応 じ、発 展 させ て い

く 」 こ との で き る よ うな保 育者 の 柔軟 な 演奏 と実践 の 力量 で あ る。

そ の ためには学生 自ら 「子 ど もの動き に つ い て 豊かな想像が で き

　 1 酎 婿 i
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る こ と」 「動 き に 合 っ た リズ ム を ピ ア ノ で 生み 出せ る こ とi 「子 ど もの 動き に合わ せ て 弾くこ とが で きる

こ と」、そ の よ うな体験が必要 と考 えた。そ こ で 上記 の こ とを主眼 に置き、平成16年度に リズ ム 曲編曲

の 課題 を導入する こ とと した 。

（2 ）授業改善一
リズ ム曲編曲 と試験 の 実施

一

　新 し い 課 題 で は 既成 の 楽譜 は 用 い ず に 、編 曲 とい う作業 を 通 して 学 生 自らが 子 ど もた ち の 動 き に合 っ

た リズ ム 曲を生 み 出し、保育者 と して どの よ うに演奏すれば よ い か を学べ る よ うな教材を考案 した。具

体的には、基本 曲 （8 〜16小節 ほ どの 短 い メ ロ デ ィ ） をもとに、子 どもの 動 き に 合 うよ うに伴奏を付け

た り リズ ム を変化 さ せ た り して 編曲 し、実際に演奏 も行 な う。 想定 され る子 どもの 動 きは 「歩 く」 「走

る 」 「ス キ ッ プ／ギ ャ ロ ッ プ 」 「とぶ （ジ ャ ン プ）」 「転が る1 「ゆれ る 」 の 6 種類 で ある。例 えば 「き ら

き ら星 t を これ らの 動 き に合わ せ て編曲す る と く 図 2 ＞ の よ うに な る。 レ ッ ス ン で は こ の よ うな 例題 を

参考 に、  右手 の 旋律 に 合 うコ
ー

ドを探す  動き に合 うリズ ム で 左手伴奏を付ける   イ メ ージを膨 らま

せ て 題名 を考え る   イ メージ や題名 に合 うよ うにテ ン ポ や音域 を工 夫す る、とい う段階を示 しなが ら、

学生
一

人 ひ と りの 技能や感性 を 生 か した 作 品 に 仕 上 が る よ う指導 ・助言 を行 な っ て い る。編 曲 の 過程 で

学生 たちは、子 どもの 動 きの み な らず 、 自然や動物 の動きなど様 々 な事象を思 い描き、どの よ うにすれ

ば想像 して い る よ うな動 きを音に 表す こ とが で き る の か 試行錯誤 し なが ら取 り組 ん で い る。

　 さらに レ ッ ス ン で は、同 じ グル
ープ の 学生 を子 ども役 に見 立 て て 彼 らの 動き に合 わせ て 演奏 する場 も

設 けた。実際に そ の ような形 で演奏させ て み る と、編曲し た リズ ム 曲が 子 ど も に と っ て動きやす い も の

か ど うか 子 ども役 学生 の 反 応を通 し て 確 認 す る こ と がで き 、保育の 場 に よ り効果 的 で 実用 的な リズ ム 曲

の 編曲 ・演奏の あ り方を学 ぶ 有意 義な体験 となる こ とが わかっ た。しか しなが ら レ ッ ス ン 内 で の 実践 は

動き方 が制 限され る な ど物 理 上難 し く、リ ズ ム 活動本来 の 創造的で 躍動感あふ れ る体験を得る ま で に は

至 ら な い 。ま た 編 曲 に 表れ る
一

人 ひ と りの 創意 ・工 夫 は 、同 じ グル
ープ の 学 生 の み な らず他 の 学生たち

とも共有 して 学び合 うべ きもの で あろ う。そ こ で それ を実現す る場 と し て、平成17年度に動 きを伴 っ た

リズ ム 曲の 公開試験 を実施す る こ とと した。

（3 ）試験実施 を 経 て
一

学 生 の 振 り返 り
一

　試験内容は く表 2 ＞ の とお りで ある。子 ども役 の 学生 が 十分に動 く こ とが で きるように普通教室 よ り

もやや 広 め の 教 室 を会場 と し 、動 きの 様 子 が演奏者 の 目 に入 る よ うな位 置 に ピ ア ノ を 設 置 し た。

　　　　 　　　　　　　　　　　　 ＜表 2 ＞ 　 リズ厶 曲試験概要

　受験者 は まず曲名 を紹介 して か ら演奏に臨む。子 ど も役 は そ の 曲名 か ら動 きを想像 し、聴 こ えて くる

リズ ム に合わ せ て 動 き始 める。例 えば 「象 さん の お散歩 」 をテ
ー

マ に し た作品 に お い て演奏者が 2 分音

符 の リズ ム 、遅め の テ ン ポで そ の 様子 を表現 して い た とす る。子 ども役 は 聴 こ えて くる 2 分音符 の リズ

ム に 歩調 を合 わ せ て ゆ っ く りと歩 く。 低音域の 音を使 っ て重々 し く表現 され て い れ ば、さらに象 の よ う
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に 「の っ し、の っ し」 と足を踏み鳴 ら して 歩 く こ ともで き る。演奏中、余裕 の ある者は 子 ど も役 の 方に

目を 配 り、歩調 に合 うよ うに タ イ ミン グを図 りなが ら演奏する が、余裕 の な い 者 は 譜面 と鍵盤 に集中 し、

動 き の 様 子 を
一

度 も見 る こ ともな い まま演奏 を終 え る こ とに な る。演奏者 の こ の よ うな体験 が今回の 試

験 の 意義 と して 最 も注 目され る とこ ろで あろ う。試験実施後 に行 な っ た 学 生 の 振 り返 りか らは、学生 た

ちが 今回 の 試験を通 して 、演奏者 ・保育者 とい う立場か ら多くの こ とを学ん だ こ とが窺え る く 表 3 ＞。

　学生は 自らの 演奏を行なう際に心 が けた こ と と して 、「イ メージを持っ て弾 くこ と」 と 「動き （子 ど

も）と調和 して 弾くこ と」 の 2 つ を挙げて い る。今 回発表 し た の は 作曲家の 手による既成 の 曲 で はなく、

学生が創意 と工 夫 を重ね て 作 り上 げたオ リジ ナ ル の 作品 で あ る。編 曲を行 な う中で 学生たちは 自然や動

物 の 動きな ど様 々 な事象 を思 い 描 き、どの よ うにすれば音に表す こ とが で きる の か試行錯誤 し なが ら取

り組ん で い た 。その 過程で は 自らの 想像力の 乏 し さや表現の 難 し さに行き当た る こ ともあ っ た で あ ろ う。

しか しなが ら編曲 に お ける こ の よ うな体験は学生 の 内 に音楽 とイ メ
ージ の 深 い 結び つ きをもた ら し

、 イ

メ
ージ （情 景） を描 きなが ら弾 くこ とが より豊 か で よ り相手 に伝わ る演 奏になる こ とを実感 させ るもの

とな っ た と思 わ れ る。ま た 実際に 子 ども役 の 学生 の 動き に合わ せ て 演奏 させ る こ とに よ り、音楽と動き

が リズ ム とい う要素を介 し て強い っ なが りを持 っ て い るこ と、双方の 快 い 調和を生み出すに は動き手 で

あ る 子 どもの 様子 や気持 ちを思 い 図 りなが ら演奏す る こ とが大切 で あ る と学 ん で い る 。

　音楽 に合 わせ て 実際 に 動 く体験を し た こ とにより、音楽 と動 きの 調和 に つ い て の 理 解は い っ そ う強 ま っ

て い る。学生 の 振 り返 りか らもわ か る よ うに、今回 の 演奏に は動きやすい もの と動きに くい もの があ っ

た。例えば
一

定 の テ ン ポ で 弾 き続 けて くれ る、リズ ム が し っ か りと刻 まれ て い る、動 物な どの 特徴 が 見

事 に 表現 され て い る な ど の 演奏に お い て は音楽 と 自分 の 動き が
一

つ に な り 心 身 の 快 い 調 和 を も た ら し て

くれ る 。 し か し なが らテ ン ポが動 きに合 っ て い ない 、リズ ム が明確 に 伝 わ っ て こ な い な どの 演奏 に お い

て は 自然な動 き が 生 み 出 されず、リズ ム 活動本来 の 楽 し さを感 じ る こ とが で きない 。ま た 、演奏者が演

奏 中に子 ども役 に対 して 見せ る表情や姿勢も重要 で あろ う。例 えば開始時に 「さん 、は い 」 と声をか け

る。楽譜か ら 目 を離 して 子 どもの 方 を見る。曲名 に 合 っ た楽 しそ うな表情 を見せ る。演奏者 （保 育者）

の こ の よ うな行為 は 、単に 自身の 演奏と 子 ど も の 動きを合わ せ る た め の もの だけで な く、演奏者 自身も

音楽を介 して 子 ど もた ち と コ ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ン を 図 り、と もに

一
体 とな る楽し さを味わ い た い と思 っ て

い る こ との 表れ で もあ り、そ の 思 い は子どもた ちの 取 り組みに もす ばら しい 影響 をもた らす で あろ う。

　こ の よ うに 学生 は 、 演奏 と動 き の 体験を通 し て リズ ム 活動 の 魅力や楽 し さ を 感 じ取 り、保 育実践 に 必

要 な リズ ム 曲編 曲 と演奏 の あ り方を汲み取 っ て い る。さら に友達 の演奏や動き の様子 を客観的 に 見 る機

会を持 っ た こ と で 編曲の ア イ デ ア や 演奏上 の 工 夫 を互 い に 学 び合 うこ とが で き、こ の リズ ム 曲試験 が 学

生 に と っ て 、今後の 取 り組 み に 向け て 自身 の 課題 を 導き出す 重 要 な 学び の 場 と な っ た こ と が窺え る。

II− 3 ．ま とめ

　以上 2節に わた り、「器楽法 」 ピ ア ノ 実技 の 授業 改善 の 取 り組 み に つ い て述 べ て き た。今回取り上 げ

た リズ ム 曲編 曲課題 とその 試験は、2 年間 と い う短 い養成課 程の 間に 保育者 と して の 実践的 な力量を身

に っ け な けれ ば な ら な い 学生 た ち に と っ て 非常 に 有意義な学び をもた らす もの で あ り、今後 も継続 し て
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　　　　　　　　　　〈表 3 ＞　試験の振 り返 りと今後 の 課題

実施 し て い くべ きで あ ろ う。音楽 と動き の 調和 を図 る こ の ような リズ ム 活動 は また、保育実践 の
一

方法

と し て もた い へ ん 意義深 い も の が あ り、現場 に 出 た 際 に もぜ ひ 生 か し て い っ て ほ し い
。 し か し なが ら、

こ の よ うな取 り組みを現場 で の 実践に生かす とい うこ とは 、実際に リズ ム 活動を行な うこ とを の み指す

の で は な く、日 々 の 保 育や子 ど も た ちとの 関わ りの 中 で 、こ の 取 り組 み の 根幹に あ る 「子 ど もの 表現を

受け止 め、応 じ、発展 させ て い く」 とい う創造的 な 精神 を 生 か して い くこ と で もあ る だ ろ う。
「想像力 ・

創造性 を育む 」 と い う音楽科 目の 固有性 を改め て認識 し、そ の特性を 生 か した 養成校 授業 の あ り方に つ

い て 今後 も検討を重ね て い き た い と考え る。

皿　保育者 の 実践的指導援助力 形成と求め られ る養 成校の 音楽教 育

皿 一 1 ．保育者の 実践 的指導援助力

保育者 の 実践的指導援助力 とは 、保育現場で 「求 め ら れ る」 「求めに対応 で き る 」 「役に 立 つ 」 保育者
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の 専門的力量 こ そが保育 の 質を高め 、保育の 多様化に対応 で き る とい う視点 に立 っ て 筆者 らは考え て い

る
u
。 こ の 視点 に 立 て ば 、当 然 、そ の 専門 的力量 の 蓄積 と保育経験 の 積み重 ね が 実践的指導援助力 の 形

を 培 っ て い くと考え られ る 。 保育者 の 実践的指導援助力 と し て は、 1 ）子 ど も に 対する指導 ・援助力 と

2 ）子 どもの 生活を取 り巻 く環境と親支援 （保護者） へ の 二 面がある 。 今 、こ の 両面 が 幼稚 園教諭や保

育 士 に求 め られ、必 要 と され て い る 現実で あ る 。 そ うい っ た こ とか ら、こ こ で 、家庭や 地域社会 の 教育

力 の 低下や子 どもを取 り巻 く環境 の 変化及び子 どもの 指導実践にお い て 、幼稚園教諭 ・保育士 と して 子

育て ・保育 ・教育 に 関す る 取 り組 み の 方向性 と役割を確認 して お きた い 。

（1 ）幼稚園教諭 として

　今後 の 幼児教育の あ り方と し て 、文部科学省中央教育審議 会答 申
12

にお い て 、今後 の 幼児教育の 在 り

方 は 「家庭
・
地域社会 ・幼稚園等施設 の 三 者 に よ る 総合的な幼児教育 の 推 進 」 「幼児 の 生 活 の 連続性 及

び発達や学び の 連続性 を踏まえた幼児教育の 充 実」 とい う2 つ の 方向性を示 し て い る 。

　 こ こ で は、幼児教育はそ の 人 の 生涯 に わた る 人間形成 の 基礎を育む役割があ り、それ は小学校就学前

の 幼児 に対す る家庭
・
地域社会・幼稚園等施設に お い て 行 われ る 教育 に よ っ て な さ れ る とい っ た こ と で あ

る。つ ま り、幼児教育は 、幼稚 園 の み で 完結 で き得る もの で はな く、幼児を取 り巻 く環境 （物的 ・人的）

と と も に あ る とい う視点 に 立 っ て い る。

（2 ）保育 士 と して

　幼稚園教育要領や保 育所保育指針 が2008 （平成 20）年 3 月 に改定され 、特に後者で は 、保育者の 保 育

技術 が明 確化 された こ と は 周知 の こ とで あ る。解説 書 に お い て 、保 育士 の 仕 事 を   発 達を援助す る 技術 、

  生 活援助 の 知識 ・技術、  環境を構成 し て い く技術、  遊び を豊か に して い くた め の 知識 ・技術、 

関 係構築 の 知識 、  保護者等 へ の 相談
・
助言 に 関する 知識、に 整 理 され て い る

13

。

　 こ こ で は、保育所 が 「児童福祉施設 」 で あ る こ と を確認 し、子 どもの 最善 の 利益や親 と子 の 生 活 を 守

る重要な社会資源で あ る こ とが確認され て い る。そ して 、保育所 の 役割 と し て 、こ れ ま で の 「家庭養育

の 補完」 と の 表現 を改め 「家庭 との 緊密な連携」 の も とに行 うこ とも明確に され て い る こ とも注 目す べ

き事項 で ある。さらに、「保 護者に 対す る支援」 をも保育士 の 大きな役割 と 位置 づ けて い る。つ ま り、

子育て は 、保育所 と保護者との 共 同療育 とい う視点に 立 っ て い る。

（3 ）幼稚園教諭 ・保育士 の 今 日的課題
L4

　保育者 として の 教育・
保 育の 専門的指導力 「倫理 ・知識 ・技術 ・判断 」 と整理 され て い るが 、こ の こ と が

実際的に保 育現場で有効的 に作用す る た めには、保育職 にあ る者は 、1 ）家庭や地域社会 の 教育力 の 低

下等の 課題 に 対応で き る だけ の 資質や専 門的 知 識 と技術 を高め る 必 要 性 が あ る。…
方 で 、 2 ）保育者 自

身 の 大 人 へ の 成長過程 にお い て の 多種多様な体験の 乏 し さか ら、子 どもの 生活や環境 に即応 した 保育を

構想 し 実践 で き る能力 の 不 足 が あ る。ま た、 3 ）家庭 と の 緊密な関係や保護者に対する 支援 で 、最 も必

要になる保護者 と の良好な関係 作 りとコ ミ ュ ニ ケー
シ ョ ン 能力 の 不 足 が あ る 。

　 こ の ような現況 か ら、今後 、子育て支援・親 へ の 助言 ・親 として 育 っ て い く過程 を支援で き る保育者

で ある た め に は、教 育 ・
保育で き る 専門的学問 に加 え て 、保 育者自身の 生活経験豊 か で、親 へ の 共感 的

理解が で き る資質が備わ っ て い なけれ ばな らな い 。豊か な人間性と思 い や り が あ り、コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ
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ン が とれ る全人的な人間に如何 に近づ けるか、こ の こ とが今 日 的課題 の ひ とつ で ある。

皿 一 2 ．保育者の 音楽的資質 ・専門性の 向上 と求め られ る養成校の 音楽教育

　保育者 の 今 日的課 題 に お い て 、改善 ・改革・向上 し なけれ ばな らない 問題 は 山積 して い る が、こ こ で

は、子 どもの 健やか な人間成長 と楽 しい 音楽活動、感動体験を担 える保 育者や保育学生 の 音楽的資質や

専門性に っ い て 考え た い 。

（1 ）保育現場 （保 育者）が 求める養成校にお ける音楽教育 と音楽基礎技能

　こ の項で は、本学主催に よ る 「2008子 ども学科保育セ ミナ ー
現代ニ

ーズ に応える保育」 の 『音楽講座』

テ
ー

マ ： 「子 どもと楽 しむ創造的 な音楽 あそ び 」
15

を本学 リカ レ ン ト教育 の
一

環 と し て 実施 し た現任保

育者参加者 と本学学生手伝 い の 様子 か ら検討す る。

　 1）内容概略く表 4 ＞

　　　　　　　　　　　　　　　＜表 4 ＞　セ ミナ
ー音楽講座内容概略

＊ リズム 楽器を並べ る際は、ネ
ー

ム プ レ
ー

トも置く （楽器名）。　　 ＊ 楽器演奏はセ ミナ
ー

手 伝い 学生担当

＊ 閲覧用 と して 演奏 した楽器の CD と視聴用デ ッ キを置い て お く。＊ ビデオ撮影を行う。（セ ミナー
手伝い 学生担当）

　2 ）本学 保 育 セ ミナー参加者 の ア ン ケ ート結果 （意見）か ら

　参加者は県内幼稚園教諭 ・保 育士 等、先 生にな っ て 間 もない 先生か ら園長先生まで 幅広 い 保育者 で あ っ

た。結果 と して 、「地域 へ の 保育貢献」 リカ レ ン ト教育と し て は大好評だ っ た 。「良か っ た 一71％」 「ま

あ良か っ た
一27％ 」 を合わ せ て 、98％ で あ り、ほ ぼ IOO°

／． の 参加者 が満 足 して い た。

　そ の 意 見 の お よそ の 概要 を紹介す ると、

　  音楽的 内容意見 ： 「今まで 経験 した こ と の ない 内容 だ っ た の で ビ ッ ク リ した が楽 しか っ た 。音楽 を

　　表現で きた こ とは とて も勉強に な っ た 、音楽を絵にする こ と は難 しそ うに感 じた が且虫な表現螢

　　 けて 楽 しか っ た、音楽講座 は五感 を使 っ て 表 1　 る こ との 楽 し さを味わえた、音楽 リズ ム の 講座 は

　　心弾ませ る体験が で き た ・
明 日 か ら の 実践に 活 か して 行きた い 、明 日 か ら の 保育に 取 り入れ られ る

　　墜 だ っ た 」 等、子 どもと楽 しむ 創造的な遊び は 、保育者 自身 も実際経験する こ と で 、「楽し か っ

　　た 」 と表現す る喜び （音楽 で 感 じ取 っ た心を何 か の 形 に表す） を
一

様 に挙げ て い た。そ こ に は 、

　　「保 育者が 楽 しい の だ か ら、き っ と 子 ど もた ちは ど ん なに楽 し い だ ろ うか 」 とい う思 い が窺え る 。

　　また 、
「五 感 を使 っ て表現する こ と は楽 し い 」 と い うこ とか らは、音楽 は器楽実技 （特 に鍵盤楽器）

　　を使 わなけれ ばな らな い し音楽指導 は 出来な い と考 え る 傾向が強 い の か、何 も準備せ ず、即表現す

　　る音楽遊 び 的 な も の へ の 五 感 の 使 い 方 が 楽 しか っ た の で は な い か。つ ま り、多様 な表現方法 を勉 強
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　 した 結果 か らの 発 言 と もとれ る意見 で ある 。 そ し て 、「音楽 リズ ム 講座 は 心弾ま せ る体験だ っ た 」

　と い う意見 か らは、音楽の 持つ 魅力 と教育効果 の 可能性を再発見 した の ではない だろ うか。

  保育者 の 資質的意見 ： 「何事 もチーム ワーク だ と思っ た。異年齢 の 方 との 触れ合 い か ら勉強になっ

　た 」等、「音楽」 は 音楽そ の もの の 教育的効果だけ で は なく、「何事 もチーム ワーク〜」 と う意見 か

　らは、音楽活動 を仲間 で 体験す る こ とから学ぶ副次的教育効果 （EX ：協調性 ・協力心 ・協 同性 ・社

　会性 ・達成感 ・一体感 ・連帯感等） を改 め て 実感 した セ ミナ ー
で あ っ た よ うで あ る 。 また 、

「異年

　齢の 方 との 触れ合 い
〜

」 は 、セ ミナー参加 は 自己 が 講演内容か ら学ぶ 個別 の こ とと、参加 して い る

　仲間か ら学ぶ他者理解 と自己 比較か ら学ぶ 自己 変容 へ の 必 要性 を感 じた経験だ っ た よ うで あ る。

  自己 省 察的意 見 ： 「とに か く楽 し か っ た、来 て 良か っ た ・時間が ア ッ とい う間に過ぎた 、楽し か っ

　た・今後活 か して 生 きた い 、楽 しん で 参加 で きた ・こ うい っ た機 会に参加 で き て よか っ た、体と楽

　器 で 表現す る こ とが こ ん なに も難 しい とは思わな か っ た、楽 し か っ たが 子 どもに とっ て は 難 し い か

　な と思 っ た、保育士 自身が楽 し み表現する こ と が い か に 出来る か と い うこ と を改 め て考え させ られ

た、雰囲気 も良 く楽 しか っ た ・また来た い と思 っ た、学生 の 頃を思 い 出した ・和気相合 ととて も楽

しか っ た 、子 ど もの 表 王 をも っ と 引き出せ る保育 士 に なろ うと感 じた 」 等、こ の   の 意見と思 い が

　
一

番多い の は 、やは り、保育者 （教育者）で あるが 所以 の ア ン ケ
ー ト結果 だ と感 じた 。っ ま り、音

　楽講座 内容 へ の 共 感 的 理解に 止 ま らず、経験 か ら得た 思 い へ の 自己 分析 な の で あ る。「保育 の 質 」

　を高め る必要性 と子 どもの 音楽的成長 ・入 間的成長を支 え る 保育者 で あ る ための 今後の 自己 課題 の

　発見 と確認 か ら の 回答だ っ た と判断 で き よ う。
一

人 の 保育者と し て の 意志表 明とも受 け取れ る。

  今後 の セ ミナ
ー

に 望 む 意見 ： 「楽 し ん で で き る もの ・今後 の 保 育 に 使 え そ うな も の 、実践 に 活 か せ

るもの 、身近なもの を使 っ た リトミ ッ ク、幼児向け リ トミ ッ ク　 ピ ア ノ や歌 い 方 の 実技、音楽遊び、

実践的な保育方法、PtpmwpmS 　 tgtx＿す ぐ出来 る よ うな手 遊 び ・歌 ・パ ネル シ ア ター、絵本

や手遊 び 」 等、参加者 の 今後 の 学習意欲 と学習課題を本保 育セ ミナ
ー

に 求 め て い る意見だ と受け 止

め られ る。そ の 内容は 、目々 、保育内容研究に十分時間を か け られ る状況 で はな い らしく、即保育

現場で 使 え る 内容や方 法を求 めて い る意見が多か っ た。「実践に使え る もの 」 「今後の 保育に使えそ

うな もの 」 等、 し か し、そ こ に は か な らず、「楽 し ん で 恬動 で き る 内容 」 で あ る こ とを挙げて い る 。

こ れ は 、子 ど も と と もに喜び や楽 しみ を 共 有 して 、子 ど もの 心 に 沿 っ た 保 育を実践
・
展 開 し て い き

た い と い う気持 ちの 表 れ で あ る 。 ま た 、保育者 自身 の 保育技能 （音楽基礎 技 能 の 音楽表 現技 術）を

磨きたい とい う思い がある意 見 として、「幼児向けの リ トミ ッ ク」「ピア ノ・歌 の 実技講習 （レ ッ ス ン ）」

などを挙 げて い る保 育者 もい る。こ れは、子 ど もの 表現活 動を支え るた め に は よ り高度な表現技術

を 持 っ て い る こ と へ の 必 要性 と習得 し た い 意欲 か ら の 回 答 で あ る。つ ま り、保 育者 の 基礎 技 能 の 必

要性を保育現場で 実感 し て い る他ならぬ 思 い か らで あ る 。 更 に 、 リカ レ ン ト教育の
一

環と し て 、保

育者養成校 が 受 け止 め る べ き課題 と し て 、「現場 で 悩 ん だ 時の 対策」 を要望 し て い る 参加者が い る

とい う現実 で あ る。こ うい っ た こ と へ の 対応は保育現場に 限 らず、
一

般の 職場 で も往々 に し て あ る

こ とで あ る。多 くの 場合、そ うい っ た こ とに 対 して は 、職 場 の 同僚や．．E司な どへの 相談 で 対処 して

苦難を 乗 り超 え て い く こ と が 殆 どで あ る と、筆者 らは 理 解 して い たが、保 育者 の 中 に は 、子 ども達
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保育現場と連動 した 養成校の 音楽教育内 容
・
方法の あ り方 （2 ）

　　の 様 了
一

（発達 ・意欲）と 園独 自の 保育過程 の 中で 、保 育実践 をそ の 場の 状況 を判断 し て 構 築し実践

　　して 行 く力をも養成校 に 期 待 して い る の で あ ろ うか 、と い う思 い も抱 い た 。 今後益 々 そ うい っ た 要

　　望 に応え られ る リカ レ ン ト教育 がで き る保育者養成も浮か び あ が っ て きた。

　 3 ）本学保育セ ミ ナーに お ける リカ レ ン ト教育 へ の 学生参加意識 か ら

　学 生 の 学び と して は 、事前の 打ち合わ せ や リハ
ー

サ ル は大変 で あ っ たが、教員 とともに保育活動を考

える場 とな っ た。こ の こ とは 、保育を 目指す楽 しみ と保育の 中身を考える講師 （筆者 ら） とコ ミ ュ ニ ケー

シ ョ ン を と りなが ら、現場 の 先生 と触 れ合 うこ とで授業で は 学べ ない 貴熏な体験とな っ たよ うで あ る。

（2 ）養成校で学んでほ しい 音楽教育内容 と保育実践の 展開 へ の 期待

　「保育の 質」 向上 の た め に 「保 育の 質を担 う人材 」 を育 て る た め の 養成校 の 音楽教育に つ い て 、前項

の 保育現場 が 求 め る養成校 の 音楽教育と音楽基礎技能、そ して 「本学子 ども学科保育セ ミナ ー
」 の 実践

内容に 対す る保育者 の 意 見か ら考察 して きた。こ こ か ら浮か び 挙 が っ て きた内容 と第 ll章 「基礎科 目
一

器楽法授業 の 取 り組み と課題検討結果 か ら、保 育者 の 音楽的資質 と専門性 を 志向 して 、『子 ど もの 育ち

と保育者 の 音楽的援助の 基本姿勢』とい う視点か ら次 に整理 した 。

　＝；保育者 は 「ち ょ うど良い ときに 、ち ょ うど良い 方法 で 、ち ょ うど良 い もの 」 を提供 し、保育で き

な けれ ば な らな い 。＝＝そ の ため に は
L6

、

　  保育者は 子 どもの表現活動を援助するす るコ
ー

デ ィ ネ
ー

タ
ー

で あ る。俵 現 の 意味理 解と創造的活動）

　  保育者 は子 どもの 表現 活動 の 意味を捉え る第
一

発見者で あ る。（心 の 読 み 取 り と動機付 け）

　  保 育者は 、子 ど もの 活動状況や場面 に 応 じ て、子 どもの モ デル
・
理解者 で あ る e （状況判断 と模範者）

　  保 育者 は 、子 ど もの 表現活動 をい っ し ょ に楽 しむ共 同作業仲間で あ る。（感動の 共 有と協同 の 喜び ）

　保 育学生 に は、保 育者 に と っ て 生 き て い る 目 の 前 の 子 ど もが 常 に 発 見 ・興味 ・喜び ・意欲 ・主体的活

動が で きる よ うな援助 と方 向付 けをす る こ とが大 切で あ る こ と、そ して そ こ には い つ も子 どもは勿論 の

こ と、保育者 もまた 『創造力』が 必 要不 可欠 な要素 とな っ て くる こ とをい つ も意識を させ た い 。そ して 、

保育者 と し て 子 ど もの 育つ 方 向付 けの あ る 実践的な音楽教育 と保育実践 の 展開を構築 し
、 実践 して い く

こ とが で き る音楽基礎技能を常に磨 い て い ける士台 づ く りの ため養成教育内容の 充実を 常に 図 る必要 が

あると考 える。

おわ りに

　今必要 とされ て い る 「保育の 質」 の 向上 の た め に 直接的に影 響及 ぼす保育者 の 質 の 向 上 を 志向 して 、

本 学学生 が 子 ど もの 創造的 な音楽活動を支え る こ と が で きる養成 基礎技能 を培 う音楽 教育内容 と方法を

めざ した
一

考察を お こ なっ た。っ ま り、さま ざまな経験を通 して 感 じ （豊 か な感性
・
共感 と発想 ・想像）、

必 要な保育内容 を考 え構築 で き る 力 （思 考力 ・判断力）、そ し て 豊 か な表現力 （主体性
・創造性 と即応

で き る 基本的な音楽基礎技能お よび思 い や りの あ る コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン ） を通 して、子 どもの 心 ・心情

に沿 っ た対応 （子 どもの 表現を受け止 め、応 じ、発展 させ て い く力）が で きる効果的な音楽活動 を展開

で きる音楽教育で あ る。こ こ に は、常に、子 ど もの 「創 造力 」 を育む こ と を 可能に す る保育実践 で は、

保 育者 も当然の こ と なが ら、子 どもの 創 造的な音楽活動 を支え る こ と が 出来 る基礎 技能、と りわ け 、
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『創造 力 の育成』が 必 要 で あ り求 め られ て い る と言 える。 こ の 結果 か ら、本研 究で は 、現実 の 保育実践

の 機能的要因 と し て 、「専門的基礎技能・技術 と専門的理 論が有機 的 に 作用す る子 どもの 音楽活動 を支え

る基礎技能 習得 の 必要性と意味、そ して 音楽教育方法 」 の
一

方策 を提示 で き た。 こ の こ と を 、今後 の 本

学カ リキ ュ ラ ム 改善お よび音楽関係授業改善に還元 した い 。
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授業内容 を充実 させ るた めの 国語能力 に 関す る
一
考察

　Raising　Teachers
’

Japanese− speaking 　Ability
to　Encourage　Students

’

Understanding　in　Class

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平　 　田　 　祐 子

Yuko　 Hirata

（ 要 　約　〉

　大 学 全 入 時 代 を 迎 え よ うと して い る昨 今、学生 の 学力 や 学習意欲 の 低下が 問題 に な る な か で 教育の 標準化 が必

要 とな っ て い る 。 そ こ で 、中部 地 区の 短 期大学生 と教員を対象 に ア ン ケ
ー

ト調査を実施 し て 、「学生が 求める理

想 の 授業」 と 「教員が 理 想 と考 え る授業」 の 差異 を抽出 した。到達点 は 学生 の 理解を深め る教授法を完成 させ る

こ とで ある が、第
一

段 階 と して調査 結果 の 中か ら 「国語 」 に 関す る項 目を も とに今後の 授業 にお ける国語教育の

在 り方 にっ い て 考えて い く。

（キ
ー

ワ
ー

ド）

　国語教育、Faculty　Deve1Qpment、コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン ス キル

は じめ に

　大学設置基準 の 改 正 に よ り従来 の 研究機 関と し て の 大学 か ら教育機 関 と して の 大学 へ と 変貌 し て い る

な か 、教育 の QC （Quality　ControD の た め の 標 準化 が 必要 とな っ て きた。セ メ ス タ
ー

制 、シ ラバ ス の

作成 、学生 による 授業評価、単位制度の 徹底、第三者評価 の 導入 な ど が強い られ る よ うに な っ た が 、第

三 者評価 で も授業評価 に 関 して 授 業内で の 学 生 の 意欲 を喚起す る 工 夫や担 当教員 の 授業改善 へ の 意欲や

理解度 レ ベ ル に対応 した 学習支援 とい う教員の 教育能力 の 開発 が 課題 となっ て い る。また、大学は大衆

化 され、18歳人 口 の 減少 によ る 大学全入時代 を目前 に 控 えて 、教育現揚で は様 々 な問題が生 じ て い る。

受講者で あ る学生 は 、社会動向 の 変化 に よ り興味や 関心 が多様化 、 学習意欲や 理 解度 の 低下、格差 の 拡

大な どに よ り、 か つ て の 大学生像か ら変容 して お り、単
一

的な授業展 開で は学生 の 満足 を得 る こ とが 難

し くな っ て い る。

　こ の よ うな社会背景か ら、現状 の 学生 に対応 した教育 をもた らすた め の 教授方 法 の 開発が緊要な課題

と考 え られ る。学生 と教員の 意識調査 か ら今後の 国語 教育の 在 り方を論 ず る。また、本稿 は 「FD

（Faculty　Development ） に 関す る研 究 」 ［平 成 18・19年度 、日本 ビ ジネ ス 実務学会 （中部 ブ ロ ッ ク ）助成

研究］
1
）に関連 した もの で あ り、今 回は 国語能力 に関する項 目 を分析 して い く。

1 ．先行 研究 と本研究の 目的

　Faculty　Development（以 ド、　 F　D と略す） の 概念 は 多義に 亘 る が、広 義の FD は 「究極的には学生 の

学習 の 質的改善 を 目的 と し て 企 画 され た 広範囲 の 活動 を さす 」、狭義 の FD は 「教授 団 メ ン バ ーが教師

お よ び 学者 と して 自己 の 能力 の 改善を支援す る こ と を 目的と した試み 」
2

と定義 され て い る 。　
‘
faculty

’
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の 第
一

義は 「能力
・
才能 」 で ある が 、1960年代後 半 か らア メ リカ の 大学で FD 活動が は じ ま り、そ の な

か で
‘faculty

’
は 「専門職の 同業者団体」

3
とい う意味合い で 用 い られ るよ うにな っ た 。

　 F　D 活動を遡 る

と、1970年代 の ア メ リカ に 辿 りつ く。当時 の 社会背景 は第 2 次世界大戦後 に 拡大し た高等教育が転変 し

て 学生数が減少 して 学生 の 質的低 下や多様性 、また、教員ポ ス トの 減少 とい う大学を取 り巻く社会環境

の 急速な変化 が もた ら した も の で あっ た
4
。こ れ は 全入時代 を迎 え よ うと し て い る現在 の 日本 の 大学や

学生 の 状況 にも似て い る。日本 で は、1990年以降、FD 制度が導入 され は じ め
5

、1998年の 大学審議会

答申
6

か ら具体的な制度が確立 し た もの と考え られ る。大学審議会答申 （1998．10．26）で は 、21世紀の

日本 の 社会状況 や高等教育 に お け る 基本 理 念や 大学 の 個性 化を 目指すため の 改革 方策 が 示 され、FD 実

施 の 義務化が提案 され て い る。それ以降、現在では大学における教育の 質向 上 の た め の FD 活動 が実施

され る よ うにな っ た の で ある。

　FD の 種類に関 して は大別する と、  教員開発 （Faculty　Devel・pment，　FD）、  授業開発 （lnstructi ・ nal

Development，　 ID）、  カ リキ ュ ラ ム 開発 （Curriculum　Development，　 CD）、  組織開発 （Organizational

Development，　 OD） （以 下 、略字 で 記す） で あ る が、「4 種 の ア ブ m 一
チ を含む プ ロ グラム を企画・実施す

る こ とが教授 ・学習 の 改善 の 新 しい 方式 」
7

で あ り、現状 で は上記 の もの を少 しず つ 改善 して い くこ とが

急務 と考えられ て い る。

　本稿で は 、FD 研究課題 の 中か ら中部ブ ロ ッ ク助成研 究 （平成 18 ・19年度継続） を受け て 中部地 区の

学生 ・教員を対象 に行な っ た ア ン ケ
ー

トの 結果 をも とに、 ID につ い て 詳述す る。　 ID は FD と重複す

る と こ ろ が 多く、 ID は教員 の 能力 そ れ 自体 よ り も指導的側 面 （学生 の 学習 の 促進、教材 の 準備 など〉

に力点 が置か れ る
8

。
ID に 関す る 先行研 究 は 、太 田 （2007） が 授 業評価後 の 数値 をも と に CD や ID

に触れ 、特 に 「学 生に人気 の 高 い 授業 の 分析 」 を ビデ オ撮影集録し た もの を参考に分析 して い る
9
。藪

下 （2007＞ は 、現代 GP 取 得時 の CD に 関 す る カ リ キ ュ ラ ム 紹介や授業 の 相 互 参観 、　 VTR の 撮影 に よ

る 授業参観 、 他学科 の 実習見学な どを した後 の 具体的 な授 業内容改 善につ い て 述 べ て い る
L°
。本稿 で は、

「現在の 学生 が 望む授業と教員像の 調 査1 「教員の 教育に対する取 り組み の 実態 と意識の調査 」 を行ない 、

そ の 結果を受け て 国語 に 関す る項 目 を抽出す る。学生 と教員 の 意識 の 差異を検討 しなが ら、今後 の 教育

に反映 させた い 。

2 ．本研 究の 方法

　 2 ． 1　 学生 お よび教員の ア ン ケ
ー

ト調査 と分析

　授業 で は 教員 と学 生 と の 相互 理解が 必 須 で あ る。しか しながら、教室 とい う箱 の 中で 行なわれ る コ ミ ュ

ニ ケ
ー

シ ョ ン の 送 り手 で あ る教員が 理 想 とす る 授業 、 受け手 で あ り受講者 で あ る 学 生 が 理 想 とす る授業

に は 差異が生 じて く る 。 それ は、学生 と教員 との 年代 の 相違、両者が 考え て い る 内容の難易度の 相違 、

受講者で あ る学生達 の 学力差 な どで あ る。教員 自身の 基本的 な教授能力 に 言 及 され る場合 もあ る が、こ

の 差異 を認識す る こ と は教授法を考え る 上 で 重要な こ とで あ る た め、本研究 で は、両者 の
一

致点と相違

点、改善で き る 点、改善し なけれ ばな らな い 点な どにっ い て 調査 ・
分析する。そ の 中で も、本稿で は

「国語 に 関す る 項 目」 を抽出 して 、両者の 差異 を改善し て い く 方法を考 える。
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2 ． 2　 調査概要

　1 ＞目的

　　　学生 と教員 の 理想 とす る授業 の 相違点を抽出する こ と。

　2 ）対象者

　　　・学生 1，482名 （学生 の 協力校 は下記 の 12校）

　　　　 （愛知県）愛知学泉短期大学 ・愛知江南短期大学 ・一宮女子短期大学 ・岡崎女 子 短期大学 ・

　　　　　　　　 名 古屋経営短期大学 ・名古屋 経済大 学短 期大学部 ・名 古屋 女子大学短期大学部 ・

　　　　　　　　 名古屋文化短期大学 ・名古屋短期大学

　　　　 （岐阜県〉中部学院大学短期大学部 　　（三 重県〉 高 田 短期大学

　　　　 （石 川県〉金城大学短期大学部

　　　・教員 24名 （ビ ジネ ス 実務学会中部ブ ロ ッ ク会員 に依頼）

3 ）調査時期

　　学生 ア ン ケー ト依頼期間 ： 研究 メ ン バ ー
担当校 （平成 18年 7月 初旬〜夏休み前ま で ）

　　　　　　　　　　　　　 そ の 他の 依頼校 （平成18年 9 月初旬〜11月 初旬）

　　学 生 ア ン ケ
ー

ト依頼方法 ： 研究メ ン バ ー担当校は 最終授業終 了後 に説明 して 質 問紙調査を無記名

　　　　　　　　　　　　　 で 実施 した 。 そ の他の依頼校 へ は ビ ジネス 実務学会員に送付 して 授業

　　　　　　　　　　　　　 終了後に説明 して 質問紙調査 を無記 名で実施 した 。

　　教員ア ン ケ
ー

ト依頼期間 ： 平成18年 8 月 30目〜平成 18年 10月下旬

　　教員 ア ン ケ
ー

ト依頼方法 ： ビ ジネ ス 実務学会員に送付 して 依頼。質問紙調査 を無記名 で 実施 した 。

4 ） 調査内容

　　  ア ン ケ
ー

ト項 目数 ：89項 目。

　   項 目分別 ：項 目決定につ い て は、事前に研究 メ ン バ ー
が、各担 当の 学生たちに 自由記述ア ン ケー

　　　　　　　　トを と り、す べ て の 中か ら 共 通項 目を選択 した 。

　　　 選択式 （学生／教員とも〉

　　　　　　　　
・授業方法

・
工 夫 に 関す る項 目 （37）　　 ・学生 へ の 対応 に 関す る 項 目 （13＞

　　　　　　　　
・教員 の 資質に 関す る項 目 （25）　　　　 ・授業環境に関する項 目 （14）

　　　 記述式 ：
・講義 内容 につ い て （教科 書 ・副教材 ・シ ラ バ ス など）

　　　　　　　　
・授業実施に つ い て （ツ ー

ル に つ い て ・ス キ ル に つ い て ）

　　　　　　　　・授業を行 う上 で の 自己資質向上 につ い て

　　　　　　　　
・
そ の 他
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表 1 ： 学生用ア ン ケ
ー

ト （選択式） （＊ 教員用も内容は同様 で 表現 の み変え て い る）
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　 2 ． 3　 調査結 果

　集計結果 をもとに、学生 と教員 の 理想 とす る教員像 の ア ン ケ
ー

ト結果 の 中か ら両者 の 相違点 を見出す

た め に差異抽出グ ラ フ を作成 した。学生 と教員 の 選択式質問内容 は 同
一

に設定 して お り 、 内容を大別す

る と次の よ うに な る。「授業方法 ・工 夫に 関する項目 （37項 目）」 「学生への 対応 に関する項 目 （13項 目）」

「教員 の 資質 に 関す る 項 目 （25項 目）」 「授業環境に 関す る 項 目 （14項 目）1 で あ る。そ の 中の 「授業方 法 ・

工 夫 に関す る項 目 （37項 目）1 中の 12項 目 が教員の 国語能力に 関する事項で ある。教員の 話 し方は問

1 〜 6 で 、「音声言語 1 に関 して は問 1 〜4 で 質問、「非言語表現」 に 関して は 問5 〜 6 で質問した。言

葉遣い に 関す る 事項 （言語表現〉 は問 7 〜12で 質問 し た 。 調査結果を下記の 表 に 示 す。

　　 1 ．声の 大 きさ　　　2 ．話す ス ヒ
一゚

ド　　 3 ．声 の 高 さ　　　 4 ．声 の 調子

　　 5 ．ジ ェ ス チ ャ
ー

を導入 する　　　 6 ．マ イ ク を使 う　　　7 ，難 しい 言葉 を使 用す る

　　 8 ．わか りやす い 言葉で 話す 　　　9 ．熟語や専門用語を使 う　　 10，丁寧な言葉遣い をする

　　11．友達同士 の よ うな言葉遣 い をす る　　　12．説 明を繰 り返す度合 い

表 3 ： 学生 ア ン ケー ト集計結果

学校名 総人数 囎 してください 台計

12345

1 声の 夫きさ 31 ア 691 鰯 B11 ゐ呂

2 聒すスピ
ー

ド 1170957114161258

3 声 の 高さ 251106712491253

4 声の調子 11067 δ 47晒 941252

5 ジェスチヤ
ー 36103 鵬 4151381251

6 マ イクを使う 185750 躙 251252

7 雅しい ことば   説 柵 12】 惚 125a

8 わかりやす い 言葉 322 軅   4971 躅

9 熟語や 専門 用齬 95 跚 跚 2硲 511 ゐ 7

10 丁寧な言葉 13 ア4 刪 4132541258

11 友達同士の ような言葉 131 獅 500 鯲 1061256

12 脱明を繰り返す回数 75 脳 287 跚 712 男

表 4 ： 教員ア ン ケー ト集計結果

学校名 繍 明配して ください 合計

12345

1 声の大きさ 12151171055

2 話すス ピード 引29 」151D47

3 声の高さ 9994 δ 0

4 声 の 躙子 ヨ0111D ア 90

5 ジェス チヤ
ー 10101157 葡

6 マ イクを使う 6483627

7 雄しい ； とば 591145 η

8 わかりやすい醤葉 121313101452

9 熟語や専門用語 10101 下 3 τ145

｝0 囎 11121369107

霍1 友罰司士のような貫葉 8483932

12 脱明を繰り返す回瞰 77B4733

3 ．調査結果の 分析

　教員 に 課 せ られ た 役 目 は 種 々 存在す る が 、教員 の 国語能力 に 関す る 調 査 結果 の な か で 、 「言語表現 」

に 関す る質問項 目に学生 と教員の 意識 の 差異が見られた 。 言葉に 関する質問は 問 7 か ら問 9 で ある。問

7 の 「教員が授業中に難 しい 言葉を使用 して い る か 否 か 」 とい う質問 に 関す る教員 の 結果 は 「あ ま り使

わ ない 」 に数値が偏 っ て い る が、学生 は 「少 々 使 う」 の 数値 が 最 も多 い 。問 7 に 対比 させ た質問 と して 、

問 8 の 「教員 が わ か りやす い 言葉 を使用 して い る か 否 か 」 に つ い て も教員は 「よ く使 う」 に数値 が集 中

し て お り、わ か りやすい 言葉を使用す る よ うに 意識 し て い る よ うだ が 、学生 は 「少 々 使 う」 か ら 「よ く

使 う」 へ と数値の 広 が りが見 られ る。
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図 1 ： 難 しい 言葉の使用

図 3 ： 熟語や専門用語 の 使用

図 2 ： わか りやすい言葉の使用

「や や使 う」 と思 っ て お り、教員 も 「や や 使 う」 と答 え て い る。

あ っ た 。 問11の 「教員が学生 に 友達 同士 の ような言葉遣 い をす る か否か 」 に関す る 事項 の 数値差 は 大き

く、図 5 の グラ フ か らも差異 が 読み取れる が 、教員は 「あま り使わ ない 」 に数値が集中 して い る。しか

し、学 生 は 「少 々 使 う
・やや使 う」 ほ うが 理 想的だ と感 じ て お り、教員に 友 達 の よ うな接 し 方 を 望ん で

い る こ と が推定され る。

図 4 ：丁 寧な言葉の 使 用

　 また、問 9 の 「教員が熟語や 専門用語 を使用 して

い る か 」 に 関 して は 、教員の 専門性の閤題 が あ る た

め か 「あ ま り使 わ な い 」 か ら 「よ く使 う」 まで の 5

つ の 選択項 目 へ と数値 の 広 が りが見 られ る。多数 の

「熟語や専門用語 亅 「難し い 言葉 」 の 使用 は、学生 が

教員は授業中に難 しい 言葉や熟語や専門用語 を使用

し て い る と感 じて い る。

　問 10 と 問 11が 言葉遣 い に 関す る 事項 で 、問 10の

「丁 寧な言葉遣 い 1 は 学生 も教員 もほ ぼ 同
一

の 感 覚

で 、学 生 は教員 が 丁寧 な言葉遣 い を 「少 々 使 う」

　　　　　 「よ く使 う」 と感 じ る数値 も ほ ぼ 同 じで

図 5 ； 友達同 士 の よ うな言葉の使用
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　 　　 問 12の 「説明を繰 り返す 回数 」 は 学生 も教員 も

　 　 「2 回繰 り返 す」 の 数値が最 も高 い が 、教員 は 「3

　 　 回繰 り返す 」 の 数値 も高 く、42％ の 教員は繰 り返 す

　 　回数が 3 回必 要 だ と考 えて い る 。 問 5 で は 「ジ ェ ス

　 　 チ ャ
ーを導入 した ほ うが い い か 否か 」 とい う 「非言

　 　 語表現」 に 関する質問を した。両者の 結果 はグラ フ

　 　 か ら読み取れ る よ うに、学生 は山型 を示 してお り教

　 　 員 は M 字型 を表 して い る。学生 は ジ ェ ス チ ャ
ーを

　　　　　図 6 ： 説明を繰 り返す回数 　　　　 「少 々 使 う ・やや使 う」 に数値 が 集中 して い て 「あ

ま り使わ ない 」 こ とは理想 と考えて い な い ようで あ る 。 そ れ に 反 して 、教員 は 「よく使 う」 の 数値 も多

い が 、「あま り使 わない 」 の数値も多い 。問 6 の 「マ イ ク使 用」 に関して は 、「学生数に対 し適度な広 さ

の 教室に対 して 」 とい う但 し書き を 付記 した。選択番号 1 を 「使わな い 」、
2 を 「必要な ときだけ使 う」、

3 を 「使 う1 と選択肢を 3 っ に した 。 両者 とも 「必 要なときだけ使 う」 こ とが好ま しい として い る が、

次に高い 数値は学生 が 「使 う」、そ れ に 反 し て教員は 「使わ ない 」 へ と数値 の 偏 りが ある。
こ れ は 、 問

1の 「声の 大きさ」 に も関連す るが、教員 は 「大 きい 声 」 が理 想だ と考え て い るが 、学生 は 「普通 の 大

き さ」 を理想 と考 えて い る こ と と も共 通点 を 見出す こ とが で きる。学生は、教員が必要な ときだけ マ イ

ク を使用 し て 、大声 を無理 に 出す よ り も 目常的 で 自然 な 話 し方 で 授 業 を 進 め る こ と を理想 と し て い る こ

とが 読 み 取れ る 。

呂 eoffOO40020D

マ イクを T吏b

度 合 い

5

・ ・ 嫐 圜

ロ 執 員
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　　　　図 7 ； ジェ ス チ ャ
ー

導 入 に 関 して　　　　　　　　　　図 8 ： マ イク使 用 に 関 して

　「音声言語 」 に関 して は 両者の 主観的な もの に よ り数値 が 左 右 され るが、本調査 に お い て は 教室環境

が回答者 の 所属大学によ り異 な る た め 、具体的 な数値を 示 し て 質問する の で はな く回答者が普段 の 授業

で 感 じて い る こ と に 対す る質問を し た。問 1 の 「声 の 大 き さ」 は教員が 「やや大き い
・
大 きい 」 声を理

想と考え て い るが 、学生は 「普通 の 大 き さ」 に数値が集中して い る。問 2 の 「話 す ス ピー ド」 は 学生 が

「普 通 の 速 さ」 を 理 想 と し て い るが
、 教員は 「やや速く」 話 して い る。問 3 の 1声 の 高 さ」 に 関し て は

両者 とも 「普通 の 高 さ」 を理 想と し て い る。問 4 の 「声 の 調子 」 も教員は 「普通 の 調子
・
やや明 るい ・明

る い 」 こ と を理想 として い る が、学生 は 「普通 の 調子 」 を理想 と し て い て、普段 と 変 わ ら な い 声 の 大 き

さ、速 度、声 の 高 さや 調子 で 自然体 の 「音声言語 」で 教員 が 授業 を進 め る こ とを望 ん で い る こ とが 確認

で きた。
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図 9 ：教員の 声の大きさ 10 ： 教員 の話すス ピー ドに 関 して

　　　　　　 11 ： 声 の 高さに 関 して 　　　　　　　　　　　　 12 ： 声 の 調子 に 関 して

おわ りに

　以 上 の よ うに 日本に お け る FD の 歴 史的変遷 や種類 を確認 した 上 で 、  現在の 学生 が 望 む 授業と 教員

像 の 調査   教員 の 教育に対す る取 り組み の 実態 と意識の 調査 を行な い 、そ の 結果を受け て、国語 に関す

る項 目を抽出 して 学生 と教員の 意識 の 差異を検討 しなが ら教員 の 理想的 な話 し方や言葉遣い に関 し て 鑑

みた。言葉遣 い に関 して は 、教員が授業中 に 難 しい 言葉 を用 い 、熟語や専門用 語 を多く使用 して い る と

学生 は 感 じて い る。また、教員 が 友達の よ うな話 し 方 で接する こ とを理 想 だ と考え て い る。 「声 の 大き

さ」 に も関連す る が 、教員 は 「大 き い 声 」 が 理 想だ と考え て い る が 、学 生 は 「普通 の 大き さ」 が 理 想 と

考えて い る。学生 は 、教員が必要 な ときだけ マ イクを使用 し て 、大声 を無理 に 出すよ り も 目常的 で 自然

な話 し方 を理想 と して い る こ とが読み取れ た。

　今後 も学 生 ア ン ケ
ー トの データ お よ び 教員ア ン ケ

ー
トの 参考資料 を分析 し て 検討 しつ つ 学生 の 現況お

よび社会の ニ
ーズ に 対応で き る教員の 資質 ・能 力向上 と授 業方法 を提供 する た め の 研究を続け て い く。

な お、本研 究は 、学生 の ア ン ケ
ー

ト回答 （学生 の 望む もの ）に 迎合 して 、教員 の 考え方や教授方法 を改

善する も の で は な く 、 現状認識 の 上 で 両者の 質的向上 を 目指すもの で ある こ と を加 筆 して お く。今後 の

課題 と し て は、従 来 の 研究機関 と して の 大学 か ら教育機 関と して の 大学 へ と変貌 し て い る な か で の 教育

の QC 確 立 に 役 立つ 授業 を反 省 的実践 な どの 手法を用い て 作 り出 し、更 に ID か らCD へ と移行 し て い

く所存 で ある。
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平成 18 ・工9年度 に 日本 ビ ジネ ス 実務学会 （中部ブ ロ ッ ク） の 研 究助成 を 受 けて 「FD に 関す る研究」 を して

い る。研 究 会 メ ン バ ー
は 、川 口 　直子 （愛知 学泉短 期大 学）・水 口 美知子 （名古屋 経済大 学短 期大 学部）・河

野篤 （中 部学院大 学）
・寺 島　雅隆 （名古屋 文化短 期大 学） と筆者 で あ る。

関 正 夫 「大 学 教 育改 革 の 方 法 に 関 す る研 究
一Faculty　Developmentの 観点 か ら一j 広 島大 学 教 育 研 究 セ ン ター

4 − 5　（1989）

English−Japanese　Dictionary　For　The 　General 　Reader （リ
ー

ダ
ーズ 英和 辞典）研 究社 （1984 ） に は、第 2 義 に

「a 《大 学の 》学部、学部 の 教授団 ［構成員］ ； 《大 学・高校 の 》教員、《時 に 》教職員 《集合的》」 とな っ て

い る。

有 本 章 「大 学 教 授 職 と FD ： ア メ リカ と 日本 」 東信 堂 　 127− 128 （2005）

日本 にお け る FD 活 動は、慶應義塾大学 SFC が1990年 に 開設 した もの が祖 と考 え られ る。

大学審議会答申 （1998．10，26＞ 「21世紀の 大学像と今後 の 改革方策 に つ い て
一
競争的環境 の 中で 個性が 輝 く大

学
一

」　http∫／／ww ，mext ．go．加／
’
h＿menu ／shingi ，／i2／dalgaku／toushin／981002．htm　　1 − 75

関正 夫 『日本 の 大 学教育改革
一歴 史 ・

現状
・展 望 一

』玉 川大 学出版部、最終章 （1988）

前掲書 ： 関正 夫 （1989） 4 − 5

太 田和敬 「大学 の 授業改善に 関す る試論 」 人 間科学研究29、文教大学人 間科学紀要委員会　28− 32 （2007）

藪下 武 司、二 神 律子 「Faculty　Developmentに よる授業改善の
一

例
一
現代 GP の キ ャ リア 教育

一
」 中部学院短

期 大 学部 研 究紀 要 8　 中部 学 院短 期 大 学 部 　98− 101 （2007）
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チー ム 学習とデ ィ ス カ ッ シ ョ ン を重視 した 学習者参加型授業の 効果

E幵fe　cts　of　a　Learner−Participation−Type　Class　that　Values　Team　Learning　and 　Discussion

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鷲 　 　尾 　 　 　 　 敦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Atsushi　Washio

（ 要 　約　）

　学習者 の 主 体 的 な 学 び を 支 援 す る参 加 型 授 業 を促 進 で き る 教員養成カ リ キ ュ ラ ム 開発 研 究 の
一
環 と し て 、教 職

科 目 「教育 の 方 法 と 技術 」 の 授 業開 発 を行 っ た。チーム を 意識 した 学習の 場を設定す る こ と、学習支援 ス キル を

用い たグル
ープ討議 を 重視 す る こ とを設 計 ポ イ ン トにお き授業 を進 め た 結果、受講生 は 意欲的で 主体的な学習活

動を展開 した。また、学生ア ン ケートで は発 言 が多い ほ ど 目標達成度な どの 自己 評価 ポイ ン トが 高く、チ
ー

ム 学

習で 発言す る こ との 重要性が 示 唆され た。

（キ
ー

ワ
ー

ド）

　チーム 学習、グル
ープ 討議、参加 型 授 業

1．は じめに

　経済協力開発機構 （OECD ） の 学習到達度調 査 （PISA） に お い て 、日本 の 子 ど も た ち の 学力 が 落ち て

い る とい う結果が出て い る。2000，2003 ，2006年 に実施 された こ の 国際調査 に よれ ば、日本は 、「読解

リテ ラシ
ー

」 が 8位、14位、15位、「数学的リテ ラシ
ーj が 1位 、 6 位 、10位 、「科学的 リ テ ラ シ

ー
」 が

2 位 ， 2 位 ， 6 位 とい ずれ も下が っ て き て い る
11）
。こ の 調査 が求め る学力 は 「PISA型 学力 」

1 ）
と呼ばれ

る。PISA の 試験 は 、 知識や技能を習得 し それ を再生 で き るか を問 う従来型試験 と異な り、実生活 の 様 々

な場面 で 直面す る課題 の 解決 に、学習 し た内容 を活用 で き る か を問 う試験で あ る。知識 の 習得 だ け で な

く、探究的な能力 が 求 め られ る。フ ィ ン ラン ドは、こ の P【SA調査 で は 常に ト ッ プ レ ベ ル に ある。日本 で

はそれぞれ の 子 どもたち の 能力 に あわせ た 習熟度別 ク ラ ス に 向か っ て い るの に対 して 、佐伯
2 ）

に よれ

ば、フ ィ ン ラ ン ドは 、習熟度別学級 を廃 止 し異質な能力 を も っ た 生 徒 同 士 に よ る 「学び 合 い 」 を重視 し、

16歳ま で は他人 と比 較す る よ うな点数 に よる成績評価 は 行 わず 、 文章に よ る 自己評価を重視 して い る。

こ れは学習観 の 違 い か らき て お り、フ ィ ン ラ ン ドの 教育に影響 を与 えて い るの は社会構成主義的学習観

で あ る と い う。学習者が学習環境や学習 を援助す る リ ソース 、学習 コ ミ ュ ニ テ ィ や教 師な ど学習者 の 周

辺 との 相 互 作用 に よ っ て学習者 の 知識 が 構成 され て い くとい う学習観で あ る 。 目本の学習観 と の 違い は、

学習者が 中心 にあ り学習 コ ミ ュ ニ テ ィ に よ る 「学び合い 」 が 重視され る 点 に あ る。

　さて 、PISAの 結果 に よ り 「ゆ とり教育」 へ の 批判が高ま っ た。そ の 批判 の 矛先 は、負担 の 割 に効果が

見え にくい 「総合的な学習 の 時間」 へも向け られた。新学習指導要領で は 、「総合的な学習 の 時 聞」 の

目標 は 「横断的 ・総合 的な学習や探究的 な学習を 通 して ，自ら課題 を見付け、自ら学 び 、自 ら考え、主

体的 に 判 断 し、よ り よ く問題 を解決す る 資質や能力 を育成する と と もに、学び方や も の の 考 え方 を身 に

付 け、問題 の 解決や探究活動に 主体的、創造的、協同的 に取 り組む態度を育て 、自己 の 生 き方を考える
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こ とが で きる よ うにする。」
IZ）

とあ る。従来 の 表現に 「探究 的な学習態度」 や 「協同的に取 り組む態度」

を 加 えて 再構成された の で あ る が、こ の 目標は まさ し くPISA型学力に呼応 し て い る とい え る。　 PISA調査

の結果に よ る 批判 は 「ゆと り教 育 」
へ向 けられ た と し て も、「総合的な学習 の 時間1 に 向けられ る もの

で は な い 。学習効果 が な か っ た と批判され る とすれ ば、そ の 方法 が批判され る べ きで ある。

　下村
3・5 ｝

は、産業社会で の 教育と情報社会で の

教育とい う枠組み で もっ て 、教育ス タイル の パ ラ

ダ イ ム 変換 を説 明 し て い る （表 1 ）。産業社会 で

の 教育は、学習者 が 産業社会で働 く こ と が で き る

ように知識や技術を獲得 させ る こ とが 目的 で あ っ

た。そ の た め 、知識、技術を持 っ て い る教師か ら

持 たない 学習者 へ 知識 を
一

方 向的に伝 える こ とが

求め られた。そ の た め教育内容は標準的 ・画
一

的

で あ り、学習様式は受け身的で よ か っ た の で あ る 。

表 1　 教育に お け るパ ラ ダイ 厶 変換

こ れまで の 教育

｛産業栓会の 教育）

こ れか らの 教育

（情報社会の 教育）

教育目標 知 識伝達、記 憶 創造力、自己教育力

教育内容 標準的、画一的 多様的、個性的

学習様式 情報受信、受身的 情報発 信、主体的

教材 ・教具 教科書、黒板、印刷物
イン ターネッ トを含む

マ ル チメディ ア 環境

諦 テス ト、減点 式 多面 的 で多様、加 点式

教育の 場 閉鎖的 開放 的

教師の 役割

一
斉 指導、

イ ン ス トラク タ
ー

学習 支援、
コーディ ネー

タ
ー

教師の 役割は、効率的 に
一

斉指導 を行 い 、イ ン ス トラクタ
ー的で 良い 。それ が 、情報社会に お い て は、

多くの 情報や知識 は 点在 し て お り、
一

人 の 教師 が 多様 な学習者集団 に そ れ らの 知識を伝えき る こ とは 到

底不可能 で ある。学習者が 自ら知識 や情報 を獲得する、自ら学ん で い くこ とが で きる 、っ ま り自己 教育

力を つ け る こ とが教育の 目標と して 求め られ る 。 そ の ため、学習様式 は学習者主体 で あ り、多様な学習

者 の 存在 に よっ て 教育内容 も多様 と な ら ざ る を 得 な い 。こ の こ とか ら、教師 の 役 割 は 学習 を 支援す る コ
ー

デ ィ ネーターと し て の役割 と な る 。 教師 に は 、
「教 え る 」 か ら 「学習 を支援 す る」 指導 ス タイル への 変

革が求 め られ て い る とい うの で あ る。

　以上 か ら、学習者が 主体的な学習 を 進 め る た め に、学習者を中心 に お き、学習者 の 周 辺 全体、つ ま り

学習環境や学習 コ ミ ュ ニ テ ィ、学習ツ
ー

ル や リソ
ー

ス を どう配置 し どの よ うに関わ らせ るか 、そ し て教

師が学習 の 支援者 と して どう働 きか ける か が 授業設計の ポイ ン トで あ る と考え る。今回、「チ
ー

ム 学習」

の 授業開発研 究や筆者 も関わ っ た 「『総合的な学習 の 時間』の コ ーデ ィ ネ
ー

タ
ー

養成 講座 」 で の 知見を

元 に、主体的な学び を引き起 こ す よ うな授業設計 に取 り組 ん だ。そ の 授 業設計 の ポイ ン ト と考えられ る

効果を説明 し 、 教職科 目で 実践 した 成 果 と受講学 生 の ア ン ケー ト結果 か ら考察 を加 え る。

2 ．授業設計の 方針

2 ．2 　 こ れまで の 成 果

（1 ）学習支援 ス キ ル によるグル
ープ討議を取 り入れたグル ープワーク の 効 用

　「学習者参加型授業 を 促 進 す る教員の 学習支援 ス キ ル 育成カ リキ ュ ラ ム の 開発 」 研究グル
ープ で は 、

総合的な学習の 時 間の 背景 に あ る教育観 ・学習観 の 変化 に 対応 し、
一

人 ひ と りの 児童生徒の 学習 を支援

す る ス キル と、そ うい う形態 の 学 習 を コ
ーデ ィ ネートで き る 教員育成 プ ロ グラム の 開発研 究 を進 め て い

る。こ の 実践検証 と し て 、文 部科学省 と三 重県教育委員会 が 主 催す る 平成19年、20年度 の f『総合的な

学習の 時間』 コ
ー

デ ィ ネ
ー

タ
ー

養成講座 」 にお ける研修カ リキ ュ ラ ム を開発 し 講座 を開 い た。こ こ で は、
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ブ レ ー
ン ス トーミ ン グや KJ 法な ど の グル ープ ワ

ー
ク 手法を実践 で き る 能力 を 学習支援ス キ ル と して位

置づ け、これ を体験 し実践 で き る 体験型研修 を設計 した。そ の 体験 の た め の 討議テ ーマ と し て 平成19年

度は 「『総合 的な学習 の 時 間』 の ね らい に関 わる 7 つ の 課題」 をと りあげた。各グル
ー

プ で そ の 課題解

決 に 向けて 、 グル
ー

プ討議 を進める形態 の 講習 を進め た。我々 が担当した 2 回 の 講座 の 問に 1 か 月 の 期

間 が あ り、そ の 期間には moodle を使っ て の グル
ープ討議をす る場を設定 した。平成 20年度は、討議 テ ー

マ を 「学校や学年全体の 『総合的な学習 の 時間』の 年間指導案づ くり」 とい う具体的 な も の と した。こ

の よ うに 、学習支援ス キル と して の グル
ー

プ ワ
ー

ク手法をグル
ープ 討議 に取 り入れ、課題解決に 向けた

グル ープ ワ
ー

ク が 進行す る ように 授業設 計を し た。 こ の 研修講座 で は 、 2 回あ る 講座 の 前後 で ア ン ケ
ー

ト調査を し、受講者 が 主体的に学び 、学習 目標 に っ い て の 理 解度が深 ま っ た こ とを確認 し t：　
” ‘ a3 ）

。

（2 ）チ
ーム 学習の 効用

　西之園、望月 らは 、佛教大学の 教職科 目　「教育方法学 」 にお い て 、多人数講義科 目に お け る チ
ー

ム 学

習と個人学習を統合 し た学習方法 の 開発 を進 めて い る。「生 きる力 」 に象徴 され る新 しい 学力観に対応

し学習者 の 多様性を認 め、多人数 で あ っ て もそ れ ぞ れ の 学習者が知識創造 で き る授 業開発 を 目指 し て い

る
6 ・7’9’1°）。こ の 研 究で は、全て の 学習者がそ の 能力 に 応 じ て積極的 に 学習に参加す るた め に は 、多様な

評価方法 と学習者の 多様性 を活 か せ る 学習設 定が必要 で あ り、そ の 手段 と し て チ ーム 学習が有効で あ る

こ とを示 し た 。 西之 園らが試 み て い るチ
ー

ム 学習 は、仲 良 しメ ン バ ーに よ る グル
ー

プ ワ
ー

ク で は なく、

メ ン バ ー
が互 い に協力 し なが ら積極的な学習活動を行い 、と もに 知識を創造 し て い く協調学習 で ある。

2 ．2　授業設計の ポイ ン ト

　多様 な学習者が、主体 的な学習活動 に と り くみ学習成果 が得られ る学習者参加型 の 授業 とな るよ う、

「『総合 的 な 学 習 の 時 間』 コ
ー

デ ィ ネ
ー

タ
ー

養成講座 」 の グル
ープ ワ

ーク 手法 を 活用 し、チ ーム 学習に よ

る 協調学習が進む ようザイ ン した。今 回 の 授業開発 に お け る設計ポ イ ン トを表 2 に ま とめ る。

　ま ず 「チ ームカ」 で あ る。チ ーム を意識 させ 、メ ン バ ー
とともに課 題解決 を行 うた め に は 、チ ーム の

中で責任 を 持 っ て 取 り組 め る こ とが必 要 で あ り、そ の ため に チ
ー

ム の 形成過程が重要 とな る。単に グル
ー

プに 参加す る の で は なく、同じ目標 を持 っ たチ
ーム の 構成員 と して の 自覚を 持 っ て課題 に 臨め る よ うチ

ー

ム 形成 の 方法 を 工 夫す る。次に 「グル
ープ討議力 」 で あ る が、課題解決 の た め の グ ル

ープ 討議 を積極的

に 進 め る た め に 、ブ レーン ス トーミ ン グや KJ 法 の グ ル
ーブ ワ

ーク 手法 を 取 り入 れ る。ブ レ
ー

ン ス ト
ー

ミ ン グは、発言 の 質 よ り量を求め発言 の 批判を しない とい うル
ール があ り発言を促す効果がある。KJ

法は、意見 を整理 し た り、意見を活発化 した り、あ らたな展開 へ 議論 を引っ 張 っ た りす る効 果 が ある。

チーム とい う学習 コ ミ ュ ニ テ ィ の 活動 を活発化させ る た め に は 大 い に議論 が 必 要 で あ る。多様 な考え を

聴 き、意見 に触発 され意見 を出 し、それ が とん で もな い 発 見や創造に 結び つ くこ と が期待で き る 。
「学

習環境力 」 は 、学 び に 応 じた 学習環境 を 用意す る こ とで あ る。そ れ ぞ れ の 活 動 が しやす い よ う、活動 に

応 じた 教室 を用意 し た り、そ れ ぞ れ の学習活動を支援す る ツ
ー

ル と し て ワ
ー

ク シ
ー

トを開発 した り、自

己 学習 が 進む よう、授業支援 Web を用意 し 教材 お よ び 参考 リン ク集等を掲載す る。「課題 力 」 は 、そ

の 科 目 で 学 ば な け れ ば な らな い 事項 に 関 す る 適 切 な課 題 を 設 定す る こ と に よ っ て 、科 目の ね らい と学生
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の 授業 目標 の 達成 を 目指す。「相互 評価力 」 は 、チ
ー

ム の 集合体が ク ラ ス とい う学習 コ ミ ュ ニ テ ィ で あ

り、チ
ー

ム 同 士 が学習 した成果を互 い に 公 表し批評 する こ とで 、学習 コ ミ ュ ニ テ ィ 全体 が活性化す る こ

と を期待 して い る。チ
ーム 成 果 へ の 評価 が フ ィ

ー
ドバ ッ ク され る と 同時に 、他 チ

ー
ム の 成果がチ

ー
ム 活

動 だ け で は 気 づ か な か っ た 知 見を与 え て くれ る 。

表 2 　 学習者参 加 型授業の 設計ポイ ン ト

  チ
ー

ム カ

  グル
ープ討議力

  学習環 境力

  課題 力

  相互 評価力

・チーム 単位 で解決すべ き課 題 を与える。
・チー

ム の ア イデン テ ィ テ ィ を確立 させ、共 通 の 目的を もっ た仲間 と して 意識 させ る。
・チーム 内で 、個々 に 役割 を持た せ、責任 感 を持 たせ、チーム への 貢献を意識 させ る。
・
学習支援ス キル として の グル

ー
プ ワ

ー
ク手法 を取 り入 れ る。

　　（ブ レ
ー

ン ス ト
ー

ミン グ、KJ 法、等）
・課題解決 の た めの 手段 を グル ープ討議 と し、グル

ープ ワ
ー

ク 手 法を積極的に活 用す る。

・課 題解決 の 場 に応 じた教 室 の 用 意 （グル
ープ討議、制作、ミニ 講義、発 表等）

・学習活 動を進 め るそれ ぞれ の 場 面に応 じた効果的な ワ
ー

ク シ
ー

トを開発、活 用す る。
・授業支援 Web を用意 しWeb 教材、リン ク集を整備す る。
・授 業の ね らい ・学習 目標 に応 じた効果的 な課題 を設定す る
・個人、チーム の 学習成 果 を学習者 全体に公 開 し参考資料 とす る。
・学習 成果 物 を互 い に評 価 し評価を作成者に フ ィ

ー
ドバ ソ クす る。

3 ．授業の詳細

3 ． 1　 対象授業 の 概要

（1）指導の ね らい と学習 目標

　対象授業 は、名古屋女子大学文学部児童教育学科幼児保育学専攻 の 教職科 目 「教 育 の 方法 と技術 」 で

あ る。教育職員免許法施行規貝1押 にお い て 「教育課程 及 び指導法 に 関す る科 目」 と して 「教 育 の 方法及

び 技術 （情報機器及び教材 の 活用を含む。）」 を含め る こ と　　　　　 表 3 学 生 の 学 習 目標

が 必要 な事項 として 取 り扱 われ て い る 科 目で あ る。今回 こ

の 授業を 担 当 す る に あ た っ て 考 え た 教育技術 面 で の ね らい

は 、

  グル
ープ ワーク を通 し て、課題 べ 一

ス の 問題解決型演

　習や グル
ープ ワーク で の 問題 解決手法を体験 し教 育実

　践 の 場 で 活用 で き る こ と

・教育用 ポー
タル サ イ トを知 り 、活用 で きる

・
イ ン タ

ー
ネ ッ トの 教育利用 の 課題や注意すべ き点

を理解 す る
・ブレーン ス ト

ー
ミン グ、KJ 法などの 発想法、整

理 法を理 解し実 践 で きる
・グル ープワ

ー
クに よる制作 や課 題解決 がで きる

・
チ
ーム の

一
員 と して の 役害1亅を理 解 し、実践 で き る

・幼児の 教育に有用 な電 子紙 芝居 教材 を設 計 で き る
・電子紙芝居を使 っ て授業をす る こ とが で きる
・他の 人の 作品や発衷 につ い て適切 な評価が で き る
・ワ ー

クシ ー
トの 活

．
用 が で きる

  課題 を通 し て 、イ ン タ
ー

ネ ッ トの 教育利用 と問題 点 に

っ い て 理解を深 め、また電子紙芝居教材 の 設計が で き授業 で 活用 で き る こ と

 
一

連の 活動を通 して 、コ ン ピ ュ
ー

タで 多様なメデ ィ ア を取 り扱 うこ とや プ レ ゼ ン 支援ソ フ トを活用

　で き、グル ープ発表 、模擬授業、相 互 評 価 な どの 教育活 動 を 支援で き、様 々 な ワ
ーク シ

ー
トを教育

　活動 の 場 で 実践 で きる こ と

で あ り、学生 に は表 3 の 内容を学習 目標と して 示 した。

　情報活用面 で は 、 学生 の ス キ ル に は 大 きなば らつ きがあ り、効果的な学習成果 を上 げ るには
一斉指導

で なく、ス キ ル 差の あ る集 団にお ける 「学び合 い 」 による主体的 な学習 に 期待がかか る。ポイ ン トは課

題力 にあ る。「ネ ッ トワ
ー

ク と教育」 とい う課題 か ら、チーム 課題 を 設定 し、調 べ 、チ ー
ム で まとめ 、
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ク ラ ス で 発表 し合 う （学び合 う） こ とで 「情報社会 に 参 画する 態度」 を 学ぶ 。「電子紙芝居綱作 」 課題

に よ っ て プ レ ゼ ン 支援ソ フ トを活用 し た教材 制作 の 方法や そ れ を使 っ た 授業の 方 法 、教材設 計 の 方 法、

画像や音声の 扱 い 、ス キ ャ ナ 等情報機器 の 取 り扱い 、ネ ッ トワ
ー

ク環境で の グル
ー

プ作業や フ ァ イ ル 管

理方法 などの ス キル を実践的 に 学ぶ a チ ーム 内 で の コ ラボ レ
ー

シ ョ ン で あ る ため、直接体験 す る ス キ ル

は 役割 に よ っ て 異なる が
、 他 の メ ン バ ーと相談した り様子 を見た りする中 で、間接的には どれ も体験 し 、

幅広 く知識 に触れ る こ とが で きる。また模擬授業に より、さらな る 発見 をする こ と が 期待 され る。

（2 ）授業の流れ
　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　 表4 　授業の ス ケ ジュ

ー
ル

　こ の 授 業は 、 3 日間15コ マ 連続 の 集中講義であ り、2008　　　1日 昌　　　 2 昭 　　　 3日 目

年 8 月 と 9 月 にそれ ぞれ 58名 、49名 の ク ラ ス 編成 で 開講 し 1

た。ス ケ ジ ュ
ー

ル を表 4 に示す ととも に 、授業 の 構造を、　
2

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3
図 1に 示 す （図は、教師の 指導、個人活動、グル

ー
プ討議、

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4
グル

ー
プ活動 、パ ソ コ ン を活用する場 面等に分 け て 図示 し

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5

て あ る）。
3 日間の 授業の ね らい や ス ケジ ュ

ー
ル 、学習 目標

な どにつ い て 説明 した の ち、チ
ー

ム

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　授業概要 　　　 チ ーム 作り

作 りを行い 、そ の 後 リ レ ーポ ス タ
ー

、

授 菓概要

テ
ー

ム 作 り

チ
ー

ム 紹介 　 　 　 　．ボス タ発 表

問 題提起 ．．．一．．．．」一

統合 発 衷 準 備 　 　 　教 材 制 作

墜 ス 臼発 表

　 　 　 　 　 　 教材 制作

課 題  驍 明　　　　髞 題  覩明

グ ル
ー

プ討議手 法説 明 　…グル
ー

プ 企画酎議
グル

ープ酎議 　　　 旨

討 議・鯛査 　　 　　 　制 作 方 法 説 明

ボ ス タ制作　　　　　設計 ・シナ リオ焦臙
ボ ス タ制作 　 　　 　 i教材制 作

　 　 　 　 　 ・経過発 装

教材 制作

楔擬 授業準備

模擬 樫業

評価

授業 振り返り

作品 等提出

リレー
ポス タ

ー 電子紙芝居

躍 　 〔自分 を知る 〕 驤驪驪 　騾 驪

振り返 り

電子紙芝居 の 二 つ の グル ープ課題 を

設定 し、最後 は簡単 な レ ポ
ー

トとア

ン ケー トで 授業 を 振 り返 る。 メ イ ン

の課題が二 つ ある が、いずれも、チ
ー

ム で の グル
ー

プ ワ
ー

ク を 主体と し、

ミニ 講義の 後、グル
ープ 討議、グル

ー

プ 制作や グル
ー

プ 内 の 個人 活動を経

て 発表、グル
ープ間 に よ る 相 互 評価

を行 う。 チーム 学習 と ク ラ ス 全体で

の 学び合 い を形成す る よ うに して い る。

i鎖灘 譲i…
．

俸繍 舞 、
紹

讖　
嬲
　
郵

葡

…讚 韈ii

鑿 i

…難 薩
μ

調蠡彪 形

濯
〆絃編籟

講轢 隷

1臘 攤
撒 櫞 　 　、

曝 　　　　篝　　　ミ

i鑼 灘

覊 驥

購 鎌 1

　け　そ　　　サま　’tt
爨爨灘驚 蕘：、

吁
薫 雛 畿

蕪疑鹽 韓擬

纐鱶 鱗

個人相互畔価

図 1　 授 業の 流れ と構 成

拶顔、

3 ． 2　 チーム カをあげるた め の チ
ーム 形成

（1）チ
ー厶 作 りの考 え方

　チ ーム で の 活動 を 主 体 と して い る ため 、 チ
ー

ム の 話し合 い や活動 で 、友達 同士 が 固まる こ とによ る バ

イ ア ス が か か る こ との な い よ うに す る こ とを考えた。そ の ため、学籍番号順に
一

人 ひ と りチ ー
ム を順 に

割 り当 て 、学籍番号が周期 的 に離れ た 6 名 な い し 5 名 の メ ン バ ー
で チ

ー
ム を構成 した． 8月 ク ラ ス は 10

チ ーム 、9 月 ク ラ ス は 9 チ
ー

ム 編成 とな っ た 。

（2 ）チ
ー

厶参加 の ため の プ ロ フ ィ
ー

ル

　グル
ープ ワ

ー
ク をす る 前 に、学生 自身 で 、自分 が ど うい う特性 を持 ち、どの よ うに チーム に 貢献 で き

る か を考 え させ る た め 「プ ロ フ ィ
ー

ル シ
ー

ト」 を用意 した 。 こ の シー トは、こ の 演 習 で 必要 とな る ス キ

一111 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27号

ル や チ
ー

ム 内 の 役割 に 必要 と思われ る 特 1生等を記述す るよ うにな っ

て い る。また、コ
ー

チ ン グで も用 い られ て い る コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ

ン タイプテ ス ト
7 〕

実施 し、自分 の コ ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ン タ イ プ を記

入 させ る。こ の テ ス トは 、授業そ の もの の ア イ ス ブ レ
ー

キ ン グと

な り授業の 雰囲気を和 らげ、チ
ー

ム で の 自己 紹介 の 話題 と し て 活

用 で き る。そ の 後、チ
ー

ム に分かれ、こ の シ
ー

トを用 い た 自己 紹

介か らチ
ー

ム 学習が ス タ ートする。

（3 ）チ
ーム に おける役割

写 真 1　 グル
ープワ

ー
ク の様子

　チーム 内 で の 自己紹介 の 後、役割 を決 める。役割 は、リ
ーダー、司会、記録管理 、学習報告、計画管

理 、作品管理 と し全員が何か の 担当 とな る 。 実際 の 活動場面で は、こ の 役割以外 に、絵が 上 手 、コ ン ピ ュ
ー

タが得意な ど、学生 の 特性 にあわせ て チ
ーム 活動の 中で役割分担が行われ て い く、 役割 を配す る こ とで 、

チ
ー

ム へ の 参加意識、責任意識を持たせ る こ とが で きる。

（4 ）チ ーム の ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 確 立

　さらに、チ
ーム を確 立 させ るた め に、チ ーム 紹介 とい うチーム

で の 最初 の 課題 を与 え る。初 め て の 者同士 で も 話 し合い が進行 で

きる よ う、チ ーム名、チーム 名の 由来 、チ
ー

ム の 抱負 と目標、メ

ン バ ー
の 紹介を 「チ

ー
ム 紹介 シ

ー
ト」 に書 くとい う具体的な作業

を与 え る。チ ーム 紹介 が 完成 して か ら、チーム メ ン バ ー全員 が ク

ラ ス の 前に 出て チ
ー

ム 紹介をす る 。 チ
ーム の

一
員 と して クラ ス の

前 に 出 る こ と、他 チー
ム の 紹介を 見 る こ とで チーム の ア イデ ン テ ィ

テ ィ が 確 立 される。 3 日 間 こ の メ ン バ ーで 活動 し なければな らな

い とい うこ とを強 く意識 させ るとともに、チ
ーム の 結束 が 高ま る

こ とを期待 し て 設定し た チ ーム 最初 の 課題で あ る。

写 真 2 　 学 生 が 作成 した KJ 法 の例

3 ．3　 グ ル
ープワ

ー
ク手法 とグル

ープ討議

　図 ユ に示す に 二 つ の 大き な 課題 は 、い ず れ も チ
ー

ム で 討議 、制

作、発表 （模擬授業）する流れ と して い る 。 グル
ー

プ討議が進む

よ うに、ブ レ
ー

ン ス ト
ー

ミ ン グや KJ 法 などの グル
ープ ワーク 手

法を ミニ 講義 し、KJ 法 が で き る よ うポ ス トイ ッ トカ ードや台紙

を準備す る。また、グル
ープ討議がで き る ス ペ ー

ス が必要 で 、講

義 室 を 別 に 用意す る。テ
ー

マ や チ
ー

ム 活動 の 方向を決 め る討議後

は 、各チーム の 判断 で 、必要な時に、個別活動か らチ ーム 活動 へ

移 る。 PC 教 室 内 で集ま っ て打ち合わせ た り、演習室や
一

般教 室

に 移 動 して 本 格的な議論 を し た り各チ
ー

ム が 活動 の 場 を
．
L夫す る。

鯉 麗 饗 し 1
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図 2　 学 生 が作 成 したポ ス タ
ー

作 品 の例
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3 ．4 　グル
ープ課題 の 設定

（1 ）課題 1 「リレーポス ター制作 」 作 成と発表

　
一

つ 目 の 課 題 と して 今 回 は 、「イ ン タ ーネ ソ トと教育」 とい う大

きなテ
ー

マ を掲げた。ミ ニ 講義後 、 各チ
ー

ム がブ レーン ス トーミ ン

グやKJ 法を使っ て グル
ープ 討議 を し、チ

ー
ム テ

ー
マ と各 メ ン バ

ー

の サブテ
ー

マ 、発表 の 流れ を決 める。次に、ネ ッ ト等 を活用 して 調

査 し、ポス ターセ ッ シ ョ ン 用 の ポ ス タ
ー

をパ ワ
ーポイ ン トで作成す

る。各 メ ン バ ーの ポ ス タ ーを 統合 し、チ ーム で
一

つ の プ レ ゼ ン 資料

（リ レ
ー

ポ ス タ
ー

） とす る 。 そ して 、自作部分を順に 担 当する チー

ム 発表を行 う。チ ー
ム 単位 で 相 互 評価 を し、他チ

ー
ム か らの 相 互 評

価を も と に 課題 と改善案をチ
ーム で 話 し合い 、チ

ーム として の 自己

評価 と して 課題 と改善案を提出する。

（2 ）課題 2 「幼児 向け電 子 紙芝居教材 亅 制作 と模擬授業

　二 つ 目の 課題 は、通常 の 紙 芝居 と同様、幼稚園教諭や保育 士
、 あ

る い は保護者が、登 場入物の 声やナ レ
ー

シ ョ ン を語 りな が ら、子ど

も に お芝居 の よ うに 語 っ て 聞か せ る こ と を前提 と し た 電 子紙芝居教

材 の 制作 で ある。効果音や動き が あ り、マ ウス 操作に よっ て イ ン タ

ラ ク テ ィ ブ に 動作する パ ソ コ ン な ら で は の 電子紙芝居教材 で ある。

テ
ー

マ や教材 と して の ね らい を グル ープ討議 し、設 計 の た め の 仕様

を検討 し、シ ナ リオを作成 して い く。パ ワ
ー

ポイ ン トで の 制作方法

を ミニ 講 義 し た 後 は 分 担 して 制作 を 進 め る。チ ーム で 作 成 し た 作品

を教材 として 活用 で き る よ うに す る た め に 、チ
ー

ム で 配 役を分担 し

模擬授業を行 う。単なる作品発表 で はない の で 、導入部 で ［乗1児 と見

立 て た学生 に 向 か っ て 声 が け を し た り、手 遊 び を し た り、終 わ りに

はみ ん な で 歌を歌 うな ど、授業 と して の 工 夫 を こ ら した模擬授業が

展開 され た。本 来 は相互 評価を して 作 品 や模擬授業の あ り方を改善

す る 必 要があ る が、時間が 足 りず、個人 で 他 チ ーム の 作 品 と模擬授

業 を評価す るだけ と した、

4 ．結果

4 ． 1　 学生 の 声

　最後の 時 間 に授業を 振 り返 る た め に、授業 目標 の 達成度 などを ア

ン ケ
ー

ト調査 した 。   チ
ー

ム 学習に っ い て 、  こ の 授業 で 得たもの 、

  授業を振 り返 っ て 、に つ い て の 自由記述 の 回答 か ら
一一
部 を抜粋 し

て 表 5 ， 6 ，7 に 示 す。
一

日 中苦 手な コ ン ピ ュ
ータ を使 うこ とや 、

写 真 3　 制 作 の 様子

写 真 4 　 制作の 様子

写真 5 　 ポス ター発表の様 子

写 真6 　模擬授 業の せ りふ練習風景

写 真 7　 模擬授 業が 終 わ っ て
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意見 も多数あ っ た。 「役割 を決 め る 一とが チ
ー

ム カ

を高ある こ と」 「能 力 の 違 うメ ン バ ーが
一

つ の こ と

に取 り組む こ と 」 「決め られ た チ ーム で も 目標に 向

か っ て 協 力 し、絆 が深 ま る こ と 」 な ど 授業 設 計 の

ポイ ン トに 触れ る 肯定 的な意見が 多 くあ っ た。ま

た、 「学んだ こ とを保 育の 現場 で 活用 し た い 」 「保

育教材 の 可能性 が 広 が っ た 」 な ど意識 の 転換も見

られ た 。「パ ワ ーポ イ ン トの 知識 」 「プ レ ゼ ン の 方

法 」 「表現 手 段 」 に つ い て 学ぶ こ とが で きた とい う

意見 もあ っ た。また、「他学生 の 成果 を見 る こ とに

よ る学習効果」 に言及す る意見 もあ っ た。集中講

義 とい う授業形態 と 4 年生 の 夏休み とい う進路 に

関 わ る 重 要な時期 に 授業 があ る点以外 は、肯定 的

な 意見 ば か り で あ り、内容 か ら も 主 体的 な学習が

進 み 学生 は 多くの こ とを学び、達成感 と充実感 を

得 た こ と が わ か る。

知 らな い 学生 の 中で の グル
ープ ワ

ーク をす る とい うこ と に関 し て 、「当初は 不安を感 じて い た が 、 3 日

間があ っ とい う間に 終わ り達成感を得た1 とい う趣 旨の 感想 が多数あ っ た。チ
ー

ム 学習に つ い て は 、

「思 い も よ らな い ア イ デ ア が出 て くる 」 「グル ープ ワ
ー

ク 手法が良い 」 などチ
ー

ム 学習を肯定的 に 評価 し、

KJ 法 やブ レ
ー

ン ス ト
ー

ミ ン グ の 効果 を理解 し た
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表 5　学 生の声 （ア ンケートか ら抜粋〉　 （1 ）チ
ーム 学習に つ い て

・役割を決めるこ とでチ
ー厶運営が うま くい きやすい ように 感 じた。

・
チ
ー厶 だか らこ その 達成感の 大切さを改め て 感 じた。自分の 役割を知 り、チーム を支 えて い くこ との 大 切 さ を感 じた

・一人で は思い つ かない ようなアイデア をもっ てい て、チーム の 力の おも しろさやすばらしさを感 じた。
・性格や個性が違 うメンバーで もチーム学習におい てみんなが協力すると素晴らしい成果が 表れ るもの だ とい うこ とを改めて実感
・あらか じめ決められて い たチ

ー厶 だっ た と して も、お互 い が 楽 し く取 り組 もうとする気持ち、自分がで きる こ とを
一

生 懸命や ろ うと

する姿勢がチ
ーム の きずなを深めて い くの だ と感 じた

・意見をあわせ るこ とが難 し い 点が あるが、今回の よ うにブ レーン ス トーミン グや KJ法 を使 う こ とで よ り問題 や 課題 に 対 し深 くつ っ こ

め、た くさんの意見 をまとめやすか っ た。
・
チ
ームで他の 人の話を聞 くこ とも大切だけど、自分の 意見が あるときは、皆に 伝えるこ とも大切だ と思 い ま した 。

・発言を通 して、コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン を図るこ との 大切 さを実感

表 6 　 学生の 声 （ア ン ケートか ら抜粋） （2 ）学習で 得た こ と

・
い ろん な班の 発表を見て皆の 発想の すご さを知 っ た e 割 り振 られた 仲間の 中で も、日を重 ね る ご とに団結力が強まり、ひ とっ の こ と

に向 けてが ん ばる素晴らし さ、今後社会に出て い ろんな人 と出会っ て もうま くい く大刧なこ とを知る こと学ぶ ことがで きた

・チーム で協力する大切さ、個性 を改めて 感 じ る こ とが で きた。それ ぞれ得意 な こ とがあ り、違 う能 力 を持 っ た 人が集 ま っ て協力 しあ

うこ とは本当に良い こ とだ と思 っ た。
・やは り、一番はチ

ーム 内で協力するこ と。それに加 えて 、チ
ーム 内で把握す る とい うこ と。自分 とは違 っ た考え方の 人が い て も、そ

れ を否定 しない で、受け入れる。それが チーム内で の 活動 におい て重 要で あ る と感 じた し、相手 の考え方を尊重する こ とがで きた。
・異 な る意見 を まとめ るこ と の 楽 し さを感 じた。ひ と りひ と りが 良い ア イデア を も っ て い るの で、決め るの は むずか しい がKJ 法をす

る こ とで 意欲が倍増 した。今後 もぜひ 使 い たい 。
・
チ
ーム で の 教材制作や発表 は好 き とい うわ けで は なか っ た けれ ど、今回はす ごく楽 しか っ た ！ ！自分の 得意な興味ある内容 だ っ た こ

ともあるが、KJ 法な どを活用す るこ とで、とて も意見 を 出 しやす くなる こ と を知っ たた め と思 う。
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チー
ム 学習 と ディ ス カ ッ シ ョ ン を重視 し た 学習者参加 型 授業 の 効果

・グル ープ の 思い を
一

つ に し て 協力する こ とで で きない こ とは ない ！電子紙芝居を作 っ て 感動 した e ま た 自分で も作っ て み た い

・保育士になっ たときも手書きもい い けど、パ ソ コ ン を使 っ て動きの あるもの を子 どもたちに見せて い くの も面 白い と感 じた。
・ポス ターの 発表を聞い て 、イン ターネ ッ トで 気をっ けなければい けない こ とを理解す るこ とが で き、子供た ちに伝 えてい く必要性 を

感 じた

・パ ワ ーポ イ ン トを使 っ て 多彩な授業が展開で きる こ とを実践に よ っ て 理 解する こ とがで きた。
・保育教材を作成する 際の 視罫が広 が っ た

・実用的なパ ソ コ ン の 機能を使 える ようになる とともに、保育現場で どの ように生かせるか とい うこ とも学べ た。こ れか ら役立て たい

・ポス タ
ー作 りでは、伝えた い こ とが何なの か を明確に し、わか りやす く書 くこ との 大切 さを学ぶ こ とが できた。

・他の グル ープ作品を見 るこ とで、自分たちの 課題を見つ けた り、こ れ か らの 参考に もな っ てす ごく よい 経験に なっ た
・
チ
ーム で 楽し く作品 を作るこ とがで きた。他の チ

ーム の 作品を見 て様々 な表現手法 を知 っ た

表 7 　 学生 の 声 （ア ン ケートか ら抜 粋〉　 （3 ） 授業 を振 り返 っ て

・3 日間で私 た ちは劇 的 に変化 した。 は じめは きっ そ うだ とお もっ て い たが、そん な こ とはな かっ た。
・出 来上 が っ た作 品 を見 た時 の感 動 や こ の 授 業 を とお して カ をあわ せて が んば っ たチ

ーム み ん なに感謝。こ の 授 業 を受 けて よか っ た。
・ス ケジュール を見て絶対無理 と思 っ た けどみん なで 協力集 中して 素敵な作品が できて とて もうれ しい 。他の グル

ー
プ の 発表 をみ て参

考に なっ た。個性 のお もしろ さを改めて感 じた。今ま での 授業で
一
番楽 しか っ た です．

・手書きの あたた か さ もあ るけ ど、人を注 目させ る効果が パ ソ コ ン には あ っ た と思い ます。使 う時 々 にあわせ て 使い 分け てい きたい

・3 日 間つ め こみ の 授 業 で 、長 い か な
一

とお もっ て い た け どあっ とい う間だ っ た。グル ープ活 動はみ な で協力 しな けれ ば で きない もの

　ばか りだ っ た こ ともあ り、徐 々 にチーム の ま とま りが強 くな っ て い くの をか じ られ 中身 の 濃 い もの に な っ た。
・今まで 子 どもには手作 りがい い と得意深 く考えるこ ともなく思い 込ん で い た けど、内容 によっ て は動画の 方が伝 えやすい こ ともあ る

　し、現代を生 きる子 ど もた ちに パ ソ コ ン に ふれ させ ない よ うに する こ とが い い とは思 えない 。大人がイ ン タ
ー
ネ ソ トやパ ソ コ ン の こ

　とをよ く理 解 し子 どもが適切に使 っ て 学びや知識を深め られるよ うに援助 したい と思い ま した，
・3 日 間とて も楽 し く授業 を受ける こ とが で きた。ア ニ メ ーシ ョ ン の 方 法な ど、何 も知 らなか っ た の で 知 れ て よか っ た。また、こん な

チーム 学習が したい と思 っ た。こ の 30 問で 学ん だこ とは 必ず保育に活かそ うと覆い ます。
・3 日間、一日中パ ソ コ ン に 向か っ て い るの は、本 当に大変で しん どか っ たけど、終わ っ て みる とす ごくよ く笑 っ た し考えた し、とて

　もい い 経験に な っ た。私は B ク ラ ス だか ら他の クラス の あまりし ゃべ っ たこ との ない 子たちと同 じグル
ー

プ で 活動は 不安で い やだ っ

た。で もや っ て み る と受 け入れて くれて 、仲もふか ま っ た し、相手の こ とをよ く知れたの で よか っ た。い つ も同 じ子 とば か りい る け

　ど、交流の な い 子 とか かわ るの もす ご く大切だ とお もい ま した．
・最初は全 く話 した こ とが ない メ ン バ ーだ っ たの で、なかなか発言がで きなか っ た。徐 々 に話 をすすめて い くうちに、チ

ー
ム の カラ

ー

が 出て きた よ うに 思 う。機械に うとく、理解す る こ とに苦労し た。メ ン バ ーの 子 が とて も絵が 上手 だ っ た り、機械の 扱い に慣れ て い

　た の で 、尊敬 し tt。私は 普段 B ク ラス だが A ク ラス の 雰囲気を味わ うこ ともい い 刺激に な っ た。将来パ ソ コ ン を使 っ て 楽し い 映像で 、
教育に生 か して い きたい と思 っ た

・普農の 授業と違 っ て 、パ ソ コ ン と向かい あ う時間が長か っ たの で 疲れま したが、とて もおもしろい 授業で した。最後に他の 人の 作品

　も見れたの で 「こ うした ら良か っ たの か1 と思 うとこ ろも多くて 、い ろい ろなこ とを学べ た と思 う。
・最初は 作業の 進め方がわ か らずに 戸惑 うこ とが多か っ たけれど、徐々 に 自分の チーム 内で の 役割や今 自分 に で きるこ とを考え実行す

るこ とが で きる よ うに なっ た。実際、保育士 とい う仕事につ い た ときに使え る知識 も得 られ、充実 した

・テ ー
マ を 1 か ら考 える の は とて も大変で し た．で も、KJ 法な どを使 うこ とで 意見がま とま り、自分たち の テーマ が決 ま っ たの で 、

　まとめる こ との 大切 さを学ぶ こ とがで きた。

4 ． 2　 授業目標 の 達 成度

初回 授業で学生 に 提 示 した 目標 の 達成状況を 4

段 階評価 で た ず ねた 〔図 4 ）。 ほ とん どの 項 目で

90％以 上 が 達成 し た と肯定的回答を し て い る。特

に 「そ うで あ る 」 が 高 い 項 目は 、「チ ーム の
・』一

員

と し て 役割 を理 解 し実践 で き る 」 「グル
ー

プ ワ
ー

ク に よる制作
・
課題解決 が で きる」 「イ ン タ

ーネ ッ

トの 教育利 用 の 課 題 や注意 す べ き 点 を 理 解し て い
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図 4　 授業 目標の 達成度

る」 で あ っ た。

4 ．3 　 チーム で の 役割

チ
ーム におけ る役割 の 違 い によ る チ

ー
ム 活動へ

の 参加度に差があ る か を 知 る た め に、チ ー
ム の 中

で 担 当とな っ た役割 を果た せ た か どうか をたずね

役繭 纛戒感

図 5　 役 割別 達 成 感

一115 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27号

た 。 図 5 に よ る と 「学習報告」 「リーダー
」 「記録整 理 1 の 順に役割 の 達成感は 高い 。「司会」 は、「やや

果 た した 」 を含 めた肯定的評価 は高い 。．…
方、「計画管理 」 の 達成感 は 、比較的低 く、4 割 以上が否定

的評価で あ り、2 割弱 が 「果たせ な か っ た 」 と回答 し て い る。ce．E　
St

の 実践 で も 「計画管 理 」 が 同 様 に

低 い 結果 が 報告され て い る。他 の 役割 と違い 、活動 内容 が イ メ
ージ し に くい ため で は ない か と考 え る 。

4 ．4 　発言量 とチ
ーム へ の参加度

　 グル
ープ 討議 で 発 言を した か につ い て は、図 6 に示す よ うに、

「発言 し なか っ た 」 の が 0 人 で 、「あま り発言 しなか っ た 」 で も 9

人 （8．4％）に過ぎず、多 くの 学生 が 積極的に 話す こ と が で き た

之 答え て い る。 こ の 発霄量 の 自覚別 に 3 つ の グル
ー

プ に分け る と、

あ ま り発言 して い な い と答 えた学生 の 中 に は 、チ
ー

ム へ の 貢献度

が低い （図 7 ）、チ ーム で の 役割を果 た し て い な い （図 8 ）と感 じ

て い る学生が多い 傾 向がみ られ る。また、チーム に よ る作品制作

　 　 　 　 図 6　 発 言 度

や発表 に責任をも っ て 取 り組んだ か とい う問 い に対 して 、全員が肯定的評価で は あ っ た が 、発言 量が 少

ない と 自覚 して い るグ ル
ープ ほ ど 「と りくん だ 」 が 少な く、「やや とりくんだ 」 が多 い 傾 向 に あ っ た

（図 9）。

U
貢 献 で きた 　 　 　 　

et
や貢献 ξ さ た

su や や 貞 献 C’“．な か ・）た fi貞 献 e き な か っに

「

図 7　 発 言別 チ
ー

ム 貢献度 　 図 8 　 発言別役割 図 9 　 発 言別 責任感

4 ．5 　発言量 と授業目標の 達成度

　発言量 の グル
ープ 別 の 授業 目標 の 達成度に つ い て 調 べ た の が図

10〜図 14で ある。件数 が 少 ない の で 統計的止 確 さは欠 くが 、こ の

授 業の 状 況 を 知 る こ と が で き る。「チ ーム の
・
員 と し て の 役割 の

理解1 「ブ レ
ー

ン ス ト
ー

ミ ン グ 、 KJ 法 な どの グル
ー

プ ワ
ー

ク 手

法 の 理解 と実践 」 「幼児 教育に有用 な電 子紙 芝居 の 設計 が で き る」

な どは 、グ ル
ープ 討議 に お い て 発言 を した と答 え た グ ル

ープ ほ ど、　　 図10 授 業目標の 達成度 （役割理解）

日標達成度が高くな っ て い る。情報教育に関連す る もの に つ い て み る と、 「幼児教育に有用 な電 子 紙芝

居 の 設 計が で き る 」 で は 大きな差 があ っ た。テ
ー

マ 、教材 と し て の ね らい や内容、シ ナ リオ作 りな どは

チーム で の 討議 で 作 られ て い く。そ の 設 計過程 に ど う参加 した か に よ っ て 設計体験度 が 異な っ て こ よ う。

そ うい う点 で 発 言が少 ない とい う自覚があ る 人 は 、教材設 計力 に 関 して も低 い 評価 とな る の で は ない か

と考え る。「パ ワ
ーポ イ ン トを利 用 で きる」 は 「あ ま り発言 しな か っ た 」 グル

ープ で わ ず か で あ る が 否
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チ
ー

ム 学習 とデ ィ ス カ ッ シ ョ ン を 重 視 した 学習者参加 型 授業の 効果

定し た 割合が 高い が 、教材設 計 ほ どの 発 言量 によ る差 はな い 。

「イ ン タ
ー

ネ ッ トの 教育利用 の 課題」 に い た っ て は 、ほ とん ど差

が ない
。

「イ ン タ
ー

ネ ッ トと教育」 とい うテーマ で チ ーム ポ ス タ ー

制作課題 をチ
ーム に与 えた が、各 自の 調 査活動 と各チ

ー
ム の 発表

に よ っ て 、議論 に 参加 せ ず と も多 くの 知識得 る こ とが で きた か ら

で は ない か と考える。

グ ル
ー一

プ リ
ー

ク 手 法 を理 解 し 実践 で き る

　 　 　 O％ 　　 　20％ 　　噌0％ 　　60 ％ 　　8D ％ 　　100 ％

　 発言 した 鑞 韆 懸糠 飆 孅 鑞 騨鑼 綴 劉

　 　 や や 発 言 し た

あ ま り 発 膏 し な か つた

’

U ？ うであ る 　　 躍や や そ うで あ る

刮や や そ う　仔 な い四（ う で な い

図11 授業 目標の 達成度 （手法理解）
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…丗”

　　
……
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や や 発 言 し た
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　 ma そ う で あ る 　 Pやや そうで あ る 　 w ややそ うで ない

図 12 授 業 目標 の達 成度 （電子 紙芝 居設計） 図13授業 目標の 達成度 （パ ワ ーポイン ト）図14 授業 目標の 達成度 （イ ン ターネ ッ ト〉

5 考察

　ア ン ケ
ー

ト結果 か らグル
ープ 討議 で 積極的 に 発言す る 学 生 ほ ど 自己 評価 ポ イ ン トが 高 く、授業 目標 の

達成度や チ
ー

ム へ の 参加度な どが高い傾向に あ っ た。チ ーム の 課題解決に 向け、積極的な発言 が 、チ ー

ム メ ン バ ー
間 の 学習や活動 とつ な が り、学習 コ ミ ュ ニ テ ィ 、学習環境 などの 周辺 との 相互作用 の 中で 、

学習の 理 解 と達成感 を得た もの と考え る。情報活用面 で 、個人 の 知 識 理 解で す む もの は 発言 量 に よ る 差

は ない もの の
、

「電子紙芝居 の 設計」 の よ うに 情報を高度に活用 し て い か なけれ ばな らな い もの に っ い

て は 、チ
ー

ム で の 主体的な学習参加が授 業 目標 の 達成度 に 少な か らず影響を及 ぼ した、

　学生 の 声に よ る と、異質集 団 の チ ーム 学習 に よ る 「学 び 合 い 1 によ っ て 学生 の 主体的な学び が 引き出

され、ブ レ
ー

ン ス ト
ー

ミ ン グや KJ 法を取 り入れ る こ とで 、積極的な発言が引き出され活動 が進 ん だ こ

とがわ か る。そ して グル
ープ ワ

ーク 手法は、討議 を支え る ツ
ー

ル と し て 使 え る こ とが 今回 の 授業 に お い

て も確認する こ とが で きた 。

　学生 による授業評価は、「授業内容 に興味関心が持 て たか1 「総合授業満足度 」 「ま じめ に とりくんだ

か 」 な どす べ て の 項 目で 100％肯 定的評価 で あ り、95％以 Lが 4 段階評価 の 良 い 評価 で ある 4 をつ けた。

学生 は 、興味関心を もっ て 意欲的に授業に 参加 し授業に 対 し満足感を得た。

　以 上 をま とめる と、今回 の 授業設計お よび実践 で は 、チ
ー

ム 学習 と討議を重視す る グル
ー

プ ワ
ーク 手

法 を 取 り入 れ 、学生 の 主 体 的 な 学習活動 を 引き出 し、学 生 の 目標達成感 を高 め る こ とが で きた 。 そ し て
、

次 の 二 点を確認す る こ とが で き た 。

　 ・グル
ープ 活動 に お い て 「発言す る 」 こ との 重要性 を 確 認 で き た

　
・チ ーム を意識 し、グル

ープ ワ
ー

ク手法に よるグル
ー

プ討議 を活動 の 中心 に据えた グル ープ活動を取

　　 り入れ る こ とで 、学生 の 主体的で モ チ ベ ー
シ ョ ン の 高 い 学習活動 を進 める こ とが で き る

　なお 、本研究 は、平成 19年度　科学研 究費補助金 （基盤 研 究 （c））「学習者参 加 型 授業を促進す る 教員

の 学習支援ス キル 育成カ リキ ュ ラム の 開発 」 （課題番号 19530842） によっ て い る 。
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　　　幼児の た め の 科学遊び の 教材化 とその 支援に 関す る
一

考察

Producing　Science　Teaching　Materials　fbr　Infants　and 　Supporting　Their　Use

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　池 　　村　　　　 進

　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　Susumu　 Ikemura

（ 要　約　）

　こ れ は 世界的な傾向で あ る が 、日本 で も学 生 ・生 徒 の 理 科 離 れ の 現象 が 進 ん で い る。従来 か ら誇 り と され て い

る 技術立 国 日 本の 根底 を脅 か す 憂 うべ き状況 に な っ て い る とい わ ざる を 得ない 。生 後間もない 乳児 は 外界の 刺激

に 対 し て 本能的 に か か わ り、幼児 とな っ て か らは、何 に で も 興 味 を もつ 好奇心 の 塊み た い な存在なの で あ る。こ

の 時 期に こ そ、自然 の 不思議 さ ・偉大さを五 感 で体験 し、科学的な 考え 方 の 基 礎 を培 うこ とが肝要で あ る と考 え

られ る。子 ど もた ち が 楽 し ん で 遊べ る 「科学遊び 」 の あ り方 を保 育を 臼指す 学 生 と共 に 考え て い く。

（キー
ワ
ード）

　素材 の 教材 化 、ペ
ッ トボ トル 、科学の 心

1 ．は じめ に

　小学校 で の 理科離れ 、そ し て 大学で の 学 生 の 理科系科 目 の 敬遠 な ど、自然科学 の 面 白さ味 わ う こ と な

く、社会生活 に 入 る 人 たちが増えて い る とい う。これは幼児期に科学 の 面白さを十分 に体験す る こ とに

よ っ て、随分 と変わ っ て くるの で はない か と思 う。幼児期 の 科学的なもの の 考え方は 、幼児の 遊びや生

活を通 して 自然に獲得 され るべ き もの で あ る。 それ には 、 幼児たちが興味や関心を示すよ うな科学的な

遊 びが 必要 で ある。

　こ こ で は、幼児 の た め の 科学的な遊び の 開発 とそ の 支援 の 仕方、幼児 の 行動や 心情 の 変化 に つ い て 研

究 し て い く こ と に す る。身 近 な 環 境 に 幼児 自 らが 関 わ り、発見を楽 し ん だ り 、 考えた り 、 そ れ らを生活

に取 り入れた りす る心情や意欲 、 態度 を 、 こ の研究を通 じ て育て て い き た い と思 っ て い る。

2 ．「科学遊 び」 の 教材化

（1 ）目的 ： 保育を目指す学生たちに、科学遊び に 対す る認識を深 め、

興味 と関心を持 つ こ とを願 い 、自ら素材 を教材化す る体験をす る機会

をつ くっ た 。 素材に ペ
ッ トボ トル を用 い た筆者手製の お もち ゃ を学生

た ち に提示 し、敢 え て 作 り方 を説明せず に、学生たちが持ち寄っ た ペ
ッ

トボ トル で 数種類の 科学遊び に使 え るお もちゃ を作 っ て もらっ た 。

（2 ）方法 ： 三 重 県内 A 短 期大学子 ど も学科 1 年 生 144人 の 学生 を

対象 と して 、2008年 11月 28日に教材 の 製作 とそれ を使 っ た遊びを実　　　　 写真 1

行 した。そ の あと、製作 と遊 び に っ い て の 学生 の 意識 に 関する ア ン ケー トを実施 した。

空中遊泳
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　 （3 ）提示 したおもちゃ （次の 三 種類）

　  「空中遊泳 」 ペ ッ トボ トル の キ ャ ッ プ に錐ま た は電動 ド リル で

穴を開け、キ ャ ッ プの が付 い て い る部分 を 7 セ ン チ ぐらい 切 り取る。

折れ 曲が るス トロ
ー

をキ ャ ッ プ に 開けた 穴 に 通 し、ス トロ
ー

の 先 に

発泡 ス チ ロ
ー

ル 製 の 球を置 く。（写 真 1 ）ス トn 一
に 息 を吹 き入れ、

球を 空 中に 浮 い たまま留ま る よ うに 、さらに息 を吹き続け て 遊 ぶ 。

　  「元 気 元 気 」 ペ ッ トボ トル の キ ャ ッ プ をは ずし、キ ャ ッ プ の 中

央に穴をあけ、ス トロ
ー

を差 し込む。ス トロ ー
の 先端に ゴ ム 風船を

ビ ニ
ー

ル テ ープ で 固定 し、ゴ ム 風船がペ ッ トボ トル の 内部 に入 るよ

うに キ ャ ッ プ を閉め る。ペ
ッ トボ トル の 胴体 を押 さえた り離 した り

して 、中の ゴ ム 風船 を膨 らませた り萎ませ た り して遊ぶ 。

　  「上が っ た り下 が っ た り」 醤油ま た は ソー
ス の た れ ビ ン の 蓋 を

取 り外 し、錘 と して ナ ッ トを た れ ビ ン の 口 の と こ ろ に ね じ込 む 。 た

れ ビ ン の 中 に 適量 の 水 を入 れ、水 を入れた紙 コ ッ プ に先端部分 が 少

し出る くらい で 浮 くよ うに、たれ ビ ン の 中の 水 の 量 を 調整す る。ペ
ッ

トボ トル に ほ とん ど満タ ン に水 を入れ 、調整済み の たれ ビ ン をそ の
写真 3　上が っ た り下 が っ た り

中に 入 れ る。ペ ッ トボ トル を押 した り離 した りす ると、たれ ビ ン が ペ ッ トボ トル の 水 中で 、上 が っ た り

下 が っ た り （浮 い た り沈 ん だ り）す る の で 、動 か して 遊 ぶ。た れ ビ ン は 2 個や 3個に増や し て も 遊べ る。

（4 ＞動 く原理 と遊びの 中に含まれる各種の 定理

　 ◆ 球が空 中 に 浮かぶわ け

　 ス トロ
ーか ら吹 き上 が る空気 の 力 と、球の 重さが つ り あ っ て 空 中に 留 ま る 。 （図

一 1 ）球 が 右 に そ れ

た ら中心部の 空気 の 流れ の 方が外側 よ り速 い の で 、球 の 右側 で 大 きい 圧 力、左 側 で （中心 側 に 近 い ）小

さい 圧力 とな っ て 右か ら左 に 向 か っ て カが働 く。そ の 結果、右に そ れた球 は 左 に 押 し返 され 、中心部 に

戻 る こ とになるの で ある。（図一 2）

　◆ 遊び の 中に含まれ る定理

　　ベ ル ヌ ーイ の 定理 …　　 空気 の 流れ が 速 い と こ ろ ほ ど圧 力 が 小 さい

　　
謝

蕊
　　 　　　　　　　　「「± カが ’騰靉 蕘

　 図一 1　空 中に留まる球　　　　　　　　　　　　　図一 2 　球が右にそれた場合

◆風船 が 膨 らん だ り萎ん だ りす る わ け

ペ
ッ トボ トル を押す と、ボ トル 内部 の 空気 が膨らん で い る 風 船を圧縮する 。 圧縮 された風船 内部 の 空
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気は、ス トロ
ー

を通 っ て 外 部に出て い く 。 したが っ て 風船 は萎む。次に ペ ッ トボ トル を押し て い る 手 を

離すと、外部か ら空気が ス トロ
ー

を通 っ て 風船 の 中に入 り風船 は 元 通 りに 膨 らむ こ とに な る の で あ る。

　◆ た れビン が浮い た り沈んだ りす るわ け

　水 に沈めた物体 は、押 しの けた水 の 重 さ と同 じ大 きさの 浮力 （物体を浮か そ うとするカ）を受け る。

押 し の けた 水 の 重 さは物体 の 体積 と同 じ値に な る 。 体積が大きな物体は 大 きな浮力を、体積が小 さな物

体は小 さな浮力を受 ける こ とになる。浮力が物体 の 重 さよ り大き い とき は、そ の 物体 は 浮 く。何 も し な

い 時、たれ ビ ン が浮 い て い る の は こ の 状態で あ る。

　ペ ッ トボ トル を押す と中の 水に 圧力 が 加 わ り、た れ ビ ン の 中に入 っ て い る空気が ほ ん の 少 しだけで あ

るが、押 し縮 め られ る （体積が小 さくな る）。体積が 小 さくな る とい うこ と は 浮力が小 さくなっ て し ま

うと い うこ とで あ り、たれ ビ ン は 沈 み 始 め る 。 そ し て 手 を放せ ばま た 中の 空気 が ふ く らみ （体積が大 き

くな り）浮力 が大き くな っ て 浮 い て くる。

　◆遊 びの 中に含まれ る定理

　　 パ ス カ ル の 定理 ・・…　　 『密封 し た液体 の
一

部に圧力を加 え る と，他 の 全 て の 箇所に お い て 同 じ

　　　　　　　　　　　　　　 圧力 が生 じる』

　　ア ル キ メ デ ス の 定理 …　　 『液体中 の 物体 は ， そ の 物 体 が 押 し の けた液体 の 重量 に 等 し い 浮力を受

　　　　　　　　　　　　　　 ける』

　遊び で は、「浮力 （浮 く力） 〉 重力 （たれ ビ ン の 重 さ）」 が崩れ 、「浮力 く 重力 」 とな っ て 、たれ ビ ン

が沈ん で い くの で あ る。

3 ．学生 に よ る科学遊びの 教材化

　既述の 三 種類 の 教材 を製作 し、そ の 教材 で 遊んだ学生たちに製作 と遊びに対す る意識調査 を試みた。

調査項 目は 次 の 通 りで あ る。

（1 ）調査項 目 （記述）

　  教材を作 っ て い て 、難し か っ た と こ ろ。

　  教材 を作 っ て い て 、工 夫 し た とこ ろ。

　  教材 で 遊 ん で い て 、お も し ろ か っ た と こ ろ。

　  教材で 遊 ん で い て、難 しか っ た り、工夫 し た りし た と こ ろ。

　  教材 「空 中遊泳 」 が作動す る仕組 み を書 い て くだ さい 。

写真
一6　たれ ビンの 重さの調整中
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  教材 「元気元気 」 が作動す る仕組 み を書 い て くだ さい 。

  教材 「上 が っ た り下 が っ た り1 が作動す る仕組み を書い て くだ さい 。

（2） 調査 の 結果

  製作 に 関す る こ と

　「空 中遊泳」 に つ い て ［48人 ：材料 の 都合で
一

人
一

っ の 製作 とな っ た］

図
一3　作 っ て い て 、難 しか っ た と こ ろ　 　 　 　 図

一4 　作 っ て い て 、工 夫した と こ ろ

　教材を作っ て い て 難 しか っ た と こ ろ （図 3）は、半数近 くが、ペ
ソ トボ トル の キ ャ ッ プ に ス トm 一を

通す部分に穴を開ける作業を挙 げて い る。穴空 けに、今回は錐 で はな しに、電動 ドリル を使 用 した。電

動 ド リル の 使用 は始め て の 学生 も多く、特に 、穴 が 貫 通 し て ド リル の 先が ペ
ッ トボ トル の 内部に 入 り込

む 瞬間の 衝撃が負担 に な っ て い る そ うで あ る 。 そ れ に 、 キ ャ ッ プ の 穴が な か な か 開か な い とい うこ とも

負担にな っ て い る ら しい 。 ドリル の 刃先の 垂 直 の 維持 と ドリル 全体を キ ャ ッ プ に 垂 直 に 強 く押す こ と の

難 し さが 原 因 の
一

つ に な っ て い る と考 えられ る 。

　
一

方、作 っ て い て 工 夫 した点 （図 4 ） で あるが、約半数以上 の 学生が、ボ トル の 切 り口 に ビ ニ
ー

ル テ
ー

プ を巻い て い る。これ で 遊ぶ 子 ど もた ちの 手 を 切 らない よ うに と の 配慮で あ ろ う。次に多か っ た の が R

球 に 絵 を描 くこ とで あ っ た。や は り子 どもたちが使 っ て 遊ぶ の に 楽 しい 雰囲気 を考え て の 事 で あ ろ う。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　・元気元気・ に つ い て 　 　 　 　 　 　 　 　 解攣鶸野
い ように

　　　　　 4 人 　　 　　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　 3 人 1 人

図
一5 作っ ていて難しかっ たところ 図

一6 作っ て いて工夫したところ 圃 元 気 な 顔 と不 機 嫌 な顔

鬮 ペ ッ トボ トル に 絵を描く

iロ ス トロ
ー

を短 くした

□ 風 船 に 顔 を描 い た

　　　　　　　　　　 　
■ 風 船 を1 回 膨 らま せ て sl
　 きくした

鬮 敢 え て、風 船 を外 に つ 目

　 た

は ≧種 類 描 い た

　こ こ で も、キ ャ ッ プ に 穴を開け る の に難儀 を して い る の が 分 か る。ペ ッ トボ トル 内の 機密性 を持た せ

る た め に キ ャ ッ プ の 穴 と ス トロ
ー

の 太 さ を ほ ぼ 同 じ （ス トロ ーの 方 が やや 小 さい ） に し たの で、ス トロ
ー
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を通す の が難 しか っ た学生が多くい た 。それ と同数の 学生が、ス トU 一
か ら空気が漏れな い よ うに 風船

とス トロ
ー

を接着す る の に 苦労 し て い る。

　工 夫の 面 で も、空気漏れ の な い よ うに 、風 船と ス ト n 一
を接続 して い る。作動す る機能 の 最重要点 で

あ る。続 い て 多か っ た の が 、ペ ッ トボ トル に 絵 を描 い た 学生 で あ る。次 い で 、今度 は 風船に も絵 を描 い

た 学生 が 多くい た 。

「上 が っ た り下が っ た り」 につ い て

図一7作っ て いて 難しか っ たとこ ろ

1 人

図
一8作っ ていて工 夫 した とこ ろ

圜 たれビン に色、模
様瀬 をつ けた l

　　　　　　　　 i
國水と空気の割合 i
　 　 　 　 　 　 　 　 ト

ロ ペ ットボトルに入

　れる水 の量

□ 少 し押すだけで た

　れビンを上げ下 げ
　した

■ ペ ッ トボトル 内の

　水に色をつ けるの

　も良 い

　こ こ で は、ほ とん どの 学生がた れ ビ ン に 入れ る水 の 量 を調節 して 、水面すれすれ に うく よ うにするの

に 苦心 し て い る姿 が うか がえる。 また、工 夫 した と こ ろ で は、た れ ビ ン に色 をつ けて 楽 しい 雰囲気を醸

しだ して い た。たれ ビ ン が うま く浮 い た り沈んだ りす る よ うに 水や 空 気 の 量 の 工 夫 も怠 らな か っ た 。

  遊 び に 関する こ と （全員が遊ん だ の で 144人 を対象）

　　 「空中遊泳 」 に つ い て

7

幽 息 を吹くだ け で 球が 中にふ

　　　　　　　　　　　 i　わふわ浮か ぶ ところ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ll　1 人 　 10 人
園 球 を落とさない ように 息の 強 i
　さを加 減するところ

□ 球 が落ちるとき、ペ ッ トボト儿

　の 中に きちん と入っ たとき

□ 息 の 吹 く強さで 球の 高さが ．
　か わるとこ ろ

■ 球が空中 に浮 か ん だ瞬

鬮 その 他 割

圏 空中で 球を保つ 息 の強さを

　工 夫した

臨 吹く息の 量

ロ 球をペッ トボトル の 中に落と

　すように努力した

匚コ突き出てい るス トロ
ー

の長

　さの 加減

圏 長時間浮せ てい るの が 難し
　 い

圏 そ の他

図
一9　遊んでい て面白かっ たこ と　　　　　　　　　　　　図

一10 遊んでいて難 しかっ たり工夫したこ と

　約半数の 学生 が 、球 が 空 中にふ わふ わ浮 か ぶ様 子 が楽 しい と答 えて い る が、球 が 浮 か び 続 け る よ うに

息を加減す る行為 そ の も の が 楽 し い と答 え た学生が次に 多か っ た。浮 か ぶ の に対 して 、落ち る とき、き

ち ん とペ
ッ トボ トル の 中に 収ま る瞬間 を楽 しむ 学生 もそ の 次に多い 。工 夫し た面 で は、球 が 空中 で 浮 か

び続 け る よう工 夫し た の が 、一
番多 か っ た。吹 く息 の 量 も息 の 強 さの 工 夫 と同様 こ と と考 え られ る。

　ほ と ん どの 学生が、風船 の 動 き で あ る、萎 ん だ り立 ち上が っ た りすると こ ろに興味 を示 して い る 。 風

船に顔を描 くこ とを思 い っ い た学生 もお り、風船が 萎ん だ り立 ち上が っ た りする に つ れ て 風船 に 描 い た
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「元 気 元 気 」 につ い て

8 人

圏 風 船が へ こん だり

　立 ち上 がっ た りする二
圈風 船に かいた顔の 1

　変化　　　　 1

〔コ音が鳴るのも面 白

　 い

囗 直接手で触れ てい

　ないの に動く

■ 肺や心臓みたい で

　興味深 い

圏 そ の 他

7人

図一11 遊んでい て面白かっ たこ と

、：灘昭
□ ゆっ くり握っ たほう

　 がよくへ こんだ

ロ カを入れて押すほ

　 うがよい

■ 変化が小さい

驪 その柚

図一12　遊んでいて難しかっ たり工 夫したこと

顔 の 変化 を楽 しん で い た。動 きの メカ ニ ズ ム に 関する感想もあ り、風船がま る で 生 きて い る よ うに 思 え

た学生 も何人 か い た 。そ の 他に 自分が作っ た楽 し さがあ る と答 え て い る学生 もい た。

　遊 ん で い た に苦心 した と こ ろ は 、ペ ッ トボ トル の へ こ ま し 方や握 り方が ほ とん ど で あ っ た。握る 強 さ

は 、強く握 る と弱 く握 る との 二 つ に 分かれた。そ の 他 に、遊 び す ぎる とペ
ッ トボ トル がダ メ に な る とか 、

柔 らか い ペ ッ トボ トル を握 っ て しま っ た とか 、材質 に 関す る こ とに 考えが及 ん で い る感想 もあっ た。

　　 「上 が っ た り下 が っ た り」 に つ い て

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16 人

57

人

圈 ペッ トボトル を押 したり

　 すると魚が上下 する

翻魔 法の 糸を引 っ 張っ

　 てい るみた い だ

□ 押す強さで魚の ス ピ
ー

　 ドが変わる

□ 癒し効果があっ た

隧竺

9

圜 握るのにかなりの 力

　 が必要である

闢 丸いペ ッ トボトル の方

　 がよかっ た

囗 難しくなか った

1ロ 押した後、手を放すの

1　をゆっ くりした

醗轡
　　図一13 遊んでい て面白か っ たこ と　　　　　　　　　　　 図一14 遊んでいて難しかっ たり工 夫したこ と

　ペ
ッ トボ トル を押 し た り離 した りす る と、魚 が上 下 す る の が 面 白い と感 じた 学生 が多か っ た。しか し、

握る の に か な りの 力 が い る 学生 が多 い 。ただ押 し た り離 した りす るだ けで な く、魔法 の 糸 を引っ 張 っ て

い る か の ように み せ た り、色々 と話 しか けた り し て 、言葉掛け に 工 夫 して い る学生 が多い 。強く押す と、

魚 は速 く動 く事を発 見 した り、ゆっ く り上 が っ て 行 くように 手をゆ っ く り放 した り し て、ペ ッ トボ トル

の 操作 の 工 夫 も見 ら れ た、初め 、紙 コ ッ プ で 魚 を隠 して お い て 、魚が 突然現 れ る よ うな シ
ー

ン を考えた

学生 も い た 。 と りわけ、こ の 遊 び は 、癒 し効果があ っ たとか、何回や っ て も面 白い とい っ た感想が 目立 っ

た 。

　  動 くメ カ ニ ズム の 理解に関す る こ と

　学生 の 記述 の 主な もの を挙げ る。

「空中遊泳 」 に つ い て

　息 で ボー
ル が 上 が る。空気の 流れ。圧力が上方 にの みか か っ て い る た め。

「元気元 気」 に つ い て

　空気圧 の 変化。空気 の 出入 り。ペ
ッ トボ トル 内の 圧力が変わ るた め。
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ス ト ロ ー
の 穴か ら空気か 出 て い く こ と に よ り風船は萎む

「上が っ た り下 が っ た り」 に つ い て

角 と ヘ ノ トホ トル 内の 水 の ハ ラ ノ ス の 変化。＆ の 中 に水か 入 っ て 沈む 。

ヘ ノ トホ トル の 中 の 空気圧 か手 て押す こ とによっ て変わ り　負の 中に水か 入 っ て 重 くな っ て 沈む 。

（3 ） コ ノ ヒ ュ
ータに よ る補助訓練

　コ ノ ヒ ュ
ータ に AD コ ノ ハ

ータ を接続 し　そ の 先に 気圧 セ ノ サ
ー

とス トロ
ー

を撃 い て 自作 の プ ロ ク ラ

ム て 吹 く皀の 練習 を試みた

　テ ィ ス フ レ ーに は 　「上か っ た り下か っ た り」 と同

し よ っ な オ フ ノ ェ か 提示 され ス トロ
ーか ら吹 く皀の

強 さに 比例 して 画 面 の 球か上か っ た り トか っ た りす る

　画 面 の 球 か 画面 の 指定 の 位置 （2 本 の 黄色 の 線 の 問 ）

に 留 ま る と　そ の 時間に 比 例 して 占 数か 加算 され 　画

面 中央 の ア サカオ の 花 か咲 き始め る　花を満開 にする

た め に は 　同 し強 さて 皀を吹き続 け る M 要 か あ る。皀

の 吹き具合か　花の 開花に関連 し て い て 吹く人 の 励 み

に な っ て い る　（1 回 20秒 の 設 定）

一 7
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購 鐶。鞘 嬲
　 謬　　 婁　　　　 融

韓 饗纏

　　　ヅ 羅 灘 蘿 響 鱇

　 　 　 　 　 　 接　　 繼

rmmelllWWIIIIggmelgllt − llvallll
写真

一8　 PC 　途中 の 画面 写真一9　 PC 　最終の 画面 ［成功例］

4　 製作 した教材を使 っ て の 保育実践

（1 ）幼稚園て の実践

  県内の 公立幼稚園 て の 実践

　手作 りの 教材 を使 っ て 　三 重県内 の 幼稚 園 て 保育実践 を試み 九　以下 に 08年 n 月 14日　 5 歳児の ク ラ

ス て の 実践 。己録を示す

　　　実践 　 「ヘ ノ トホ トル を 利用 し た 科宇遊 ひ 」　　 　 11月 14日

　　　　　　　　　　　　　　　　 A 市立 B 幼稚 園　　 2 年保育 5 歳児 27人

　ね ら い 　皀を吹き込 む強 さや長さタ イ 、！ グ等て　 t 一ル か 存 い た り厚 か なか っ た りする　存 い た

と し て も　存 く高 さの 高低 か 見 られた り　 浮 い て い る 時間 の 長短 もあ る。また　 ホ
ー

ル か くる く る と回
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りなが ら浮 い た り もす る。こ れ らの プ ロ セ ス を通 し て 、 楽 しみ なが ら気づ き、考え、学ぶ 体験 と した い 。

また 、 身近な素材で こ の よ うな遊び が 出来る事に気 づ か せ た い 。またグル
ープ で こ の 活動 に 取 り組 む 事

によ り、グル
ー

プ の なかま意識 も高 めた い 。

　 活動 内 容 ； 先 生 に 用意 して もらっ たペ ソ トポ トル を切 り取 っ た上部を、逆さま に して 上 向きに し、各 々

の 幼児 自身で ふ た の 穴 （5 ミリ）へ曲 が るス トロ
ー

を差 し込みボ
ー

ル （直径 2cm ）を乗せ 、色 々 試 し

なが ら、ボ
ー

ル の 空 中遊泳を楽 しむ。

　塰」直塑 ：ス トロ ー
人数分　ペ

ッ トポ トル とボー
ル はグル

ープ に 1 個ず つ 。

　塞践圭畦童： 教師が 「こ れ で 何 が で き る か な
一

」 とス トロ
ーを ふ た に差 し込みボー

ル をス トロ
ー

の 先端

の 上 に 置 い て 見せ る と、「知 っ て る よ一
」 と4 〜5 人 の 幼児が言 っ た の で 、少 々 驚い た。「お ばあち ゃ ん

の家に あ る よ 」 「僕 も ！で も形 が ひ よ こ だ けど …　 」 「私 もひ よ こ の 見た よ。ふ
一

と吹 くと、とぶ んや

ろ ？ 」 の 言葉 に 、周 りの 子 ど も た ち も、「え っ ？そ うな ん、した い 、し た い 、や らせ て
一

」 と興味を持 っ

て くれた 。

　グル
ープを変えたばか りで もあ り、グル

ー
プ の 中で教えあ っ た り、学び あ う中で こ の 遊び を楽 しませ

た い と、あ え て グ ル
ープ に 1 組 の 材料 （ス トロ

ー
だけ は 全員分）を用意し た と こ ろ、4 グル

ープ の 子 ど

もた ちは 、 そ れぞれ 「ジ ャ ン ケ ン で順番 を決め よ に 」 「今 目の 当番 さん か ら し よ う」 と考 えを出 し合 っ

て い る。ス トロ
ー

を差 し込 み 、ボ ー
ル が浮 くと 「あ っ すごい 、浮 い た 、浮 い た 、○ ○ち ゃ ん す ご い ね」

「次は ぼ くだ よ 」 「もっ と強 くふ い た ら ？」 等 と認 め合 っ た り、 教えあっ た りする姿が兇 られ た。ど の チ ー

ム も盛 り上が り、は じ め 上 手 くで きな か っ た 子 も何度も試す うち に 浮 か べ る事 が で きる と 「や っ た
一

！1

「よ か っ た ね一
」 と喜び合 う姿が 見 られた の で 、そ ん な時 を見 計 ら っ て 、「も う少 し し た らチ ーム の 代表

の 人 に み ん な の 前に で て も ら っ て 競争 し よ うか 」 と提案す る と、「い い ね え」　 「さんせ
一

い 」 と子 ども

たち。

　 「○ ○ ち ゃ ん 出て ね 」 「私 が 出 る わ」 「ジ ャ ン ケ ン で 決 め よ う」 等これ もチ ーム で の 話 し合 い で 決 め ら

れ て い た 。
「○○ち ゃ ん 頑張れ 」 と の 応援合戦もす ごく、代表 にな っ た人 は真剣 そ の も の だ っ た。盛 り

上 が っ た の で 7 回戦行 い 、結局全員 が代表にな っ て 楽 しむ事 が で きた。私 と し て も代表に な りた くて も

言 い 出せ な い 幼児も い る と思 わ れ た 事 もあ り 7 回戦実施 した い と 思 っ て い た 。

子 どもたち の 感想

A …　 緊張 したけ ど出来 て 良 か っ た で す。

B …　 　難 しか っ たけ ど、面 自か っ た。

C …　 今 目は み ん なが ふ 一
っ と吹 くや つ で遊べ て良か っ た 。

D …　 難 しか っ たけ ど、す ご く楽 しか っ た。良か っ た。

E …　 難 しか っ たけ ど、楽 しか っ た。うちで もや っ て みたい 。

F …　　 1 回 目は 出来な か っ た の に 、 2 回 目、ふ っ
一と吹い

　　　　て 出 来 た 時 に は嬉 しか っ た 。

G …　 　 受け られた時 はす ご く嬉 しか っ た。

H …　　 浮 い た時す ごく嬉し か っ た。
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1 …
　　最初 は 浮か なか っ たけ ど、何回 もや っ た ら浮 い た の で 浮 い た時 は 嬉 し か っ た。

J …
　　 浮 い た時、こ ん な魔法 で 遊 ん だ 事 な か っ た け ど、出来 て よ か っ た 。

K …
　 長 くで きて 良か っ た 。 空中で長く浮い た よ 。

L …　　 浮け て 良か っ た。

M …　 み ん なが 浮けて す ご か っ た。

N …　　 は じめて そ の おもちゃ 見た か らすごい と思 っ た。

0 …　　面 白か っ た。

P …　　 長く浮けて 良か っ た。

Q …　　 ぷ
一

っ と吹い た ら天井 ま で い っ て い くと思 っ た。

R …
　 ペ

ッ トポ トル で お もち ゃ が 作れ るの がす ご い と思 う。

写真一11 ス トロ ーで遊ぶ 5 歳児

　 S …
　　は じめ、チ

ー
ム で は A ち ゃ ん と B ちゃ ん しか 出来なか っ た け ど私 も出来 る よ うに な っ て 嬉 し

　　　　　 か っ た 。

　T …
　　 こ の お もち ゃ楽 しか っ た。先生作 っ て 来 て くれ て あ りが と う。ま た 、した い で す。

　考察 ：
一

部 の 子 どもたちが、こ の 原 理 の お もちゃ をす で に 知 っ て い た事 も あ っ て み ん な 興味を 持 っ た 。

や り始め る と、思 っ た以上 に集中して 取 り組む姿が 見 られた。微妙な取 り組 みが結果に表れ る の で、真

剣に取 り組む姿が 見 られた。頑 張れ ば結果が得 られ る の で 、時間 の 経過 と共にます ます熱気 を感 じる 程

に夢 中に な っ て 遊ぶ姿が見 られ た。感想か らもそ の 熱気 は 感 じ て も ら え る と思 う。発達 に あ っ た 活動 と

言 え る で あ ろ う。
プ ロ セ ス の 中で 、気付き、考え、学ぶ 事 が 一

人 ひ とりに 多々 あ っ た よ うで あ る。

　感想に もある よ うに、身近な、しか も教師自ら作 っ た お もちゃ とい うこ とで、子 どもたち は 思 っ た 以

上 に 嬉 しか っ た よ うだ。既成品 で は なく、子 どもたち
一

人 ひ と り の 顔を思い 浮か べ なが ら作成 した こ の

よ うなお もち ゃ を与 える事 は 、科学的な考え方 の 基礎を 培 うだ けで な く、子 どもた ち に も自分で 考 えて

取 り組む大切さ を体得 させ て い くように思 う。グル
ー

プ間の 意識 も高め る事が で きた。

  ア メ リカ ノ ース カ ロ ラ イ ナ 州立 WB 幼稚 園 で の 実践

　ア メ リカ の 公 立 幼稚園 で も実践 を試 みたが、日本 の 幼稚園 と同 じ よ うな結果 が得 られ た。

写真
一12　米国の幼稚園実習 1

　子 どもたちの 感想 ；Monica：lt
’
s　very 　fantastic．　Kelis： Iwant 　to　my 　brother　to　try　this　at　home．　Anilu ：

1
’
mglad 　to　 success 　 with 　the　 straw ．　 Heidi：It

’
s　difficult　but　interesting，　 Maico ： 1

’
m 　happy　the　ball　float

in　the　 air．　Mackenzie ：At　the　third　time，　 It
’
s　 my 　pleasant　I　 could 　let　the　ball　float　in　the 　air．（08年 8

月 13日実施）
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（2 ）実践の結果 と ま と め

　ど の 子 ど も も 興味 と 関心 を も っ て 集 中 し て、ス トロ
ー遊び を して い た 。ボー

ル が容器か らこ ぼれた ら、

自分で拾 っ て 容器 に装備 し、何回 も繰 り返 し て遊ぶ 姿が 見 られ た。そ の うち に、子 どもたちの 方 か ら遊

び の 工二夫 が 見 られた。容器 か ら飛 び 出 して い る ス トロ
ー

を引っ 張 っ た り押 し込 ん だ りし て ス トロ
ー

の 長

さを調整 し て い るの で あ る。子 どもたち の 遊び に 対す る工 夫 で ある。科 学的 な 原 理 は よ く分 か らな く て

も直感的に そ うし た方が うまく浮かぶ と感 じた結果である。また 、あ る子 ど も は息の 吹き方 を、今ま で

強く 吹 い て い た の をも う少 し弱 く吹い て み た。そ うする こ とで ボー
ル が安定 し て長い 時間浮 かぶ と感 じ

た の で あろ う。 ボ
ー

ル がある
一

定 の 高 さで数秒 間、空中に留ま っ た とき、周 りの 子 どもたち か ら歓声 が

湧 い た ほ どで ある。

　す ぐに成功の 結果 が 出 る の で は な く、何 回 か 繰 り返 し試行錯誤 を した り、工 夫 を 重 ね た り して い く う

ち に成功 の 結果が で る科学遊びは、こ の 時期 の 子 ど もた ち に有効に は た らい た よ うで あ る 。

5 ．考察

　科学遊び に使 う教材 の 製作に は 、ほ とん どの 学生 が 興味 をもっ て 携 わ っ て い た。今回 は電動 ドリル を

使用 した が、 ド リル を扱 うこ とに苦 心 し て い る。教材作 り に 対応す る た め に は 、あ る 程度 の 電動器 具を

使 い こ なせ る技術 も必要 で あ ろ う。

　製作中や操作の 中で の 特色 と して 、装置 の 動作には直接 関係はな い が 、顔を描い た り 了
二

ど もの 興味を

引く お 話 を し た り し て 演 出 を ：匸夫 して い る点 で あ る。 こ の こ とは 単刀 直入 に 科学 の 原 理 を説 明す る よ り

は、楽 しい イ メ ージ の 世界に 入 っ て 考え る こ とも了
一
どもに とっ て は効果 的 で あ る。

　ま た、特 別 な材料や 高価 なもの を使 うの で は なく、子 ど もた ちの 身近 に有る 素材を使 っ た装置なの で 、

実際 の 科 学遊び で は、子 どもた ちに親 しみ の 感情を もた せ る こ とが で きたよ うに 思 う。自分 に も作れ る

と い う意欲を もた せ る こ とが で きたよ うで ある。

　そ れ は 完成 品で は な く、改良と工 夫の 余地を十分残 して あ る装置で あ る の で 、何回 も繰 り返 して遊 べ

るもの で ある。学生 自身の 感想に も 「何回 し て も面白い 」 とい うの が あ っ た。 こ の こ と は 根源的に 大切

なこ と を 示唆 して い る。まず、制作者 自身が楽 し んで 遊ぶ こ と が 子 ど もの 興味関心 を誘 うもの だか らで

あ る。今後も、科学 の 心 を培 う楽 しい 作 品 を 、身 近 な素材 を 使 っ て 作 り続 け て 、子 どもた ちの 心 の 中 に

科学に対す る興味関 心 を引き出 し、論 理 的思考 の 芽生えを支援し て い きた い 。
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（ 要　約　）

　近年、生 活ス タイル や食文化 の 変化 に伴 っ て、乳 幼児期 か らの 健全 な食 生 活 の 乱 れ が 顕 著 に な っ て き て い る。

子 ど もが 豊か な人 間 性 を育み 、健 や か に 育つ た め には 健 全 な食 生 活 を取 り戻 す こ とが 重 要 で あ る。そ こ で 、本研

究 で は 、乳幼児期の 食生 活改善の 具 体的な課 題 を探求す る 目的で 、保 育園 に 通 う 2 歳 児 と 5 歳 児 を抽 出 して 、14

園の 保育士 と園児の 保護者を対象 に 食 生活 に 関す る実態調査を実施 し た。本稿で は、保 護者 と保 育 士 か ら回 答 を

得 た 2 歳 児 の 調査 結 果 にみ られ る 両者 の 食育意識 につ い て 分析 し、食育改善の た め に園 と家庭 が連携 を進 め る上

で の 課 題 に つ い て 考察 し た。

（キ
ー

ワ
ー

ド）

　食育　保育園 と家庭 との 連携　2 歳児

1．問題意識

　近 年 の 生 活 ス タ イ ル の 変化 は 、食領域 に も大 きな影響 を及 ぼ し て い る 。 季節を問わず世界中の 食べ 物

が手 に 入 る よ うに な り食は 豊 か に な りつ つ あ る。ま た 、調 理 器 具 の 開発 に よ り料 理 も便利 にな っ た。そ

して 何 よ りフ ァ ス トフ
ー

ドの 開発 や コ ン ビ ニ エ ン ス ス トア の 発展 に よ り あ らゆ る食事 が簡単に 入 手 で き

る よ うに な っ た。そ の 反 面、大 きな マ イ ナ ス の 影響 を及 ぼ して い る こ とも事実 で あ る 。

　子 どもた ちは 季節感 の あ る食材を味わ っ て い る の で あろ うか。伝統的な家庭料 理 の 味を小 さい とき か

ら 十分 に体験 して い る の で あろ うか 。食 へ の 感謝 の 気持 ちを育 ん で い る の で あ ろ うか。大 人 中心 の 生 活

ス タ イ ル に よ っ て 、定ま っ た 食事 の 時間や家族そろ っ て 食 べ るとい う食 の 文化空間 は どうな っ て い る の

だろ うか、とい っ た い ろ い ろ と疑問を抱 か ざ る を得ない 現状 で あ る。食事は 生 ま れ た 時か らの 重要 な原

体験で あ り、食事時問の 定着 は 子 どもの 健全な成長 に 欠 か せ ない 育児課 題 で あ る。食領域 ・食文 化 の 様 々

な面 で の 崩壊が進ん で い る こ とに危惧 の 念 を抱 く。乳幼児期か らの 健全 な食生活 を取 り戻す こ と、こ の

課題 に子 どもを育 て て い る 大人 は敏感 で なけれ ばなら な い 。

　筆者 た ち は 、2006年度 に 乳幼児期 の 食生活 改善の 具体的な 課題 を探求する 目的 で 、14保 育園に通 う 2

歳児と 5歳児を抽出 して 、担当保育士 と園児 の 保護者を対象に食生活 に関する実態調査を実施 した。そ

の 調査結果 か らは、多 くの 乳幼児 が家族 と
一

緒に食事を摂 っ て い る こ と、テ レ ビ を視聴 し なが らの 摂食

が多 い こ と、偏食や 少食 、野菜嫌 い な どの 実態 が 浮 L した 。 調査研究の 成果 の
一

部は、す で に2007年 5
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月 の 日本保育学会第60回大会、同年 9 月 の 東海学校保健学会に お い て報告 し
1’2

、乳幼児期か らの 食育の

課題解決 に は 、子 どもが食事 に集中で き る 雰囲気作 りや食材 へ の 関心を深める こ との 必要性 を指摘 した 、

　 し た が っ て 本稿 で はそれ らの 継続研究 と して 、特 に 2 歳児 を 中心 に 取 り上 げ て 、保護者 と担 当保 育 士

か ら得た調査回答の 記述部分を中心 に分析 し、食育改善の た め に園 と家庭が 連携 を構築 して い く上 で の

課題 に つ い て 考察す る （こ の 部分 は 未発表 の 内容 で あ る）。

［．食育政策の 概要

　 1 ．国の 食育政策

　国民 の 食生活 の 危機的な状況 に危惧 を抱 い た国は2005年 7 月に 「食育基本法 」 を施行 した。そ の 目的

は 、国民 の 生 涯 に わ た っ て 健 全 な 心 身 を 培 い 、豊 か な 人 間性 を 育む こ とが で き る よ う、食育を 総合的 か

つ 改革的 に 推進する こ と
3

で あ る 。 そ もそ も食育とは 何 か 。 食育基本法 に よれ ば、  生 き る うえ で の 基

本 で あ っ て 、知育、徳育及び体育 の 基礎となる べ きもの 、  食に関す る知識 と、食を選択す る力を習得

し、健全 な食 生 活 を実践す る こ と が で き る 人問 を 育て る こ と、だ と解説 し て い る
4
。つ ま り、食育は 、

生 きる力 の 基礎 と食に 関する知識 と実践力の総体を育成す る こ と なの で あ る。続い て 2006年 3 月 に食育

推進会議で 決定 され た 「食育推進基本計 画 」 を 見 る と、特 に 子 ど も に 関す る部分 で は、保護者 と教育 関

係者 の 役割 を強調 して 、「子 どもの 保護者 と教育 ・保 育関係者 の 意識 向上 を図 り、子 どもが楽 しく食 を

学ぶ 取組 が積極的に 推進され る よ う施策 を講 じ る 」 こ と を強調 し て い る
5
。そ して 第 3 の 2 で 「学校、

保育所等 に お け る 食育 の 推進 」 の 条項を挙げ て い る。そ こ で は 、「生 活 リズ ム の 向上 」 や 「指導体制 の

充実 」 な どを具体的課題 と示 し て い る。

　こ の 食育基本法や基本計画 に先駆 けて 、保育所関係 で は 、2004年 3 月 に 、発 達過程 に 応 じた食育 の ね

らい や留意事項を整理 し た 「保育所 にお ける食 育 に 関する指針 」 を 作成 し、保 育所 に お ける食 育 の
一

層

の 取組 を推進し て きた 。保育所 は 乳幼児が
一

日 の 大半 を過 ごす場所 で あ り、保育所 に お け る食事の 意味

は 大 きい こ とか らで ある。こ の 指針 を通達 した厚 生労働省児童家庭局は 「食事 は （中略）、入 間関係 の

信頼関係 の 基礎 を作 る営み で もあ り、豊か な食体験を 通 じて 、食を営む 力 の 基礎を 培 う 『食育』を実践

し て い く こ と が重要 で あ る 」
S

と 述 べ 、〈楽 し く食べ る 子 どもに 〉 とい うタ イ トル をっ けて い る ． 第 1

章総則 の 部分 で 、（1）食育 の 目標 と して 、『保育所保育指針』 の 目標 と関連 し て 次 の 5 点を掲 げ て い る。

  お 腹がす くリズ ム の もて る子 ども、  食 べ た い もの 、好 きな もの が 増 え る子 ど も、 
一

緒に 食 べ た い

人 が い る T一ども、  食事作 り、準備に か か わ る 子 ども、  食べ 物 を話題 に す る子 ども、で あ る
7

。本稿

で も、そ うい っ た 目標 を 着眼点 と して 調査研究 を進 め た。

　 2 ．三重県 に おける食 育運動

　三 重県 で は す で に 2001年 3 月 に 健康づ く り総合計 画 「ヘ ル シ
ー

ヒ
t−一

ブル み え」 を策定 し、そ の 重点領

域 の
一つ と し て 「栄養 ・食生活 」 を設置 し て お り、市民団体や市町 と協働 し て 普及啓発 や 食 生 活改善等

を進め て きた。そ の
一

具体施策 と して 、家庭 に お け る食育推進 を掲げて家庭を食に 対す る 関心を高 め 、

健全な食 習慣 を確立する た め の 場 と して位置づ け、子 どもか ら高齢者ま で の す べ て の 世代 で 実践 で きる

よ うに 進 め て きた。こ れ を受 けて 特 に 学校や保育所等 で は 、朝食 の 喫食 を 重視 し、「三 重 す こ や か 食生
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活指針 」 の 啓発を行 い 家庭 と施設 と の 両方か ら、食生 活改善を推 し進 め て きた。こ の よ うな流 れ の 中で 、

筆者た ち が 研究対象 と し て い る A 市 の 14保育園で も乳幼児 の 食生活改善 の 運動 を数年 間実践的 に推進 し

て い る の で あ る。

　そ の 後、前述 した よ うに 国 の 制定 した 「食育基本法 」 を受け て、2006年 3月 に 当時の 内閣総理大 臣を

会長 とす る食育推進会議は 、2006年か ら2010年 まで の 5 年 間をかけて 国民運動 と して 食育に 取り組む た

め の 食育推進基本計画を発表 し た。こ の 動向に 沿 っ て 三 重 県も、2007年 3 月 に 「三 重県食育推進計 画 」

を策定 した 。三 重県 の め ざす食育とは何か 。
「食べ る こ と の 楽し さや喜 びを知 る こ とによ り健全な精神

を育む こ と」
B

だ と うた い 、そ の 具体的施 策 の 中 に 「保育所等で の 食育推進」 が 掲げられ て い る。そ の

ポイ ン トは 、「食事 の 取 り方や食材 と の 触れ合 い 」 「保 育所 と家庭 との 連携 ・協力」 で あり、2004年 に公

表 され た先述 の 「保育所に お け る食育に 関す る指針 を参考 に保 育計画 に食育 を盛 り込 む 」
9

こ とを強調

して い る。

　筆者た ち が今回調査研 究を実施 した園で も、こ の 路線 に 沿 っ た 形 で 保育園にお ける食育を実践 して お

り、そ の成果は 調査結果 に もある程度反 映 され て い る と推測 で き る。

　以 上 が 、国の 食育政策 と 三 重 県 の 食育推 進 の 動向 で あ る。

置．研究方法 および結果

　 L 研究方法

　 （1＞調査期間 ・調査対象

　2006年 10月 10日〜10月 16 目の 期 問 に、A 市私 立 14保育園 で、 2 歳児 の 保護者 228名 と担 当保 育士 55名 、

を対象に無記名質問紙法に よる ア ン ケ
ー

ト調査 を実施 した

　 （2）調査内容 ・調査手順

　保護者 対象 の 調査内容は 、家庭に おけ る 食 実態、食 に つ い て の 意識 、食に つ い て 気 に な る こ と等、保

育 士 対象 の 内容 は、園に お け る食状況 と食援助 の 状況等 と し た （【資料 1 】参照）。調査実施 に 際 して 、

全保育園に調査 目的 を説明 し、保育 士 を通 じて保護者 へ の 調査説明 と同意確認 を行 い 、質問紙 の 配布 と

回 収 を依頼 した 。

　 2 ．調査結果

　回収率 は 、保護者 95％ （217名）、　担当保 育士 96％ （53名）、で あ っ た 。本稿 で は、保護者 ・保育士 の

自由記述部分に 焦点 を 当 て て 分析す る。 回答 は KJ 法を用 い 、 1人 で複数の 内容 の 項 目を記述 して い る

場合は、別 々 に分けた上 で 、共通する内容 ご と にい くつ か の カテ ゴ リに分類 した。

　 （1 ）（1）保護者 と保育士 の 属性 お よ び選 択項 目の 調査結果 の 概要

　 1 ）保護者の 属性 お よ び 選択項 目 （問 1 〜14） の 調査結果の 概要 似 下本文中の （ ）の 数字は 実数 を表す）

　子 どもの 年齢 （月齢 〉 は 、調査時期が 10月 で あ っ た こ とか ら大半 の 子 どもが 2 歳後半か ら 3 歳半の 年

齢 で あ っ た （【図 1 】参照）。家族数 は 4 人 家族が最も多か っ た （【図 2 】参照）。

一131 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27 号

【資料 1】 調査内容　下 線部、自由記述 の 部分が本稿の分析 項 目で ある 。

　　　　　　 2 歳児保護者対象の質問項 目　　　　　　　　 2 歳児保育士対象の 質問項目

属 性 ：子 ど もの 年齢 ・家族数

問 ユ．食事の 摂 りか た

問 2 ．自分で 食べ て い ますか

問 3 ．テ レ ビ を見 なが ら食事 を して い ます か

問 4 ．通常 どの よ うに して 食べ て い ますか

問 5 ．「い ただきます1 「ごちそ うさま」の 挨拶を して い ます

　 　 か

問 6 ．食具 （スプ
一
ン、箸、茶碗等）の 扱 い 方につ い て

問 7 ．朝食は食べ て い ますか

問 8 ．食事 時 間に つ い て

問 9 ．お子 さんの食 につ い て ど う思 っ て い ますか

問 10．調 理 方法 につ い て

問 11．よ く利用す る加 工 食品を教えて くだ さい

閊 12．お子 さん の 好きな メニ ュ
ーと食材

・苦手 なメ ニ ュ
ーと

　 　 食材 3 つ ずつ 教 えて くだ さい

問 13．間食にっ い て

問 14．外食の 回数 に つ い て

問 15．お子 さん の 食事で気になるこ とがあればお書き下さい

問 16 そ の他、　 につ い て 保育園へ 要望などあれ ばお 書き下

塾

属性 ；経験年数お よび 低年齢児の経験年数

問 1，食べ 物 の 好 き嫌 い につ い て 気 に な る とこ ろが あ

　 　　 ります か

問 2 ．自分で 食べ て い ますか

問 3 ，箸の 使用 に つ い て

問4 ．食具 （ス プーン ・箸 ・茶碗 等）の 扱い 方の 指導

　 　 　 に つ い て

問5 ．食事の 時の 挨拶の しかた にっ い て

問6 ．食援助を して い て 気 に なる こ とがあ りますか

問 7 ．子 ど もの 好 きなメ ニ ュ
ー

と食材　 ・ 苦手 なメ

　　　 ニ ュ
ー

と食材を 3っ ずっ 教えて くだ さい

問8 ．食事に っ い て 保護者 との 連携で 配慮 して い る こ

　　 　 とを具体 的に書 い て くだ さい

問 9．食事にっ い て 保 護者 と の連携で 困 っ て い る と感

じて い る こ とを具体的に 書い て くだ さい
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【図 2 】家族数

　94％が 「家族 と
一

緒 」 に食事 を摂 り （問 1 ）、60．4％が 「だ い た い 1 人 で 」 食 べ （問 2 ）、64．5％が テ

レ ビ を 「い つ も見 る」 「見 て い る こ とが 多い 」 （問 3 ）、「ス プーン や フ ォ
ーク を使用 」 と 「箸 を使用 」 そ

れぞれ半 々 の 回答 で あ っ た （問 4 ）。食事の挨拶は 「して い る 」 が 71．0％ で あ り （問 5 ）、87，5％ が 家庭

で 食具 の 扱 い 方 を 「教え て い る 」 「とき どき教 え て い る 」 （問 6 ）状況 で あ り、朝食は 、92．6％が 「食べ

て い る 」 「だ い た い 食 べ て い る 」 で あ り　（問 7 ）、そ の 時刻 は 「7 ： 30〜 8 ： 001 （61）、 「8 ； 00〜

8 ： 30」 （59）、「7 ： 00〜 7 ： 30」 （51） の 時間帯が多 く、夕食 は 「19 ： 00〜19 ； 30」 （66）、「18 ： 30〜

19 ； 00」 （53）の 時 間 帯が多か っ た （問 8 ）。子 ども の 食 につ い て は 、54．8％が 「よ く食 べ 」 （問 9 ）、調

理 方法 は 、
「手作 りが多 い 」 が56．3％、「手作 り と加工食品 の 組み合わせ 」 が 4L8 ％ で あ っ た （問 10）。よ
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食育 に 関 し て 保育園 と 家庭 との 連携構築 をめ ざす 調 査 研 究 （1 ）

く利用する加 工 食品上位 3 っ は 「冷凍食品 」 「コ ロ ッ ケ 」 「ウイ ン ナ ー
」 で あ っ た （問11）子 ど もの 好き

な メ ニ ュ
ーと食材 3 つ は、「カ レ

ー
ライ ス 」 「ハ ン バ ー

グ」 「カボチ ャ の 煮物 ］ と 「魚 」 「肉」 「納豆 」 で 、

「苦 手 な メ ニ ュ
ーと食材 3 つ 」 で は 、「野菜炒 め 」 「酢 の 物 」 「野菜サ ラダ」 と 「ピー

マ ン 」 「トマ ト」 「肉 」

で あ っ た （問／2）。 間食は 、61．1％が 「ほ し い 時に 与 え 」 て お りそ の 49．3％ が 「ス ナ ッ ク菓子 」 「ジ ュ
ー

ス 」 で あ っ た （問 13）。外食 の 回数で は、「月 に 2 〜 3 回 」 が 40．8％ と最 も多か っ た （問 14）。

　 2 ）保育 土 の 属性および選択項 目 （問 1 〜 7）の調査結果の概要

　保育＋ と し て の 経験年数は、「2 〜 5 年 」 が 17 （32．0％） と最も多 く、次い で 「6 〜10年」 が 13 （24．5

％）、2 年未満が 12 （22．6％） と な っ て い る （【図 3 】参照）。 平均経験年数は 6．6年で あ る 。 そ の うち低

年齢児保育 （0 ・1 ・2 歳児保育）の 経験年数は、 2 〜 5 年 が 21 （41．2e／・） と最 も多く、次 い で 「6 〜

10年 」 が 14 （27，5％）、 2 年未満が 13 （25．5％） と な っ て い る （【図 4 】参 照 ）。低年 齢児保育の 平均経

験年数は4．5年 で あ っ た。

鰡

a 書〜25 無

16 〜20 蕪

11 〜15 無

6 〜閉0 隼

2 〜5 隼

2 聯 琢…鶏

0 5 10 15

17

26

厂

【図 3 】保育士 と して の 経験年数

臨 51

ll 〜15mp

6 〜壌o 隼

  〜5 年

2年来 満

0 5 10 t5 20

21

25

【図 4 】低年齢児 の 経験年数
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　食 べ 物 の 好き嫌 い につ い て は、76．9％ が 「気 になる」 と 回答 し、「は い 」 と 回答 した 内容は 、「野菜が

苦手 」 （16）、「食べ ず嫌い 」 （16）、「固い も の が苦手 」 （6 ＞等 39名、47の 記述が あ っ た （問 1）。食事 の

自立度で は 、「だ い た い
一

人 で食べ て い る 」 が64．1％ で 最 も多 く、次 い で 「場合 に よ っ て 食 べ させ て い

る 」 が 26．4°

／。 で あ っ た （問 2 ）。 箸 の 使 用 に つ い て は、「箸 とス プ ー
ン 両方 」 が 41，5％で 最 も多 く、「大半

が箸を使 え る 」 「箸を使え る 子は少 な い 」 同数 で それ ぞれ 26．4°

／。 （14）で あ っ た （問 3 ）。「食具の 扱い

方 」 で は、「特 に問題はな い 」 が 52．8％、「問題 で ある と感 じて い る 」 が45．3％で あ っ た。問題 と感 じて

い る 内容と して 、「箸 ・ス プーン の 持ち方 」（18）、「茶碗やお 皿 を持たな い ・左手 を添 えな い 」 （7 ）、「遊

び 食べ 」 （5 ）等 24名、31の 記述があ り、「ス プ
ー

ン を下 か ら握 る よ う」 「箸 の 持 ち方が 逆手 にならな い

よ う」 「茶碗、お 皿 は 左手を添 え て 持 つ よ う」 な ど具体的な記述 が み られた （閙 4 ）。食事の 時 の 挨拶は

83．0％ が 「多 くの 子 が 気持 ち よ く挨拶を し て い る 」 で あ っ た （問 5 ）。食援助を して い て気 に な る こ と

で は70．5°
／e が 「気 にな る」 と回答 し て い る （問 6 ）。好きな メ ニ ュ

ーと食材 3 つ で は 、「カ レ ー」「うど

ん 」 「煮魚 」 と 「魚 」 「肉」 「うどん 」 で あ り、苦 手 な メ ニ ュ
ー

と食材 3 つ で は 、「酢 の 物 」 「ゆで 野菜 」

「筑前煮 」 と 「ピー
マ ン 」 「き の こ 類 」 「肉」 で あ っ た （問 7 ）。

（2 ）保護者 と保育士 の 記述 回答結果

〈 子 ど もの 食に つ い て の 意識 ＞

　 1）保護者 ；子 ど もの 食事で気に な る こ と （問 15）

　子 どもの 食事 で 気 になる こ とで は、「偏食 が ある」 （31）、「遊 び食 べ 」 （19）、「食 べ る量 にム ラが あ る」

（18）等116名、142の 記 述 が あ っ た 。食事時間が 不 規則 で 落ち着 い て 食事 時間を とれ ない 等 の 親 の 側 の 事

情で あ る 記述 も 3 項 目あ っ た （【表 1 】参照）。約 半数 の 保護者 は 食援助 に 戸惑 い を 感 じ子 ど もの 食事

で 苦慮 し て い る。「偏食が ある 」（31）の 回答の 内訳 は 、「野菜が嫌い ・苦手 」 （12） との 回答が最も多く 、

っ い で 「保育 園 で は 食 べ て い る が家 で は 食 べ な い 」 （4 ）等 で あ る。保護者 は 子 どもの 食 に つ い て 栄養

バ ラ ン ス を優先的 に 考え て い るよ うで ある。 2 歳児は ス プー
ン か ら箸 へ と食具 の 扱 い 方 も上 手 に な り、

一
人 で食 べ よ うと い う気持ちが強くな っ て くる。とこ ろ が偏食や遊び食べ 、食事 に ム ラ が出 て くる な ど

の 否定的な姿も 見 られ る。そ うい う子 どもの 発達 の 姿 に親は とま どっ て い る n

　 2 ）保 育
．
亅： ： 食 べ 物 の 好き嫌 い で 気 に なる と こ ろ （問 1 ＞

　食べ 物 の 好き嫌い で 気 に な る と こ ろ で は 、「は い 」 と回答 し た人 39名 47 の 記述 の 内訳は、大 きく 「偏

食」 （39）、「固 い もの が食べ られ ない 」 （6 ）等 で あ り、そ の 「偏食 」 （39） は 、「野菜 が 苫 手 」 （16）、「食

べ ず嫌 い 」 （16）、「肉が苦 手」 （2 ）等 で あ っ た。（【表 2 】参照）。食事の 姿勢や食具の扱い 方 で 問題 と

感 じて い る 内容 と して 、「箸 ・
ス プ

ー
ン の 持ち方 」 （18）、「茶碗や お 阻 を持たな い ・左手を添 えない 」 （7 ）、

「遊 び食 べ 」 （5 ）等24名、31の 記述 があ っ た 。
「ス プー

ン を ドか ら握 る よ う」 「箸 の 持 ち 方 が 逆手 に な ら

な い よ う」 「茶碗、お 皿 は 左手を添 え て 持 つ よ う」 な ど 具体的な記述 が み られ た （俵 3 】参照）。
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食育に 関 して 保 育園 と家庭 との 連携構築をめ ざす調 査研 究 （1 ＞

【表 1 】子 どもの 食事 で 気 に な る こ と （保護者）ll6名 142の 記述

カ テ ゴ リ 原 文 （
一

部 ）
・家で ほ とん ど野菜 を食べ ない。父 親も偏食が多く、嫌い な物 は食 べ ない で良い とい う感 じなの

で子 どもも 凵 にす る 事が あ りま せ ん．

偏食
・好 き嫌 い が多い 。嫌 い な もの に は 全 く乎 をつ け よ うと しない 。

（3D ・
好 き なメ ニ ューは 自分 で 箸で 上 手 に食 べ る が、嫌い （とい うよ り 好きで ない もの ） は 口 に運 ば

P　　．　　　＿　　　，
・肉、魚 を 嫌が る。　 （肉 団子や ハ ン バ ーグは OK ）
・保 育園 で は食 べ るが 家 で は食 べ ない 事が多 い 。

遊び 食べ

（19 ）

・食 べ た い 分だ け食べ る と歩き 回 っ て しま う。
・落 ち着 い て ご飯が 食べ られ ず、す ぐ うろ うろ す る。
・遊 び なが ら食 べ る．　 事 に

．
口 し ない 事 が 多 い ．、

・た くさん 食べ る時 と全然食べ て くれ な い 時 の 差 が激 しい の で 心 配。食べ て くれ な い ときは、お

ム ラが あ る 腹 がすか ない か 心 配 に な る。
q8 ）

・
同 じ メ ニ ュー

で も次 の 日 に は
一

口 も食 べ て くれ なか っ た りす る。
・

い っ ぱ い 食 ぺ る時 と食べ ない 時の 差 が あ る の か 気 にな りま す。
・お か ず を先に 食べ て し ま っ て ご飯が残 り、食 べ て は くれ るが 遅 くな る。

おか ず ばか り食 べ て こ ・ご飯の 食べ る量が お か ず に比 べ て 少 ない 。
飯 を食べ ない

・主 食 をあま り食べ ず、お かず ばか り食べ る。
（10 ）

・ご飯 を食 べ る前 にお かず で お腹 が大 き くな っ て しま い 、な か なか食 べ て くれず。ご飯 に 味 が付
い て い る もの は よく食べ る の で すが。

小 食で あ る
・最 近 に なっ て 食欲が 落ち て い る。

（7 ）
・
食べ られ る 量 が 少 ない の で やせ て い る。
・お か ず よ り ご飯が 好 きで 、ごは ん ば か り食べ て お か ず を ほ とん ど食 べ な い こ とが あ る。

ご飯 ば か り食べ て おか
・ご飯 は 大好 きで す が お か ず をあま り食べ ま せ ん。　 （大人 と同 じお か ずで はだめなの かな ！ ？）

ず を食 べ ない ア トピーなの で 野 菜 な ど色 々 な栄養 を少 しで も多くと っ て もらい た い で す。
（6 ）

・好 きな物 があ る と それ ば か り食べ る事 が 多い 。
・副食 を全 く食 べ ず に ご 飯 だけを食 べ 続 け る こ とも あ る。

食具 の 使 い 方
・
お 箸 の 使 い 方 を 教 え る と、で きない と言 っ て 使 わな く な りま す。

（6 ）
・
箸 の 使 い 方 が 悪い 。教 え よ うとす る が本 人 が 怒 る。

食べ るの が 遅 い
・だ らだ ら食べ る事が 多い 。

（4 ）
・ご飯 を 食べ るの が 遅 い で す。か な り時 間が か か ります。お やつ は食 べ るの がす ごく早 い で す。

1 人で食 べ ない

・
最初 は 自分 で 食べ る け ど、だ ん だ ん 食べ させ て しま う。

（4 ）
・自分 で 食 べ て くれ ない 。

食 べ 過 ぎ

　 （4 ）

・
よ く食べ 過 ぎて 、大 人 よ り食 べ る こ ともあ っ て、肥 満 に な ら ない か と …　　。

・作 っ た もの は ほ とん どたべ て くれ る こ とが 多 い の で、気 に な る こ とは ほ と ん どあ りませ ん が、
少 々 食 べ す ぎ で は な い か と心 配 に な る こ とは あ りま す。

濃 い 味つ け を 好む
・蒜味だ と食べ ませ 舷，

（4 ） ・味付 け を大 人 と子 ど も と分 けて い な い の で 、お かず の 汁、おかず をよ く食 べ 、ご飯 は 少な め な

お や つ を たべ す ぎ

　　 　 （3 ）

・
食前に お や つ を 食べ る と、あま りご飯 を食べ な くな るの で 気 をっ けて い ま すが

・・。
・帰 宅後、お腹 がすい て い る と ぐず る の で お や つ を 与 え る の で す が、それで お腹 が い っ ぱい に

な っ て し ま い 、夕 飯 を き ち ん と食 べ な い 。早 い 夕食 だ と家族 そ ろわ ない の で 困 ります し
…　　。

甘 い 物 を好 む （2 ） ・甘 い もの が好 き

固い もの をい や が る
・か た い 物 は途 中で あき ら め る。

（2 ）
・
か み きれ な い 物 や 口 に 残 っ て しま うも の を、の み こ ま ず に 口 の 中に 溜めて しま う。最後に は 出　　　　曾

食 べ な い

・自分 か らすす ん で 食事 を し よ うと し ない の で 、い つ もや か ま し く言 っ て 食 べ る よ うに し て い ま，
（2 ）

・朝 は着替 えた後で も 目が覚 めない こ とで食べ れ ない 、、ミル クだ け飲 ん で い る．

・TV が も うク セ に な っ て しま っ て い て、なか なか 消 して 食べ る事 が で きな い。
・い っ もお 茶漬 けをす る．

他 ・手作 りの もの よ り も加 工 食 品 を好 む。
（20 ） ・食事 時間 が遅 い 事。

・生活 時開が不 規則 な の で、しっ か り と落 ち 着 い て 食 事時 間を と っ て や る こ とが 少 ない こ とで
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【表 2 】食べ 物の好き嫌い で気に なると こ ろ （保育士）39名47の 記述

大 カ テ ゴ リ 小 カテ ゴ リ 原 文 （
一

部）
・
野 菜 な ど嫌い な もの は 絶対食べ よ う と しな い 子 が い るの で、栄養 の バ ラ ン ス が 気 に

な る。

野菜が 苦手

　 （16 ）

・野菜が 苦手 な子 が多い 。食べ ず 嫌い の 子 が い る。
・全 般 的 に 野菜 の 食べ ず嫌 い が 多 く、家 で 食 べ た 事 の ない 食材 は、食 べ る 前か ら嫌 1
嫌い とい う子が 多い 。
・み ど りの 野菜を食べ な い 。嫌い な も の を 口 に す る と、は きだ し て し ま う。
・’

い な物は 口 にい れて も ど
鵠

して も呑 み込 ま な い 　緑黄色野
・
を　 う子 が　い

・偏食 が多 く食べ られ る食材 が 少な い 。
偏食 （4 ） ・好 き嫌 い がで きて い て 、嫌 い な もの が 最後ま で 残 っ て い る。

・多 くの 食材 を　 が る子 がい る
偏 食

肉 が苦 手 （2 ） ・肉の嫌い な子 がい るが少 しで も　べ られ るよ うに言葉が けて い る。
（39 ） ・見た 目で 嫌だ と思 うと食 べ ず、食べ ず嫌い が ある。

・一口 も食べ ず に、見 た 目だ け で 「い らない 」 とい う事
・苦手な物 を全 く食 べ よ うと しな い ．
・食 べ た こ との ない 物 を

一
口 で も食べ て み よ うとす すめ る が、食わず嫌 い に な っ て い

食べ ず 嫌い る こ とが よ く ある。
（16 ） ・食 べ た こ との ない 物や、見 た 目だ けで 食べ ない 子 が い る。

・嫌 い な も の に は 手 をつ け ない で、食 事の バ ラ ン ス な ど偏 りが 気 に なる。
・嫌 い な物 が少 しで も ス プ

ー
ン や 自分 の 好 き な食 べ 物 につ い て い た ら、絶 対 に 口 に し

な い 。
・宀で 　べ た こ と が な い 物 が 　 く、　 べ ず嫌い を す る子 が い る。

咀 嚼力 が弱 い
・咀 嚼 で きな くて い っ ま で も 口 の 中 に た め てい る 子 が い る の が 気 に な る．

（2 ）
・
そ し ゃ く力 が 弱 く、軟 らか い もの を 好む

固い もの が苦手
・や わ らか い 洋 風 料 理 は 比 較的好む が、か たい 物 や野 菜料 理 は 好ん で 食 べ ない 。

（6） 固 い もの 苦 手
・歯応 えの ある もの を嫌 う傾 向が ある。

（4 ） ・固い 食べ 物 が 噛 め な い 。
・固い 物 が食 べ に くい 子が 多い 。

他 （2 ） ム ラ
・
日 に よ っ て 好 き嫌 い に ム ラが あ る。同 じ食材 で も調 理 の 仕 方 に よ り食べ ない こ とが

あ る

【表 3 】食具 の 扱 い 方 で 気 に なると こ ろ （保育士） 24名31の 記 述

　　（3 ）保 護者 か らの 要望 と保育士側 か らの保護者に対す る連携に つ い て

　 1 ）保護者 ： 保育園 へ の 要 望 ・意 見 （問16）

　保育園 へ の 要望 ・意見 で は 、「栄養
・
食材 が 豊富」 （10）等肯定的な意見 が 18件、「食事 の マ ナ ー、箸

の 使 い 方等教 え て ほ しい 」 （9 ）、「米飯を多 く ・量 を多 くな どの 食 内容 の 改善 を求め る もの 」 （8 ）、「野

菜 を もっ と食 べ られ る よ う に して ほ し い ・偏食 を改善し て ほ しい 」 （7 ）、「保 育園 で の 子 どもの 様子
・

家庭 で の 状況 を聞 い て ほ しい 」 （6 ）等の 要望 が40件あ っ た （【表 4 】 【表 5 】参照）。
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食 育に 関 して 保 育園 と家庭 との 連 携構築 をめ ざす調 査研究 （1）

　質問内容は 、保護者か らの 食 に関す る保育園への 要望 を聞 い たも の で あ っ た に もか か わ らず 、お よそ

3 分 の 1で あ る 18件 が保 育園の 給食に 対 して 肯定的評価 と感謝を述べ て い た。中 で も集団保育の メ リッ

トを認 め る 「家で は食べ ない もの も園だ と食べ て くれ る」 の 表現もみ られ る
一

方 「家で は園 の よ うにメ

ニ ュ
ー

や食材 豊富に で きない 」 等、核家族化等に より料理 をする技術や調 理 の ノ ウハ ウが身に つ い て い

な い 保護者 の 姿 が 推察 され る 。 保護者 の 要望 お よび、保育士 の 保護者 と の 連携で 困 っ て い る こ と の 記述

内容か ら、保育園 で の 食内容 には満 足 し、偏食 ・食 べ 方 な ど子 どもの 食事指導 （し つ け）を園に 委ね て

くる保護者が多い こ とが明らか に な っ た。

　2 ＞保育 士 ；食事 につ い て保護者 との 連携で 配慮 して い る こ と、困 っ て い る こ と （問 8 ・9 ＞

　食事につ い て 保護者 との 連携で 配慮 して い る こ とで は 、「子 どもの 偏食改善に つ い て 」（28）、「食事内

容 の 進 め 方」 （15）、「ア レ ル ギー ・除去食 」 （7 ）、
「食具 の 進 め方 」 （6 ＞等51名、63の 記述が あ っ た （【表

6 】参照）。 食事に つ い て保護者 との 連携 で困 っ て い る と感 じて い る こ とで は、「親 の 意識 が少 ない ・協

力が得 られ な い 」 （20）、「偏食 の 対策を保育園に依存 し て くる」 （3 ＞等27名 の 記述が あ っ た （【表 7 】

参照）。保護者 は 保 育園 で の 食援助に 満 足 し て い る が 、保育士 は 子 ど もの 食課題 に 関 して 保護者 との 連

携の 必 要性を よ り強 く感 じて い る。

【表 4 】保育園へ の 要望 ・意見 （保護者）　 肯定的な意見　18名 の 記述

カ テ ゴ リ 原文 C・．
部）

栄 養 ・食 材 が 豊 富

　 　 （10 ）

・バ ラ ン ス の 良い 食事 な の で 、満 足 して い ます。
・
い ろ ん な食材 を使っ て 食事を 作っ て い た だ い て い るの で 、こ れ か らも今 まで どお り

で き るだ け多くの 食材 を 目 にす る機 会 を作 っ て い た だけれ ば …　　 と思 い ます。
・
家で は なか なか バ ラエ テ ィ

ー
に とん だ料理 が で きない の で、毎 日の 給食 を楽 し くお

い し く食べ られ る よ うお 願 い し ま す。
・栄養 が た くさん とれ て い る の で 、今 の ま ま こ れ か らもお 願 い しま す。季節 の 食 も 取

り入 れ て い る の で い い と思 い ま す

現 状満 足

　 （4）

・保 育 園の 給食は 喜 ん で い ま す。時 々 、今 日何 を食べ た か 教 え て くれます。
・赤、黄、緑の グル ープ な ど、自 ら選べ る 子 どもに ご指 導 下 さ りあ りが と うご ざい ま

す。
・給食は ほ とん ど残 さず食 べ て い る と聞 き ま す の で 、その おか げか 今 ま で 食 べ れ な
か っ た食 材 も　 べ れ る様 に な っ た

しつ け （1）

・
保育園に入 っ て か ら、い わ な くて も 自分か ら 「い ただ きます」 を大 きい 声で 言 うよ

うに な りま した。最近 で は、　 「セ ル ビート？」　 「コ ル コ メ
ーダ ？j と三 っ い っ て か ら

食べ て い ます
展 示 （1） ・今 日は 何 を食 べ たか わ か る よ うに 展示 して あ る の は い い と思 い ま す

偏食 が 改善 し た

　 　 （2）

・給食 は ほ とん ど残 さず食べ て い る と聞 き ま す の で 、その お か げか 今 ま で 食 べ れ な
か っ た 食材 も食べ れ る様 に な りま した。
・お友 達 に つ られて 食 べ て い る み たい な の で うれ しい。園 の 方 が バ ラ ン ス よ く食 べ て

くれ て い る み た い なの で 助 か りま す。特 に 要望 は あ りま せ ん。
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【表 5 】保育園 へ の 要望 ・意見 （保護者 ）40名 の 記述

カ テ ゴ リ 原 文 （
一

部 ）

食 内容 の 改善
　 　 （9 ）

・米 飯 をも っ と増や して ほ しい （3 ）　 ・量 を多 くして ほ しい （3 ）。
・食 べ させ て くれ る お菓 子 も で きれ ば 手 づ く り の 物 に し て ほ し い ．簡 単に サ ツ マ イ モ の

天 ぷ ら とか そ うい うもの で よ い の で は …　　 と思 う。
・和 食の お か ず を多 く し て ほ しい

食 事 の しつ け

　 　 （8 ）

・食 事 の マ ナ
ー
　保 育 園で の 食 事 の 際 、箸 の 使 い 方 や ヒ ジを つ か な い 、口 を 閉 じて 噛む

な ど、気 に な る 時 は注 意 して欲 しい 。
偏 　 改 善 して ほ しい （7 ）

・
野 菜 を も っ と食 べ れ る よ うに して ほ しい 。苦手 な もの を食 べ れ る よ うに して ほ し い

保 育園 の 様 子 等教 え て

　 　 　　 （5 ）

・魚 は 骨 が あ る の で、子 ど も らは 自分 で と る こ とが で き ない の で 、ど うい う風 に 食 べ て

い る の か 気 に な る。
・給 食で 食 べ

れ な か っ た もの 、す ご く喜 ん で 食 べ た もの を健 康 ノ
ー

トで 教え て 欲 し い 。
・きちん と食 べ て い る の か 気 に な る。

保育 園に 依存

　 　 （3 ）

・家 で は な か なか バ ラエ テ ィ
ーに とん だ料 理が で きない の で 、毎 日の 給食 を楽 し くおい

し く食 べ られ る よ うお願 い し ます。
・家 で は嫌 い な物 は食べ ず、い つ も残す こ とが 多い の で、給食 で な る べ く多 く の 食材 を

べ て も らい た い 。

食 の 安全

　 （2 ）

・乳製 品 や マ
ー

ガ リン 、シ ョ
ー

トニ ン グ入 りの お 菓子 等、今話 題 に な っ て い る体 に 悪い

食材 等は ど うなん だ ろ う …
　　 ？ と時々 思 い ます。

・清潔、衛生 面 の 管理

食育 推進

　 （2 ）

・お米 ひ とつ ぶで も大切 に思 う気持 ち を育 て て い っ て ほ し い 。
・食 育の 大 切 さを 保 育

．
で も推 進 して ほ しい

歯 磨 き （1 ） ・　 後 の 歯 磨 き も して ほ しい 。
の 様 子 を 聞 い て （1 ）

他 （1）

・苦 手 な 食 べ 物 の 豕 で の 工 夫 点 な ど聞 い て も ら え る とい い な と思 い ます．
・魚 　い の を ど うに か して ほ し い 。洗濯 し て も服 の に お い が とれ ない 。

動 作 の 自立 （1 ） ・自分で 　べ る よ う保育 　で も厳 し く指導 し て ほ し い

【表6 】保護者との 連携で 配慮して い る こ と （保育士 ）51名63の 記述 （
一

部抜粋）

カ テゴ リ ∫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 原 文 ←一．部）

子 どもの 偏食改 善

　　　（28 ）

・連携 子 どもが 苦手なもの を食べ られ た 時や、今まで よ り少 しでも良くなっ たところ等、細か い 事に まで 目を

向 け健康 ノ
ートに書 い た りする。

・毎 日の 給食 の 中 で 「こ の メニ ュ
ーは喜ん で 食 べ て い た」など子 どもが 自発 的 に食べ ようとした 事を伝 える。

残 さず食 べ られ た時、苦手 な物 が少 しで も食 べ られ た時 には保護 者 に伝 え、一緒 に喜 び合 うようにして

・今迄は 口 に する事がで きなか っ た食べ 物 が食べ られ るように なっ た 日に は 、そ の事 を話 し、家庭 で もその

食材 を使 っ て もらうようにす る。
・好き嫌 い をなくす ように家 庭で も細か くして 混ぜ たり、言 葉掛 けを通じ て 少 し ずつ で も食 べ られ るように話
・嫌い な物 で も少 しず つ 園 で 食べ てい ることなど 良い 面 を保護 者 に伝 えるように して い る。
・園で は食 べ るが 家 で は食べ ない もの が ある場 合、「小 さく切 っ たか ら食 べ ました。」とい うように、どの ように

すれ ば 　べ た の か を伝 える。

食事 内容 の 進 め方

　　　 （15）

・入 園時の調 査で の 食べ た 事 の ない 食品 につ い て定期的 に 尋ねて い くように して い る。

・家庭で の 食事の 様子 を 聞い た り、園で の 食事 の 様 子 をっ たえたりし、話 し合い を大切 に して い る。

・食べ た事の ない 食材 を事前 に聞き、口 にしたこ との ない 食 材 は 園で も除去 してもらう。
健 康 ノ

ートを通 して お家で の 食 事の 様 子を伝 えて もらっ たり、園で の 様 子 を伝え てい ます。
・給食を食べ る量 が少 なか っ た時は 保護者 の 方に 伝え、その 日の 園で の 様 子を細 かく伝 える。
・家庭 で の 食事の 様子 を 聞い た り、園で の 食事の 様子 をつ たえたりし、話 し合い を大 切 に して い る。

ア レル ギ
ー・除去食

　 　　 （7）

・ア レ ル ギ
ー

につ い て きち ん と聞い て お く。
・除去 食 の 子 にっ い て は、除 去 した 食 材を知 らせ て確 認 してもらう。
・アレ ル ギーの 子 の 食 べ て は い けない 食材 を確 認 し、園で 食 事の 様 子、家 庭で の 様子 を伝 え合 い 、す す

めて い くように して い る。
・
アレ ル ギーの ある場 合、その 程度、家庭 で の 対 応 の 仕 方、医師 の 診 断 等 につ い て

一
年 を通 じて変化 の

ある無しを確認 する。

食 具 の 進 め方

　 　 （6）

・一人 ひ とりの興 味 に合わせ て ス プーン や 箸が正 しく使 えるように連携 して い る．
・箸の 使 用に つ い ては 、家庭で の 様子 を聞 きながら進 めて い る 。

・家庭 との 話し合 い を大 切 にして い る。（ス プー
ン、フォ

ー
クか らお 箸への 移行 など）

・ス プー
ン 、フ ォ

ー
ク、箸 の 使い 方 など、家 庭で の 様子 を聞き、少 しず つ 知 らせ るように して い る．、

体調 に合 っ た食 事

　　　 （4）

・毎 日の 体調 を確認 し、調子 がわるい 時 の 家庭で の 食 事内容 や量 を把握 し、その 日の 園で の 食事 内容 を

保 護 者の 方 とも話し確 認 しあう。
・体調 な どの 連絡を 密 に し、食 の す すみ 具合を報 告 し合っ たり、体調 に合わ せ て 特別 食に するなどの 話し

合い をして い る。
・下 痢や体 調不 良などの 時 の 食 事を 「園で は どうしたか ？」を伝 え、．庭 で の 様 子も聞 い て い ます。

信頼 関係

　 （3）

親 の 悩 み を しっ か り聞い て、園で の 様 子、．具体 的な介助 等を話 し、共 感 し、信頼 関係 を密 に するよう心 が

・食事 の 様 了
二
を職 員 同士 で 話し合い 、気 づ い た 事、状況 など伝 える様 に し 、又 、保護 者の 方の 話をよく聞

く事 を心 が けて い る。
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【表 7 】保護 者 と の 連携 で 困 っ て い ると感 じて い る こ と （保育士）2フ名 の 記述

IV．調査結果か ら見えて きた こ と

　 2 歳児 の 保護者 と担当保育士 を対象に、こ の 年齢 の 子 どもたち の 食生活 で 気 になる こ とや 食援助に関

する思い を中心 に 回答を得た。上述の 結果 か ら、こ の年齢の保育園児の食生活を め ぐ っ て保育園と家庭

で の 実態 に 特徴的な事柄が い くっ か 見 えて きた。そ れ を以 下 に ま とめ て み る。

　 （1 ）偏食 ・好 き嫌 い につ い て

　保護者 の 回答か ら も保育士 の 回答か ら も、 2 歳児 の 食事 で 気 に な る こ と の
一

番多くが、「偏食」と「好

き嫌 い 」とい う問題 で あ っ た 。 野菜嫌い や 固い も の が 嫌い とい う傾 向が見 られ た 。
こ の ため に 保護者 も

保育士 も、子 どもの 食援助 に苦労を して い る実態 が 明 らか になっ た。

　 （2 ）食具の 扱い 方 に つ い て

　保護者 と保育 士 に 対 し て 同 じ 質問項 目 で 尋ね て い な い の で
一

概 に 比 較 は で きな い が 、こ の 点 に 関 し て

保 育＋ の 側 は 非常に 気 に して い る一
一一

方、保護者 の 側 か らは、食具 の 扱い 方に対する記述は少 なか っ た。

こ の 点 は、家庭 と保 育 園 で の 子 ど も の 食事 に 関す る 意識 の 大 き な ズ レ が あ る と み な し うる。

（3 ）保育園 へ の 期待 と依 存につ い て

　 子 ど もの 食事や食援助に 関 して 、保護者の 側 か らは大きな期待感 が 寄せ られ て い るこ とが明 らかにな っ

た。家庭 で は で き な い 食生 活 の 豊 か さや食援助 を保 育園 で は 確 か に や っ て も らっ て い る とい う感謝 と期

待感 で あ る。こ の こ と に 対 して 、保 育 上 の 側 で は、「園ま か せ に な っ て い る 」とい うよ うな依存傾 向を危
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惧 して い る。

　 （4 ）家庭 と保育園 と の 連携に つ い て

　保育士 の 方で は 、保育全般に 関し て家庭との 連携を進め るとい う課題意識を反 映 して か 、当然なが ら

食 育 の 分野 に 関 して も連携の 必要性 を強 く感 じ て い る こ とが調査結果に も表れ た。具体的に は 、食事の

姿をそ の つ ど親 に 伝達 した り、家庭 で の 食事 の 様 子 を聞 い た り、親 の 悩みを知 ろ う と して い る。
一

方、

保護者の 側 は、園 の 食事指導に満足 して い る、助 か っ て い るとい うよ うな反応 で ある。こ の ため、保育

園と家庭との 連携の あ り方 の 意識 の ズ レ が見 られ る と 言え る。

V ．ま とめにか え て

　本稿 で は 2 歳児 の 食 生 活 の 実態 を園と家庭 の 両面か ら分析 し た 。
こ の 結果を踏まえて 、乳児期後期の

健全 な食生活 の 構築の 方向性と年齢にふ さわ し い 食援助 の あ り方につ い て 次 の 4 点を提案す る。

　 （1） 2歳児 の 発達特徴を踏まえた食援助 の あ り方 に っ い て

　 2 歳児 の 発 達特徴 は、手指 の 機能 の 発達 と仲 間 へ の 関心、そ し て 何 よ り も自我 の 芽生え で あ る。した

が っ て 、集団 生 活 を して い る保育園 で は友 だ ち と
一緒に食 べ る こ とが 楽 しくな り、苦手な もの で も友だ

ち が食べ て い る姿を 見 て食 べ よ う とす る行 動 が 見 られ る よ うに な る。本調査 か ら も 「保護者 が 保育園 で

は食べ る が家で は 食べ な い 」 との 声が多か っ た こ とは こ の こ とを裏付けて い る。ま た 、保護者は 、「好

き嫌い が は っ き り して い る」 「食 べ る こ とに ム ラが あ る」 な どの 回答 の よ うに、子 どもの 自我が芽生 え

て き た こ と に よ る 様 々 な 姿に 戸 惑 っ て い る こ と が 明 らか に な っ た。そ の た め 子 ど もの 心 の 発達変化 に 精

通 して い る保育士 には、食育に関 して も家庭 における親子 の 関わ り方 の 変容 の き っ かけ とな る よ うな具

体的な親支援 の 工 夫が求 め られ る。こ の 年齢に特徴的な
一一

見否定的と 見 え る子 ど もた ち の 言動は 自我 の

順調な育ち の 姿だ と理解 し て 、 そ の 気持ち に 寄り添 い なが らか か わ っ て い く食援助方法を保育士 が 工 夫

し、そ の 効果 を保護者に 発信 して い く こ とが 大切 で あると思われ る。

　 （2 ）食事指導観 の ズ レ を縮め る ため の 創意工 夫に つ い て

　また本調査 で は 食具 の 正 しい 使 い 方な ど食事指導 （しっ け）に対 して の 保護者と保育士 の 意識 の ズ レ

が 見 られ た こ とが 注 目され る。こ の 意識 の ズ レ はおそ らく 2 歳児 とい う時期が生活 面 で の 自立 の 技術 的

な 面 で の 完成期 と い うこ と を 考 えた 場 合 、保護者 と の 食改 善意 識 の 「ズ レ 」 を縮め て い く こ とが 大 事 に

な っ て くる。そ の た めに可能な方法 と し て 保育 園で の 日常的 な子 どもの 食事 の 姿を具体的 に 保護者 に わ

か っ て も らえ る よ うな創意工 夫を して い くこ とが 必 要 で あ ろ う。例え ば、給食参観時に 保育士 の 言葉掛

け や 子 ど も へ の 援助方 法 を 保 護者 に 間 近 な と こ ろ で よ く見 て も ら う機会 を 設 け る と か 、園便 りな ど の 通

信 で 子 どもの 変化 の 様 子 を具体的 に 伝達 して 自立 の イ メ
ー

ジをわ か っ て もら う工 夫な どが考 えられ よう。

　 （3 ）乳幼児期 か ら食 事文化 を育む とい うこ とにつ い て

　 2 歳児 にもなると食事に関 して 、食具 の 扱い 方の 課題だ けで は なく食事に集中 し て 「食べ る こ と」を楽

しむ こ との 積み 重ねが大事 に な っ て くる。本調査結果 に 見 られた よ うに 64．5°

／。の 家庭が食 事中 に テ レ ビ

を 「い つ も見 る 」 「見 て い る こ と が 多い 」 状況 で は 、子 ど もは お の ず と 散漫 に な っ て し ま い 食事に集中

で きな い し食材の 味 を噛み しめ る こ とや家族で 食卓を囲む 団欒 の 雰囲気 を充分に 楽 しむ こ と が で き ない
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の で は ない か と危惧 され る。偏食や遊び 食べ 、ム ラ食べ な どの 食につ い て の 悩みや食 具につ い て 悩む前

に、家庭 で の 食生活 に関 して 保護者 は 「乳幼児期の 食体駒 や 「家庭に お け る食事文化」 は ど うあ る べ

きか に つ い て 、もっ と敏感 にな っ て ほ し い もの で あ る 。

　 （4 ）保育園と家庭と連携 の 方向性に つ い て

　保 育者 の 専 門的力量 に つ い て 、上 田 に よ れ ば幼稚 園
・保 育所 の 保 育者が最も 重視 し て い る の は 「保護

者 とも連携」 で あ り難 しい 力量 で あ る
1°

と述 べ 、子育て が
「
子 ども理 解」 や 「保護者理解」 とい っ た保

育者の 専門的力量 の 向 上 を助 ける
11

と指摘 して い る。筆者 達 の 調査 で は、保育 士 として の 経験年数、低

年齢児 の 経験年数 と もに 2 〜5 年 の 人 が 多か っ た 。い わ ゆる若年層 と言われ る保育 士 で ある に もか か わ

らず、多くの 保育士 は 子 どもの食に っ い て 大切 に した い こ と、育て た い 内容を明確 に 持ち、子 ど もの 発

達段階にお ける食実態を把握 して 食援助に あた っ て い る こ と が こ の 調 査結果 か ら読み とれ る。こ れ は 、

こ の 14保育園 の 研修 の 成果 で あろ うし、少 な くとも こ の 5 年間 は筆者達 と食援助 の あ り方 に つ い て 実践

研究 を積み重ね て きた成果で あろ うと考 え る
12
。そ の 反 面、保 育園 が親支援 を強化すれ ばす るほど、保

護者が保 育園 に 食 課 題 に つ い て依存す る傾向 も否 め な い 実態が 生 じ、そ れ に 対 し て 保育園側 と し て は 苦

慮 して い る面 もあ り乳幼児 の 食を豊か に する ため の家庭 との 連携の あ り方に っ い て は さらに 工夫 して い

く必 要がある。そ の た め には、一
人 ひ と りの 子 どもの 発達状態 と家庭生活 の 実態 を親 に 寄 り添 い なが ら

把握 して どの よ うな家庭支援が 必 要 なの か を模索し、保育士 も保護者 も子 どもの 食育に関す る成功事例

か らお 互 い が学びあ えるよ うな親密 で 協力的な関係 づ く りが大切で あ ろ う。
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付記
一

こ の 研 究 は 平 成18年 度 大 同 生 命 「地 域 保 健 福 祉 研 究 助 成」 を受 け て 実施 した 調 査研 究の
一

部で あ り、本稿

は 日本乳 幼児教育学会第18回 大会 （2008 年 11月28 日、大阪 キ リス ト短 期 大 学）で 口 頭発表 し た 原稿 に 加 筆修 正 し

た も の で あ る。なお 執筆分担 は 1、H 、　 V を豊 田、皿 、　 IVが梶 で あ る。

（最 後 に、調 査 に ご協力 い た だ い た 保 育 園、保 護者 の 方 々 に深謝 い た し ます。）
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　　　　　　　　　　　「社会体験学習 ・実習」 の 課題 と展望

　　　　
一体験型 学習を 中心 と した 「ビ ジネス 実務学」 の 構築 をめ ざして

一

Problems　with 　and 　Prospects　for　the　Student　Work 　Experience　Program

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　真 　　弓　　徳 　　光

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokukou　 Mayumi

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　手 　　嶋　　慎　　介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Shinsuke　 Tejima

（ 要　約　）

　本 稿 は 「社会体験学習 ・実習」 の 課題 と展望を示 す こ とを とお し、ビ ジ ネ ス イ ン ター
ン シ ソ プ を は じめ とす る

体験 型 学 習を 中心 と し た 「ビ ジ ネス 実務学」 の 構 築 に 向 け た 考察を行 うもの で あ る。い か な る 人材 を い か に して

育 て るか とい う実 務 能 力 の 育成 とい う観 点 か ら 「ビ ジネ ス 実務学」 の 構 築 ヘ ア プ ロ ーチ す る 。 構築の 実現の た め

に は、ビ ジ ネ ス 実 務教育 を単 な る 「職業議練」 の
一

部ととらえる こ とな く、体験型 学習 を 充実 させ 、そ れ を 核 と

すべ き と して論 じた 。

（キ
ー

ワ
ード）

　 ビ ジ ネ ス イ ン タ
ー

ン シ ッ プ、体 験型 学習、ビ ジ ネス 実務学

1 ．は じめに

　今 日、「社 会体験 」 を 目的 とした授業科 目 は 小学校 ・中学校 ・高等学校にお い て も総合的な学習 の 時

間 を 中心 と して 広 が り、定着 した感 が あ る 。 筆者らの 担 当科 目で あ る 「社会体験学習 ・実習 」 も、本格

的に開始 して 平成 20年度 で 11年 目 を迎 え る こ と となっ た 。

　本稿は 「社会体験学習 ・実習 」 の 課題 と展望 を示す こ とを とお し、体験型学習を中心 と し た 「ビ ジネ

ス 実務学
1
」 の 構築に 向 け た考察を行 うもの で ある。「ビ ジ ネ ス 実務学」 の 構築を実現する た め に は 、ビ

ジネス 実務教育を単なる 「職業訓練 」 の
一

部 とと らえ る こ と なく、体験型学習 を充実 させ 、それ を核 と

しな け れ ばな ら な い e 体験型学習 を核 とす る に 値す る プ ロ グ ラ ム とす る こ とが 「ビ ジネ ス 実務学 」 の カ

リキ ュ ラ ム に ふ さわ しい とする の が 本稿 の 主 張点 で ある。終身雇用 ・年功序列か らス キル 修得 ・自己 研

鑚志向 へ と 向か う変化 の 激 しい 時代にお い て 、変化 へ の適合性を高め て お い た ほ うが 安全であると考え

る の が現代 の 潮流で ある。それ に乗 じ て 安易 に ス キル 修得教育、例 えば資格 取 得支援教育に傾斜す る の

で は な く 、 あ らた め て 学と して の ビ ジネ ス 実務を考えるべ き こ とを、教育 の現場か らの実践的視点 に よ

り論 じた い 。

2 ．実務能力 の 育成

　近年、企業が 求め る人材像や能力像 にっ い て の 調査研究が、実践的必 要性 か ら学問分 野 に とらわれ ず

盛 ん に 行 われ て き て い る。例え ば厚 生 労働 省 で は 「YES プ ロ グ ラ ム 」 に 関連 して 、また経済産業省 で

は 「社会人基礎力 」 に関連 して な どで あ る 。 遡れば、日経連が 発表 したエ ン プ ロ イ ア ビ リテ ィ 、ス キ ル
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とい う点 で Katz （1955） が 示 した 「ヒ ュ
ー

マ ン ス キル 」 「コ ン セ プチ ュ ア ル ス キ ル 」 「テ ク ニ カ ル ス キ ル 」

と い う類 型 もあ る。 コ ン ピ テ ン シ ー教育 の た め に キ ー ・コ ン ピ テ ン シ
ー

を確定す る さまざまな取 り組み

が行われ、知識基盤社会 ともい われ る現代 の 論点 とな っ て きる。こ の よ うな動向を背景に、学会に お い

て も ビ ジ ネ ス 実務教育を通 し た入材 育成へ の 機運 の
一
層の 高ま りを感 じ る。例えば、日本 ビ ジネ ス 実務

学会第 28回全国大会 の 統
一

テ
ー

マ
2

は 「ビ ジネ ス 実務教育 と人材育成
一

自立性を高め る た めの 教育プ ロ

グラム の 開発
一

」 で ある。以上 は 、ビ ジネス 実務教育の 目指す べ き方向性 を示 して い る とい う点 で 非常

に 有意義で あ り、活 用 して い こ う とい うの が本稿 の 視点 で あ る。

　それ で は、そ もそ も 「実務 」 とは何 か。広辞苑に よれ ば 「実際の 事務。実地 に扱 う業務」 と あ る 。 そ

して 、ビ ジネ ス 実務論 の 標準 テ キ ス トの ひ とっ と思われ る森脇 （2000）に よれば 「営利 ・非営利事業に

お ける ビ ジネ ス 活動 の 目的を具現化 する現場 の 活動で あ り 、
い わば変化 の 激 し い ビ ジ ネ ス 環境 か ら発 生

する諸課題に対 して 、目々 対応 して い る活動 で ある 。
こ の 活動 は、現場 の メ ン バ ー

の 相 互 作用 で 展開す

る 課 題 明 確化
・課 題 達成 ・成果 の 総合評価、こ の

一
連 の プ ロ セ ス に よ る価値創造の 活動で あ る。また こ

の 活動 を ささえて い る の が 個 々 人 の 担 う仕事で ある」 とま と め られ る の が 「ビ ジネス 実務」 とされ る 。

　実践的学問、すなわ ち 「わか る 」 か ら 「で き る 」 へ の 教 育 目標 へ の 転 換 とも い えるもの が 、中教審の

報告資料
3

な どか ら読み 取れ る 。 国を あげ て 「学 士 力 」 「社会 人基礎力 」 な ど と し て 取 り組 ま れ る 内容

の キ
ー

ワ
ー

ドか らも実務能力 の 育成の 重要性 が 注 目され て い る とい え る 。 これ らは、企業が求 め る 人材

を養成す る こ と が大学 ・短大 の 使命 で あ る と強調 され るよ うな現在 の 潮 流 よ り以前か ら、ビ ジネ ス 実務

系の 科 目 を カ リキ ュ ラ ム に 擁す る 学部 ・学科 に お い て は、そ の 教育 の 中心 的 課 題 と な っ て い る。

　例 えば、全国大学実務教育協会
4

に お い て は 、厳 しい環境の なかで 激変す る21世紀 の 社会 にお い て 真

に 役 立 つ 人 材 の 育成 の た め に 目指 して い る 目標 は 「（1）わ が 国 の ビ ジネス 社会の 最前線で すぐに役立 つ 技

能 を身 に つ け させ る。　   い かなる変化に も対応 で きる よ うな基礎的な教養を身に っ け させ る 。 　   自

分 の 仕事に 対 して 、や る 気 と積極性 をもつ チ ャ レ ン ジ 精神 を身 につ け させ る。」 とされ て い る。明確に

企業が求め る 人材養成 を 目標 に 掲 げて い るわ け で あ る。こ の 協会加盟 の 各大学 の 目標も、そ れ ぞれが特

色 をもたせ て い るに し ろ同様 の 方向性 にあるも の とい え よ う。 そ して 、 協会認 定資格 「ビ ジ ネ ス 実務 士 」

に お け る 「教育 目標」 は、「1 ．現代社会 に お け る ビ ジ ネ ス の 基本 を理解す る。」 「2 ，確 か な表現力を

基本と した ビ ジネス 実務の 基本技能 を身 につ ける。」 「3 ．プ レ ゼ ン テー
シ ョ ン 能 力 の 基本 を 身 に つ け る。」

「4 ，オ フ ィ ス の 組織や情報 の 流れ を理解する。」 と され て い る 。

　ま た 、こ の よ うな教育 目標 の 実現をめざす 科 目ともい える 「ビ ジネ ス 実務総論 」 「ビ ジネ ス 実務演習」

は 資格取得の 必 修科 目 と して あげ られ て い る が 、ビ ジ ネ ス 実務総論 は 「組 織シ ス テ ム の 理解 を通 じ て、

実践的 な ビ ジ ネ ス 実務能 力 が 発 揮 で き る よ うな考 え方や技術を学ぶ 。 」 と され 、ビ ジ ネ ス 実務演習 は

「ビ ジ ネ ス 実務 を実際 に行 な うた め に 必 要 な知識 ・技術 に つ い て 学 ぶ。1 とされ て い る。

　実務能力 の 育成に っ い て 、とくに 大学 ・短大 にとっ て みれば、どの よ うなカ リキ ュ ラ ム を備 えて い る

か 、そ して 実際に どの よ うな教授法を もっ て カ リキ ュ ラ ム を実現 して い る の かが最 も肝要 で あろ う。

　以降で は、「ビ ジ ネ ス 実務士 」 資格 取 得 の ビ ジ ネ ス 実務 関連分野 の
一

つ と され る 「イ ン ター
ン シ ッ プ」

に 焦点をお き、本学科に お けるイ ン タ
ー

ン シ ッ プ 、体験型学習の ひ とつ で あ る 「社会体験学習 ・実習 」

一144 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Takada Junior College

NII-Electronic Library Service

Takada 　Junior 　College

「社会体験学習 ・実習」 の 課 題 と展 望

の 検証 と して 行われ て きた学生 ア ン ケー ト （平成17年度 ・18年度 ・19年度 ・20年度〉の分析に も とづ き

考察を行 う
5
。

3 ．「社会体験学習 ・実習 」 の 検証

　まず 「社会体験学習 ・実習」 の 取 り組み に つ い て簡単に述べ た い 。そ の 導入は、1998 （平成10）年、

本学の オ フ ィ ス 情報 学科 の 前進 で ある教養学科にお い て 、「社会体験実習」 の 名称で 単位化 し た 正課科

目 と し た と こ ろ に あ る。「幅広 い 教養 と専門的能力 を醸成す る ととも に、そ う した知識 ・能力 を実社会

に お い て よ り具体的に 活 か し、主体的、創造的に 活躍す る能力 を身に つ ける」 こ とを 目的に、全学生 が

受講す る こ とにな っ た。当初 は
一

年次前期 の 事前学習 と夏期休暇 中の 企業で の 実習で構成 され て い た が 、

2000 （平成 12）年 3 月、教養学科か らオ フ ィ ス 情報学科 へ の 変更を期に、事前学習か ら事後学習ま で を

「社会体験学習 1」 「社会体験実習 」 「社 会体験学習 Hj と して 改め られ た。社会 の 各界 で 活躍す る 方 々

の 講演な どを新た に 加 え、通年授業と し て 内容 の 見 直し と充実を は か り、現在に 至 っ て い る。

　本学科 で の 「社会体験学習 ・実習」 の 目的は、各大学で行わ れ て い るイ ン タ
ー

ン シ ッ プ よ りはむ し ろ、

英国 で の ギ ャ ッ プイヤ
ー

に近 い もの で あ る。 こ の カ リキ ュ ラム の 特徴の
一

つ は、開講時期 と実習時期の

設 定 に あ る。「社会体験学習 1」 は 事前研修 に あた り
一

年次前期 に開講 され る 。
「社会体験実習」 は 企業

にお ける実 践的体験 で あ り、
一

年次の 夏期休暇中に行われ る。
一

年次に こ の カ リキ ュ ラム が 完 了す る と

い うこ とは、卒業後 の 就職 準備 の みな らず、各学生 の 大学生活 の 意識付 けも意図した もの とい うこ とで

あ る。すな わ ち短期大学に お い て 、各 自が そ の 後 の 大学生活 の 方 向付 けを再認識 し 、 自発的 に有意義な

学生生活を送 る こ とを期待 し て い る もの で あ る。さらに 、社会は どの よ うな人材 を求 め て い るか を 「社

会体験学習
・
実習 」 を通 し て 知 る こ と を 期待す る も の で あ る．

　 3 ． 1　 ア ン ケ
ー

ト調査

　こ の よ うな、本学科の 「社会体験実習 」 の 目的に合致 させ る ため に 、実習指導 を実習先 に 丸投 げす る

だけの よ うな安易な内容と は せ ず、実習先との 事前の 綿密 な打ち合わせ の 上、主 に学校側 が 目的にあっ

たプ ロ グラム を作成 し、プ ロ グ ラ ム に沿っ た実習指導を実施する こ と に よ り大きな教育効果 を 目指 して

き た
6
。

　こ れま で の調査 に お ける 「社会体験実習 」 に関す る学生 の 意見 を聞 くに つ け 「社会体験学習 ・実習」

へ の 期待感 ・
充実感 が あ るこ とは 明確 とな っ て い る。そ して 、開講時 に は イ ン ター

ン シ ッ プ と して は 三

重 県 内 で は 先 駆 け 的 な もの で あ っ た もの の 、現在 で は 、非常 に多くの 大学で イ ン ターン シ ッ プ が 導入 さ

れ て い る 。 文部科学省の 平成 19年 4 月調査
7

に よ れば、約 66パ ーセ ン トの 大学 で イ ン タ
ー

ン シ ッ プが実

施され て お り、増加傾 向が続 い て い る。こ の よ うな 背景 か ら も、短大 と して の 本学科 の 厂社会体験学習 ・

実習」 は ど うあるべ きかを検討 し続 け、時代の変化に対応 した修正 を 加 え て い く こ とは継続的 か つ 喫緊

の 課題 とい えよう。

　特に学生数の 減少 な ど厳 しい 環境 下 に あ る本学科 の 現状 を 打破す る意 味で も、学生 の ニ ーズ に対応す

る こ とは非常に重要 と考え、「社会体験実習 」 に関す る 「満足 度」 「学習効果 」 「各論編 」 の 3 分野 に関
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して 2001 （平成13）年か ら本年 （平成20年）ま で 毎年、受講生 を対象に 「社会体験学習 ・実習に関する

ニ
ーズ 調査 」 と して 42項 目の ア ン ケ

ー
ト調査 を実施 して きた。2005 （平成 16）年 にそ の 内容 を分析 し た

結果 が 真 弓 ・倉 田 ・林 （2004） で あ る。

　今回は2005 （平成17＞年 か ら2008 （平成20） 年 ま で の 内容を 分析 し、よ り魅力的か つ 効果的な成果 を

得る た め に検証 を し、我 々 の 考え る 「社会体験学習 ・実習」 の 今 後 の 方 向 を 考察す る。実習 の 推移は 表

1 、ア ン ケー ト調査対象は 表 2 の とお りで あ り、「満足度」 「学習効果」 「各論 編 」 の 各集計値に っ い て

は最後に あげた。以降 で は直近 の 2008 （平成 20）年調査を基本 に考察を行 い た い 。

　　　　施年度

項 目

　2005 年

（平成 17 年）

　2006 年

（平成 18年）

　2007 年

（平成 19年〉

　2008 年

（平成 20 年）

実習団体数 12 15 10 20

実習事業所数 16 19 16 23

受講学生数 47 48 45 38

表 1 ．実習の推移

回 答者数
項 目 受講生

満足度 学習効果 各論編

2005 年調査 47 40 40 4Q

2006 年調 査 48 47 47 47

2007年調査 45 37 37 37

2008年調査 38 36 36 36

表 2 ．ア ン ケ
ート調査対象

　 3 ． 2　 ア ン ケ
ー

ト調査 の 概要 と分析

　今回はそ の 後か ら現在まで の 調査結果 を分析 し
S

、「開講 の 意義」 「実習内容 」 「実習先 」 「実習時期 」

「カ リ キ ュ ラ ム 」 等 に つ い て の 今後 の 方 向を考えた。

　こ れま で 学ん で きた科 目の 知識
・
技術 を社会で 生 か し、ビ ジネス 実務能力を醸成する た め に は 、「実

践 の 知 」 の 創 出が 肝 要 で あ り、そ の た め に は 実際の ビ ジネ ス 現場で の ビ ジネ ス ワ
ー

ク を経験す るとい う

意味 で 「社会体験学習
・実習」 は 重要な科 目で あ る。

　 （1 ）概要

　  授業評価 は高い

　授業評価 と して の 満足度 につ い て 2008年調査 に お い て、「実習をや っ て 良か っ た と思 い ます か 」 の 設

問 で は 、「大 い に良か っ た 」 「良か っ た 」 と答 えた学生 は 併せ て 94．5％、「自分 の 進路 を考え る上 で 参考

に な っ た か 」 は 86．17％、「後輩の た め に 社会体験 実習 は 今後 も行 っ た 方 が よ い と 思 うか 」 が 97．3％ と 高
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い評価がなされ て お り、開講 の 意 義にっ い て は 、ほ とん どの 受講生 が 理 解 して い る とい え る。

　  本年度 は 、2 ／ 3 の 項 目で 高 い 評価

　過去 4 年間 の 調査結果の な か で 「満足度」 の 9 項 目中 6 項 目で
一

番高 い 数値 とな っ て い る。 こ れ は、

複合的な施策の 結果 と思われ る が、特 に本年度は実習先決定過程 で 学生 の ニ
ーズ を例年以上 に活か して

実習先を決 定した結果 で はない か と思われ る 。 詳細は後述する。

　  各科目との 連動は 不十分

　社会体験関連 の 科 目は個 々 の 科 目だ け で 完結するもの で は な く、学科に お ける他 の 科 目との 連動 が あ っ

て初め て 学生 の ビ ジネ ス 実務能力が醸成され る。個々 の 内容につ い て 高 い 評価 なが らも他 の 項目 と比 較

する と 「学内の 事前学習 （社 会体験学習 1）は 適切 で した か 」 86．2％ と、2006 （平成 18）年 の 95．7％を

下回 る不十分 な結果 とな っ て お り、今後 は 各科 目 との 連動が さ ら に 必 要 と な っ て くると考 える。さらに

項 目別 に 具体的 に 見 て み た い 。

　 （2 ）項 目別分析

　  満足度

　先述 の 通 り 「実習をや っ て 良か っ た で す か 」 が94．5％ とほ とん どの学生が満足 して い る こ と は嬉 しい

こ とで 、他 の 「実習先 の 雰囲気 は 良 か っ た ですか 」 正00％、「実習先 の 個別指導は適切 で し たか 」 94．4％

等 で もわ か る とお り、自分 が 行 きた い と思 っ た とこ ろ で 実習を や る こ と が で きた こ と に 加 え て 、実習受

け入れ先 の 協力があ っ て こ の よ うな結果にな っ たと考え られ る 。 今後も実習受け入れ先と の 密な連動 が

成功 の 鍵 とい える。

　  学習効果

　 「社会体験実習」 を通 し て 、社会が何 を求め て い る か を理解 し、今後 の 学生生活 に役立 て て い く こ と

が大切 で あるが、「現実社会 の 厳 しさの 理解 （100％）」 「責任感の 向上 （100％〉」 「自立 心 の 向上 （97．2°

／。）」

に は 役 立 っ た よ うで あ り、い ずれ も100％近 い 回答 が され て い る 。

　また 、本学 がカ を入 れ て い る 「ビ ジネ ス マ ナ ー
の 修得 （97．2％）」 や 「人間関係 の 重要性 （100％）」

が 理 解で きた と も回答され て い る。ただ し、「早 め に社会体験 実習 をす る こ とで 今後 の 学生生活 の 目標

を見 っ け、学習意欲 の 向 上 に つ なげた い 」 とい うもう
一

っ の 主旨に っ い て は、「学 ぶ べ き課題 や方向性

の 発見 （77．8％）」 「短大 で 学 ん だ知識 の 確認 （69．4％）」 やそ の 後 の 「短 大 で の 学習意欲に役立 っ た か

（83，3％）f と い うよ うに 、2 週問 とい う短期 間 の 中で は難 し い 面 もあ り、ま だまだ不十分で あ り、今後

の 課題 とい え る 。

　ま た 、企業や仕事 の 内容 に っ い て は 、事前学習で も時間を とっ て 説明 した こ と も あ り、「現実社会 の

厳 し さ理 解に 役 立 っ た か 」 が 100％ と高い 評価を得た の をは じ め、「ビ ジ ネ ス マ イ ン ドの 理 解に役立 っ た

か 」 が94．4％、「企業組織の 理解に役 立 っ たか 」 は 86．1°

／。、と以前と 比較 し て 向上 した。

　  各論編

　全体 と して 「実習は 、自分 の 今後 の 進路 を考え る 上 で 参考にな りま したか 」 に つ い て は 86．1％、「後

輩 の た め に社会体験実習は今後も行 っ た 方が よ い と思 い ますか 」 に つ い て は 97．3％を 占め て い る こ とか
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ら、学生 の 期待感を今後 の 改革に つ な げて い きた い 。

　ま た 、個 々 の 項 目で あ る 電話応対や挨拶な どに つ い て は、ビ ジネ ス マ ナ ーに お い て学ん だ こ とが生 き

て お り、 挨拶に っ い て は、事前 の 研修が役 立 ち （94．4e／e ）挨拶 の 大切 さも理 解で き た よ うで あ る が、電

話応対 に っ い て は、事前の 研修は 必 要 と理解 しつ つ も （97．2％） も、現実 にはなかなか十分に で きな か っ

たよ うで、さらなる訓練が 必 要と思われ る 。

　 3 ．3　 小 括

　ア ン ケ
ー

ト調査 か らは、ほ とん どの 学生 が 「社会体験実習」 をや っ て 良か っ た と思 っ て お り、「後輩

の 学生 に も是非 こ の 授業を受け る よ うに 」 願 っ て い る。学生 の 個々 の 感想 はそれぞれ で あるが 、少な く

とも 「ア ル バ イ トと 正社員 との 違 い 1 「個人 の 責任は 組織 の 責任」 「マ ナ ー ・接遇 の 大切 さ 亅 「自分探 し

の ヒ ン ト」 「お 客様 の あ りが と うの 言葉 の あ りが た さ」 な どい ろ い ろ な 体験が で き た よ うで あ り、実習

開始時 は ネガ テ ィ ブな思 い を持っ て い る学生が多か っ たようだが、実習先 の 方 の 親切な受 け人れ もあ り、

終わる頃に は体験 した こ と の 良さを実感 した よ うで あ っ た 。

　ビ ジネ ス 実務教育を推進す る本学科 と して は、実践の 知を創出する た め に 「社会体験学習 ・実習」 は

有効と考え 、 キ ャ リア 教育推進 の た め に も ビ ジネ ス マ ナーや履歴書の 書 き方 な ど を加 えて 、学生が 自分

の 考えを発表す る力 が 弱 い こ と を鑑み 「社会体験実習」 の結果報告 に プ レ ゼ ン 資料 の 作成 を義務づ ける

な ど い くっ か の 試 みを して きた。

　我 々 が 意 図 し て い る 「学生 の 積極性 を促 し、社 会 に お い て 主 体 的 、創 造的 に 活 躍 す る能力 を身 に つ け

る」 「学生 は 自分 が何を学び 、何 を習得 して い くか、社会は どの よ うな入材 を求 め て い るか な ど を知る 」

「社会体験 以 降 の 学生生活 の 方 向付 けを再認識 する 」 「地域社会 に対す る 理解を深 め る こ とが で きる」 等

の 視点か ら見れ ば、概ね満足 で きるもの の 、い くつ か改善すべ き課題 が あ る 。 今後 は、実習そ の も の の

内容に っ い て も実習先と十分協議 し なが ら計 画 し、ビ ジ ネ ス 実務能力 を醸成 し て い きた い と考え る 。 以

下 で は 、項 目別 に ア ン ケ
ー

ト結果 か ら見 た 「社会体験学習 ・実習」 の 課題 と展望 をみ て い きたい 。

4 ．「体験型学習」 と ビジネス 実務教育

　4 ． 1　 ア ン ケ
ー

ト結果 か ら見 た 「社会体験学習 ・実習 」 の 課題と展望

　 （1 ）開講の意義

　個 々 の 問題に つ い て は 、 課題 もある が、ア ン ケ ー トに あ る 「後 輩 の た め に 社会体験実習 は 今後 も行 っ

た方が よい 」 の 声が圧倒 的に多 い （97．3％）こ と か ら、開講の 意義につ い て は、学生 も認 め て い るこ と

は 明 らか で あ る。課題 は 、こ の 「社会体験学習 ・実習」 で 学 ん だ こ と を ど こ まで 日常生活 の 実践に具体

的に実現 で き る か 、そ の ために 他 の 科 目、とくに 「ビ ジネ ス 実務専門科 目」 と併 せ て 取 り組 ん で い く こ

とが今後 の 課題 とい える。
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「社会体験学習 ・実 習」 の 課題 と展 望

　 （2 ）実習内容

　近年、企業環境は厳 しさを増 して お り、正 社員数 が減 っ て い る こ となど、実習先の 受け入れ体制 が十

分で な い と こ ろも出て きた。学 生 の 声 か らは、「単純作業が 多く、ア ル バ イ ト と変 わ らな い 」 とか 「暇

な時に何 を して 良い か わ か らず、教え て ももらえな い 」 な どの 声 もあ っ た。本学 と し て 、再度実習中に

ど こ ま で の 内容を学ぶ 目標に す る か そ の 内容 を再確認 し、具体的に 実習先 と打ち合わ せ を し、改善 して

い く必要があ る 。

　 （3 ）実習先

　こ れ ま で の 「社会体験学習 ・実習」 は 、まず社会 に 出て 必要な 「マ ナ
ー ・接遇 1 の 実践を通 し て 、ビ

ジネ ス 社会 の
一

端 を知 り、真 の 自分 を見 つ め直 し 、今後 の 学生 生 活 の 目標 を考え る こ とに つ なげ る こ と

を当面 の 目標 として きた。そ の 結果 、実習先 につ い て は、教育研修シ ス テ ム を保有する 企業を中心 に開

拓 し、結果 と して サ
ービス 業や流通業を中心 と した接遇 が実践 で きる 実習先 に お願 い して きた。そ の 後、

医療機 関や 官公 庁 な ど を 実習先 と して 開 拓 して きた。

　しか し、近年の 学生 の ア ン ケ
ー

ト調査 の 記述 の なかに 「自分 の 行きた い 実習先が ない 」 との 内容が 目

立 つ よ うに な っ て きた事か ら、平成20年 度は さらに 選択肢を増やす試 み を し た。

　具体的には本学が 先に加盟 した 三 重県経営者協会
9

に 登 録 され て い る 法人及 び 学 生 が 主 体的 に 探 して

きた法人 に 対 し て、授業担当者 が ア ル バ イ トと し て の 期待感 で はな く、確実に研修をや っ て 頂 け る か を

検証 の 上、可能 で あれ ば実習先と し て 認 め る こ と と した。

　そ の 結果、従来は 1 程度の 法人 、15程度の事業所だ っ た の が 、 受講数が こ れま で よりも少 ない に も か

か わ らず、20法人、23事業所 と多くな っ た。事前準備 は大変 で あ っ た もの の 、今年は、ア ン ケー トの ほ

とん どの 項 目で 過 去 4 年 間の な か で も
一

番 高 い 評価 と な っ て お り、自分が経験 した い とい う実習先に行

く こ とが 実習に前向きに 取り組む 重要なポイ ン トで あ る こ とが明 らか とな っ た。

　 （4 ）実習時期
・期間

　現在は 8 月 17目 か ら31日 の 2 週間で 行 われ て い る 。 また、かつ て は実習先 の 受 け入れ可能人数に よ っ

て 9 月 2 日 か ら15日の 2 週間を 二 期 目 と して 行 っ て い た こ ともあ る。実習先 の 都合に あわせ 、も う少 し

柔軟にす る必要 もあ るが、現在で は夏季休暇 中ならばある程度柔軟に変更を して い る 。

　む し ろ実習期間の長短が今後の 課題 に な る が、こ の カ リキ ュ ラ ム の 目的や意義 とも関係す るこ とで あ

る た め 慎 重 に 考 え る 必要 が あ る。

　 （5 ） 事前 ・事後学習 の 内容構成

　昨今 の 厳 し い 環境 をふ ま え 、学生 は 卒業後 に つ い て 今 ま で 以上 に 意識 して い る。しか し学習効果 の ア

ン ケ
ー

トか らみ る と ビジネス 社会その も の に つ い て ま で は 理解で きなく、今後 「社会体験学習」 あ る い

は そ の 他 の 科 目 に お い て こ の 分野 を充実 して い く必要があ る。

　 ま た 、「社会体験学習 ・実習 」 の 目的 は、前述 の 通 りで あるが 、そ の 課題 は あ ま り に も大 きす ぎて 、
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こ の 科 目だ け で は 実現 で きない こ と を学生 の ア ン ケ
ー

トか ら も痛切 に感 じる。大切 な柱 の
一

っ で あ る

「マ ナ ー接遇 」 「自分探し」 な どで は 目的を達成 して い る と思われ る が、それ以 上 の こ とに つ い て は、他

の 科 目 との 関連 を十分考え、相乗効果 をね らうこ とで 社会 に 通用す る人 材 を育成する必 要 が あ る。

　本学科 の ね らい と し て は 「オ フ ィ ス ワ
ー

カ
ー

と して の 基本的な知識や技能 を持ち、日々 の 業務を確実

に こ なす能力 を高め、さらに 円満な人格を持っ た 、ビ ジネス 社会 で 真に 要求 され る人 材 の 育成を 目指す 」

こ と と して い る 。 本学科が ビ ジネ ス 実務能力 の 醸成を 目指 し、学位 を 「ビ ジ ネ ス 実務学 」 とする こ とを

鑑みれ ば、実践 の 知 の 創出をはかる こ とが重 要 で あ り、そ の ため に は 「社会体験学習
・実習 」 の 果たす

役割 は 大 き い とい え る。

　また 、 昨今、新卒学生 の 就職後 の 離職率 が高ま り、そ の 原 因 の
一

つ が求職者 と求人 の ミス マ ッ チ だ と

も言われ て い る 。 こ の こ とが事実だ とすれ ば新機軸の 「社会体験実習 」 と し て、就職を強 く意識 した イ

ン ター
ン シ ッ プ 等 につ い て も検討する 必 要があ ろ う。

　ま た 、ビジネス 実務能力 の 中で 重要な コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 能力や問題発見能力 の 醸成が 必 要 とす るな

らば、「社会体験実習」 の 上級科 目を考える必 要 も出て きて い る。

　以上 の よ うな課題 を意識 し取 り組 まれ て きた科目 と して 「ビ ジネス 実務演習 」 や 「プ レ ゼ ン テ
ー

シ ョ

ン 」 などが ある。以 下 で は こ れ らを事例 と しなが ら大学 ・短 大 に おけ る 「体験学習」 の あり方を考察 し

て い き た い 。

　 4 ． 2　 ビジ ネ ス 実務演習
・プ レ ゼ ン テ

ー
シ ョ ン 教育

　先 に 述 べ た 全 国 大学実務教育協会 「ビ ジ ネ ス 実務 士 」 に つ い て 、「ビ ジ ネ ス 実務」 関連分野 と して

「ビ ジ ネ ス 実務 を実際 に行な うた め に 必要な技能 、 技術を学ぶ 。 」 具体的科目名 と し て 「表現技術 、プ レ

ゼ ン テ
ー

シ ョ ン 、 ビ ジネ ス コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン 、　ビ ジネ ス 外 国語 、統計実務 、文 書実務、プ ロ ジ ェ ク

トワ
ー

ク、 簿記 、 貿易実務、ビ ジネス 関連法規、イ ン ター
ン シ ッ プ 等 」 とされ て い る 。 すなわ ち、こ

こ で はイ ン タ
ー

ン シ ッ プ と同様な科 目として さまざま に 並列 し て 展開され て い る わ けで あ り、他 の 科 目

を検討する余地があ る とい えよ う。

　そ こ で 以 下 で は 、実践事例と し て 、近年、著者が担当 して き た 『プ レ ゼ ン テ
ー

シ ョ ン 』
1°

とプ ロ ジ ェ

ク トワ
ーク を中 心 に構成 して きた 『ビ ジ ネ ス 実務演習』

11
の 授業 内容を 中心 に 、ビ ジネス 実務を実際 に

行 う こ と を 念頭 に お い た 体験型 学習 と い う観点 か ら事例 と し て 紹介、検討 し た い
。

　 シ ラバ ス と して 『プ レ ゼ ン テ
ー

シ ョ ン』で は 「授業の 到達 目標及 び テ ー
マ 」 を 「相 手に 自分 の 持 っ て

い る知識 や考 えをわ か りやす く伝 える能力 （プ レ ゼ ン テ
ー

シ ョ ン 能力）」 の 修得をあげ た。ま た 『ビ ジ

ネ ス 実務演習』 で は 「社 会人 基 礎 力 」 の 修得 を あ げた。両科 目 と も 「能 力」 の 修得 を明示 し た科 目 と い

う点 で 共 通 する連続科 目と し て き た もの で あ る
’2
。

　『プ レ ゼ ン テ
ー

シ ョ ン 』 で は 、個 人 別 の 演習 か らは じ め 、ペ ア ・グル
ー

プ で の 演習 を 行 っ て い く こ と

を 日標 と し て お り、ペ ア ・グル
ープ で の 演習 を通 じた体験型学習 をめ ざして きた。一

例 と し て は ラ ジオ

番組 の 制作で あ る。これ は 実際に 学生 ・教職員が 出演 した FM ラ ジオ 番組 の 原稿を も と に し て 、グル
ー

プ に よ り進行役、学 生 役 、教職員役 な ど を配役 ・出演す る とい う
一

連 の 流れ をプ レゼ ン テ ーシ ョ ン と し
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て 行 っ た もの で ある。今後 も、実在する番組 をもとに仮想的に行 うこ と は可能で あるが 、より現実的 で

臨場感 あ る 体験 を授 業中に 行 う とい う点 で は、学校 の 広報活動 に連動 し た演習を行 うこ と を学校組織的

に取 り組 ん で い く体制 作 りも必 要とな ろ う。もち ろ ん 、そ の よ うな広 報活動 自体 を有意義な体験 と して

学生 に機会提供す る こ とも同様 に 取 り組 ま れ る べ き で あ ろ う。

　そ して 、こ の よ うな視 点 で 実際 の 広報 活動な どをプ ロ ジ ェ ク ト化 し て い く こ とに取 り組 まれ た の が

『ビ ジネ ス 実務演習』で あ る。平成18年度ま で 、本科 目は 「ビ ジネ ス 実務論な どの ビ ジネス 科 目で 学ん

だ知識 を活 か し、具体 的演習や調 査 研究 に よ っ て 実践的 な ビ ジネス 実務能力を修得する」 こ とをテ
ー

マ

として きたが、平成 18年度まで の 課題抽出 と、平成19年度にお ける試行 を通 して 、シ ラバ ス の 大幅な見

直し を行 っ た 。到達 目標 と して は 「経済産業省が 示 す 『社会人基礎力』 の 修得 」 と明確な設定 を しだ
3

。

本学科の 1 年次には厚 生労働省 の 「YES プ ロ グ ラ ム 」 が 目標と して掲げられ て い る こ ともあ り、各省

が それぞれ を調整 し て 取 り組まれ て い ない 現状 にお い て 、こ の 二 つ を ひ とつ の 教育課程に 並立 させ る た

め に は微細な調整 の 必要 が 予 想 され る が 「ビ ジネ ス 実務演習 」 と い うひ とつ の 科 目に 組 み 込 む こ とは 可

能で あ る と考え 、到達 目標 として 設 定 した もの で あ る 。

　具体的 に は 、ビ ジネ ス 能カ チ ェ ッ ク リス トの 作成 を通 じ 「社会人 基礎力 」 の 理 解、問題解決／創造技

法 （発散技法 と収束技法）な どの 習得 か らは じめ、最終的 には 暇 標設定 → 計画→ 実施 ・コ ン トロ ー
ル

→ 評価 ・
終結 」 とい う 「プ ロ ジ ェ ク トワーク 」 を体験型授業と し て行 うわけで あ るが、時間的な制約 、

学生 の 自発性を引き出す こ との 限界な ど課題 は 少な くない 。そ こ で 、ビ ジネス に お ける プ ロ ジ ＝ ク トを

前提 とする とい う点 か ら、学生主体の プ ロ ジ ェ ク トとは い え 「教員
一
学生 」 を 「上 司

一部下 」 の 関係 と

同様 に とらえ、目標設 定時 の 企画 立案活動に は 大幅に介入す る こ ととな る。こ の 点 は 、よ り実際的なプ

ロ ジ ェ ク ト、例 え ば 学校 の 広 報活動 をプ ロ ジ ェ ク ト化 し よ うとす る際 に整合性 の 取れ るもの となろ う。

具体的なプ ロ ジ ェ ク ト企 画 と して 「キ ャ リアデザイ ン
・
イ ン タ ビ ュ

ー
」 「サ

ービ ス 接遇 ケース 作成1 「セー

ル ス トーク をつ くる」 「発表会 の 企 画 ・実施 」 「地域商店街 の 調査 」 「社会体験実習先再訪問 ・調 査 」 「社

会体験学習授業 の 企 画 ・実施 」 「ボ ラ ン テ ィ ア の 企 画 ・実施 」 「オ フ ィ ス 情報学科Web 壁新聞 の 発行 」

な どを例示 し、プ ロ ジ ェ ク トリ
ー

ダーお よ び サ ブ リーダー
の 選出 か ら開始 される。実際 に は 3 つ の プ ロ

ジ ェ ク トが立ち 上 が り、約 20人 の 受講生が い ず れ か の プ ロ ジ ェ ク トの コ ア メ ン バ ーと して 参加 す る こ と

を義務付 け る こ ととな っ た。こ の 具 体的な成果等 の 結果 は今後 の 動向次第で あ り、別稿にゆず りた い 。

　現時点 で は、「ボラ ン テ ィ ア の 企画
・実施」、各種行事の ビデオ撮影 ・制作を中心 と した 「短大広報」、

「オ フ ィ ス 情報学科 Web 壁新 聞 の 発 行 」 か ら発 想 され た 「Web ペ ージ を中 心 と し た就職支援 コ ン テ

ン ツ 制作」 がプ ロ ジ ェ ク ト と して 開始 され て い る
L4
。

5 ．おわ りに 〜 ビジネス 実務学の構築を 目指して 〜

　大学 ・短 大 は 、それぞ れ 到達目標やね らい に多少 の 違 い は あ る に して も、企業 の 求め る人材像 に照 ら

し合わせ た うえ で 「どの ような人材 を どの ように育て る か 」 とい う点 は 無視 で きない 大 き な 課題 で ある。

同時 に 、企 業 も受 け 入 れ た 人材 を い か に 戦 力化 し て い くの か とい う人材 マ ネ ジ メ ン トの 中枢的な課題が

ある。こ の よ うな課題 に対応 した学 と して の ビ ジネ ス 実務学を 目指す とき、そ こ で の 教育内容 は i実務 」
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とい う文字通 り、実践的な務め に耐え うる 人材 の 育成 で あ る。ビ ジ ネ ス 実務学を冠す る学科の 目指すべ

き 方 向 性 とは そ の よ うな人 材養成機関 と し て の 構築で あろ う。

　 ビ ジネ ス イ ン タ
ー

ン シ ッ プにお い て 「体験 」 と し て の 側 面 を 重視する ならば、実 際の 実習期間 の み で

は なく、事前事後 の 「体験 」 にも重き を 置 く必 要があ ろ う。特 に 短期大学 の 早期 開始型 に関 して は、実

際 の 就職活動 との 連動はな く、それ 自体が完結 した体験学習と して 構築 し なければな らな い 。す な わ ち、

今後 の キ ャ リア教育 ・キ ャ リア デザ イ ン 科 目の 重点策 の ひ とつ と して 、プ ロ ジェ ク トベ ー
ス 教育と し て

の 構築があげ られ よ う。体験型 学習や イ ン タ
ー

ン シ ッ プを通 じて 、実践 の 知 を得る こ とに焦点 をあわす

こ とがそ の 道筋 の ひ とつ で ある
15
。

　表 3 にま と め られ るBarr＆ Tagg （1995）の 所論 に基づ い て 考察すれば、ま さに 「教育パ ラダイ ム 」 か

ら 「学習 パ ラダイ ム 」 へ の 転換が 「ビ ジ ネ ス 実務学 」 構築 の 第
一

歩 と い え る。「社会体験学習 ・実習」

の 改善事例 か らも明 らかなよ うに、教員 は講師 と して の 学生 との 関 わ りよ りもむ し ろ 、 主 に 学習環境と

学習方法 の デザイナ
ー

と し て の 役割 を 果 たす こ とに 重点を置か なけれ ばな らない 。知識 は 「塊 」 と して

教員によ っ て 配達され るの で は ない
。 知識は構築され 、 創造 され、獲得 され ね ば な ら な い 。そ の た め に

は 体験型学習を中心 と し た カ リキ ュ ラム の 構築 が 必要 で あろ うが 、必ず し も ビ ジネス イ ン タ
ー

ン シ ッ プ

を中心 とする 必要性 は な い
。 学 生 が 体験型 学習 を 中心 に 、実践 の 知 を 獲 得す る 体系 と し て ビ ジネ ス 実務

学 を構築す るた め に は、教員が そ れ ぞ れ の狭い 専門分野 に 閉 じこ も る こ とな く、新たな専門分野 と して

の ビ ジネ ス 実務学を通 し、学習環境 と学習方 法 の デザイナ
ー

と し て の 役 割を チーム と して果たすこ とが

実現 へ の 第
一

歩 で あ ろ う。
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教育パ ラダイム 学習パ ラダイム

大学の使命咽 的
・
授業の提供

・学習の生産

Mission　and 　PurPDses ・教育の質の改善
・学習の質の向上

・多様な学生のアクセスの実現 ・多様な学生のサクセス の実現

成功の基準 ・インプッ ト、資源 ・成果 （学生の学習・成功）

Criteria飴r　Success ・入学者の質 ・卒業生の質

・カリキュ ラム 開発、充実 ・学習技術の 開発、充実

贋 源の量と質 祓果の量と質

・入学者と収入と増加 ・学習総量の増加と効率性

轍員と教育の質
・学生と学習の質

教育と学習の特質 ・
原子論的 ・全体論的

艶aching1Leam血9
・
教育時間は

一一
定、学習は多様 ・学習は

一
定、必要な時間は多様

Structures ・90分の講義、蝉 位
・学習環境

個 定された1寺間害1亅 ・
いっ でも学習可能

・1人の教員、1つ のクラス ・様々な学習経験の総体

・
独立した分野 （学科・

学部） ・学際的 〔学科・学部間協同｝

・教材の消化が重要 畤 定の学習結果が重要

・期末評価 （試験、レポート） 事 前／事中／事後評価

・教員によるクラス内での評価 ・外部者の事後評価

・学位＝
累積単位数 ・学位＝習得された知識とスキル

学習理論 ・矯哉は個人に 「外在」
・
知識は個人の精神の中に存在し、個人の経験を通じて形成さ

Learning　The。ry ・知識は 「塊」 として教員によっ て配達される れる

・学習は累積的腺形的 ・知識は構築され、創造され、獲得される

・知識の ［倉庫」メタファ
ー ・学習は複雑な枠組の 構成物

・教員中心で、教員が学習を制御 ・学習は 「自転車の乗り方」メタフ ァ
ー

・教室と学習は競争的、個人主義的 ・学生中心で、学生が学習を制御

・学習環境と学習は共同的、協働的、支援的

役害1亅の性格 ・教員は主に講師
・
教員は主に学習環境と学習方法の デザイナ

ー

Nature　ofRDIes
・教員と学生は独立に行動し、隔離されている ・教員と学生は互いに、そして職員とチームで活動する

・教員は学生を分類し、選別する ・教員は全ての学生の能力と才能を育成する

・
職員は教員とその教育活動を支援する ・全職員が教育者で、学生の学習と成功を生み出す

・
専門家だけが教えることができる

・チームワーク

・独立したアクタ
ー

表 3　 教育 パ ラ ダイ ム と 学習 パ ラ ダ イ ム 　Barr＆ Tagg （1995）、川 嶋 （2008＞よ り抜粋
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　　　　　　1．平 成17 〜 20年 度社 会 体 験 学 習 ・実習ア ン ケ
ー

ト結果 （満足 度／ H17 − 40名 iH18− 47名 ・H19−37名 ・H20−36名）

No 質問事項 年度
大 い に良 か っ た   、

つ こ 21 十 2 余 り良くなかっ た よ 、つ こ ，n、口　口

数 ％ 数 ％ ％ 　　数 ％ 数 ％ 数 ％

171537 ．52050 爨講鏃 蠶　　41012 ．50 0
182042 ．62451 ，1繕爨欝 爨　 36 ．40 00 01 実習をやっ て 良か っ

　た と思 い ますか 191643 ．21848 ．6 鐶 爨9i翻 　 　 τ 2．70 00 0
201952 ．81541 ．71繋轢 姦 25 ．60 00 0
17225516401 聽難鍵穩 2 50 00 0
182042 ．62144 ．7 韈 幾 灘 612 ．80 00 02 実習先 の 雰囲気は良

　 かっ たで す か 191437 ．82156 ．8 繼 羅
甲“…

25 ．40 00 0
2018501850 纖 萋 0 00 00 0
172152 ．514351 雛 鯊 2 512 ．52 5
181736 ．22451 ．1 難 1騾 1霧 612 ．80 00 03 実習先の 個別指導 は

　 適切 で した か 1910272259 ．5 難 i鰹6138 ．1127254
201644 ．41850 彗曇韈 鬱鯲

　　範 25 ．60 00 0
171537 ，51640 難1驪飜 12 ．512 ．57 η 5
181225 ．62451 ．1 爨萋羈　詫 24 ．30 091914

実 習 先 の 集 団 指導 は

　 適切 で したか 191129 ．71951 ．3
彈彈
難 羈繍 譱 12 ．70256162

201027 ．82466 ．7 纖 纖 宴 0 00 025 ．6
↑7922 ．52050 鬻毳鷺 1鬟 102512 ．50 0

仕事量は適切 でした

　 　 　 　 か

18714 ．92757 ．4 鑿爨箋韆
器 1225 ．51210 05

19821 ．62156 ．8 難 鑼 驤　 　 821 ．60 00 0
201233 ．32261 ．1 鑼羅 鑼　　38 ．30 00 0
171537 ．51947 ．5 轢 羅谿 　 　512 ，512 ．50 0

仕事内容の 程度は適

　 　 切 で した か

181123 ．42246 ．8 羅難 飜　 　 1225 ．52430 06
1938 ．13183 ．8 難 纓 揖　 38 ．10 00 0
201233 ．32158 ．3 耄蕪難

脚
　　 　 38 ．30 00 0

17922 ．52767 ．5 蠶嬲蕪羈i ・ 2 50 02 5

7
学内 の 事前学習 （社

会体験学習 1 ）は 適

　　切 で した か

188173778 ．7 纖 懸 舵 12 ．10 012 ．1
194 下0．83081 ．1 舞驤 鑼 38 ．10 00 0
201130 ．62055 ．6 鑼 蠶8竈裂 411 ，10 00 0

少 なか っ ： 1 ちょうど良か っ た  1 十 二 ＿回 口

17512 ．52460 爨釁　・ 1127 ．50 　　 　 0
9

実習 の 日 数は マ ナ
ー

や仕事の仕方を学ぶ
の に 適切で したか

で836 ．43472 ．3 萋灘鑞 11021 ．3O 　　　 O
1925 ．42236 ．7 欝纏

甲
　 覊 1232 ．41 　　 27

20411 」 2569 ．4
階甲甲甲““
難 覊 鏤 719 ．40 　 　　 0

つ 二 よ 、
つ こ ＿回 口

1722551845 0 0
10 実習 中に 困 っ た こと

　　　 は
182553 ．21940 ．4 36 ．4
191437 ．82362 ．2 0 0
201336 ．12363 ．9 0 0
1724601640 o 0
182246 ．82553 ．2 0 0

11
実 習 中 嫌 だ っ た こと

　　　 は 192259 ．51540 ．5 0 0
201336 ．12261 ．1 o 0
173895 で 2．5 0 0

実習中 に 良かっ たこ

　 　 　 とは

184391 ，548 ．5 0 012
19339532 ．5 0 0
203186 ．138 ．3 25 ．6
17389512 ．5 12 ．5
184289 ．348 ．5 12 ，113 実習中 に 嬉 しか っ た

　　　こ とは 193594 ．625 ．4 0 0
203288 ．938 ．3 12 ．8
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2 ．平 成17〜20年度社会体験学 習 ・実習ア ン ケ
ー

ト結果 （学習効 果 ／ H17 − 40 名 ・H18 − 47名 ・H19 −37名 ・H20−36名）

No 質問事項
大い に 役立 っ た  韮 つ こ 21 十 2 余り役立たなか っ た 役立たなかっ た ，，噛、口　口

年度
数 ％ 数 ％ ％ 数 ％ 数 ％ 数 ％

171537 ．52255 羃蕪欝　
評

躍張帝俘 37 ．50 o0 0

1 職業意識の 向上 に役

　　立ちましたか

1816342859 ．6
　 　 野1
羈鑼 12 ．10 024 ．3

191129 ，72464 ．9 鍵蝦　 窰　　 25 ．40 00 0
201438 ．91952 ．8

叮
謬雛 繃 饕　 　 25 ．6 で 2．80 0

1712302152 ．5 爨籌鑼 牌　　 7　　　早 17．50 00 0

2 就職活動に取 り組む

　 の に 役 立 っ た か

18919 ．13370 ．2 覊繍
ξ　　 48 ．50 012 、1

19924 ．32054 ．t 羅難　
肝
　　 718 ．90 012 ．7

20822 ．22363 ．9 鬱雛 　 靠　　 513 ，90 00 0
1710252255 諺鑾懸 　 　 　 8200 00 0
18612 ．82757 ，4 蓬雛 　

舵
　 　 1225 ．52430 03 短 大で の 学習意 欲に

　　役立っ た か 19410 ．82464 ．9 韃　
毳
　　 821 、612 ．70 0

20719 ．42363 ．9 蒙爨　　 　 616 ．60 00 0
178202460 鑿

靉韓．　　　 717 ．512 ．50 0

4
学ぶ べ き課題 や 方 向

性 の 発見 に役立 っ た

　　　　か

蓐88172553 ．2 羹鑼　　　1123 ．412 ．124 ．3
19616 ．22464 ．9 雛 雛　　718 ．90 00 0
20 重130 ．61747 ．2 灘 鯲 鑿　 　 822 ，20 00 0
171537 ，51845 萋難 　

奪
　 　 4102 512 ．5

5
短大 で得た 知識 の確
　　 認なっ たか

181429 ．82553 ．2灘 爨灘 　　714 ．912 ．10 0
19616 ．224

　　　 囁
64．9繼

睾 麟 耋　 513 ．525 ．40 0
20719 ．41850 雛 　 雛 　 1027 ．80 00 0
1714352050 糶 鍛

　　　　6150 00 0

6
ビジネス 知識習得 に

　　役 立 っ た か

1848 ．53676 ．6
　　無
毒鄰 　 霧　 　 714 ．90 o0 0

191129 ．72362 ．2 爨爨　　　　 25 ．412 ．70 0
201130 ．61952 ．8 驪襲　

蝕
　　 616 ，60 00 0

178202767 ．5 爨盤　 　 　 　 512 ，50 00 0
1836 ．43370 ．2 鑾 湃　　　　 714 ．90 048 ．57

ビジネ ス マ イン ドの 理

　 解 に 役立 っ たか 19410 ．82670 ．7 鑞 鑞 　 　 　 616 ，20 00 0
209252569 ．4

亀濘　　珊
繍 鑼 　 　 25 ．60 00 0

171537 ．520501 塞覊　・　　 512 ．50 00 0
企業 に お ける人 間 関

係 の 理解に役立 っ た

　 　 　 　 か

181429 ．82961 ．7 鬱鑼 饌 48 ．50 00 08
191437 ．82259 ．5 繼難韈

K12
．70 00 0

202055 ．61644 ．4 繼 聯 　 　 　 0 00 00 0
17922 ，52255

彈
講 覊．騒 　 　 717 ．52 50 0

1848 ．52859 ．6 難覊 　 蘿　 1327 ．70 024 ．39 企業組織 の 理解に役

　 　 立 っ た か 19718 ，92464 ．9 爨鑼　　　　410B25 ．40 0
20719 ，42466 ．7 鑾

翻 　
伊
　　 411 ．10 012 ．8

171127 ．52357 ．5 饕難鑼 512 ．50 012 ．5

10 仕事 （職務）の 理解に

　　役立 っ た か

188173778 ．7 鑼變 舞　　 24 ．30 00 0
1910272259 ，5 蠶雛 獄　　 513 ．50 00 0
201336 ．12158 ．5 蠹孅 　霾　　25 ．60 00 0
171742 ．51845 欝蠶 　　37 ．512 ．512 ．5
181736 ，22246 ，8 韈蕪 蠶　 　612812 ．112 ．1

月
現実社会 の 厳 しさの

理解 に 役立 っ た か 19t540 ，51643 ．2 鍍 撚

　雛　　 513 、512 ．70 0
201952 ．81747 ．2

嶷 篝妃
雛 1羅 蕘

卵　院甲
　 　 　 0 00 00 0

η 184518451 羅灘簿 　 　 4100 00 0
責任感 の 向 上 に 役

　　立 っ たか

182246 ．82348 ．9 難爨戀戀 　　24 ．30 00 012
191540 ．51951 ．4 鑞 蒙併・　 　 38 ．10 00 0
202363 ．91336 ．11讖 　 専　 o 00 00 0
1712302050 鑼 嬲 　　　 8200 00 0

自立心 の 向上 に役
　 　 立 っ た か

18612 ．83268 ．1灘 　　　　919 ．10 00 013
19924 ．32567 ．4 蕪 獺 難　　 38 ．10 00 0
201747 ，21850 轟轟 繼 　　12 ．80 00 0
171742 ．52152 ，5 雛 羃萋繍 　　2 50 00 0

14
ビジネス マ ナーを身
に つ けるの に役立 っ

　　　 たか

181531 ．92859 ．6 難 19鑢 48 、50 00 0
191951 ．41745 ．9 羅雲 覈發 ．0 012 ．70 0
201747 ．21850

慝叮
義輜 鬱 12 ，80 00 0

一
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　　　　　　 3．平 成 17〜20 年度社会体験学習・実習ア ン ケ
ー

ト結果 （各論編／ 用 7名一40・Hl8− 47 名 ・H19 −37 名・H20 −36名 ）

大 い に 良か っ た   、つ こ 1 十 2 余 り良くな か っ た 3　
、
つ 二 ，回 口

質 問 事 項 年度
％ 数 ％ ％ 数 ％ ％

17t74251845
％

　
サ
　寧

　蕁

鞍講 　　　　　4　　　1012 ．50 0
18194042553 ．2 難鑿　　　 3　　 6．40 00 0

1
実習は 自分 の 今後 の

進 路 を考 え る上 で参

　考に な りま したか
1910271951 、4 難黠　　　 　　8　　 21．60 00 0
201541 ．71644 ．4 附蒙肺一　　鯲 　 　 5　　 13．90 00 0

大い に 変わ っ た  
’
　　 つ 　

ρ 1 十 　 余り変わらない 変わらなかっ た

171537 ．51025 繼藝　蕁　 12　 　 3037 ，50 0
2

時 間 の 観 念 が変 わ り

ましたか （時間が大

　 切 と言うこと）

18102132246 ．8 羅 　 鼕　 　 14　 　29．812 ．10 0
19112971745 ．9 钁嬲　　　 7　 18，925 ．40 0
2061672158 ．3 韈鑼 鑼 6　　 16，725 ．612 ．8

い に必
ロ

又 必 1 十 2 、り必 要 力 まし 必 ぴし ．、口　口
172357 ．5 准332 ，5 嬲爨爨讐　　　 2 50 　　 　 02 5

3
事前訪問アポイン ト

の 電話は必要だと思

　　 い ま すか

182348 ．92144 ，7 譱鋸窰　　　　 36 ．40 　　　 00 0
192156 ．81540 ．5

鬻1　 匡
覊 　　謬

拿 12 ．70 　　 　 025 ．4
20236391027 ，8 鑼蠹 馨驚 25 ．60 　 　　 012 ．8

つまくで　た 程 ヱ で き丈   ＋   りできな か っ 声　 、、で きなか っ 口　口

176151742 ，5 毒附窮　　塞嘸酵聲酵 123012 ．5410
4 アポイン トの 電話 は う

　 まくで きました か
18510 ．62144 ，7 鄰 　 繼　 1429 、848 ．536 ．4
1938 ．12156 ．8 羈饗 　　　　 1129 ．725 ，40 0
20719 ．41541 ．7 鑼 器 韈 　　　719 ．425 ，6513 ．9

大 い に 役立 っ た 」亠 つ ： 1 十 　 　余り役立 たなか っ た 役 立たなか っ た 1辱回 口

172767 ．51025 韈 嬲 　 　2 50 　　 　 012 ．5
5 電話応 対 の 事前研修

は役 立 ちました か
18 准73622246 ．9 騨謬嬲 　灘　 　48 ．52 　　 4．324 ．3
191951 ．41540 ，5臻戀 　　12 ．72 　　 5．40 0
201541 ．71336 ．1爨難 　 　　 　38 ．33 　 　 8．325 ．6

い に で 　 一 る
゜

　 で きオ   ＋  余りで きなか っ た 然 できな かっ ’1L、回 口
1734858615 纓難

鴬
　 0 00 　　 　 00 0

6
挨拶 の 大切さは理解

　　で きました か
1839837 嘘4．9 難灘 灘 　　0 00 　 　　 012 ，1
193183 ．8513 ，5 懿靄　嬲 　　　1恥髄舐 2．70 　　 　 00 0

203083 ．3616 ．7
　　　彈
欝 野　　　　 0 00 　　 　 00 0

大い に 役立 っ た 亠Lつ 二 1 十　　余り役立 たなか っ た 全然役立 たなか っ た 口　口

172152 ．51742 ，5 嬲繕
鑼　　　 2 50 　　 　 00 0

7 挨拶 な どマ ナー
の 研

修 に 役 立 ちました か
181940 ．42348 ，9 羅灘 　

鐸
　　 2維距野雅 4．30 36 ．4

192054 ．11540 ．5 纖 　　　　　25 ．40 　　 　 00 0

201644 ，41850 纖
舟
　 　　 　 25 ．60 　　　 00 0

是非行 っ た方がよい b で 　 　し 1 十 　 小し 必 　 3い 回 口

172767 ．51127 ．5 灘 爨羈 　 　　 2 50 　 　 　 0

8

後輩 の た め に社 会 体

験実習 は 今後も行っ

た 方が よい と思い ま

　　　 す か

183676 ，61021 ．3 糠 　　
帝
　 　 12 ．10 　　　 0

192464 ．91232 ．4 灘鑼

　 　厄112 ，70 　　 　 0
2029806616 ．7 爨羅 12 ，80 　　　 0

大い に　 ⊥ つ 矗」Lつ 1 十 余 り役立 たない 全 然役 立たない ，1、口　口

173485615 蹴 繖 　 　　　 0 00 00 0

9
履 歴 書 の 指導 は 今後

の 就 職 活 動 な どに 役

立 っ と思 い ま すか

183472 ．31327 ．7 鬻 鯒 　 　 　0 00 00 0

192773924 ．3 谿 　　　　　12 ．70 00 0

2018501850 韈 鑞 　　　0 00 0o 0

172972 ．51127 ．5 霾攤 　 　　 　0 00 00 0
18296171634 鑠鬱　

俘
　 　 12 ．10 012 ，1

10
電話 の か け方 の 研修

は 今後の 役 に立 つ と

　　 思 います か
19287579243 窰灘 　　　　0 00 00 0

201747 ．21850 籥糶 驪 　　 12 ．80 00 0
ちょうどよか っ た よ か っ

一 1 十 　 余りよくなかっ た よ　3 、
つ こ

17102518 　 　 45 縱 鑼 繍 　 　 82037 ．512 ．5
11 通勤時間 は 適 切 で し

　 　 　 た か
181429821 　　 44．7 舞辮 　　　 　　919 」 24 ．31
191745 ．916 　 　43．2 鑿覊　鏃 　　 38 ．112 ．712 ．7
201438 ．916 　 　 44．4 鼕難　 　、　 411 ．10 025 ．6

女
、
つ 　

一 同 じ
“
b い 1 十 2　 咼 、つ ξ ’‘5、口　口

17153751127 ．5 鏃羃羅饑 　 　胴 27．537 ．5
13 通学 の 時の 交通費と

比 較 して どうで した か
1828596817 靉魏 翁鑿　 　 81736 ．4
1924649513 ．5 難饕　 議 　 　25 ．4616 ．2
201336 ，1822 ．2 爨撚 　戀　 　925616 、7

一156 一
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「社 会 体 験 学 習 ・実 習 」 の 課 題 と展 望

註

−

29

り

456

7

8910

11

12

13

「ビ ジネ ス 実務学」 の 明確な定義がある わけで は ない が、本学科の 短期大学士 を 「ビ ジ ネ ス 実務学」 と した

と こ ろ に、問題意識の ひ とつ が あ る。

本テー
マ に よ り平成21年 6 月 に 開催が 予定 され て い る。

文 部 科 学 省 （2008） 『学 士課 程 教育の 構 築 に 向 けて （審議 の ま とめ）』

（http；／／www ．mext ．go．jp／b−menu ／shingi ／chukyo ／chukyo4 ／houkoku／080410．htm）

「全国大学実務教育協会 ホ
ー

ム ペ ージ 」 http ：〃 www ．jaucb．gr．jp／index．html

平成 16年 度 ま で に つ い て は 真 弓 ・倉 田 ・林 （2004） を参 照 され た い 。

現 在 で は 「教 養 科 目」 「ビ ジネ ス 実 務専門 科 目」
「キ ャ リア 支 援科 目」 と して 構 成 され るカ リキ ュ ラ ム の 「キ ャ

リア 支援科 目
一

ビ ジネ ス リテ ラ シ
ー

」 と して 「社 会 体 験 学 習 1」 「社 会 体 験 実習 」 「社 会 体 験 学 習 Q 」 が 組 み

込まれ、改善を重ね なが ら現在まで継続 され て い る。

「大 学等 にお け る平成18年度イ ン ター
ン シ ッ プ実施状況調査 に つ い て 」

（http；／／www ．mext ．go．jp／b−menu ／houdou〆19／11／07111902．htm）

以 降の 文 中の 数値は 2008年 の もの で あ る 。

「三 重県経営者協会 ホ
ー

ム ペ ージ 」 http：〃 miekeikyo ．jp／

平成 17年度 か ら手 1鳴が担当。平成19年度 か ら 「プ レ ゼ ン テ
ー

シ ョ ン 1 （1年後期）」 「プ レ ゼ ン テ
ー

シ ョ ン n

（2 年前期）」 の 後継科 目 と して 「キ ャ リア支援科 目」 に 再 配 置 され た。それ 以 前 に は 「プ レ ゼ ン テーシ ョ ン

1 」 の み を担当 し て い た た め 、授業内容 の レ ベ ル 設 定が 課 題 とな っ た。し か し な が ら、「人 前 で 話 す こ と1

への 苦手意識 を克服す る こ とか らは じ め、卒業研究 レ ボー
トなどの 発表 だ けで は なく、就職面 接な どに も必

要 で あ る 「相 手 に 自分 の 持 っ て い る 知 識や 考 え を わ か りや す く伝 え る 能力 （プ レ ゼ ン テ
ー

シ ョ ン 能 力 ）」 を

修 得す る こ と を到 達 目 標 に 掲げる 点で は
一

貫 し た 科 目と して きた。

開講 当初 は真 弓 が 担当、平 成 17年度 か ら手 嶋が 担 当 。 た だ し、開講時 の 目的は秘書学等 に関連す る演習科 目

と して の もの で あ っ た。

当然 の こ とな が ら 『プ レ ゼ ン テ
ー

シ ョ ン 』で は 、現代の ビ ジネ ス プ レゼ ン テ
ー

シ ョ ン の 代名詞 ともい え るパ

ソ コ ン ア プ リケー
シ ョ ン で あ るMicrosoft　 PowerPointの ス キル 修 得 も 同時 並行 して 行 わ れ る科 目で あ るが 、そ

れ を主 目的 と し た 構 成 と は し なか っ た 。し か し な が ら、プ レ ゼ ン テーシ ョ ン 作 成 検 定 （日本 情 報 処 理 検 定 協

会http：／／www ．goukaku ．ne ．jp／examples ／pub ／index，htmD が 平成 19年 10月 よ り新 た に 実施 され て い る な どの 動向

も あ り、広義 の プ レ ゼ ン テー
シ ョ ン 能 力 の 養 成 を 強化す る必 要が あ る もの と思 われ る。こ の 点 に つ い て 、従

来 「社会体験実習」 の 報 告 は、実習 中 の テ キ ス トへ の 記 入 な ど を も と に して 、原 稿 用 紙 2 枚 程 度 に ま とめ、

そ れ を代表 者 が 口頭発表す る こ と に よ り体験を共有化す る こ とが 行われ て き た が 、平成 19年度 よ りプ レゼ ン

テ
ー

シ ョ ン 作成 を 課 し、新展 開 が はか られ て い る。ほ とん どの 学生 が こ の 作成 を経験 した こ と に な り、2 年

次の 授業時 に お け る作成ス キ ル の 説 明 が 簡略 化で き るの で は な い か と考 えて い る。

『社会人基礎力』 とは 「前に 踏み 出す力 （ア ク シ ョ ン ）」 （主体性 ・働 き か けカ ・実行 力 ）、「考え 抜 く力 （シ ン

キ ン グ）」 （課 題 発 見 力 ・計 画 力 ・創 造 力 ）、「チ ーム で 働 く力 （チ
ー

ム ワ
ー

ク ）」 （発 信 力 ・傾聴力 ・柔 軟性 ・

状 況 把 握 力 ・規律性 ・ス トレ ス コ ン ト ロ
ー

ル カ ）と され る もの で あ り、従 来 ま で 「情報収集力」 「思考力」 「コ

一157一
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　　 ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン カ 」 「遂行力 」 な ど の 修得 を H 指 し て きた と い う背 景か ら考 え て も、到 達 目標 と し て の 設

　　定 は 自然な流れで あ ろ う。

14 学生 主 体 の プ ロ ジ ェ ク トとい うこ ともあ り、そ の 活 動 ・制作に 際 し、各分野 に 詳 し い 教職員の 方 々 に お 世話

　　に な る こ とが 少 な くな か っ た。こ の 揚 をお 借 り して お 礼 申 し上 げ ま す。

15 本稿脱稿後 、手 嶋が 「イ ン ス トラ ク タ
ー

演習」 の 受講 生が イ ン ス トラ ク タ
ー

を務 め る 「コ ミ ュ ニ テ ィ カ レ ッ

　　ジ 　オ フ ィ ス 情報学科公 開講座 　
一

歩上 い く 「W 。 rd 応 用 講座 」
− W ・ rd を使 っ て 高度 な 文 書 を作 っ て

　　みま せ ん か ？
一

」 に急遽、ア シ ス タ ン トと して 参 加 す る機会 を 得た。教 え る こ とに よ り学 び を深 め る好事例

　　で あ る との 実感 を得 た。今 後 の 展 開 が期 待 され る。
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（ 要　約　）

　大 学生 が 自立 した 食生 活を営む 力を培 うた め の 、食 と生活 の 関 連を 意識 づ けた 食教育 の プ ロ グラ ム 内容を 検討

す る 基 礎資料 と し て 、大学生 年代の 食生 活 の 実態 を把 握 す る た め の 連 続 した 1 週 間 の 「食 事 の と り方 」 と 「食 事

内 容 」 に つ い て 調査 を行 っ た。結果 と し て 、休 日 は 平 日 に 比 べ 、欠 食や孤 食 の 割合 が 高 く、食事内容 に お い て も

劣っ て い た。主 食
・主菜 ・副菜の 食事構成 にお い て 、朝食 は 平 日休 日と も主食 の み や主食 と飲 み 物や菓子 類な ど

の 食品 とい う副食が な い 食事構成が 多くみ られた。ま た、牛乳 ・乳製品、果物の 摂取が少ない 現状があっ た。

（キーワード）

　食事調 査、一
週 間、食事構成

は じめ に

　近年 の 食生活 に関 して は 、欠食習慣、特に朝食欠食者の増加や、食事時間 の 深夜化、孤食の 常態化等

の 食事の と り方に 関す る問題
1 ’2

、また家事 労働 の 外部化や、外食産業 の 発 展 に 伴 う食の 洋 風 化 、簡便

化 、 加 工 食品 の 利用や外食頻度の 増加等による食事 内容 の 問題、さらに、脂質 の 摂取過剰やカ ル シ ウム 、

鉄 の 摂取不足等 の 栄養 素摂取上 の 問題
3 ’4

が指摘され て い る。そ して 、こ の よ うな乱れ た食生 活 を続け

る こ と が 生 活習慣病 の 発 症 へ の 重要な要因 とな りうる こ とも懸念 され て い る 。 特に、若者 の 食生活の 乱

れ に つ い て は 国民栄養調 査な ど で も憂慮 され る結果 が 報告され て い る
5
。一

方、こ の 年代は生活様 式や

活動 の 多様化 に伴 い 、食 は保護者 の 管理 か ら離れ、自己 選択 ・自己 決定 しなけれ ばな ら ない 状況 に あ る。

しか し、前 iR　
fi

で 報告 し た よ うに 食 生 活 に 問題意識を持 ち、正 し い 知識 や価値 の もと自己管理 で き る学

生が多 くな い 現状が み られ る 。 普段学生 に接 し て い て も
一

般大学生 に 対する食教育と し て 、食への 興味

関心 を高め る教育プ ロ グ ラ ム の 必要性 を痛感 し て い る。

　食生活調査 の 先行研 究には栄養摂 取や食行動 、食意識 な ど多くの 報告
1 ’2 ’7”9

があ る が 、 そ れ らは 調

査があ る 1 日や思 い 出し調査 で あ る もの が多 い 。そ こ で 、本研究 で は、切 り取 っ た点 で はな く連続 し た

生活 の 中で の 女子短大生 の 食 の 実態を把握す る こ と を 目的 と して 、連続 した 1 週 間 の 食事調 査 を 行 っ た。

調査お よび分析方法

　本学 に 在籍 す る 女子学 生 に、入学当初 の 2006年 4 月 の 連続 し た 1 週 問 の 食事調査 を行 っ た。授 業時 に

調査用紙を配布 し、当日の 朝食 よ り記入 させ、 1 週 間後 の 授 業時 に 各 自が振 り返 り を した 記録用紙 とと

もに回収 した。記入漏れ な どの 欠損があ る もの を除い た 106名分 を分析対象 と した 。 記 入 内容 は 7 日間

の 朝食 ・昼 食 ・夕食 ・間食 それ ぞれ の 食事時間と食事場所 ・一緒に食 べ た人 ・食事内容 （料理名お よび
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食品名 ） で あ っ た。なお、調査 を行 っ た週 の 平 日で ある月曜 日か ら金曜 日 は全員 が 登校 し、 1 限 目か ら

午後ま で授業が ある 日で あ っ た。

　食事 の 時間や場所 、
一

緒 に食べ た 共食者 に つ い て の 食事環境や欠食状況 に つ い て は 集計 を行 い 、全体

お よび朝食 ・昼食 ・夕食別 と平 日休 日別 の 出現割合 に つ い て 分析 した 。 また、食事内容 に つ い て は 出現

料 理 を食生活指針
゜

に お い て バ ラ ン ス の よい 食事 の 指標 と し て 利用 され て い る　主食
・
主菜 ・

副菜 ・
汁

物 ・そ の 他 に分類 して 、朝 ・昼 ・夕食別 （以下、3 食事別） と平 日休 日別 に分析 し、さらに主食 ・
主菜 ・

副菜の 組み合わ せ に つ い て も分析 した。なお 、分析に は統計ソ フ トSPSSII．5を用い た。

結果及び考察

1 ．食事時間 と食事場所、共食者に つ い て

　食事 時間は、全体 の 平均 で 朝食 7 時 33分、昼食12時29分、夕食19時17分 で あっ た。平 日休 日や昼食、

夕食で は食事時間 に差は なか っ た。しか し、図 1に 示 し た朝食で は 平日は 登校 日で あ る た め80％が 6 時

〜 7時台 で あ り、休 日は 60％が 8 時〜9 時台 で あ っ た。

　図 2 に示 した夕食 の 食事時間は40％が 19時台であ っ たが 、20％は平 目休 日ともに21時以降で あ り、23

時以降に夕食を摂 っ て い る者もみ られ た。

　 　％ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！
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　食事を した 場所 は 、朝食で 89％、夕食で 82％が家

で 摂 っ て い た。

　平 日の 昼食は 登校 目の ため全員 が学校 内 で あ っ た。

図 3 に 示 し た 休 日の 昼食場所 は家が45％、外食が 30

％程、そ の 他が 20％ほ どあ っ た 。

　 なお 、そ の 他 は 注記述 に よる とほとん どが ア ル バ

イ ト先 で の 食事と し て い た。

　 ％

6050403020100
囗 土　　 阻 日
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轄轄昭
鐸潛興霹結栂 濘濘

家 学校 　　　 店　　　 車中　 　　その 他

　 図3 昼食場所

　次 に
一

緒に食事する 共食者に つ い て は 、 朝食 は 平 日 ・休 日 と も70％近 くが ひ と りで 食 べ る 孤 食 で あ っ

た。図4 に 示 し た夕食で は家族 と食 べ る者 が 65％程 ある
一
方で 、20％は 孤食で あ っ た 。 また、休 日の 昼

食で は 図 5 に 示 し た よ うに 孤食 と家族 と の 共食が と も に 1／3 ほ ど あ り、友 人 とい っ し ょ が 20％ ほ どで

あ っ た。そ の 他 と して は ア ル バ イ ト先の 同僚 とい う注記述 がみ られま した。
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　以 上 よ り、時間や場所 、 共食者 とい う食事環境に つ い て は、生活 ス タイル や学外 で の 活動 の 多様化に

よ り、個人 に よ っ て も、暦 に よっ て も異な る こ とがあき らか とな っ た。自分の 生活活動の 実態や問題点

が 認識 で きる こ とが食生活を改善する に は重要 で ある とい える。

2 、欠食に つ い て

　図 6 は食事 ご と の 欠食率 を示 し た。朝食 の 欠食率 は 平成17年度 の 国民健康栄養調査結果
11

に よ ると、

15〜19歳女子 の 朝食欠食率は 10，4％で あっ た。今回 の 調 査 で は 10．7％ と同率 で あっ た。しか し、平 日は

4．9°
／・ で 休 日は 16．5％ と、平 日 に 比 べ 休 日の 欠食率が有意に 高か っ た （P ＜ 0，01＞。昼食 に つ い て も同 様 に 、

休 日6．6％が 平 日の 0．8％ よ り欠食率 が 高 くな っ た （P くO．05）。夕食は 有意差 は な か っ た が 平 日の 欠食 が

高 い 傾 向がみ られた 。

　図 7 は各食事別 の 7 回 の 欠食回数割合 を示 した。1回 で も欠食 し た者は 朝食 で 3Ll ％、昼食 で 14．1％、

夕食で 22．6％ で あ っ た。ま た 、 ト
ー

タル 1 週 間21回 の 食事 中に ／食で も欠食 の あ っ た者は51．9％ と半数

にの ぼ っ た 。

　欠食 の あ っ た者 の 1 週間 の 欠食回 数 を み る と、朝食 と 夕食 で は 2割 の 者 が 週 に 3 回 以上欠食 を し て い

た 。 朝食で は 欠食が 週 に 5 ・6 回 とい う常態化 して い る 者 もあ っ た 。

　欠食 は栄養素摂 取 の 低 ド　
’2

や身体及 び 精神的自覚症状 の 増加
］1

が報告 され て お り、食生活向上 に お

い て 重要 な改善点 で あ る。学 生 の 振 り返 り記録 の 欠食理 由 で は、「食 べ た くない 」 ととともに 、「食事を

す る 時間 が ない 」 と時間的な要因 に よ る欠食 が 多くみ られ た 。 例えば、平日の 夕食で は授業後 も学外活
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動 で あるア ル バ イ トや 自動車学校、ピ ア ノ レ ッ ス ン な どで 食事 の 時間が取れ ない とい うもの が ほとん ど

で あ っ た。

3 ．食事内容に つ いて

　記入 され た メ ニ ＝ を主食 ・主菜 ・副菜 ・汁物 ・そ の 他食品に分け、欠食 を 除 い た 朝食 （684食）、昼

食 （723食）、夕食 （697食）お よび総食事 （2玉04食 ）に対す る出現数を集計 し、出現率と と もに表 1 に

示 した 。 総食事 で み る と、主食 は 93．1°

／o とほ と ん ど の 食事 で 摂っ て い た。し か し、主菜 は 53．5％ と副菜

45．2°
／。 と半数程度 の 食事 で しか摂 られ て い なか っ た 。 汁物は 18％とさ らに 摂取頻度 が 低 か っ た。ま た 、

「主食 ・主菜 ・副菜 ・汁物 （以下 、核料理）」 以外 の 「そ の 他 」 とした乳製品、嗜好飲料、果物、菓子な

どの 単品食品が 1／ 4 の 食事 に おい て 摂 られ て い た 。
　　　　　　　　　　　　　　表 1 ．主食 ・主菜 ・副菜 ・汁物 の 出現数

食事魏 1

朝食

684

昼食

723

夕食

697

総食事

2104

主食 626（91．5） 699 （96 ．7） 633（90，8） 1958（93．1）

主菜 182（26．6） 507（70．1） 437（62．7） 1126（53．5）

副菜 98（14，3） 389（53．8） 465（66．7） 952（45．2）

汁物 141（20．6） 44（ 6．1） 206 （29．6） 391（18．6）

そ の他 338（49．4） 105（14．5） 90（12．9） 533（253 ）

町 ：全 食事数（742）一欠食数 （ ）内は％

　間食 は 図 8 に示 し た よ うに 、週 に 1度も摂 らな い

者は 4．7°
／e で 、ほ と ん ど の 者が摂 っ て い た 。 週 に 4

日以上 の 者が 77．5°

／。 で 、25．5％ が 毎 日間食 を摂 っ て

い た 。 時間で多い の が 授業後や帰 宅 途中 な ど 夕食ま

で の つ なぎの 時間 で あ っ た。中に は の べ っ 幕無 し に

1 日中飲食 して い る者 もみ られた。内容はチ ョ コ レ
ー

口 0 図 1 田 2 ● 3 目 4 口 5 口 6 国 7

25，5

17．0

4・7　　3．8　5，7
蠹　　　　　 8．5

　 　 14．2

図8 間食 日数（％ ）

20．8

トやチ ッ プ ス 類、あ め ・キ ャ ン デ ィ
ーが ベ ス ト 3 で 、市販 品 の 菓 子 が よ く食 べ られ て い た。

　 1 ）主食 につ い て

　主 食 の 摂取 を 図 9 に 示 した 。朝食 91．5％、昼食 96．7％、夕食90．8％ と 3 食とも ほ とん どの 者 が摂 っ て

お り、特に 昼食で は 96．7 °

／・ で 摂取頻度 が 朝食、夕食よ り有意に 高か っ た （P ＜ 0．001）。平 目休 日 の 比 較 で

は、平 日94．6％、休 日89．9％で有意差が認め られ た （P＜ 0．001）。さらに平休 日を 3 食事別 に み る と、朝

食 の 摂 取 は 平 日94，8％、休 日82．2％ で 平 日が有意 に高か っ た （P ＜ O．OOI ）。昼食、夕食で は有意差は認 め

られ な か っ た 。
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　主食 の 内容 を図 10に 示 し た 。 全 体で は最も多い の が米飯で 全体の 66．9％と 2／ 3 の 食事で食 べ られ て

お り、パ ン の 19．8％、麺類 は 8．8％ と大 き く引き離 して い る 。 し か し、 3 食事 別 で み て み る と朝食に お い

て はパ ン が 48．9 °
／。 と米飯 42，5％ と同程度食 べ られ て い た 。 また、麺類は 休 日の 昼食で 30．2％ 、 夕食で 14．9

％とどち らもパ ン よ り食 べ られ て い た。

　 1 週間21回 の 食事 の 中で 主食があ る食事 の 平 均 回数は 18．5± 2．17回 で あ る が 、個人 別 で は バ ラ つ きが あ

り、最 も少 ない 者は 12回、21回全 て の 食事 で 主食 を摂 っ て い る者 は 18％ で あ っ た 。

　 2 ）主菜に つ い て

　 1 週間の 半数 の 食事で し か食べ られ て い ない た ん ぱく質源で ある主菜に つ い て は図 11に示 し た。昼食

が 70．1％ と 1 番高 く、次 い で 夕食で、62．7％摂取 され て い た。とこ ろ が朝食で は 26．6％で 他の 2 食に 比

し非常に低 い 摂取状況 で あっ た。また、平 日 は 59．4％、休 日38．1％ で あ り有意差が あっ た （P ＜ O．OOI）。

平休 日の 3 食事別 で み る と朝食、夕食で は有意 な差 はなか っ た。昼食 で は平 日85．1％、休 日30．3％ と平

日で の 摂取 が高 く、有意差が認 め られた （P＜ 0．001）。

　

　 　

　主菜 の 食材 内容 を図 12に 示 した。全体で は 肉が46．8％で最 も頻度の 高 い 材料で 、魚 と卵 は 24％ で 、大

豆 製品 の 料理 は 4．5％ しか食 され て い なか っ た。また、夕食 で は 肉 （50．4％） と魚 （35．1％）を、昼食で

は 肉 （48．O％）と卵 （31．6％）を、朝食 で は卵 （42．6％） と肉 （34．4％）が高頻度 で 食べ られ て い た 。

　主菜 の あ る食事回数 は平均 10．1± 2．85回 で、70％の 者が 21回中主菜有の 食事は 7 〜12回。13回 以 上摂 っ

て い る者は 20％ で し あ っ た。

　 3 ）副菜に つ い て

　ビ タ ミ ン 、ミネラル 源 とな る 副菜 も図 11よ り、主菜同様半数程の 食事 で 摂られ て い なか っ た。夕食 の

摂取 は 66．7％ で 、次い で 昼食 が 53．8％ で あ り、主菜 と同様に 朝食は 14．3％ と低い 摂取状態で あっ た。全
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体で は 平 日54．7％は 休 目38．0％よ り有意に高 く 、 平休 目の 3 食事別 に み る と主菜同様 昼食における摂 取

が平 日80．4e／・、休 日34．3 ％ と有意差 が あ っ た （P〈 O．OOI）。

　平均回数は 9．9± 3．42回 で 主菜 と変わらない が、野菜 ・芋を主材料に した副菜料理 を食べ る 回数が週に

4 〜 7回 の 者が 29．2％で あ っ た。

　 4 ）汁物に つ い て

　汁物 は摂取 が 低 く、夕食 の 29．6°
／e が 最 も高く、次 い で 朝食 の 20．6％ と な っ て お り、昼食 で は 6．1％ と わ

ずかであ っ た。昼食に関 しては平 日は学内で の お弁当などによる食事が多く、休 日は
一

皿 メ ニ ュ
ーや単

品料理 が 多い た め に少なくな っ て い る と考え られ る。図13よ り、平 日は 19．4“

／・で 休 日 14．3％より有意に

頻度高 く食 され て い た 。 （P 〈 0，01）。 また、平休 日 3 食事別 に み る と夕食に お い て平 日32．3％で 休 日16．7

％ より有意 に 高か っ た （P〈 O．OOI）。昼食は休 日10．1°

／．で 平 日4．6％ より多か っ た （P ＜ 0．01）。

　 ま た、汁物 の 内容 と し て は、みそ汁 が 80．6％ と多 く、ス
ープ 類 が 13．3％、す ま し汁 は 4．3°

／・ しか 摂 られ

て い なか っ た。

　 1週間に 1 度 も汁物 をとらない もの が 11％お り、半数 の 者 は汁物 をつ けた食事 を 1 週間に 3 回以下 し

か食 して い な か っ た 。
こ の よ うな汁物 の 低 い 摂 取状況 で は汁物 の 具材 と して の 野菜や きの こ 、海藻類 の

摂取 を期待 する こ とが できない とい える。
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　　 図 13 汁物摂取割合　　
’掌’P く゚ °1

　 5 ＞その他の食品の摂取

　核料理以外 の 食品を 「そ の 他 の 食品」 と し て ま と め た もの を表 1 に 示 した 。

　全 食事 の 1／4で 核料理 以 外 に、牛 乳 、ヨ
ー

グル ト、豆 乳 、ジ ュ
ー

ス 、コ
ー

ヒ
ー

や紅茶な どの 嗜好飲料 、

果物、菓子類の よ うな単品 の食品が食べ られ て い た、特に朝食 で は49．4％ の 食事 で 「そ の 他 の 食品」 が

摂 られ て い た。朝食 で の 摂取内容 を図 14に示 し た。カ ル シ ウムや ビ タ ミ ン な どの 重要な供給源で あ る牛

乳や乳製 品、果物 な ど は 、昼 食 や 夕食 よ り も朝食で食 べ られ やす く、朝食 で の 摂取が奨励 され て い る食

品で はあ るが 、結果 は 最も高い 牛乳で 23％ し か摂 られ て お らず、次 い で ド
ー

ナ ツ、ケ
ーキ 、ゼ リ

ー
な ど

の菓子 類が21．3％摂 られ て お り、ヨ
ーグル トは 15．6％、果物は 10．5％の 摂取状況で あ っ た。また、核料

理 がな く 「その 他 の 食品」 の みの 食事もみ られ た 。

　「そ の他の食品 」 で食事 バ ラ ン ス ガイ 轡 の 料 理区分にも設 定 され て い る乳
・
乳製品 と 果物の 摂取 が

少 ない こ とが 明 らか にな っ た。た と えば、間食 も含め て 1 週間に 1度 も これ らを食 して い な い 者 の 割合
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は、牛 乳 で 58．5°

／e 、ヨ
ー

グル ト51．9％、果物 57．5％ とい う結果か らも、これ らの 食品を半数の もの が食

し て い ない 摂取実態で あ っ た。

　 6 ）料理構成

　食事 は 料理 の 組 み 合わ せ を考慮 して い く こ とが大

切 で あ る こ とか ら、 核料理 の 構成別 の食事に つ い て

みた。図 15は食生活指針や食事 バ ラ ン ス ガ イ ドな ど

で食事の バ ラ ン ス を と るた め に 提唱 され て い る 「主

食 ＋ 主菜 十 副菜」 の 核料理 が 揃 っ た食事回数 の 人数

分布を示 した。

　週 21回 の 平均 は 7．5回 し か な く、75％ の 者が 週 に

9 回以下 で あっ た。これ以外 の 料理組み合 わせ で は、

「主食 ＋ 主菜 」 が 2，4回 、「主食＋ 副菜」 が 1．9回 、「主食の み 」 で 副食 の な い 食事 は 6．7回 で あ っ た。核料

理 が な く 、
「そ の 他 の 食品」 だ けの 食事が 1．1回であ っ た。こ の こ とか ら食事内容 の バ ラ ン ス に は問題が

あると考え られ る。

　ま た 、 3食 事 別 の 特徴 は 、朝食 で は 「主食 の み 」 が週 7 回 の うち 4 回見 られ た 。昼食は 「主食＋ 主菜

＋ 副菜 」 の そろ っ た食事を 4 回以上 で摂 っ て い るもの が70％あ っ た 。

一
般的に 3 食の 中で は食事の 形態

が整っ て い る考え られ る夕食 で も、「主食＋ 主菜＋副菜」 の 平均回数は 週 3 回 で あ り、週 4 回以 上 そ ろっ

た食事 を し て い る者は 20％ し か い なか っ た 。

　以上 よ り、 学生 の食事内容は 、主食は 比 較 的食べ られ て い るが、副食 で あ る 主菜 ・副菜を摂取が少な

く、汁物 は あま り食卓 に の ぼ らない と い え る．料理 構成 も朝食 は 「主食 の み」 の 食事 が 主流 で あ っ た 。

平 日の 昼 食は 「主食＋ 主 菜＋ 副菜 」 の 食事 が多 く、他 よ りバ ラ ン ス は とれ て い る よ うで あ る が 、お 弁当

や学生食堂 の 定食 メ ニ ュ
ー

が多い た め で 、さ ら に踏み込 み量的な問題 を考慮 しなければな らない 。また、

休 日の 昼食で は カ レ ーラ イ ス 、丼物、麺類 な どの
一

皿 メ ニ ュ
ーが多く 見 ら れ た。副菜や汁物 の 具材 で あ

る 野菜や い も類、豆 類の 摂取量 が 少な くな るた め、た ん ぱ く質、ビ タ ミ ン 、ミネ ラ ル
、 食物繊維 の 摂取

不足 が 懸念 され る。また、カル シ ウム の 有益 な供給源で あ る牛乳
・
乳製品 の 摂取不足 が 大 きな課題 で あ

る こ とが 明 らか に な っ た。

ま とめ

　連続 し た 1 週 間 の 食事調 査 に よ り、次 の こ とが 明 らか とな っ た 。

・一
週間欠食 の ない 者 は朝食69％、昼食82％、夕食 77％ で あ っ た。また、週 3回 以 一ヒの 欠食が朝食と 夕

　食で欠食者の 2 割あ っ た。また 、朝食 と昼 食で 平 日 に 比 し休 日 の 欠食頻 度 が 高 くな っ た 。

・朝食の 平均時刻は 平 日6時台、休 日 8 時台 と差が あ っ たが 、 昼食 ・夕食は差が なか っ た。夕食 を21時

　以降に摂 る者が 2 割 弱あ っ た。食事場所 は家が 朝食 9割、夕食 8 割 で あ っ た 。 休 目の 昼食は家4 割、

　外食 3割、ア ル バ イ ト先 2 割 で あ っ た 。 共食者 は ひ と り が 朝食 は 7 割近 くあっ た 。 夕食は家族で食べ

　るが 6 〜7 割あ る が、2 割強は ひ とり食 べ で あっ た。休 日 の 昼食は ひ と り と家族 が 3 割、友人が 2 割
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　あ っ た。

・間食 は 1 度 も摂 らな い が 5 ％ で 、殆 ど の 者が 間食を摂 っ て お り、週 4 目以上が 77％ で 、25％ の 者は毎

　 日摂 っ て い た。

・90％以上 の 食事が主食あ りで 、平休 日間、昼食 と朝 ・夕食間で 差があ っ た。内容 で は米 が 2 ／ 3 と多

　く、パ ン が 2 割で あ り、パ ン は 昼 ・夕食よ り朝食で 多 く、米 は逆 で あ っ た。麺 は 休 日に よ く食 べ ら れ

　て い た 。

・半数の 食事 で 主菜、副菜がな く、特に 朝食、休 日の 摂取 率が低 い 。主菜材料 で は肉が最 も高 く、魚は

　夕食が、卵は朝 ・昼食が多か っ た 。

・汁物の つ い た食事 は 2割 と少 ない 。平 日の 夕食 に多 くみ られ、平 日の 昼食は少 ない 。汁料理 で は み そ

　汁が80％を占め て い た 。

・核料理以外 の 食品 と し て は、乳製品やジ ュ
ース 、果物、菓子類が、特 に朝食で 摂 られ て い た 。

・主食、主菜、副菜 の そ ろ っ たバ ラ ン ス の とれた食事 は少 な く、主食 の みな ど副食 の な い 食 事が多 くみ

　 られた 。

　授業 の 中で 、学 生 は調査記録 か ら振 り返 り を行 っ て い る が、そ の 記述 か ら欠食や孤食、食事内容 の 反

省 に お い て 時間的な要 因 が 多く あげ られ て い た。例 えば、平 日夕食 の 欠食 、孤食 の 理 由 と し て 、授業後、

帰宅する まで に 、 ア ル バ イ トや 自動車学校、ピ ア ノ レ ッ ス ン な どで時間が 取れな い とするもの が 多くみ

られ た。また、平 日の 昼食は学校 の 昼休み と して食事時 間が あ る こ とで、欠食が少 ない こ とか らも、食

事 時 間が 確 保 で き な い こ とが 、食 事 軽 視 に つ な が っ て い る こ と が うか が え た。ま た 、今 回 の 食 事調 査 を

行 っ た こ とで 、自身 の 食生活への 関 心 が 増 した り、問題 が あ る こ と に気づ か され た とい う記述が多くみ

られ た。

　前報
6

で対象の 食意識調査を行 っ て い る が 、調 理 へ の 興味 ・関 心 は 高 い が 、生 活 の 中で 実践し て い る

者 は少 な い 現状 で あ っ た。また 、こ れ ま で の 家庭科な ど で の学習が実際の 生活 の 中で 生か され て い ない

と い う結果を得た。こ こ か らも栄養 ・食品 ・調理な どを関連 して 学ぶ こ とが で き、さらに 自分 の 生 活実

感 と し て捉えさせ る こ とがで き る学習が 必要 で ある と思 わ れ る。今回 の 調査結果 よ り、学生 へ の 食教育

プ ロ
』
グラ ム の 検討 ポ イ ン トと して   食 と生活活動の 関連に気づ か せ る 。   主食 ・主菜 ・副菜 の 食構成 を

学習す る な か で 、特 に 、副菜や 乳 製 品 、果物 の 摂取 の 重要性 を認識 で きる。  生 活 ス タ イ ル や食意識 自

体に個人差があ る の で 、 各 自の 現状に合 わせ て 考 え られ る。の 3 点が 挙げられ る。これ らの ポイ ン トを

考慮 して 、まず 自分 の 食事を記録す る こ と に よ り 自分の食生活 を見直 し、食 を意識す るき っ か け とする。

さ ら に 、食事内容 と食事 の と り方 を関連付 け て、自分 の 生 活 の 中で の 食 の 位置 づ けを し っ か り もち、改

善策を考え、実践する こ と溶で き る 具体的な学習 の 展 開 と教材を検討 して い きた い
。

　本研究 の 概 要は、2007年 11月 17日の 日本食生活学会第35回 大会 （秋 田 市カ レ ッ ジ プ ラザ）、お よ び 2008年

11月22 日の 日本食生活学会第37回大会 （椙 山女学園大学）にお い て 発表し た。
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（ 要　約　）

　教育、研究に 活用で きるハ
ー

ドウ ェ ア、ソ フ トウ ェ ア に つ い て の 考察 で あ る。2008年 に お け る、動画 編 集、画

像 処 理 な ど高度な教材製作に 適 し た PC （パ ー
ソ ナル コ ン ピ ュ

ータ）、　 Apple社 の iPQdの 教室 で の 活用 、無償 オ フ ィ

ス ソ フ トウェ ア OpenOffice．　org 　3．　e．　Oの 可 能 性 、教材製作 ソ フ トCamtasia 　Studio　sJで 製作で きる教材 につ い て

検討 した。

（キー
ワ
ード〉

　教材 製作、教育の た めの ハ
ードウェ ア、教育 の た めの ソ フ トウ ェ ア

は じめ に

　Wintelとい う言葉が あるが 、こ れ は 、　 Windowsの MicrosoftとCPU を 生産 して い るlntelを合体 させ た造

語 で あ る。 PC を次か ら次に新 し く買 い 換え させ る戦略を皮 肉っ て 作 られた言葉で あ る。使用 の 目的に

も よ る が、従来PC の 耐用年数 は 5 年 ほ どとされ て い た が 、最近 で は 3 年 ほ ど と思 わ ざるを得な い ほ ど、

2005年か ら2008年に か け て PC の 性能は大 き く変化 し て き て い る 。 デジ タル カ メ ラ の 画総数が 1000万を

越 えるの が当た り前 とな っ て い る状況 に あっ て 、そ の 処理 を行 うとな る とそ れ に 見 合 っ た 性能 が 求 め ら

れ る の が 現実 で あ る。そ こ で
、 よ り高度な教育教材の 提供 ・

研究を行 っ て い くうえで は、PC の 性能を

把握 して 、目的に応 じた PC を使用 して こ とが効率的 で あ る と考えられ る。ビデ オ 編集を行 うの に処理

能力 の 劣る PC を使用す る こ とは、特 に フ ァ イ ル 変換を す る 際 に 長 い 時間 を使 うこ とに な り、場合 に よ っ

て は PC が 何度も停止 し て し ま う場合 もあ る 。 そ こ で 、まず PC の こ こ数年 の 推移 と 現在 の 状況 が どの

よ うな もの で あ る の か をみ て い く。

　ま た 、PC と 同様 に 教育 ・研 究 に 使用す る こ とが で き る ハ
ード ウェ ア の 可能性 も拡大 し て い る状況に

あ る。こ こ で は、携帯音楽プ レ
ー

ヤ で ある、Apple社 の iPodで PC の な い 環境で の プ レ ゼ ン テ ー
シ ョ ン ソ

フ トの 利 用、動画 の 提示 を紹 介する。なお 、プ レ ゼ ン テ
ー

シ ョ ン ソ フ トPowerPointの ス ラ イ ドをすべ て

画像フ ァ イ ル と し 、正 しい 順序 で 表 示 させ る 方 法 に つ い て も扱 っ て い く。

　われわれ 教員は、ソ フ トウ ェ ア に関 して 優 遇 され て い る 。 Microsoft社 の 基本ソ フ トウェ ア は、大学 の

School　Agreement に よ る契約で提供 され て お り、他 社製品 もア カ デ ミ ッ ク版 の 購入 が 可能 で あ る。もち

ろ ん 、学 生 もア カ デ ミ ッ ク版を購入 で きる が 、PowerPoint　2007単品 で も12607円 1
で あ る 。 ア カ デ ミ ッ

ク価格が適用 され ない と、23256円で ある。OMce 　Professional　2007は 、ア カデ ミ ッ ク で 28836 円、通 常

版は 54270 円で ある。学生 が 自宅 で 課 題 に取 り組 む 際、OMce 　Personalが購入 し た PC に バ ン ドル
z

され

て い る ケース は 多い が 、OMce 　Personalに は 、 プ レ ゼ ン テ ーシ ョ ン ソ フ トPQwerPointが含まれ て い な い 。
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そ こ で 、OpenOMce ．org の バ
ー

ジ ョ ン 3．0．0が2008年 10月に リリ
ー

ス され た こ と もあ り、OppenO 伍 ce ．org

を使用す る に 当た っ て の 基本につ い て 解説 して い く。

　次に、Camtasia　Studioとい うソ フ トウェ ア に つ い て 、 そ の 機能 を解説す る。わ た く しは 、イ ン ターネ ッ

ト英語、キ ャ リア ガイダ ン ス 、公開講座 で PC を使用 して授業を行っ て い る。欠席者、あ る い は 理解が

十分で ない 受講者 に 対 し て 再度説明 を し なけれ ばな ら ない 状 況 を幾度 も経験 して きた。15分 で 説明 し た

こ とは、や は り再度説 明す ると して も10分以上 の 時間は 必 要で あ る 。 そ こ で、 PC の ス ク リ
ー

ン を使 っ

て 解説 しなが ら進 め て い る 内容 を ビ デオ フ ァ イル で 提供 で きな い もの か 思案 して きた が 、ま さに そ の こ

とが 可能な ソ フ トウェ ア を発見す る こ とが で き た。こ の ソ フ ト ウ ェ ア の 機能を 使 用 す れ ば、オ ン デ マ ン

ドの教材、遠隔講義 の 教材 も製作す る こ とが で きる。

1 ．ハ
ー ドウ エ ア

1 − 1　 PC の 性能的変化 と現 況

　 こ こ で は、基本 的にはIntel製 の CPU と チ ッ プ を 取 り上 げ る こ と に す る 。 理 由 は、現在 ま で の とこ ろ

ワ
ー

ル ドス タ ン ダー ド とな っ て い る か らで あ る 。 ただ し、ス タ ン ダ
ー

ドが意味す る の は必ず し も製品の

良 し悪 しで 決 ま る も の で は な い こ とは、古 くは ビデオデ ッ キ の 規格、最近 で は ブル
ー レ イ デ ィ ス ク の 規

格 を見 て も明らかな こ とで ある。PC に つ い て 言 えば、大半の パ ーツ 、そ して ソ フ トウェ ア は、　 Intel製

品を基準に開発 され て きた。そ れ ゆえ、Inte1製品に対す る互換製 品を使 用 した場合、うま く動作しない

と い うこ と を過 去 に数 多 く経験 して きた。
3

　 CPU は現在、 1 つ の CPU に 2 つ の コ ア が 埋 め 込 ま れ て い る 。
こ の こ とに つ い て、過 去 の 事例 に触

れなが らそ の 進化に つ い て見て い く。

　1997年頃に 、
CPU を 2 つ 搭載 （Dual　processQrs）　 し た PC を製作 した こ と があ る （図 1 参照）。

CPU が 2 個と い うの は、マ ル チ タ ス ク をよ りス ム
ーズ に行 うため の も の で あ るが 、当時 CPU を 2個

認識 で き る os は、　 wtndows　NT しか存在 しな か っ た。　 windows95、98で は 認識させ る こ とが で きな か っ

た の で あ る 。 図 1 を見 て も明 らか な と お り、巨大なPentium2が 2個取 り付 け られ て い たの で あ る。

　そ の 後、ハ イ パ ー
ス レ ッ デ ィ ン グ （Hyper− Threading） とい う技術が生まれた。こ れは、 1 個の CPU

で は あ る が 、OS 上 で は、 2個 の CPU と して 仮想的に認識 させ る もの で あ る。　 Pentium4に は、2002年

か ら こ の 技術が適用 された。そ して、2005年に は実際に 1個の CPU に 2 個 の コ ア を搭載 し たPentium　D

が登場 した。しか し、発熱量が多く、CPU へ 冷えた空気 を取 り入れ るために 「サ
ー

マ ル
・ア ドバ ン テ ー

ジ ・シ ャ
ー

シ 」 （摂 氏 38度 の 空気 を取 り入 れ る と い う意図 で 38度 シ ャ
ー

シ とも呼ばれ て い る 〉 とい う

PC ケ ース （筐体〉 の 中央にダク トが 付 けられ た規格が作られた 。 そ こ で 、
コ ア の 数 は 2 個 と し なが ら

供給電圧 を抑 え る な ど発熱量 を抑え る技術が開発 され2006年に Core　2　Duo （図 2 ）、2007年に は コ ア を

4 個 内蔵 したCore　2　Quadが 登場 し て きた 。 図 3 は、　 Core2　Duo の 構造 を簡単に 示 して い る。そ し て 、

2008年11月 に は、Core　2の 後継 コ ア と して 、　 Core　i7が 出 され 、 4 コ ア 8 ス レ ッ ド構造 とな っ て い る。

　Main　boardに 搭載 され るlntelの チ ッ プ セ ッ トICHgR、　 ICHIOR な どは、　 Intel　Manix 　Storageテ ク ノ ロ ジ

が 適応 され、Serial　ATA の ハ
ー ドデ ィ ス ク の RAID 　O 、 1 、 5 、10を 構 築す る こ と が可 能 とな っ て い る。
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こ の チ ッ プセ ッ トが搭載 され て い れば、ハ
ー

ドディ ス クを複数台用意す る こ とで 、簡 単に RAID を構

築 で き、ハ
ー

ドデ ィ ス ク の 転送速度の 向上 と信頼性 を図 る こ とがで き る とい うこ とで ある。こ こ で は 、

PC で 使用す る 可能性が高 い レ ベ ル O ， 1
，

10に っ い て 解説 して お く。

　RAID　O ：複数台 の ハ
ー

ドデ ィ ス クにデー
タを分散 して 読み書 き し転送速度 を向 上 され るもの で ス トラ

　　　　　イ ピ ン ブ とよばれ て い る。最低 2 台の ハ
ー ドデ ィ ス ク が必 要 とな る。

　RAID 　1 ： 複数台 の ハ
ー

ドデ ィ ス ク に 同時 に 同じデ
ー

タを コ ピー
し保存する信頼性を向上 させ る もの で

　　　　　 ミラ
ー

リン グとよばれ てい る。最低 2 台 の ハ
ー

ドデ ィ ス クを必要 となる。

　RAIDIO ：RAID　O の ス トラ イ ピ ン グとRAID 　1 の ミ ラ
ー

リン グを組み合わ せ た もの で ある。こ の こ と に

　　　　　 よ っ て 、高速化、大容量化 と と も に耐障害性 の 向 上 を図 る こ と が で き る。最低 4 台の ハ
ー ド

　　　　　 デ ィ ス クが必要 とな る。

　 な お 、ハ
ー ドデ ィ ス ク の 転送速度 、容量 と と もに 2008年 か ら大き く変化 し て き て い る。ハ

ー
ドデ ィ ス

ク の規格は 、ATA か らSerial　ATA へ 移行 して き て お り、容量 を 表す TB （terabyte テ ラバ イ ト）は 、か

つ て は数字 の 上 で しかなか っ た もの が、 1TB の ハ
ー

ドデ ィ ス クが従 来 の ハ
ー

ドデ ィ ス ク と変わ らな い

価格で 入 手 で きる よ うに な っ て きた。

　そ れ で は 、以上説明し て きた ハ
ードウェ ア の推移が実際数値的に ど の よ うなもの で ある の か 、ベ ン チ

テ ス トソ フ トで あ るCPU −Z　1．494、　 HD 　Tune　2．555 を使用 して検証 し た の が 以 下 の 図 4 、 5、 6 に 示 す

もの で ある。

図 1 図 2 図 3
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図 6

　図 4 は、Pentium4で Core は 1 個 で あ る がハ イ パ ー
ス レ ッ ドに よっ て ス レ ッ ドは 2 と な っ て い る。コ ア

電圧 は 、1．329V で あ る こ と を示 し て い る。図 5 は 、　 Pentlum　D で コ ア は 2 個、 2 つ の ス レ ッ ド、コ ア 電
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圧 は 1．251V で あ る。図 6 は 、　 Core2 　 Duo で コ ア が 2 個 、ス レ ッ ドが 2 つ 、電 圧 が 0．992V で あ る。こ の

こ とに よ っ て 、
コ ア が実際 に 2 個 とな り 、 低電圧化が図 られ て い る こ と 、 TechnolQgyは数値が小 さくな

り、Instructionsは追加 され るな ど進化 して きて い る様子 が よくわ か るの で ある。

　ま た 、次 に 示 す表 1 は 、ハ
ー ドデ ィ ス ク の 接続 の 種類 に よ っ て 、い か に転送速度が 異 な る か を 実験 し

た結果 を示す もの で あ る 。 表 中 1 は 、20G4年当時 は
一

般的な ハ
ー

ドデ ィ ス ク で 容量 は 120GB で Main

boardとの 接続は ATA で あ る 。 2 と 3 の ハ
ー

ドデ ィ ス ク は 、メ
ー

カ は 異な る が ほ ぼ性能的 に は 同 等の

もの で あ る。 どちらも2008年 に発売 された もの で あるが 、 3は 、 1TB の ハ
ー

ドデ ィ ス クが 2 個RAID − 0

で 使用 され て お り、実質 の 容量は 2TB となる。 こ の 表 で 最 も注 目し た い の が 、「Transfer　Rate　Ave ．」

（平 均転送速度） で あ る。ハ
ードデ ィ ス ク の ス ペ ッ ク 詳 細 は 注 の とお り で あ る が 、回 転数は い ずれ も 7200

回転 で あ る の に 対 して 、プ ラ ッ タ （記録す る た めの 円盤）技術が 向上 し、 1 プ ラ ッ タ容 量が80GB か ら

333 − 334GB へ と飛躍的に 大 きくな っ て い る こ と、接続 が ATA か らSerial　ATA に な る こ とに よ っ て デー

タ の 転送速度に 大い に影響を与え て い る と考え られ る。

ハ
ー

ドデ ィ ス ク型 番 1．ST3120026A6 2．ST31000333AS73 ．HD103UJ8

接続 種別 ATA S−ATA S−ATA 　！　RAID −0

Transfer　Rate 　Min ． 7．6MB ！sec 33．9MB ！sec 17．5MB ！sec

Transfer　Rate　Max ， 55．9MB ！sec 118，4MB ！sec 123．1MB ！sec

驪 議飜 垂ξ靉讌 鑑繍 i階、脾“囁摩呼乱呼陣恥妃恥恥恥恥牌呼牌“乳摩，乱呼，，脾乱亭乱乱帛呼帛帛 蠡 裟蠶葭蠱階仲妃脈帆“牌摩呼摩r摩，摩，摩呼亭篤篤慝 §飜 鑽蠶識摩呼慝酔摩，呼摩，摩再仲摩陣鷲帆妃“配乳r 邇 鍮覊 驫

Access　Time 19．8ms 16，9ms 13，5ms

Burs もRate9 30．1MB ！sec 98 ．1MB ／sec 91，9MB ／sec

CPU 　Usagel° 1，9％ 2．2％ 3，1％

Main 　board AX4SG −UN P5Q P5Q −E

　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　 表 1

1 − 2 教材提示装置 と して の ipOD

　本来、Apple社の iPodは携帯音楽プ レ
ー

ヤ で あ る が、動画、画像を持 ち運ぶ こ とがで き る モ デ ル が登場

し て か ら、簡便な教材提示装置 と し て 使用 で き る よ うに な っ て きた。具体的 な使 い 方 は 以下 の 通 りで あ

る。

　 プ レ ゼ ン テ ーシ ョ ン ス ラ イ ド提示

　 パ ワーポ イ ン トで作成 した フ ァ イ ル を提 示 する に は 、
MS 　 O 籏 ce 　 l’rofessional も し くは 、

　 PowerPoint

Viewerがイ ン ス ト
ー

ル された PC 、プ ロ ジ ェ クタ、ス ク リ
ー

ン が 必要 にな っ て くる。こ の 環境 が 整っ て

い ない 状 況、あるい は プ ロ ジ ェ ク タ を使用する ほ ど大 きくな い 教室 で 大型 テ レ ビ があ る とい っ た状況 で

は、iPodを使用 して プ レ ゼ ン テ ーシ ョ ン を行 うこ とが で き る 。 そ の ために は、　 PowerPointの ス ライ ドを

すべ て jpg，画像 として 保存 して お く必要 が ある。ス ライ ドをjpg．画像 フ ァ イル と し て 保存する に は 以 下の

手 順 で 行 う。ツ
ー

ル バ ー
の 「フ ァ イ ル 」

一「名 前を 付 け て保存」
一

フ ァ イ ル の 種類をプル ダ ウン メ ニ ュ
ー

か ら 「JPEG フ ァ イ ル 交換形式」 を選 択す る こ とで 、す べ て の ス ライ ドを画像 フ ァ イル として 保存す る こ

とがで き る 。 ただ し、保存 された ス ライ ドの フ ァ イル 名 は 「ス ラ イ ド 1 」 「ス ラ イ ド 2 」 と い っ た 名称
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で 保存 され て い る。こ の ま まで は 、iPodの 場合、ス ライ ドの 順序が正 しく提示 され な い 。お そ らく 日本

語 の フ ァ イ ル 名を正 し く認識 で きない もの と考え られ る。そ こ で iPodに 取 り込む前に、「01」 「02」 とい っ

た よ うに ス ラ イ ドの フ ァ イ ル 名 を数字 の み で 表示す る よ うフ ァ イ ル 名を 手動で 変更 し て お か なければな

らない 。iPodへ の 画像 の 取 り込 み は 、　iTunesに iPDdを接続 し た状態 で 、「写 真 の 同期」 に チ ェ ッ ク を入れ 、

取 り込 む フ ォ ル ダ の 指定をする 必 要があ る。複数の 項 目にわた る画像をiPodに保存する場合は 、　 P　C の

「マ イ ドキ ュ メ ン ト」 に項 目別 の フ ォ ル ダを作成 し、そ の 中に 画像を保 存しておかなけれ ばな らな い 。

そ うする こ と で 、iPodを使用 して 必要 に 応 じた画 像 を正 し い 順序 で 提 示 す る こ と が 可能 に な る の で あ る 。

　iPodに 画像 を転送する要領は 、　 iPodを PC に接続 しiTunesの デバ イ ス に表示 され て い る○○ の iPodの 上

で ク リ ッ ク する と （図 7 ）、そ の iPodの 設定 をする こ と が で き る。画像 の 転送を有効 に す る に は、「写真」

タ グ を ク リ ッ ク、「写真 の 同期元 」 に チ ェ ッ ク を入れ る。（図 8 ＞ iTunesが画像 を取 り込む初期設定 は、

「マ イ ドキ ュ メ ン ト」 の 中にある 「My 　Pictures」 で あ る か ら、あ らか じ め iPodに転送 し た い 画像 は フ ォ

ル ダ ご とこ の 「My　Picturesiに保存し て お く必要 が あ る。

図 7
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図 8

　動画 の 保存 と ipODへ の 転送

　勤 画 をiTunesに 取 り込 む に は 、フ ァ イ ル 形 式を理解 して お か な けれ ば な らない 。　 iTunesの 音楽 フ ァ イ

ル は AAC で あ り、動画 フ ァ イ ル は Mpeg4で ある。そ こ で 、　 Mpeg4 に フ ァ イル 変換す る 方法 に つ い て 見

て い くが、こ れ は あ くま で もひ とっ の 方法 で あ り、同 じ結果 を得る に は 様 々 な 方 法 が あ る こ と も認識 し

て お く必 要 が あ る 。

　携帯動 画 変換君　Version　O．34 （3GPConverterO34 ）

　こ の ソ フ トウェ ア は、フ リ
ーソ フ トで 、様 々 な携 帯電話 へ 音楽 、動画を フ ァ イ ル 変換す るもの で ある。

こ の ソ フ 1・ウェ ア の フ ァ イ ル 変換種別 に 、「機種別 設 定 ： MP4 フ ァ イ ル 、　 iPod向 け 設 定 」 が あ り、こ

れ を選 択す れ ばiPodで 再 生 可能 な フ ァ イ ル を得る こ とが で きる。た だ し、設定詳細 に 「第 5 世代 iPQdと

呼 ばれ る、動画再生 可 能なiPodへ 向け た MP4 形式 に変換 します 。 変換完了後白動的に iTunesに 登録を

試み ます。」 とあ り、こ の ソ フ トウ ェ ア を 用 い て フ ァ イ ル 変換す る 場合 は 、 あ らか じ め iTunesの た め の 動

画 の 保存先を ど こ に して お くの か を決定 し、「携帯動 画 変換君 」 の 出力先デ ィ レ ク トリを指定 して お く

必 要 が ある。そ うし なけれ ばiTunesに 取 り込まれ た動画が PC 上 で分散 され か ねない の で あ る。「携帯電

話変換君 」 の ダウ ン ロ
ー

ドは 、http：〃 mobilehackerz ．jp／contents ／3GPConv で あ る が、検索サイ トで ソ フ

ト名 を入力すれば こ の サ イ トを見 つ ける こ とが容易 で あ る 。
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　ビデオ編集ソ フ トの 利用

　Corel　VideoStudio12な どを利 用 し て Mpeg4 フ ァ イ ル に変換す る こ とも で き る。　 VideoStudio12に対 象 の

ビ デオ フ ァ イ ル を取 り込 み、必要で あればキ ャ プ シ ョ ン を 入 れ 編集する こ とも可能 で あ る。保存す る際

に、様 々 な フ ァ イル 形式の 中か ら、iPod　Mpeg − 4 （680x480） を選択す る。

　「You　Tube」 か らMpeg4形式 で 動画 をダウ ン ロ
ー

ド

　 「Y。u　 Tube 」 の 動 画 を ダウ ン ロ
ー ド し保存する た め の ソ フ トで ある 「Vdownloader」 （http：〃 www ．

vdownloader ．es ／） をイ ン ス トール する。まず 、　 VDownloader を起 動す る。　 Vdownloader の 「OUTPUT

FORMAT 」 をプル ダウン メ ニ ュ
ー

で 「IPHONE − IPOD　COMPATIBLE 」 を選 択し て お く。こ れ に よ っ て

ダウン ロ ー ドされ た フ ァ イ ル がMpeg4 に 変換 され る こ と に な る。　 次 に 、　 I　E で 「You　Tubel で 保存 し

た い 動画 を再生す る。そ の 際に 、 IE の URL の 上 で右ク リ ッ ク し、「コ ピー
」 を選択す る と、自動 的

に Vdownloader が フ ァ イ ル をダウン ロ ー ドし、完了後 フ ァ イ ル 変換 をす るこ とになる。「Status」 が 「Done」

と表示 されれ ば完了 した こ とを表 し て い る 。

　 iTunesへ の 取 り込 み と iPodへ の 同期

　Mpeg4 と して ダウン ロ ード され た、あ る い は Mpeg4に変換 さ

れ た フ ァ イル は、iTunesの ツ
ー

ル バ ー 「フ ァ イ ル 」
一「フ ァ イ ル

を ラ イ ブ ラ リに 追加 」 を ク リ ッ ク し、そ の 追 加 す る フ ァ イ ル を

指定する こ とに よ りiTunesに 取 り込む こ とが で きる。こ の あ と、

iPodを接続 し て 同期 させ れ ば よ い の で あ る。

　なお、iPodを テ レ ビ、プ ロ ジ ェ ク タ に接続す る にはケ
ーブ ル

の ピ ン 先が 「黄 ・白 ・赤 」 とな っ て い る RCA ピ ン となっ て い

る iPod専用ケ
ーブ ル を用 い る。 こ の ケ ーブル の 企画 は、　iPodの 　　　　　　　 図 9

世代 によ っ て 異な るの で注意が 必 要で あ る 。 図 9 は、iPodを RCA ケ
ーブル で テ レ ビ に接続 し動 画 を 再

生 して い る様子 を示 して い る。画像 フ ァ イル も同様 に テ レ ビ で提示 する こ とが で き る 。 こ の 技術 を応用

すれば プ ロ ジ ェ クタを使用 して 大画面 で も再 生 、提示す る こ とが で き る の で ある。

2 ，ソ フ トウ エ ア

2 − 1　0penOffice．　org 　3．0，0

　0penO 翫 e．org は、　 Sun　Microsystemsが2000年 に オ フ ィ ス ソ フ トの ソース コ
ー ドを

一
般に 公 開して か ら、

世界中 の ボ ラ ン テ ィ ア が 開 発 し 各国語 の 製品 と し て 普及 し て き た 無償の ソ フ トウ ェ ア で あ る。なお、

Sun　Microsyste皿 s は 、
　 OpenO 伍ce ．org を べ 一ス に 商用 ソ フ トと し て 「StarSuite　ス ター

ス イ ー ト 9 」 を

SOURCENEXT 社 を とお し て 6980円 で販売 して い る。　 OpenOence ．org バ ージ ョ ン 3，0，0は 2008年 10月に リ

リ
ー

ス さ れ た もの で 、よ り
一
層 Microsoft　Oence　Professionalとの 互換性 を持 っ て い る。　 OpenOMce ．org の

MS　OMce 　Professionalとの 対応 ア プ リケ
ーシ ョ ン は 、表 2 の とお りで ある。
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機能 OpenOffice．org MS 　Office　Professional

ワ ー
ドプ ロ セ ッ サ Writer （ライ タ

ー
） Word （ワー ド）

表計算 Calc （カ ル ク） Exce1 （エ クセ ル ）

プ レゼ ン テ
ーシ ョ ン Impress （イ ン プ レ ス ） PowerPoint （パ ワーポイ ン ト）

デー
タ ベ ー

ス Base （ベ
ー

ス ） Access （ア ク セ ス）

図形 描画 Draw （ドロ ー〉 Paint （ペ イ ン ト）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表 2

　こ の OpenOMce ．org の扱 い に つ い て は、米 国で は マ サ チ ュ
ーセ ッ ツ 州 な どい くっ か の 州 で 公式 な ソ フ

トウェ ア と し て 認め られ 、欧州 は い うま で もな く、目本 で も会津若松 市、住友電 工 が 導入 し て い る 。 以

下は会津若松市の 市政ガイ ド
1’

に 掲載 され て い る オープ ン オ フ ／ ス 導入 に 関する記事 （抜粋）で ある。

記事中ODF とあ る の は 、　 Open　Document　Format　for　Ofice　Applicationsの こ とで あ り、Open　OMce ．org

用 の フ ァ イ ル フ ォ
ー

マ ソ トの こ とで あ る。

　オープ ン オ フ ィ ス とODF 形 式文書 を導 入 し て い ます

　会津若松市で は 、全庁 の パ ソ コ ン に 「OpenOMce ．org （以下、オ
ー

プ ン オ フ ィ ス ）」 を導入 し、ワープ

ロ ・表計算 な どの 文書 フ ァ イル の データ形式 に ODF 形式 （オープ ン ドキ ュ メ ン トフ ォ
ー

マ ッ ト形式）

を採用 して い ます。

　ODF 形式 は、　 ISO （国際標準化機 構）によ っ て 国際標準規格 と認定 され た文書形式 で あ り 、 様々

な対応 ソ フ トウ ェ ア で利 用す る こ とが出来ます。

　オ ープ ン オ フ ィ ス と ODF 文書導入 に つ い て

　会津若松 市 で は、パ ソ コ ン導入時の 費用削減 と、パ ソ コ ン 文書 の 管理効率化 を 目的 として 、無償 で 利

用 で きる オ フ ィ ス ソ フ ト 「オ
ー

プ ン オ フ ィ ス 」 を全 庁的 に導入 し ま した ．

　導入 の 目的

　費用削減効果

　オ フ ィ ス ソ フ トが 無償 とな る こ とで 、パ ソ コ ン を購 入 す る 際 の 費用 を継続的 に 肖li減す る こ と が 出来 ま

す 。 市役所 内全て の パ ソ コ ン に こ の ソ フ トを導入 した場合 、5 年間で 約 1 千 5 百 万 円の 費用削減効果 が

見込む こ とが出来ます。

　電子文書の 保存 ・保管 の 適 正 化

　これ ま で は、何年 も前 にパ ソ コ ン で作成 し た文書を編集 し よ うと して も、最新の オ フ ィ ス ソ フ トで は

取 り扱い が出来なくな っ て し ま う、と い っ た ケ
ー

ス が あ りま し た。

　パ ソ コ ン で 文書を作成す る際の 国際標準規格 を採用する こ と に よ り、こ うい っ た事態 を避け る こ とが

出来 る よ うに な りま す。

　また、特定 の ソ フ トウ ェ ア に制約 され る こ と が無 い た め、一度ODF 形式 で 作成 した 文 書は 、対応す

る様々 な ソ フ トウ ェ ア で 長期的 に利用す る こ とが出来ます。
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　利用者の 利便性が向上 します

　 こ れまでは、市の ホーム ペ ージ で 配布 して い る申請書類など の文書を、利用者が編集する際に 、場合

に よ っ て は 有料 の ソ フ トウ ェ ア を購入 して い た だ く必 要 があ り ま した。

　今後は 、無償で利用で き る 「オ
ー

プ ン オ フ ィ ス 」 を利用す る こ とで 、利用者が有料 の ソ フ トウェ ア を

購入 しな くて も、こ れ らの 文書を編集す る こ とが出来 るよ うにな ります。同 じ く、市民 が 「オ ープ ン オ

フ ィ ス 」 で 作成 した文書 を、市が受 け取 る こ とも可能 とな ります。

　地元企業 の 振興

　今回導入 す る 「オープ ン オ フ ィ ス 1 に 代表 さ れ る 、無償 で 利 用 で き る オ ープ ン ソース ソ フ トウ ェ ア の

活用 を進 め て ま い り ます 。　 またそ の導入 に あた っ て は、地元企業への 業務委 託な どによ り、地元産業

の 振興を図 っ て まい ります。

　オ
ープンオ フ ィ ス 導入 に係 る経費

　オ ープ ン オ フ ィ ス を導入する に あ た っ て 削減が期待され る経費の 算定根拠 を掲載 します。

　 コ ス ト削減効果 （試算）

　パ ソ コ ン の リ
ー

ス 期間が概ね 5 年 で あ るの で 、対象 となる840 台 の パ ソ コ ン を段階 的に入れ替 えた場

合 を想定 し て 、累計 1500万 円程度 の 削減を 見込 ん で い ます。

　具体的な算定

　業務上、有償 ソ フ トの 使用が避 け られな い 場合 もあるため、15％程度の 有償 ソ フ トは併用す ると想定

し た 上 で 、約 1500万 円程度の 削減 と試算 して い ます。

　 これ は 、庁内全 て の パ ソ コ ン が入 れ替わ る 、 約 5 年間を想 定 し て お り、運用期 間 が 延 び るに従 い 、効

果 の 増大が期待 で きます。

　以上 の 記事 で Open　O 翫 e．org 導入 の メ リッ トを具体的に把握す る こ とが で きる。で は、　 Open 　 OMce の

ダ ウン ロ
ー

ト、イ ン ス トール の 実際に つ い て 見 て い く こ と にする、

　 入 手方法 とイ ン ス ト
ー

ル

　Open 　Ofice ．org 日本語 プ ロ ジ ェ ク トの ペ ージ に ア ク セ ス

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

す る。（http：〃ja．openoMce ．orgf ）

ク す る．こ こ で 、様 々 な OS に 対応 した プ ロ グ ラ ム が用意

され て い るが 、同 じ OS で も rJRE 付き」 と rJRE な　　　　　　　　図10

し」 の 2 種類があ る。 JRE とは 、　 Java　Runtime　Environment の こ と で あ り、使用 して い る コ ン ピ ュ
ー

タ に Java が イ ン ス ト
ー

ル され て い れ ば 、「JRE な し1 で よ い とい うこ とで あ る 。 なお 、イ ン ス ト
ー

ル に 関 し て は、Open 　Ornce ．org 互 換性研 究室lbr　Open　O伍ce．org3 ，0の ペ ージ に 「イ ン ス ト
ー

ル の 手順 」

とい うタグが あ り、Windows 　XP ，　Windows　Vistaにつ い て 解説 され て い る。（http：〃 oooug ．jp／c 。mpati ／3．0／

install＋index．htm ）
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　 OpenOffice．　org 拡張機能 （Extensions）の イ ン ス ト
ー

ル

　OpenOMce ．org に拡張機能 をイ ン ス トール す る こ と で 、よ り機能 的 に 使用す る こ

とが可能に なる。拡張機能はExtensionsと呼 ばれ 、 以下 の ペ ージか らダウ ン ロ
ー

ド

す る こ とが で き る。http：／／extensions ．services ．openoMce ．org ／　こ こ で は 、プ レ ゼ ン

テ ー
シ ョ ン ソ フ トで あ る 正mpress に テ ン プ レ ー

トを追加す る方法 を解説 し て お く。

OpenOmce ．org をイ ン ス tl　一ル しただ けで は lmpressの場合、テ ン プ レ
ー

トが 「戦略

法の 提案」 「新商品 の 提案」 の 2 つ の み で あ る。そ こ で 、テ ン プ レ ー トを追加 し て

お くこ とが望 ま しい の で ある。OpenOfice ．org 　Extensionsの トッ プペ ージ にある By

Applicationか らImpressを選 択する。（図 11）そ うす る と、　 Impressに 適用 で き る 拡張

機能 の
一

覧が 表示 され る 。 こ の ペ ージには、様 々 なImpress用 の 拡張機 能があ る が 、　　　 図 11

こ こ で は 、「Modern 　Impress　Templates」 の 追加 を例に と っ て そ の イ ン ス ト
ー

ル の 実際を見 て い く こ とに

す る。「Modern　Impress　Templates」
一「Get　 it！」 を ク リ ッ ク す る。（図 12） IE （イ ン ター

ネ ッ トエ ク ス プ

ロ
ー

ラ） で 、
フ ァ イル の ダウ ン ロ ー

ドが ブ ロ ッ クされた場合 は、そ の 表示 され て い る とこ ろ で 「フ ァ イ

ル の ダウ ン ロ
ー

ド」 をク リッ クす る。保存を選 び、保存先が デ ス ク トッ プ に な っ て い る こ とを確 認 す る。

（図 13）次に デ ス ク トッ プ に ダ ウ ン m 一
ドされ た ア イ コ ン をク リ ッ クする と 「拡張機 能 マ ネ

ージ ャ
ーJ が

立ち上が る 。 （図 14）イ ン ス トール す るには 「OK 」
一

拡 張 ソ フ トウ ェ ア ラ イ セ ン ス 条項 「下 ヘ ス ク ロ
ー

ル 」
− OK ボ タ ン をク リッ ク して 、拡張の ラ イ セ ン ス 条項 に同意 し ます。 「OK 」 を ク リ ッ ク す る。（図 15＞

イ ン ス トール が 完 了す る と、「拡張機能 マ ネージ ャ
ー

」 に 「Modern 　Impress　Templates 」 がイ ン ス M ル

され た こ とが表示 され る。（図 16）OpenOMce ．org の プ レ ゼ ン テー
シ ョ ン ソ フ ト （lmpress）を 立 ち 上 げる

と、プ レ ゼ ン テ
ー

シ ョ ン ウ ィ ザ
ー

ドが 表 示 され る。 「テ ン プ レ
ー

トか ら」 の ラ ジ オボ タ ン を ク リ ッ クす

る と 「Modern 　Impress　Templates」 が イ ン ス ト
ー

ル された こ とに よっ て 、39種類 の テ ン プ レ
ー

トが追加

され て い るの で 、必要 に 応 じて利用する こ と が で きる。（図 17）
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　MS　Officeとの 互換性 を持たせる

　OpenOfice ．org で 作成 した フ ァ イ ル に MS 　 Othce との 互換性 を持 たせ る には、保存す る際に ワ
ー

ドプ ロ

セ ッ サは 「Microsoft　 Word　 97／2000／XP （doc）」、表計算は 「Microsoft　 Excel　 97／2000／XP （xls ）」、プ レ ゼ

ン テ ー
シ ョ ン は 「Microsoft　 PowerPoint　 97／2000／XP （ppt）」 とい っ た フ ァ イ ル 形式 を選 択する こ とで 、

MS　O積 ce と互 換性 の ある フ ァ イ ル を作成す る こ とが で き る。（図 18）

　　　　　　　 図 18　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　　 　　 　　 図 19

　 PDF フ ァ イ ル の 編集

　拡張機能 （Extensions） に 、　 Sun　PDF 　Import　Extension［Betal （図 19）があ る。 こ の 機能を ダウン ロ
ー

ド、イ ン ス ト
ー

ル す る こ と に よ り、PDF フ ァ イル をOpenOrace．org の Draw （図形描画 ソ フ ト） で開 き、

編集す る こ と が で き る。 PDF フ ァ イ ル をDrawで 編集 し た後 、「ツ
ー

ル バ ー
」
一「フ ァ イル 」

一「PDF と

し て エ ク ス ポ
ー

ト」 をク リ ッ クす る。 こ の とき 「PDF の オ プ シ ョ ン 」 タ グ が 立 ち上 が る 。
こ こ で 、

PDF フ ァ イル を生成するペ ージ指定、画像の 圧縮率、セ キ ュ リテ ィ
ー

として パ ス ワ
ー

ドの 設 定な どが

可 能 で あ る。こ の 拡 張機能 は、Microsoft　 OMce に は な い 、斬新な もの と い え る 。 こ の 機能 を 利 用す る た

めだ けに で もOpenOMce ．org をイ ン ス トール する価値は あ る と考 え られ る 。

2 − 2　CAMTASIA　STUDIO （カム タジ ァ 　ス タ ジ オ）
12

　 こ の ソ フ トウェ ア は、自分 が行 うPC 操作を音声とともに 録画 で き る もの で ある。 また、そ の 録画 し

た 内容を編集、あ る い は タイ トル 、キ ャ プ シ ョ ン 、吹 き出 し、他 の ビデオ 、画像など を挿入 で き、最終

的に様々 な フ ァイ ル 形式 で 保存 で き る もの で あ る。録 画 す る際に 、音声だ け で なくUSB 接続カ メ ラ を

使 っ て 説明 して い る人物の 動き も同時 に収録で きる 。 で は、実際にそ の 機能に つ い て 見 て い く こ と に す

る。

　Camtasiaで の録画

　Camtasia　Recorderで は 、マ イ ク と カ メ ラ を接続す る こ とが で きる。録画する モ ニ タ ー
の 範囲は、画面

全体、ア プ リ ケーシ ョ ン 全体 、ア プ リケ
ー

シ ョ ン の
一

部 とい っ た よ うに設定する こ とが で きる 。
Smart

Focusとう機能 を持 っ て お り、マ ウス の 動きに従 っ て操作 して い る部分が 自動的 に拡大され る。こ の機

能は録 画時に on ／ off を選択す る こ とが可能 で ある。後 ほ ど述 べ る、「吹き 出 し」 の パ ス ワ
ー

ドな

ど の 保護 を 目的 と した 「ぼか し機能 」 を使用す る場合は、こ の Smart　Focusは on の 状態 だ と、そ の ぼ

か しの 部 分がずれ て し ま うの で 注意が 必 要で あ る。ウ ェ ブ上 で 配布す る こ とを想定す る と、640 × 480

の サイ ズ で 録画す る こ と が 望 ま しい
。 また 、

マ ウス 、キーボ ードな どの 操作は、閲覧者 の こ とを考えゆ っ
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くりと行 う必 要があ る。また、録画 中の ナ レーシ ョ ン は 、あらか じ め シ ナ リオ を準備 し発音練習 を繰 り

返 して お く必 要 もある。

　Camtasiaで の ビデオ編集

　録画後 の ビ デオ の 編集の 操作方法は 、基本的に Wlndows ム ー ビー
メ
ーカー、　 Video　Studioな どの 動画

編集 ソ フ トと同様 で あ る、ただ Canltasiaは 教材製作に特化 して い る の で 、「吹き出 し」 を挿入する機能が

特に優れ て い る。イ ン ターネ ッ トの 操作 を説明す る とき、 ID や パ ス ワードを入 力す る 場 面 が あ る が、

こ の 「吹き出し」 の なか に 「ぼ か し」 とい う種類があ り、ビデオ上 で 隠す こ とが で き る 。
ビ デオ編集が

完了す る と、フ ァ イル 形式 を選択する。そ の 製作し た ビデオ の 共有方法 に よ っ て 、フ ァ イル の 種 類を選

択す る こ と が 可能 で あ る 。
Web で の 公 開に は Ad 。be　Flash （SWF ）、　 CD で の 配布 は AVI 、iPodは

Mpeg4が プ リセ ッ トメニ ュ
ー

として 用意 され て い る 。 また、こ れ以外 に Windows　Media、　 Quick　Time、

Real　 Mediaの フ ァ イ ル を選択する こ とも可能 で ある。

おわ りに

　大学が 全 入 の 時 代 を 迎 え た 今、中教審 も 「学士 課程教育 の 構築に 向 けて 」 平成20年 3 月 25 日 の 中で 、

「我が国 の 学 士 の 水 準の 維持 ・向上、そ の た め の 教育 の 中身 の 充実 を図 っ て い く必要 が あ る」 と謳 っ て

お り、学生 の 学習成果 の 明確化 を図 る こ との 重要性 を強調 し て い る。そ の た め に は、学生 に よ り
一

層の

理 解を促す教育の 提供 、ある い は教育 の 多様性 を検討 して い くこ とは 重要な こ とで あ る。今回 、教育 と

研究 の た め の ハ ー ドウェ ア ・ソ フ トウェ ア とい うテ
ー

マ で い くつ か の 検 証 と研究 を行 うとともに、それ

ぞれ の 可 能性 を提 示 して き た。よ り多く の 教職員 の 方 が 興味 を 持 た れ、教育の 充実 と 学 生 の 学習支援 と

い っ た 面 で協調 し て い っ て い だ だ ける こ とを期待 して い ます。

　また、今 回 の 研究 を進 め る 巾で 、よ り詳 しい情報を 求 め る と最終的に は す ぺ て 英文 で 書 か れ て い ると

い うこ と を改め て 認識 した 。 PC を組 み 立 て 始 めた の は 、1995年 で あ る が 、そ の 当時Main　bQardを初め

とする様々 なパ ーツ を購入す ると、説明書 はす べ て 英文 で あ り、問題が発生 して解決方法をイ ン タ
ー

ネ ッ

トで 探す とや は り英文 で指示 され て い た。そ の と き英文 を読む こ とが で きる ア ドバ ン テ ッ ジ を痛感 し た

もの で あ る。さて 今回、実験用 に PC を 3 台 ほ ど製作 した が 、パ ーツ の 説明書は す べ て 日本語 で書か れ

て お り時代は 大き く変わ っ た の か と思われた。しか し、CPU の 構造 を詳 し く調 べ 、　 Intel社の 説明文を

た どっ て い くと最後 はIntel社が提供す る英文の 資料に行き着くの で ある。　 OpenOrnce ．。rg に あ っ て は、ダ

ウ ン ロ
ードま で は 、日本語 だ が

、 必要な拡 張機能 を探 し出し、そ の 機能を理 解す るには英 文を読む必要

があ る 。 教材製作 の た め の Camtasiaも、基本的な説 明は 日本 語で 用意 され て い る が 、よ り高度な使 い 方

の 説 明 は 英語 で な され て い る の で あ る。こ の こ とか ら、PC の ハ
ー

ドウェ ア
、

ソ フ トウェ ア を十分に 理

解し、よ り水準 の 高 い 利用 を考えた場合 、 や は り英語が こ の分野 で もCommon 　Language として 必要にな っ

て くる こ とを改め て 認識 し た。
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高 田 短 期 大 学紀要第27号

註

123456

7

8

9

10

11

12

一
連 の 価格 は あくま で も参考 と し て Amazon （http：〃wlvw ．amazon ．co ．jp／）で の 価格に よ る

あ らか じ め PC に イ ン ス トール され て い る あ る い は 付 属 し て い る 製 品 を さす

Intel以外 の チ ッ プセ ッ トと して 、　 S　i　 S 、　 V 　I　A 等 、　 CPU はlnte！の 他 に AMD が あ る

CPU − Z　http：〃 www 、cpuid ．com ／

HD 　TUNE 　http：／／ww ．hdtune．comf

型番 ：ST3120026A 記録容量 ：120GB プ ラ ッ タ 容量 ：80GB デ ィ ス ク1司転数 ：7200rpm イ ン ター
フ ェ イ ス ：

Ultra　ATA 　lOO バ ッ フ ァ メ モ リ ： 8MB

型 番 ： ST310eO333AS 記録容 量 ： lTB プ ラ ッ タ 容 量 ； 333GB デ ィ ス ク 回 転数 ；7200rpm イ ン タ
ー

フ ェ

イ ス ：Seria］ATA 　 バ ッ フ ァ メ モ リ ： 32MB

型番 ： HD103UJ 記 録容
．
量 ： 1TB 　 プ ラ ッ タ容量 ： 334GB 　デ ィ ス ク 1・「転数 ： 7200rpm　イ ン タ

ー
フ ェー

ス ：Serial　ATA 　3．OGbps バ ッ フ ァ メ モ リ ；32MB

The　 burst　 rate 　 is　 the 　highest　 speed （in　 megabytes 　 per　 second ） at 　 which 　 data　 can 　 be　 trans「6rred 　 from　 the

drive　interface（IDE　 or 　 SCSI　for　 example ）to　the　 operating 　 system ，　 H 　D 　D イ ン タ
ー

フ ェース か らOS まで の

最大転送速度

CPU 　USAGE 　The　CPU 　 usage 　 shows 　 how　 much 　CPU 　 time （in ％）the　 system 　 needs 　 to　 read 　 data　fro皿 the

hard　disk

会津君 松 市 （http；〆〆…
・．city，aizuwakamatsu ．fUkushima．jpf）一「lii政 ガイ ド．r − r市 の 取 り組 み 」

一一
「オ

ーブ ン オ フ ィ

ス と ODF 形 式 文 書 を導 入 して い ます 」 よ り抜 粋

CAMTASIA 　 STUD10 の 目本 で の 扱 い は 、株式 会社 ア セ ン デ ィ ア 　 エ
ー・

エ ス
・

ア イ　 カ ン パ ニ
ー

で あ り、機

能 の 紹介 お よび 30 日間 の 評 価 版 を以 下 の サ イ トか らダ ウ ン ロ
ー

ドで き る　 http：／1asi−co ．jpfproducts／cs ／
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　　　　　 15　越後屋喜兵衛の 見 積書 （4）

16　越 後 屋 喜 亥r 衛 の 見積書 （5）

巽捗
諺

闘
。

13 越 後 屋 喜兵衛 の 見積書 （2）

耜
螺 棚

轟鵬
。鰰

14　越後 屋 言兵 衛 の 見 積 書 （3）

撚
鑼磁繍 購齢齶 嬲岬鰍 卿

高
田

短
期

人

学
祀
要
第
二

十

七

号

窶
羃

尋1

　萋

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 経 鯵

　　　　19 蜂屋十 右衛 門 力 らの 領 収 書

恥 驫噸離
一 蕊

響 韆
鏃

　　　脚
　

鱗

昂

轟
ぼ

箏

擦
解
く

算
管

　

黍
雛

叢

　

　

メ
轟

冨

奪
鰲

　

　
　

　
　
　

，

轟

　

　

癬

壱
ず

で

　

　
！

寒
韈

　

　
購

蓼
辱

弩

鷹
斌
驚

　

　
　

挫
響

蠡
毒

20 　松 坂 中町佛 師 拳右衛門の 見積書

1黙
蠡翼

霪

f　　脚

書 舞

17　越 帳斥 喜兵衛 の 見積書（6）
　 　 窶

誤
襄

擁 x
緲

　　　 　　
嬲Wl

塾

鑼
18　大仏 頭部 鋳 造 の 見積書

（

四
）
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一
重

県

松

阪

市

　
真

泉

寺

に

伝

わ

る

文

書

蒙

鯨

脚
皹

7　蜂 屋 安右 衛門 の 請書

　憲

1華

蒹
藤

欟
諺

隅
鬟

蒙

へ

　

嬲撫毳
　
　

薹
叢
ふ

鋸
瓢

麟
蒙
丶

靉

蟄
愛
蘿
纔

鑿
触
雛
糶

豪

鏨
触

簍
窯

轡
．

欝

艦
譜

羅
礬
難

饗
羅
鰐

還
勧

護

鼓

鬱
隻
鏤

蠡
〜

審
霧

5　辻越後の 見積書

劉　　　蘇

8　蜂屋 安右衛門の 見 積書 6　辻 越 後 の 見積 書 （地全 ）

（

11　長谷 川久左 衛門の 見積書 （2）

12　越後屋 喜兵 衛 の 見積書 （1）

9　 蜂 屋 女 右 衛 門 の 見積 書 （台庫 ）

10 　長谷 川久 左 衛門の 見積書 （工）
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高

田

短

期

大

学

紀

要

第
二

十

七

号

　
「
湯
道」
、

湯
道
と

本
体
を
繋
ぐ
部
分
を
「
堰」

と
い

う。

6
　
こ

れ

ま

で

現
代
鋳
物
で

は、

銅

：

錫
：

亜

鉛
：

鉛
が

八

五

対

五

対
五

対

五

程
度
の

割

合

　
で

配

合
さ
れ

て

き

た

が、

最
近

は

環
境
へ

の

影
響
か

ら、

鉛
の

混

入

し

な
い

無

鉛
青
銅
が

　
使

用

さ

れ

始
め

て
い

る。

7
　
浅

井

義
玄
氏
の

メ
モ

よ

り。

8
　
栃
木

県

光

明

寺
所

蔵
・
銅
造
不

動

明

王

坐

像

等。

9
　
異

な

る

金
属

を

溶
解
し

て

混

ぜ

合
わ

せ、

合

金

に

す

る

こ

と。

10
　「
『

津
市
民

文

化
第
十
一

号
』

津

市
教
育

委
員
会

　
昭

和

五

十
九

年

三

月
三

十

日」

の

中

　
で、

和
田

勉
氏

が

津
の

鋳

物
業
と

題

し

て

辻
の

こ

と
を

紹

介
し

て
い

る

が、

そ

こ

に

は

種

　
茂
が

元
文

元

年

（
一
七

三

六）

に

久

居
の

幸

町

の

鐘
を

鋳

た

際、

亜

鉛
を

○
・
五

パ

ー
セ

　
ン

ト

程
混
入

し

た

と
の

記
述
が

見

ら

れ

る。

参
考
文

献

・
　

大
西

源
一

鈴
木
敏
夫

野

田

精
一

森
田

利

吉

著
『

一
志

郡

史
』

下

巻

　一
志

郡

町

村
会

　
　
一
九

五

五

年
三

月

・
　
『

松
阪

市

史

第
六

巻

史
料

篇

文

化
財
』

　

松
阪

市
史

編
さ
ん

委

員
会

　一

九

七

九

年

　
十
二

月

・
　
『

津
市
民

文

化

　
第
十
一

号
』

津

市

教
育
委

員
会

　一

九

八

四

年
三

月
三

十
日

ぴヨ　 　，；・t　 tt　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ligz9E99ll ．−eeig’
脇　

亭
隅 纖 ： 　 　 ：、，　 ，　 　 一齢灘 韆 鐸 騰 嬲 ；

轗靉 睡

1靉騨！！
…

興匙te琵　’掣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ththt

3　紀州 日高郡 島村 金 屋 勘八 の 見積書

　 　 　 　 　 　 　
’
堪 簒；；；／／　　　　　　　　　 t”’dir　 ：

　 　 　 　
tt
　　

’
　　 濁艱繍 瀞野　　，　　　　　　　 串、．．一／　　

・

毒韈 瀰
脾
　 　　　 。難

鑼 　　灘 靉 。
i照灘

磯
　 　 　

嚇
　　　　　 pat

”t

　 1

耀 聾爨難靆
鰐礪溜囃騨蹠触四tett ’殍四／r：／t／

’
：四槲騨騨肝t「mttt

　 　 　 　 　 　 　 　 覊 鍵鑼 繕
　 KW 盡毳veedee 羅

　 e寧ee繭蔚譁瘴

覊
　　サntUtt　ま
罫
燥
灘斃

…

　　　　　　　　　灘 懸 難
　　　 大仏建 立願 （木造 か ら銅造 へ の 変 吏願 い 〉

灘
舐
殍距韃

鸛

纓
照

鐶

　

鷲

罵

戴
舞

　け　ゆけ　めへ　　ま　じお　おま

鑼

韈
鑾
鰡

覊
鑼

象梅結
糞島帝嘸サ霹暁サ鼻舞

階粋甲亭亭卑脾　呼帝母唖嚀甲蓐卑捗

（
　一
、

）

譱
鰭醐∵

耡
戀
翻

∵

維
　

　

　

　

　．乳…
飜…

榊
攤

蒙
　
　

　

　
　

　
　

　
　

　

蠹
籌

嬲

靉
懸
蠶
甎

　

海

糊 ．．，．．．
馨
懸
簸…

蓐

鐸“
．
譲

謬

叢
薙

蓉

響

夢
顰

藩

藤

灘
轢

覊

韈
瀞

難
 

影

　
難

繋

薹

難
羆
矯

叢

婁
露
麟

W竈呼甲撫鮮野唾結跖呼　陣，

へ　　ド　　　け　　ゆち　げ

へ
すゆゆほけ　が　　　ウお
　
　
　　　　　
　
　
　
　　　　　じド

…
翻脚
轗

講

黯妃
ま

羈
躑

雛購
罵齢

4　 田 中伊賀の 見 積書
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仕

候。

　

　

代

金

拾
五

両

　

　

　
外
に

　

　

　

　
一
拾
匁
　
白

こ

う
水
品

　

　

　

　
松

坂

中
町

　

　

　

　

　

　

　
佛
師

　

　

　

　

　

　

　

　
半

右
衛

門

　

四

月

十

二

日

真
楽
寺

様

御

役
人

衆

中
様

　

こ

の

文
書

は

作

成

さ

れ
た

日

が

四

月

十
二

目

と

あ

る

だ

け

で、

そ

の

年

号
が

限

定

で

き

な

い
。

た

だ、

内

容

が

丈
六

の

木
仏

製
作
の

も
の

で

あ

る

と

思

わ

れ、

そ
こ

か

ら

考

え

る
と

享

保

十
工

年（
一

七

二

七）
の

最
初
の

大

仏

建
立

願
い

が

出
さ

れ

た

前
後
か、

遅
く

と

も

辻

弥

四

郎

直

種
の

見

積
書
が

書
か

れ

た

享

保

十
三

年（
一

七

二

八）
ま

で

に

作

成
さ

れ

た

も
の

で

は

な
い

だ

ろ

う
か

。

　

製
作
費
用

は

拾

五

両
で、

金

銅

仏
に

比
べ

る

と

十

分
の
一

以

下
で

あ

る
。

白

毫

に

水
晶
を

使

用

す
る

こ

と

も

記

さ
れ

て

い

る
。

　

こ

の

見

積

書

は

銅

造
阿

弥

陀
如

来

坐

像

に

関
わ

る

も
の

で

は

な

い

が、

比

較

検

討

の

た

め

に

掲
載
し

て

お

く。

お
わ
り
に

　

以
上

が

真

楽

寺

に

伝
わ

る、

る。

銅
造
阿

弥

陀

如

来

坐

像
の

鋳
造

に

関

す

る

文

書

で

あ

三

重

県

松

阪

市
・
真
楽
寺

に

伝

わ

る

文

書

　

こ

の

文

書
に

は、

数
々

の

鋳
造
専
門
用

語
が

含
ま

れ
て

お

り、

正

確
に

解
読
し

て

い

く
に

は、

歴

史
・

古

文

書
の

専
門

家
と

鋳

造
の

専

門

家
の

協

力

体
制
が

必

要
で

あ

る
と

考

え

て

い

る
。

今

回

は
文

書
そ

れ

ぞ

れ

に

つ

い

て

簡
単
に

記

す
に

と

ど
め

た
が、

今
後
そ

の

体
制

を
整

え、

重

量

や
製
作
費
用、

地

金

な

ど

に

つ

い

て

各
文

書
の

内

容

を
比

較

検
証
し、

像
の

鋳

造

が

蜂
屋

に

決

定
し

た

理

由

や

詳

し

い

製
作
の

流
れ、

当

時
の

銅

や
錫、

鉛
の

価

値
や

市
場、

金

銅

仏
の

地

金

等
に

つ

い

て

考
察
し

て

い

き
た

い
。

ま

た

像

本

体
も

更

に

詳

し

く
調
査

し、

蜂

屋
の

文

書

と

照

ら

し

合
わ

せ、

鋳
造

技

術
と
歴

史
の

照

合
も
行
っ

て

い

き

た

い

と

思
う。

謝
辞

　
本

稿
を

ま

と

め

る

に

あ

た

り、

文

書
を

所
有
す
る

真
楽

寺

と、

高
田

短
期
大

学
人

間

介
護

福
祉

学
科
教
授
・
首

藤
善
樹
氏

に

は、

多
大

な

ご

配
慮、

ご

協
力

を

賜
っ

た
。

記
し

て

深

く

感
謝
申
し

上

げ
る。

註1
　
浅
井
義
玄
氏

は、

文

書

以

外

に

も

銅

造
阿
弥
陀

如

来
坐

像
に

関
す
る

多
く

の

資
料

と、

　
そ

れ

ら

に

対
し

て

の

メ

モ

書
き
や
考
察
を
ま

と

め

た

ノ

ー

ト

を
残
し

て

お

ら
れ
る。

2
　
浅

井

義
玄
氏
の

メ

モ

よ

り。

3
　
原
型

を
鋳
物

砂

で

製
作

し、

そ
の

周
り

に

外

型

を

分
割
し

て

作
成
し

た

後、
一

度

そ

れ

　
を

外

し

て

中
の

原

型

を

像
の

厚

み

分

だ

け

削
り

取
り、

再

び

外

型
を

戻

し

て、

そ
の

削
っ

　
た

部

分
に

溶
解
し

た

金

属

を

流

し

込

む

技
術。

東
大
寺
の

大

仏
が

造

像
当
初
こ

の

技

法

で

　
製
作

さ

れ

て
い

る。

4
　「
大

西

源
一

鈴
木
敏

夫

野

田

精
一

森
田

利

吉

著
『

一

志

郡
史
』

下

巻

　一
志

郡
町

村

　
会

一
九

五

九

年一．一
月」

中
の

五

八

八

頁
〜

五

八

九

頁
に

も
紹
介
さ
れ
て

い

る。

5
　
溶

解
し

た

金

属
を
湯
と
呼

び、

そ

の

流
し

込

む

注

ぎ

口

を

「
湯
口」
、

そ
の

流
れ

る

道
を

（

）
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高
田

短

期
大

学
紀
要
第
二

十
七

号

十
二
、

大
仏
頭
部
鋳
造
の

見
積

書
〔

図
18
〕

　

　
　

　
請

合
申
】

札

之

事

一

丈

六

大

佛

御
頭
　
　
　

壱
躰

　

　
　
此

地

銅
五

拾

貫
目

　
但
出

来
三

拾

四
五

貫
程

　

　
　
上

磨
に

し

て

　

　
　
代

古

銀
九

百

五

拾
匁

右
之

通

随

分

念

之

入、

少

も

如

在
不

仕
鋳
立、

相

渡

し

可

申

候。

右
銀

高

之

内
六

百

匁、

御

頭
吹

立

之

前

に

受
取

可

申

候。

外
に

金

三

歩

は

只

今

迄

に

受

取

申
候

。

残

る

所
は

御

頭

出

来
次

第
に

御
渡
し

可

被
成

候
。

為
後

目
一

札
如

此
に

御
座
候。

以
上

　

　
　

　
　

　
　

　

　

　

　
　

　
　

　

　
粉
川
御
鋳
も
の

師

　

　
　

　
　

　
　

　

　

　

　
　

　
　

　

　

　

　

　

蜂
屋

平

右
衛

門
（
印
）

　

　
　

　
　

　
　

　

　

　

　
　

　
　

　

　
同

所
請

入

　

　
　
元
文

弐

年
巳

穴

月

七

日

　
　

　
　

　
　

　
　

同

　
久

兵
衛

（
印
）

　

　
　
伊
勢
美
濃
田

村

　

　
　

真

楽

寺

　

　
　

　

御

納
所
様

　
大
仏

頭

部
の

鋳

造
に

関
し

て

の

見

積

も
り
で、

こ

れ

を

見

て

も
分
か

る

よ

う

に、

像
の

頭

部

に

関

し

て

は、

極
め

て

念

入

り

に

製
作

す

る

た

め、

現

地
で

は

な

く

粉

川

の

ほ

う
で

鋳

造

し

た

こ

と

が

分
か

る。

実
際

に

像
は

頭

部

が

別

鋳
し

て

鋳

絡

げ

ら

れ

て

い

る

様

子
が

見

ら

れ、

ま

た

頭

部

と

そ
の

他
の

部

分
の

出

来
に

技
術
的
な

差
が

見

ら

れ

る
。

　
地

金

に

は

銅
五

十

貫
目

が

使

わ

れ
た

が、

出

来
三

十

四
五

貫
目

と

さ

れ

て

い

る

と

こ

ろ

を

見
る

と、

残

り
の

十

五

貫

目

程

は、

湯
口、

湯

道、

堰
な

ど

に

使
用

さ

れ

た

と
い

う
こ

と
で

あ

ろ

う。

　
こ

の

文

書
で

は、

初
め

て

実

際

に

像
の

銘

文
に

刻

ま

れ
て

い

る

の

名
が

登

揚

す
る。

十
三
、

蜂
屋
平
右
衛
門
か

ら

の

領
収

書
〔
図
19
〕

（
　

○
）

「

蜂
屋

平

右

衛

門」

　

　

　
請

合
申
一

札
之

事

　

古
全貼
△
口

六

両
也。

右

者

当
六

月
冖

札

仕

候

通、

丈

六

之

御
頭
に

取

懸

り

申
候
付、

地

銅

代

銀

之

内
へ

受

取

申

候。

当

八

月

中

出

来
候
節、

算
用

差

引

可

仕
候。

若

御

頭

延

引

仕

候

は
｝

受

人

方

よ

り

出

来
仕
相

渡
し

可
申

候。

為
其

証

文

如
件。

　

　
元

文
二

年

巳

七

月

　

　

　
　

蜂
屋

平

右
衛
門

　

　

　
　

　
　

　

　

　

　
　

　
同

　
久

兵

衛

　

　

　
　

真

楽
寺

様

　
こ

れ

も
ま

た、

蜂
屋

平

右

衛
門

か

ら
の

書
状
で

あ

る
。

　
大

仏
頭

部

鋳

造
の

見

積

書
に

あ

る、

地

金
の

前
払
い

分

銀
六

百

匁、

金

に

換
算
し

て

六

両
が

納

入
さ

れ、

頭

部
の

鋳

造

に

取
り

掛
か

る
と

い

う

記
述

が

見

ら

れ
る。

十
四、

松
坂
中
町
佛
師
半
右

衛
門
の

見
積
書
〔

図

20
〕

御
注

文

一

大

佛
様

座
増
丈
六

　

ぬ

り

は

下

地

極
堅
地

に

て

念

入、

并
箔
添
お

き

に
て
、

極
上

中
焼
箔
不

　

金、

御
つ

む

り

黒

う
る

み
ぬ

り、

日

け
い

朱
ぬ

り、

随
分
極
堅

く
仕
立

残

惣
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代

銀
四

貫
五

百

八

拾

目

　
右
之

通
に

て

御

座

候。

御

覧

被
遊

可

被
下

候
。

佛

至

極
上

仕
立

に

仕
、

台

座
へ

す

　
へ

相
渡
し

可

申

候。

一

地

金

之

儀
右
様
之

貫

目

積

り、

合
様
之

紙

迄

其

元

様
よ

り

御
書
付

被

下

候
へ

共、

　
御

申

越

被
下

候
通

に
て
、

鋳

立

申
候
て

は

過

分
に

も

入

被
遊

候

積

り

に

て

御
座

候

　
故、

地

金

殊
外
和

に

相

成、

鋳
立

申

候

て

も

わ

れ

出
候
て

大

疵

に

成、

繕
申
候
て

　
も

見

分

不

宜

候。

殊

に

大

佛
之

儀
に

候
へ

は、

左

様
之

儀
に

相

成

申

候

て

は

気

毒

　
奉

存

候。

夫
故
此

方

地

金

合

積
直
段

付

共

掛

御

目

申
候。

御

覧
之

上
い

か

様
共

被

　
仰

付
可

被

下

候
。

　
　

　

地

金

合

様

覚

　
一

銅
百

貫
目

　
一

錫

拾
貫

目

　
一

鉛
五

貫
目

　
　
〆

右
之

通
地

金

合

鋳
立

申

候
へ

は、

き

ず

わ

れ

な

と

出

申
候

儀

無

御
座、

至

極
上

出

来

相

成
申

候
。

能
々

御

覧
可

被
下

候。

　
　

　

地

金

直
段

付

　
一

上

銅
百

貫
目

に

付

　
　

　
代
七

百
四

拾
五

匁

位

　
一

上

錫

拾

貫

目
に

付

　
　

　
代

百

四

拾
目

位

　
一

上

鉛

拾

貫

目
に

付

　
　

　
代
三

拾
七

匁

位

　
一

極
上

土

佐

炭
四

百

俵
程

　
　

　
壱

俵

に

付
弐

匁
六

七

分

位

　
　

　

　

三

重

県

松

阪
市
・
真
楽
寺

に

伝
わ

る

文

書

　

　

　
代

右

之

通

に

て

御

座

候。

何
れ

も

直

段

儀

は

か

し

宛

高
下

御
座

候、

遣

候
て

は、

殊

外
く

す

出

申
候。

左

様

思

召
可

被
下
候。

以
上

卯
三

月

　
　
本

店
佐

右

衛

門

様

尤

炭

之

儀

は

外

炭

越

後
屋

　

　
喜

兵

衛

　

こ

の

見

積
書
に

は

鋳
造
に

関

す

る

条

件
や

費
用

な
ど

に

つ

い

て、

か

な
り

詳
し

い

内

容

が

記
さ

れ

て

い

る

が、

中

で

も

注

目

す
べ

き

は、

は
っ

き

り

と

地

金
の

配

合
比

　

　

　

　
　

　
　

　

　

　

　
　

　
　

　
　

　

　

　

　
　

　
　

　

　

　

ヨ

が

わ

か

る

点
で

あ

る。

唐
金

を

使

用
せ

ず、

銅、

錫、

鉛
の

更

合
わ

せ

を

行
い
、

独

自

の

地

金

を

作
成
し

よ

う
と

し
て

い

る。

そ

の

比

率
は、

銅、

錫、

鉛

が

約

八
七

対

九

対
四。

現

代
の

青

銅

で

は

こ

こ

に

亜

鉛
が

混

入

す

る
が
、

こ

こ

で

は

そ
の

分

錫
が

多
く

入
っ

て

い

る
。

着
色、

湯

流
れ

等
々

を

考

え

る

と、

非

常
に

バ

ラ
ン

ス

の

よ

い

地

金

と
い

え

る

で

あ

ろ

う。

　

重

量
は、

全

体

で

「
八

百
五

拾
貫

目」

と

あ

る

の

で、

約
三
一

八
七

キ
ロ

グ

ラ

ム

と

か

な

り

重
い。

費
用

は、

約、
一
百
五

両
で

あ
る。

　

た

だ
、

こ

の

見

積

書
が

作

成

さ

れ

た

の

が
「
卯
三

月」
、

つ

ま

り

元

文
二

年

（
一

七

三

七）

で

あ

る

と

す

る
と、

す
で

に

蜂
屋

が

製
作

に

向

け

て

動
い

て

い

た

で

あ

ろ

う

時

期
で

あ

り
、

こ

の

見

積
書
が

な

ぜ

必

要

で

あ
っ

た

の

か

は、

現
段

階
で

は

不

明
で

あ

る。

（
九
）
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高
田

短
期
大
学
紀
要
第
二

十
七

号

一

御

身
ノ

分、

此

掛

目
弐

百

三

十

貫

文
程、

此

代
五

貫

百

七

拾
五

匁

　

　
代
五

貫
弐

百
五

十
目

　

惣

合
拾
三

貫
五

百

匁

右
之

通

極
上

々

唐

銅
、

み
か

き

黒
色

付、

細
工

念
入。

尤

出

来

之

上

当

地

庭

渡
し

也
。

何

も

代

銀
二

〆

限

置
正

々

銀

也。

右
之

通

相
違
無

御

座

候
問、

仰
被

下

候
は
ン

大

坂

表
大

慶

忝

可

奉
存
候

。

以
上

　

　
　

　

　

　

　

　

　
　

長
谷

川

　

　
　
巳

三

月

晦
日

　
　
　
　

久
左

衛

門

（
印
）

　

　
　

　

三

井

佐

右
衛
門

様

　

こ

の

文

書
の

注

目

す
べ

き

と
こ

ろ

は、

頭

部、

両

腕、

光

背、

台

座、

身

体
を

別
々

に

見

積
も
っ

て

い

る
と

こ

ろ

で

あ

ろ

う
。

蜂
屋

や
辻
の

見

積
も

り

で

も

そ

う

で

あ

る

が
、

台
座

や

頭

部

な

ど、

分
鋳
す

る

も
の

は

分
け

て

見

積
も
り

を

出

す
か
、

も
し

く

は

「

輪
光、

台

座

共」

な
ど

と

い

う

よ

う

に、

別
々

に

鋳

造

は

す
る

が

値
段

は

込

み

の

も
の

だ

と

い

う

表

記

を

し

て

い

る。

そ

う

考

え

る

と、

こ

の

別
々

に

見

積

も
っ

た

も
の

は

分
け

て

鋳
造
し
、

後
に

何
ら
か

の

方

法

で

繋
ぐ

つ

も
り

で

あ
っ

た
の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か。

実

際

江

戸

時

代
の

丈

六

金
銅

仏

に

は
パ

ー

ツ

ご

と

に

鋳
造
し

て
、

そ

　

　

　

　
　

　
　

　
　

　

　

　

　
　

　
　

　

　

　

　

　

　
　

ち

れ

を
鎹

の

よ

う

な

も
の

で

鋳

絡

げ
て

形

成
し

た

も
の

も

見
ら

れ
る

。

　

ま

た、

こ

の

パ

ー
ツ

ご

と

に

十

貫
あ

た

り
の

費

用

が

記
さ

れ

て

い

る
が

、

こ

の

値

が

そ

れ

ぞ

れ

違
う
こ

と

も

非

常
に

興

味

深
い
。

高

価

な
ほ

う

か

ら

順
に、

頭

部、

身

体、

両

腕、

光

背
・

台

座
の

順

に

な
っ

て

お

り、

頭
部

は

特
に

高
い。

こ

れ

は
パ

ー

ツ

の

重

要

度
と、

求
め

ら

れ
る

技
術
の

難

易
度
に

対
応
し

て

い

る

と

考
え

ら

れ

る
。

　

総
合

し

た

重
量

は

二

二

八

七

キ

ロ

グ

ラ
ム

程
で、

費

用
は

約
二

百
二

十
五

両。

十
一
、

越
後
屋

喜
兵

衛
の

見
積
書
〔

図
12
〜

17
（
後
半
省
略
V

〕

（
八
）

（
表
紙
外
題）
「
阿

弥

陀
如

来

積

書」

　

　

　

　

覚

…

丈
六

阿
弥

陀

　
　

　
座

像
一

躰

　

　

但
し

　

　

　
輪
光
・

蓮

台
座

共

　

　

　
惣
掛
め
八

百
五

拾

貫

目

程
付

右
之

通

極
上

地

金
□

口

口

□

□

□

み

か

き

之

儀
は

至

極
念
入
上

仕
立

に

仕、

出

来
次

第

伊
勢

美

乃

田

村
迄
相

届

け、

台

座

え

す
ゑ

相
渡
し

申
候。

直

段

　

　

掛
め

百

貫
目
に

付

　

　

　
代
銀

壱

貫
四

百
五

拾

目
か
へ

右
之

通
に

て

御

座
候。

御

覧

被
遊

御

用

被
仰
付

可

被
下

候。

尤

直

段
之

儀

は

紀
州

表
・

京

都
に

て

も

御
聞
合
被
遊

候
は
 

、

品

に

よ

り

高

内
に

て

五

百

目
よ

り

七

百

目

所

は、

下

直
に

も
付

申

候
仕

様

も

御

座

候
へ

共、

左

様
に

仕

候

て

は

佛
殊
外
不

出

来
に

相
成

申

候。

手

前
鋳
物
師
土ハ
了

簡

之

儀
は、

永
代

御
寺
に

す

ゑ

置

遊

候
大

佛
之

儀
に

御
座

候

故、

鋳
物
師
之

名

を

残
し

置
申

儀

に

御
座

候
故、

左

様

之

相

麁
成
儀
は

得
不

仕

候

へ

共、

其
儀
御
か

ま

ひ

無
御

座

候

は
ン

、

高

内
に

て

五

百

目

よ

り

七

百

目

之

儀
は

い

か

様

共

可

仕

候。

乍
去

外
々

え

被

仰

付

候
共、

此

儀

能
々

吟

味
上

可

被

仰

付

候。

手

前
へ

御

申

付

被

遊

被

下

候
候
へ

は、

右

直

段

之

通

に

て

至

極
と

念

入、

佛

上

仕
台

座

え

す
ゑ

相

渡

可
申

候。

　

　

　

伊

勢
に

て

鋳
立

申
積
り

一

佛

鋳
立

申

候

節

は

地

金

灰

手

伝

迄、

其

元

様
よ

り

受
取、

飯

米

之

儀

は

手

前

に

て

　

　

仕、

其

外
造

用

之

儀
は

其
元

様
よ

り

被
成

候
て

手

聞

賃

計
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九、

蜂
屋

安
右

衛
門
の

見
積
書
（

台
座）
〔

図
9

〕

　

　

　

台
座

積

り

覚

一

重

目

　
三

百

貫

目

　

　

　

内

弐

拾
五

貫

目

　
な

ま

り

　

　

　

　
　

　
　

　
　

　

貫
に

三

匁
四

分
か
へ

　

　
代

壱
貫
八

百
七

拾
弐

匁

五

分

一

炭
百
五

拾
俵

　
代

百
八

拾
目

　
拾
六

匁
弐

分
か
へ

一

大
工

　
五

工

　
代

拾
匁

　
外
二

材

木

入

　

　

　

　
　

　

但
シ

壱

工

弐

匁

作

料
二

仕

　

　
合

弐

貫
六

拾
弐

匁
五

分

一

作
料

金

十
五

両

　
但
シ

飯
料
・

造

用

共

右
之

通

赤
銅
色

付
上

磨
仕
立

可

申

候
。

　

享

保

廿

卯
閏
三

月

日

勢
州

長
楽

寺

様

上

中

紀
州

　
　

粉

川

蜂

屋

和
歌
山

　
　
上

田

武

蔵

旦
咼

島
村

　
金

屋

平
七

代

　

　
　

　

吉

田

清
兵

衛

　

前
述
の

見

積
り

と

あ
わ

せ

て

計
算

す

る
と、

重

量
が

七

百

五

十

貫

目
で

約
二

人
一

ニ

キ

ロ

グ

ラ
ム、

費
用

は

材

料
費
が

約
八

十
五

両
で

作

料
が

四

十

五

両
と

な

り、

ほ

ぼ

享

保
十
三

年
（
一

七

二

八）

の

見

積
り
と

数
値
が

揃

う
こ

と

が

分
か

る。

　

た

だ、

こ

の

銅

造
の

台
座
で

あ

る

が、

現

在
の

銅
造

阿

弥

陀

如

来
坐

像
は、

明

治

九

年

在
銘
の

砂

岩
の

台

座

上

に

安
置
さ

れ

て

お

り、

そ

れ

以
前

の

記

述
に

も

銅

造
の

三

重
県
松
阪
市
・
真
楽
寺
に

伝

わ

る

文

書

台
座
に

据

え

ら

れ
て

い

た

と
い

う
記

述

は

見

ら

れ

な
い

。

真

楽

寺

に

は、

途

中

銅
の

寄
進

が

で

き

な

く

な
っ

た

た

め、

小

屋

掛
け

に

よ
っ

て

資

金

繰
り

を

行
っ

た

と
の

言

い

伝
え

が

あ

る
が
、

金

銭
的

な

問

題
を

始
め

と

す

る

何

ら
か

の

理

由

で、

途

中
で

断

　
　

　

　

　

　
　

　
　

　
　
ほド

念
し

た

可

能

性
も

考
え

ら

れ
る

。

十
、

長
谷

川
久
左

衛
門
の

見

積
書
〔

図
10
〜

11
〕

　

　
　

　

覚

一

御
面

縁
壱

つ

　

此

貫
目

五

十

貫

文
程

付

十
貫
文

に

付
二

百

七

十
匁

也

　

代

銀
壱

貫
三

百
五

十

匁

一

は

た
ぬ

き

御
手

右
左

共、

少
々

衣
共

　

此

掛
目
五

拾

貫

目
程

卜
貰
文
に

付
二

百
廿

匁
也

　

代

銀
壱

貫
百

匁

一

り

ん
か

う、

但
柄

共、

十

分
一

に

通

し

　

此

掛
目
三

拾
貫

文
程

十
貫
文
村
二

百

十
匁

也

　

代

銀
六

百一．一
十

匁

一

台
座
・

蓮

花
座
一

組

　

此

掛

目
弐

百

五

十

貫
文

十
貫
文
に

付
二

百

十
匁
也

十

貫
付
二

百

廿

五

匁
也

（
七
）
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高
田

短

期

大

学

紀

要

第
二

十

七

号

七
、

蜂
屋
安
右

衛
門
の

請
書
〔

図
7

〕

　

　
　

　

覚

】

丈
六

鋳
佛

阿
弥

陀

如

来
一

躰

右

別

紙

証

文
之

通

我
々

請

取、

来

る

八

月

鋳

立

上

け

可

申
候。

仍
而

為
手

付
金
金
壱

分、

只

今
請

取

申

所

実
正

也。

為

念

如
此

に

御

座

候。

以
上

　

　
　

　
　

　

　

　

　
　

　
　

　
　

　

　

　

　
　
紀
州
粉
川

　

　
　

　
　

　

　

　

　
　

　
　

　
　

　

　

　

　
　

蜂
屋

安
右
衛
門

（
印
）

　

享
保
廿

年

卯
閏
三

月

　
同
国
日

高
郡
島
村

　

　
　

　
　

　

　

　

　
　

　
　

　
　

　

　

　

　
　

吉

田

清
兵
衛

（
印）

　

　

勢
州
美
濃
田

村

　

　
　

　

長

楽
寺

様

　

蜂
屋
が

最

終

的

に

落
札
し

た
こ

と

が

わ

か

る

文

書
で

あ

る。

手

付

金
と
し

て

金
皿

分

を

支
払
っ

た

よ

う

で、

享
保
二

十

年

（
一

七

三

五
）

と

な
っ

て

い

る

の

で、

最
初

の

見
積

り
か

ら

七

年
が

経
過
し

て

い

る
こ

と

に

な

る
。

　
「
別

紙
証

文」

に
つ

い

て

は

次
の

通
り。

（

六
）

　

　

　
代

弐

貫
八

百

壱

匁

　
一

炭
百

八

拾
俵

　
上

中

　
代

弐

百

拾
六

匁

　
一

大
工

弐

拾
工

　
代
四

拾

匁
計

外
二

材

木
入

　

　

　
代

銀
A
口

三

貫
五

拾
七

匁

　
一

作
料
金

三

拾

両
也

　

但
シ

飯
料
・

造

用

共

　
一

地

形

十

分
一

之

木

佛
一

躰、

其
元

に
て

御

作

ら

せ

被

成

候
筈

。

則

夫
を

手

本

に

　

　

仕、

鋳
形

は
土

仏
に

仕、

鋳
立

上

け

可

申
候。

右
之

通

赤
銅
色

付
上

磨
に

仕
立

可

申

候。

尤

御
身
は

別

而

念

入

上
々

磨
に

仕
、

御

気

に

入

候
様
に

鋳
立、

石

台
へ

居
へ

上

可

申
候

。

若

不

出

来

之

儀
御
座

候
は
丶

、

何
ヶ

度

に

て

も

仕
直
し

相
渡
し

可

申
候。

為

後
日

証

文

如
此

に

御
座

候。

以
上

　

　

　

　

　
　

　
　

　
　

　

　

　

　
　

　
紀
州

粉
川

　

　

　

　

　
　

　
　

　
　

　

　

　

　
　

　
　

　

蜂
屋

安

右

衛
門

（

印）

　

　

　

　

　
　

　
　

　
　

　

　

　

　
　

　
　

　
同

国

口

高
郡

島
村

　

　

　

　

　
　

　
　

　
　

　

　

　

　
　

　
　

　

　

　

金

屋

平
七

代

　

　
享

保
二

十

年
卯
閏
三

月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉

田

清
兵

衛

（
印）

　

　

　
勢
州

美
濃

田

村

長

楽
寺

様
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八
、

蜂
屋

安
右

衛
門
の

見
積
書
〔

図
8

〕

証

文

之

事

か

ね

さ

し

一

丈

六

座

像

之

阿

弥
陀
如

来

　
輪

光
共

　
一

躰

　
　
右
重

サ
四

百

五

拾
貫
目

　
　
内
四

拾

貫
目

　
鉛

　
但
シ

貫
に

三

匁

四

分
か
へ

　

こ

の

見

積

書
で

注

目

す
べ

き

は

鉛
の

記

述
で

あ

ろ

う。

光
背
と

像
本
体
の

重

量
四

百
五

拾

貫

目
の

内、

四

拾

貫

目

が

鉛
と

し

て

お

り、

全

体
の

約

九

分
が

鉛

と
い

う
こ

と

に

な

る。

鉛

は

含

有

率

を

上

げ

れ

ば

溶
湯
の

流
れ
が

よ

く

な

り、

ま

た

地

金
が

軟

ら

か

く

な
っ

て、

仕

上

げ

も
し

や

す
い
。

し

か

し、

着

色

に

は、

色

付
き

が

悪
く

な

り

望

ま

し

く

な

い。

こ

の

九

分
と

い

う
含
有
率
は、

現

代

鋳

物

か

ら

考
え

る

と

若

干

　

　
　

　
　

　

ち

高
い

数
値
で

あ

り
、

蜂

屋

な
り

の

工

夫
が

見
ら

れ
る

地

金

配

合
比

と

も

考
え

ら

れ
る。

今

後
、

像
の

蛍

光
X
線

に

よ

る

調
査

も

考
え

て

お

り、

照

ら
し

合
わ
せ

て

み
た

い
。
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右
上

唐
金

に

て

鋳
立、

上
々

磨、

黒
色

付

　

　
代

金

百
弐

拾
五

両

　

　
右

に

同

断

右
之

通

に

て

被
仰

付

候
は

念

之

入

鋳
立
、

上
々

磨

き

手

推
能

仕
立

指

上
ヶ

可

申

候
。

以

上　

　

　

　
　

　
　

　
　

　

　

　

　
　

　
　

　

　

　

　

　

　
　

　

津

　

　
享

保

十
九

寅
霜
月

晦
日

　

　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

辻

越

後

　

　

　
美
濃
田

　

　

　

　

長

楽
寺
様

　

津
の

鋳

物

師、

辻

越

後

家

か

ら
の

見

積
書

で

あ

る。

辻

但
馬

家
と

は

親
縁

に

当

た

る。

辻

越

後

も

ま
た、

真

楽

寺

に

は

別
の

縁

が

あ

り、

こ

の

文

書
が

書

か

れ

た
一

年

半

ほ

ど

前

に、

前

述
の

多

宝

塔
の

蓮
華
座

を

製
作

し

た
よ

う

で、

そ
こ

に

は

「
蓮

華

座
二

重

　

享
保

十
七

壬

子

年
　
六

月

上

旬

　
勢
州

津

大

鋳

師

　

辻

越
後

藤
原

　

種
茂」

と

印
刻

さ

れ

て

い

る。

こ

の

種

茂

は

辻

越
後

家
六

代

目

に

あ

た

り、

時

期

的

に

見
て

も

こ

の

見

積
書

に

関
わ

っ

て

い

る

可

能
性

は

高
い

。

　

こ

の

見

積

も

り

は
二

通

り
で

出
さ

れ

て

い

る。

ひ

と
つ

が

「
周

尺」
、

も

う

ひ
と

つ

が

「
か

ね

さ

し」

で

あ

る
。

周

尺

は
一

尺

十
八

セ

ン

チ

か

ら
二

十
ニ

セ

ン

チ

ほ

ど

で

換
算
す

る

が、

こ

の

見

積

も

り
の

中
に

周

尺
八

尺

を

「
か

ね

さ

し

に

て

六

尺
六

寸

程
」

と

し

て

い

る

の

で、
一

尺

が

二

十
五

セ

ン

チ

ほ

ど
で

あ

ろ

う
か。

　

辻
越
後

も、

地

金

は

唐
金

を

使

用
し

て

い

る。

黒
色

付

と
い

う
の

は、

硫
化

や

酢

酸
に

よ

る

着
色

な

ど
が

考
え

ら

れ

る
が、

定

か

で

は
な
い
。

六
、

辻
越
後
の

見
積
書
（

地
金）
〔

図
6

〕

地
か

ね

入

用

積

三

重

県

松

阪

市
・
真
楽
寺
に

伝

わ

る

文

書

　

　

　
　

　
木

像

代
金

四

両

弐
歩

一

周

尺
之

方

　
鋳
立

弐

百

三

四

拾
貫
目

位

　

　

寄
せ

か

ね
三

百

貫
目

程

　

　

此

代
金
三

拾
弐
両

程

　

　

　
　

木
像
代
金

六

両
弐

分
程

一

か

ね
さ

し

の

方

　

　

　

鋳
立

凡
三

百
五

六

拾

貫

　

　

　

寄
せ

か

ね

四

百
三

拾

貫

程

　

　

此

代
金

四

拾
七

両

程

　

右

有

増

如
斯
御

座

候。

以
上

　

　

寅

霜

月

卅
日

周
尺

之

方

御
頭
計

木

像
代
壱

両

弐

分

金

さ

し

御

頭

計
木

像

代
弐

両
弐

分

辻

越
後

　

辻

越
後

は

製
作
費
と

地

金

代
を

別
々

に

見

積
書

を

作
成
し

た

よ

う
で

あ

る。

　

重

量
が、
「
鋳
立」

と

「

寄
せ
か

ね」

と
二

通

り

出
て

い

る

が、

察

す

る

に、

前

者

　

　
　

　
　

　

　

　

　

　

　
　

　
　

　

　

　

　
　

　
　

　
　　ラ

は

像

そ
の

も
の

の

重

量

で、

後

者

は

そ

れ

に

湯
口

や
湯

道、

堰
、

の

分
の

重

量
が

加

わ
っ

た

も

の

で

は

な

い

だ

ろ

う
か

。

そ

う

考
え

る

と、

像

本

体
の

重

量

は、

周

尺
で

約

八

百
六

十
ニ

キ

ロ

グ

ラ

ム、

さ

し

か

ね
で

約
千

三

百
五

十
キ

ロ

グ

ラ
ム

と

な

る。

　

代

金

で

あ

る

が、

前

述
の

製
作
費
と

合

わ

せ

て
、

周
尺

の

ほ

う
が

百

十
七

両、

か

ね

さ

し

の

方

が

百
七

十
二

両

で

あ

る。

同
じ

辻

で

も、

前
述
の

但

馬

と

見
積
も

り

方

や

代

金
に

大

き

く

隔
た

り

が

あ

る
こ

と

が

興

味
深
い
。

　

こ

こ

で

も

木

像
の

見

積
も

り

が

出
て

く

る
が

、

こ

れ

も
ま

た

縮

小

版

な
の

か、

原

型

な
の

か

は

現
段

階
で

は

不
明
で

あ
る。

（
五
）
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高
田
短

期
大
学
紀
要
第
二

十
七

号

像
が

現

在

真

楽

寺
に

伝
わ

っ

て

い

る。

ま

た、
「
鋳
形
は

土

仏

に

仕」

と

あ
る

が、

像

　
　

　

　

　

　
　

　
　

　

　

　

　

　

　
　

　
　
き

は

実

際

に

土

型

に
よ

る

削

り

中
子
方

式
の

分
割
型

で

鋳

造

さ

れ

て

お

り
、

こ

の

時
点

か

ら

そ
の

製
作

方

針
が

変
わ

ら

な
か

っ

た
こ

と

が
わ

か

る。

四
、

田

中
伊
賀
の

見
積
書
〔

図
4
〕

覚

極
上

唐
金

上

磨

一

阿

弥

陀
如

来

　
　

　
　

壱

佛

　

　
但

座

像

八

尺

　

　
惣
御
長

ケ
九

尺

弐

寸
余

　

　
工

料
　
銀

拾

四

貫
七

百

六

拾
目

右

之

通

地

金

唐
金、

黒

色

上
々

地

金

に

合、

惣

躰
恰
合

能、

諸
事

御

作

法

之

通

仕
細

工

仕
立、

磨

念

入

指
上

可

申

候。

尤

致

様

に

よ

り

今
少

下

直
に

付

申

候

品

も

御
座
候

へ

共、

念
入

上

之

積

り

如

斯

に

御

座
候

。

仕
立

上

ヶ

手

前
に

て

御
渡
し

申
上

候。

磨

念

入

申
上

候。

以
上

　

　
　

　

　

　

　

　

　
　

　
　

　

　

　

　
　

　
　

　

仏

具
師

　

　
　
丑

四

月
廿

五

日

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
田

中

伊

賀
（
印）

　

　
　
石

窓

尊
師

様

　

京

都
の

仏

具

師、

田

中

伊
賀
の

見

積

も

り
で

あ

る。

こ

の

田

中
伊
賀
で

あ

る

が、
『

京

都

市

姓

氏

歴

史

人

物

大
辞
典
』

に

よ

る

と、

1
「
田

中

伊
賀
掾

　
御

室

御

所

御
用

真
言

密
教

仏

具

師

　

仏

具

屋

町

五

条
上

ル

東

側」

2

「
田

中
伊
賀
　
仏
具
師

　
西

洞

院

ト

新
町

ノ

間
五

条
下」

と

あ

る。

現
在
の

「
京

都
市

下

京
区
万

寿

寺

通

西

洞

院

東

入
ル
」

、

ま

さ

に

西

洞

院
と

新
町

の

間
に

は、

田

中
伊
雅

（
四
）

仏

具

店

と

い

う
真
言

宗

各
本

山

御

用

達

と

す
る

密
教

仏

具

専

門

店
が

あ

り、

同
一

と

見

て

間
違
い

な
い

で

あ

ろ

う。

　

地

金

唐
金

と

あ

る

が
、

現

代

鋳

物

で

は、

江

戸

以

前
に

作
成
さ

れ

た

地

金

を

唐

金

（

か

ら
か

ね
）

と

呼
び、

当

時
の

精

錬

技

術

が

未

発

達

で

あ

る

が

ゆ
え

に

混

入

す
る

不

純

物

が

着
色

に

よ

い

影

響

を

も

た

ら

す

た

め

大

変
重

宝
す

る。

つ

ま

り
こ

の

唐

金

と

は、
　一

度

製
品
に

な
っ

た

合
金

と
い

う
こ

と

で

あ

ろ

う。

　
工

料
の

「

銀
拾
四

貫
七

百
六

拾

目」

で

あ

る
が
、

金

に

す
る

と

二

百
四

十
六

両

ほ

ど

に

な

り、

地

金

代

込

み
の

値

段

で

あ
っ

た

と

し

て

も、

辻

但

馬
や

金

屋

勘
八

の

見

積

書
に

比
べ

て

か

な

り

高

額
で

あ

る
。

　

こ

の

見

積
も

り

は

享
保
十
八

年

（
一

七

三

三）

の

も
の

で

あ

る

が、

金

屋

勘
八

の

見

積

も

り

か

ら

四

年

半
が

経
過

し

て

い

る。

こ

の

間、

真

楽

寺

で

は、

製
作
費
の

不

足

を

補

う

た

め、

市
場
庄

村
の

参

宮

街

道

に

小

屋

懸

け
し
、

大

仏
の

絵
像

を

掛
け
て

　

　

　

　

　
　

　
　

　

　

　

　
　

　
　

　
　
り

資

金

集

め

を

し

た
い

と

の

申
し

出

を
し

て

お

り、

真
楽

寺

に

は

そ

の

文

書

も
残
っ

て

い

る
。

五
、

辻
越
後
の

見
積
書
〔

図
5

〕

　

　
　

　

注
文

一

座
像
頭

頂

迄

周
尺
八

尺

　
弥

陀

如
来

壱

躰

　

但
し

か

ね

さ

し

に

て

六

尺

六

寸

程

に

成
る

　

輪
光
・
梵
字
鋳
付

　
但
し

梵

字

三

宇
か

右
上

唐
金

に

て

鋳
立、

上
々

磨、

黒

し

て

色
付

　

代

金
八

拾
五

両

　

　
但
シ

木
像
代
と

も

 

同

か
ね

さ

し

に

て

八

尺

　
弥

陀

如
来

壱

躰

　

輪
光
・
梵

字

鋳
つ

け
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津
の

鋳
物
師、

辻

但

馬

家
第
三

代

直

種
か

ら
の

見

積
書

で

あ

る。

　

座

像

八

尺

と

な
っ

て
い

る

が、

丈
六

像

は

座
る

と

半
分
の

八

尺

と

な

る
。

「
か

う

き

わ」

と
い

う
の

は

髪
際

（
は

っ

さ
い
）

ま

で

の

高

さ
と
い

う
こ

と
で

あ

ろ

う
。

　

銅
五

百

貫

目

と
い

う

と
一

八

七

五

キ
ロ

グ

ラ

ム

程

で

あ

ろ

う
か
。

錫
は

重

量

が

書

か

れ
て

い

な

い

が
、

他
の

見

積
書
（
後
述

す

る

越
後
屋

喜

兵

衛
の

も
の）

の

錫
の

代

金

か

ら

換
算
す

る

と

四

十
貫

目

強、

全

体
の
一

割
弱

と

い

っ

た

と
こ

ろ

で

あ

る

が、

地

金
が

溶
け

た

と

き
の

流
れ

や

硬
さ

を

考
え

れ
ば

妥

当
な

配

分

で

あ

る。

　

炭
は

鋳
型

の

焼

成

や

地

金

の

溶
解
に

使

う

も
の

と

考
え

ら

れ

る。

鉄
道
具
と

い

う

の

は、

鋳
型
の

補
強

に

使
う
鉄

心

や

鎹
の

こ

と
で

あ
ろ

う

か。

　

木

佛
と

い

う
の

は、

像
の

原

型

作
成
に

あ

た
っ

て

見

本

と

な

る

縮
小

版
を

作

成
し

よ

う
と

し

た

か、

そ

れ

と

も

木

原

型

を

考

え

て

い

た

か、

二

通

り

考
え

ら

れ

る

が、

手

間
代

を

考
え

る

と

前
者
の

方

が

可

能

性
は

高
い

と

思
わ

れ

る
。

　

こ

の

見

積
書、

実

は

前
述
の

大
仏

建
立

願

（

木

造
か

ら

銅

造
へ

の

変
更

願
い
）

よ

り

も
四

ヶ

月

前

に

出

さ

れ

て

い

る。

お

そ

ら

く、

金
銅
仏

建

立
の

願
い

を

出

す
に

当

た
っ

て
、

ど
の

程

度

地

金
や

代

金
が

か

か

る

か

を

調
査

し

た
の

で

あ

ろ

う。

こ

の

辻

但

馬

家
は
こ

れ

以

前

に

も

真
楽
寺
に

縁

が

あ

り、

現

在
も

境

内

に

あ

る

多
宝

塔
の

台

座

に

は、
「
享

保
三

年

戊

戌

猛

秋

　
辻

但

馬

大
掾
秀
種」

と

第
二

代
秀
種
の

名
が

印

刻

さ

れ
て

い

る
。

ゆ

え

に、

最

初

に

辻

但

馬
に

見

積
も

り

を

取
っ

た

経
緯
も

納
得
で

き

る。三、

紀
州
日

高
郡
島
村
金
屋
勘
八
の

見
積
書
〔

図
3

〕

　

　

　

　

証

文

之

事

一

丈
六

座
像
之

阿

弥

陀

如
来
　一

躰

　

輪

光
・

台

座

共

　
　
但
大

佛
座

三

重
県
松
阪
市
・
真
楽
寺
に

伝
わ

る

文

書

　

　
　
右
重

サ
七

百

貫
目
也

　
…

炭
三

百

俵

　
　
但
上

中

　
一

上

磨
赤

銅

　
色
付

　
一

地

形

十

分
一

之

木

佛
一

躰、

其

元

に
て

御
造
ら

被
成
候

筈。

則

夫

を

手

本
に

仕、

　

　
鋳
形

は

土

仏

に

仕、

鋳
立

h
け

可

申

候。

但

頭
領

は

粉
川

蜂

屋

安

右

衛

門

参
候

　

　
筈

。

　

右

作

料
金
五

拾

両
に

相

定
申

候。

　

　
但

飯
料
・

造

用
共

に

右
之

通

随
分

念
入

御
気

に

入

候
様

に

鋳
立
、

石

台
え

居
へ

上

可

申
候。

若

不

出

来
之

儀
御
座

候

は
』

、

何
ヶ

度

に

て

も

仕
直
し

相
渡
し

可

申

候
。

為

後

日

証
文

如
此

御

座

候。

以
上

　

　
　

　
　

　

　

　

　
　

　
　

　

　

　

　

　
紀
州

目

高
郡

島

村
金

屋

　

　
享
保
十

三

申

霜
月

廿
二

日

　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

勘
八

（
印）

　

　
　

勢
州
美
濃
田

村

　

　
　

　
　

　

　

長

楽

寺

様

　
大

仏
建

立

願

（
木

造

か

ら

銅

造
へ

の

変
更

願
い
）

の

四

ヶ

月

後
に

出

さ

れ

た

も
の

で

あ

る。

実

際

に

真
楽

寺
の

銅

造

阿

弥
陀
如

来
坐

像
を

鋳

造

し

た

鋳
物
師、

粉

河

蜂

屋
の

名
が

頭

領
と

し

て

出

て

く

る。
（
但
し、

像

に

陽

刻

さ

れ
た

銘
に

は

「
蜂
屋

平

右

衛
門

正

勝

作」

と

あ
り、

こ

の

文

中

に

は

「
蜂

屋

安
右

衛

門」

と

さ

れ
て

い

る

の

で、

同
一

人

物
で

は

な
い。
）

　
重

さ

七

百

貫

目
は

二

六

二

五

キ

ロ

グ

ラ

ム

程

と

換

算
で

き

る。

辻

但

馬
の

見
積
も

り

に

比
べ

る
と

ず
い

ぶ

ん

と

重
い

が、

辻

但

馬

は

光
背
・

台
座
と

の

関

係

が

分
か

ら

な
い

た
め、

単
純

比

較
は
で

き

な
い。

　
「

地

形

十

分
一

之

木

佛
一

躰」

と

あ

る

が、

こ

の

像
と

思

し

き

十

分
の
一

縮
尺
の

木

（
＝・
）
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高
田

短
期

大
学

紀
要

第
二

十
七

号

「
、

大
仏
建
立

願
（
木
造
か

ら
銅
造
へ

の

変
更
願
い
）
〔

図
1

〕

（
端

裏
書）

「
松

坂
領

美
濃
田

村
八

幡
宮

本

地

佛

銅
佛
に

仕

度
と

の

願
書」

　
　

　

御
断

申
上

候
御
事

一

美

濃

田

村
八

幡

宮
本

地

佛

丈

六

之

阿

弥

陀

如

来

彫

刻

致、

古

来

之

跡
へ

安
置
仕
度

段
、

去

未
之

霜

月

奉
願

候

処、

御
免

被
為

成

下

難
有

奉
存
候

。

然

所

古

金

物

等

寄

進
可

仕

と

申

方
々

御
座
候
に

付、

右
之

佛

像
丈
六

之

銅

佛
に

仕

度
奉
存

候。

左

候

は
》

寺

之

勝

手

□

□

□

候
間、

此

段

御
免

被
為

成
被
下

候
様
に

御
断

被

仰

上

可

被

下

候。

以

上

　

享

保

十
三

年
申

八

月

中

川

平

右
衛

門

殿

松

坂

領

　
美
濃
田

村

同
村
肝
煎

同
断

真
楽
寺

　
　

静
室

太

郎

右

衛

門

市

右

衛

門

　
　

　

　

　

　
　

　
　

　

　

　

　

　

　
　

　
　

　

　

　

　
　

　
　

　
　

ヱ

　
こ

の

文

書
は、

当
時
の

美
濃
田

村

赤
木
山

城

主

（
庄

屋）

中

川

平

右
衛

門

に

向

け

て、

真

楽

寺
か

ら

出

さ

れ

た

と

さ

れ

る

も
の

で

あ

る
が
、

こ

の
一

年

前
、

享

保

十
二

年
に

出
さ

れ

た

最
初
の

大

仏
建

立

願

も

真

楽

寺
に

は

残

さ
れ
て

い

る。

そ

の

と

き

は、

丈
六

の

木

造
の

阿

弥

陀
如
来
を

建

立

す

る

予

定

で

あ
っ

た
。

こ

の

文

書
に

も

「
丈
六

（
二
）

之

阿

弥

陀
如
来

彫

刻
致」

と

書

か

れ

て

い

る
。

と
こ

ろ

が

そ

の

後、

銅
の

寄

進

者
が

現

れ
た

た

め、

金

銅
仏

に

変

更

す

る

こ

と

と

な

っ

た

よ

う

で

あ

る。

当

時

銅

は

大

変

高

価
な

も
の

で

あ
っ

た

だ

け
で

な

く、

幕
府
が

厳
し

く

管
理

し

て

お

り、

自
由

に

売

買

す
る

こ

と

は

で

き
な

か

っ

た

は

ず

で

あ

る

の

で、

こ

れ

は

銅
製
品

の

寄
進
と
い

う

こ

と

で

あ

ろ

う
。

実

際

文

書
に

も

「
古

金

物」

と

記

述
さ

れ

て

い

る。

一
一
、

辻
弥
四

郎
直
種
の

見
積
書
〔

図
2

〕

　
　

　

　

覚

一

座

像
　
八

尺

　
但
シ

か

う
き

わ

迄

　
　
　

銅

佛

一

台

座
　
　

　
　

大

佛

座
高

サ

弐

尺
五

寸

一

後

光
輪

光

　
指

渡
シ

六

尺

四

寸

右
細
工

成
程
金

を
入、

御

身

之

分
上

之

み
か

き

　
　

　

　

入

用
之

覚

一

銅
五

百

貫
目

　
　
　
　
　
　

代
金

五

拾
五

両

一

上
々

錫

　
　
　
　
　
　
　
　

代
金

拾

両

一

熊

野

炭

　

　
　

　
　
　
　
　

代

金

拾

両

一

鉄

道

具

　
　

　
　

　
　

　
　

代

金

八

両

　
　

　

　

〆

人

拾
三

両

一

木

佛
之

代

手

間

飯
米

代

共
に

　
代
金

四

拾
八

両

　

右
之

通

に

御
座

候。

以
上

　

申
四

月

晦
目

心

澄

様

津
鋳
師

　

辻

弥
四

郎

　

　
　

直

種

（
印）
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三

重
県
松
阪

市
・

真
楽
寺
に

伝
わ

る

文

書

　

　

　

　

　

銅
造
阿

弥

陀
如
来
坐

像
の

鋳
造
に

関
す
る

も
の

を

中
心

に

O

巳
∪
02

ヨ
Φ

募
の

＝

き
号
島

uo

≦
＝

け

o

し。

ぼ
＝
σQo

『
＝
」

一

→
 

暮
｝

P

冨

鉾
し。

磊
自。

冨
O

沖
緒鴇

慈
Φ

　

1

舒
ヨ
ご
刃
 
αq

鴛
象

畠

芸
 

切
村
o

目
Φ

し。

け

。゚

ε
 

o
明

夢
 

〉

巳

富
σ
び
四

じd
ロ

瓮
訂
し。襾

茸
ぎ
σqI

℃
同
Φ

h
Φ

O
什

＝
村

Φ
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釆

　
　
睾

　
　
真

　
　
澄

　

　

　
竃
卸
しり

⊆
筥
一

蕚
自D
ズ
Φ

げ
宀

厂
宀
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要

　
旨

　）

　
三

重
県
松
阪

市
・
真
楽
寺

に

は、

同

寺

に

安
置

さ

れ

る

銅

造
阿
弥
陀
如

来

坐

像
の

建

立、

及

び

そ

の

開

眼

供
養
に

関

す

る

文
書
が

伝

わ
っ

て
い

る。

そ
の

中
に

は、

像
建
立

の

た

め

の

材
料
や
そ
の

代

金

な
ど

を

内

容
に

含
む

鋳
物
師
た

ち

か

ら
の

見
積
書
や、

実
際
に

鋳

造

を

請

け

負
っ

た

鋳
物
師
と
の

細
か

な

や

り

取
り
な
ど、

興

味

深

い

内

容
の

も
の

が

含
ま

れ

て

い

る。

こ

れ

ら

は

今
後、

当

時
の

鋳

造

技

術
・

歴

史

を

考
察
す
る

上

で

大

変

重

要

な

資
料
で

あ

る。

（
キ

ー
ワ

ー

ド）

真

楽

寺

　
鋳
造

　
文

書

は
じ
め
に

　

三

重

県

松
阪

市
美

濃

田

町

に

あ

る、

真

言

宗

御

室

派

真
楽
寺

に

安
置

さ
れ

る

丈

六

像、

銅

造

阿

弥

陀

如
来
坐

像
（
松

阪

市
指
定

文

化
財）

に
つ

い

て

は、
『

高
田
短

期
大

学
紀

要

第
二

三

号
』

に

て、

そ
の

由

来
や
鋳
造

技
術
に

関
し

て

の

考
察
を

行
っ

た

が、

そ

こ

で

も
一

部
触

れ

た

と

お

り、

真
楽
寺

に

は

寺

の

縁
起
や
こ

の

像
の

建
立

及

び

開

眼

供
養
に

関

す

る

文

書

が
二

十

数
点

残
さ

れ
て

い

る。

そ

の

内

容
は

、

当

時

の

城
主

に

む

け

て

送
ら

れ

た

大

仏

建

立

願

や、

様
々

な

資
金

調

達
の

た

め

の

依

頼

書、

大

仏

建

立

後
に

行

わ

れ

た

開

眼

供

養

の

際
の

出

入

帳

等、

江

戸

時
代
の

丈
六

金

銅
仏
建

立

に

つ

い

て

の

様
々

な

様

子

が

う
か

が

え

る

大

変

興
味

深
い

資
料
で

あ

る
。

そ

の

中
で

も

筆
者

が

特
に

注

目
し

た
の

は、

真
楽
寺

が

像
の

製

作

を

依

頼
す
る

鋳
物

師

を

決

定

す
る

に

当
た

っ

て、

数

名
の

鋳
物
師

か

ら

見

積
書
を

と
っ

て

お

り、

そ

こ

に

は

像
の

鋳
造

に

必

要
と

な

る

原

材

料

や、

そ

の

法

量

に

応

じ

た

重

量、

燃
料、

そ

し

て

そ

れ

ぞ

れ

の

値
段、

技

法

な

ど

が

記
さ

れ

て

い

る

と
こ

ろ

で

あ

る。

こ

の

よ

う

な

鋳

造

に

関

す
る

技

術
的
な

内

容

が

含

ま

れ

る

文

書
は

、

全

国
的

に

見
て

も

例
の

少

な
い

も
の

と

思

わ

れ、

今

後、

江

戸

時

代
の

鋳

造

技

術

を

考

え

て

い

く
上

で

も

大

き

な

意

味

を

持
つ

も
の

と

考
え

ら

れ
る。

　

今
囘

は、

こ

の

真
楽

寺

の

文

書
の

中
か

ら、

特

に

銅
造
阿

弥

陀

如

来

坐

像
の

鋳
造

技

術
に

関

す

る

と

思

わ

れ

る

も
の

を

選

出

し、

書
か

れ

た

年

代
の

分

か

る

も
の

は

時

系

列
に

沿
っ

て

紹

介
す

る

と

と

も
に、

真
楽

寺

の

第

十
五

代

住
職
・

浅

井
義
玄

氏

が

残
さ

れ

た

文

書

な

ど

も

参

考

に

し

な
が

ら、

そ

れ

ぞ
れ

鋳
造
技
術
を

中
心

に

気
が

つ

い

た

こ

と

を

簡
単
に

記
し

て

お

き

た
い

。

　

重
量

は
一

貫
11
千

匁
11
三
・

七
五

キ

ロ

グ

ラ

ム、

貨
幣
の

単

位
は

金
一

両
11
四

分
11

銀
六

十
匁

と
し

て

計

算
し

て

い

く。

　

尚、

文

書
は

高

田

短

期

大

学

人

間

介
護
福
祉
学

科

教

授
・

首

藤
善
樹

氏

に

読

み

解

い

て

頂
い

た
。

（
　
）
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