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「お世話モ
ー

ド」と 「ぶつからない」統制システム
一

アカウンタビリテ ィ を背景とした 「教育困難校」の生徒指導
一

吉田 美穂

1 ．　 先行研 究 と問 題の 設定

　本論文 は ， ポ ス ト管理 教育時代 の 生徒指導文化 に つ い て ，
エ ス ノグラ フ ィ を も と

に ， 先行研究 を批判的 に検 討 し
， ア カ ウ ン タ ビ リテ ィが 強調 さ れ る 2000年代 の学校

に お ける指導の シ ス テ ム と教員の サバ イバ ル ・ ス トラ テ ジー
に つ い て 考察 しよ うと

す る もの で ある 。

　教 師が教 え るべ き中心的内容 は教科指 導面 に 限 られ ， 生徒 の 問題行動 に つ い て は

管理部 門が担 う とい うア メ リカの 学校 （酒 井1999， p．123お よび p ．134） とは異 な

り， 日本 の 学 校 ， と りわ け 中等教育 で は 「生徒指 導」 は重要 な教員 の 職務で ある 。

中学 ・高校の現場 で は ， 「生徒指導」 と は ， 概 して 逸脱 ・問題行動 の 予防 と発生時 の

対処 を意 味す る 「生 活指導」で あ る。 ウ ッ ズ （1980）の 指摘 した教師の サ バ イバ ル ・

ス トラ テ ジ ーは 主 と して 教科指導 に お ける もの で あ っ た が ， 学校生活全般に わた る

秩序維持戦略を もた ざ るをえない 日本の 教員集団は ， 個々 人 の ス トラ テ ジーだけ で

は対処 で き な い 学校 の 秩序維持 とい う課題 に 対 し ， 指導の シ ス テ ム を つ くっ て 対応

して きた 。 その ひ と つ の 答が 「管理教育」 で あ っ た とい え よ う。 しか し ， 管理教育

へ の 批判が 1980年代後半か ら高 ま り， 1990年代後半は 「心の 理 解」や カ ウ ン セ リン

グ マ イ ン ドが 文部省 （文科省）に よ っ て強調 され ， 現在は ポ ス ト管理 教育の 時代に

入 っ て い る と い っ て よい 。

　伊藤 （2002， p．95）は，
1980年代以 降の教育改革の方向性 は ， 学校の 日常的な営

み の 次元で い うな ら 「学校の コ ン サ マ トリー化」で あ り， 生徒の あ りの まま を尊重
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し ， 「心地 よい 学校 （＝居場所）」 をめ ざす もの に な っ て い る と い う。 は た して 実際

に学校は コ ン サ マ ト リー化 してい るの だ ろ うか 。 また ，
コ ン サ マ トリー化 して い る

と した ら， か つ て の 管理 教育が 意図 して い た秩序維持に つ い て は どの よ うに 解決 さ

れ て い る の だ ろ うか 。 「コ ン サ マ トリー化」「心 の 理解」な ど教育改革の 要請 と学校

の秩 序維持 と い う課題 の 間で ， 現実 に 教員集団 は どの よ う に対処 して い るの か 。

　 また ， 樋田 （1999， p．53） は ， 高校 は集団 的で 外面的な 統制 ， すなわ ち一
斉指導

や画
一

的指導 ， 「枠 をつ くっ て枠 に はめ る」指導 ， さ らに は特定の 行動 を 自動 的に 逸

脱 的で ある と認定 して制裁す る指導か ら ， 個々 人 や個々 の 状況 に 応 じた個別的統制

を行 う よ うに な っ た とい う。 だ が ， 逸脱 的 な行為 へ の 対応 が個別化 した とい っ て も，

学校 が組織 で ある 以上 ， 管理教育全盛 期の よ うに外部か らわ か りやす い 「枠」で は

な くと も， そ こ に は
一

定の 規準は存在す る の で はな い だ ろ うか 。 そ こ に働 く， 教育

に ア カ ウン タ ビ リテ ィ を求め る社会 の 動 き も見 の が す こ とが で きな い 。

　現在 ， 社会 の 変化 の 中で
， 教員 の権威 は低下 し ， 公務員全般 へ の 批判 も重 な っ て ，

ア カ ウ ン タ ビ リテ ィ を求め る厳 しい 視線 が 公立 校 の 教員 に は注が れて お り， 教 員の

行動規範に も多大 な影響 を与 えて い る 。 例 えば， 金子 （2003）は ， 「説明責任」が教

員 の 評価行 為 を変 質 させ
， 生徒の 行動 や能力の育成 を望 まぬ 方向に コ ン トロ

ール す

る可能性 を指摘して い る。 ア カ ウ ン タ ビ リテ ィ の 強調 は ， 生 徒指導の 文化 とシ ス テ

ム に も， そ の 意図 と は別 の 影響 を与 え て い る可能性が ある ので は ない だ ろ うか 。 は

た して
， ア カ ウ ン タ ビ リテ ィ と個別的指導 とは両立 す るの だ ろ うか 。

　本論文は ， 逸脱 が 多い と され る 「教育 困難校 」 を調査対象 と し
， 管理教育批判後

の 学校 空間全般 に お け る生徒指導 シ ス テ ム と教 員の サバ イバ ル ・ス トラテ ジー
に焦

点 を あて ， 上 記 の 問い に 答え て い く。

2
．　 調査 の 対象 と方法

2．1， 調査対象校

　A 高校 は ，
1978年創立 ， 首都圏 B 県の私鉄沿線 の ベ ッ ドタ ウ ン に位置す る公立全

日制普通科高校で ある。
こ こ 数年は 1 学年240人規模 の 募集だが ， 中退率は高 く， 2006

年 4 月の 全校生徒数 は 599人 で ある 。 民間 の 受験 ガ イ ドに よれ ば偏差値は 県内の 全 日

制公立高校 の下位 10％に入 る
ω

。 進路多様校で ， 卒業者の 進路 は進学 ， 就職 ， 未定

に 3分 され る （表 1 ）。 授業料 免除の 比率 は公立 高校 の 平均 よ り高 く， 教員 は た び た

び 生徒 の 厳 しい 経済状況や 家庭環境 を指摘す る
 

。 A 校で は異動 の希望 を出す教員

が 多 く， 在職年数は短 い （表 2）。
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「お 世話モ
ー

ド」と 「ぶつ か らな い」統制シ ステム

　な お ， A 校 が首都 圏 の 都市部 に位置

す る こ と は ， 今 回の 調査か ら得 られ る

知 見 に大 き く影響 し て い る と考 え られ

る 。 九州 の 公立 高校 で の 勤務経 験 を も

ち A 校に 2006年度 に 着任 した教 員は ，

イ ン タ ビ ュ
ー

に お い て 次の よ うに語 っ

て い る 。 「［九州 で は ］生活指導 とか も

だい ぶ 生徒の 中に踏 み込 んで や っ て ま

した 。 だ い ぶ 干渉 す る 度合い が 強い 気

が し ます ね 。 教 師が 生徒に 対 して 」。 具

体的 に は ， 定規で ス カー トの 丈 を はか

っ た り， 化粧 して 登 校 した 生徒 に対 し

て は職員室 に 連 れ て い きメイ ク落 とし

で 落 とさせ る ， 髪 を染め て きた らス プ

レ ーで 黒 くさ せ 次 の 日染めて 来 させ る

表 1 　 20a5年 度卒業 生 の 進 路状 況

男子 女子 計

大　　学 15 2 17

短 期大学 4 5 9
進
　
学

専門学校 31 10 41

職業技校 0 0 0

計 50 17 67

公務員 0 o o

就職 22 21 43

進学準備 7 4 11

未定 ・そ の 他 26 27 53

卒業者数 105 69 174

表 2　 20D6年 4 月在職 教諭 の A 校での

　　 経 験年 数

A 校経

験年数
0123456789

人数 8147342201

な どの 指導が 行わ れ ， 保護者は 「学校の 言う こ とだ か ら しか た な い 」 と受 け止 め ，

学 校か ら連絡 が あれ ば保護者 が 子 ど もに 指導す る と い う関係 が あ っ た と い う。 首都

圏の A 校 と九州の あ る県 とで は ， 学校の 指導の あ り方 ， 学校 と保護者 との 関係が大

き く異 な る と言 え る 。 本論文 は ， した が っ て ， 地域 に よ る差 異や 学校 の 置か れた社

会 環境 の 違 い をふ まえた上 で
， 首都圏公立高校 を対象 と した分析 を行 っ て い く。

2．2． 調査方法

　調査者 は
，
A 高校 に 2005年 4 月よ り2006年 8 月ま で 常勤の 教員 と して勤務 する過

程で ， 日常的な会話 を フ ィ
ール ド ・ノー ツ に記録す る と とも に ， A 校教員 6名 に 40

分 か ら 3 時間 に わ た る イ ン タ ビ ュ
ーを行 っ て 録音

（3）
お よび ノ ー トに記録 した 。 イ ン

タ ビ ュ ア ー は イ ン フ ォ
ー マ ン トに と っ て 日常的に状況 を共有す る者で あ るた め ，

こ

れ らの イ ン タ ビ ュ
ー は背景知 を活用 した ア クテ ィ ブ な イ ン タ ビ ュ

ー
（ホ ル ス タイ ン

，

グ ロ ブ リア ム ， 1995） とな っ て い る 。 また ， 併 せ て 校 内の 関連資料 を参照 した 。

3 ．　 A 校の 状 況 と生徒対応 の 文化

3．1． 学校 お よ び教 師を と りま く地域 環境の 変化

　教 師や 学校 に 向 け られ る周囲 の 目線が 厳 し くな っ て い る と い う認識 は ， A 校教員
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に 強 く存在 して い る 、 40代 男性教員 は イ ン タ ビ ュ
ー

で 次の よ うに 語 る。

　「た ぶ ん流れ もあ る ん だ ろ うけ ど， だ んだ ん ， 教員の 生徒 へ の 指導 に 風当た りき つ

い で し ょ。
つ ま り， 体罰は い けな い け ど

， 厳 し くした りす る と親の 方か ら文句が 来

た りす る 。 で ， 進級 に 絡ん だ りとか 生 徒指 導の 特別指 導
く4）

の 内容 に つ い て 結構 ク レ

ー
ム きた りし ます よね 。 そ うする と， 管理職含 めて学校側 が ビ ビ っ ち ゃ うわ けだ よ

ね 。 そ うす る と， な る だ け 当た り障 りの な い よ うに っ て な っ て きち ゃ う とお もうん

だ よね 。 それ は時代 ， A だ けの 問題 じゃ な くて ね 。 」　　　　　 （2006年 3月27日）

　 また職員室 で は ， 親 睦 会主催 の昼食会前 に教 員同士の 次 の よ うな会話が あっ た 。

K ：前 ［の 学校］は ， よ く試験中の 午後 に ［親睦会 で ］バ ーベ キ ュ
ー とか して ま し

　　 た け ど。

L ： うち もや っ て た ん で す け どね
。

そ れ が
，

グ ラ ウ ン ドで や っ て た ら
， 近所か ら［電

　　話が］ きたん で す よ 。 「勤務時間中な ん じゃ な い で す か ？」 っ て 。

Kl うわ あ ， やで す ね 。 見張 られ て る〜
。

L ： それで しば ら く， 見 え な い と こ ろで っ て体育館の ピ ロ テ ィ
ー とかで や っ て た と

　　き もあ り ま した け ど 。 も うや め ち ゃ い ま した ね 。 　　　　　 （2006年 7月15日）

　地 域 か らの 目線 が 厳 し くな っ て い る とい う教員 の 認識 は ， 教員間 に 流れ る さ ま ざ

まな うわ さか ら も知 る こ とが で き る。 現在 ， B 県の 県立 の 施 設 は全面禁煙 とな っ て

い る。 そ れ と関連 して ， 次の よ うな話が 教員 間に流布 して い た 。 「△ △ 市の 方の 学校

で は
，

タ バ コ を吸 うた め に
， 日に何回か校門の 外に 出て 教員が 喫煙 して い た と こ ろ

，

近隣 の 住民か ら学校 に 電話 が あ っ た 。 「記録 をつ けた が
， あの 教員 は ， 毎 日○○分 は

タバ コ を吸 い に 出て きて ， 仕事 を して い な い
。 ○○分 あ た りの 給料 を返 還 させ ろ』

っ て 」。 どこ まで正確 な話 で あるか はわ か らな い が ， 地域 に よ っ て 厳 し く監視 さ れ て

い る と い う逸話 とし て ， 教 員の 問で印象深 く， 語 り伝え られ て い る 。

　 また ， 事 故防止 研修 が 年 度 内に数 回開か れ ， 交通事故 ， 体 罰 ， セ ク シ ャ ル ハ ラ ス

メ ン トな ど につ い て ， 事例 を取 り上 げて討 議す るな どの 研修 が行 わ れ て い る 。

3．2． 着任 者 の A 校 体験

　 A 校 の生 徒状況 は教 員 に と っ て どの よ うな もの な の か
， 新 着任 の 教員が 始業式前

後 に 抱い た 印象に っ い て 3 名 の 教員 へ の イ ン タ ビ ュ
ーか ら見 て み た い

。

  　C 教諭 。 20代半 ば男性　2006年度着任 。 前出の 九州で の 経験 を持つ 教員 。

1 （イ ン タ ビ ュ ア ー
， 以 下 同）：じ ゃ あ ，

こ こ の 生 徒た ち に会 っ た 印象 っ て い うの

　 　 は ， そ の 九州 の 子 た ち ， 指導 で ボ ン と言わ れ て ち ゃ ん と い うこ とき く子た ち と
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　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　 「お世話モ
ー

ド」 と 「ぶつ からない」統制システム

　　比べ て
， なんだ ろ う ？ ！っ て い う感 じで した ？

C ：ほ ん っ とに ， カ ル チ ャ
ー

シ ョ ッ クだ っ たで すね 。

1 ：カ ル チ ャ
ー シ ョ ッ ク 。

C ：ち ょ っ とめ まい が した くらい です 。

1 ：最初説 明会み た い の ， あ りま した よね 。 着任者対 象 に 。 こ の 学校 の 生徒 は こ う

　　で す か ら ， み た い な ，
こ こ の生徒指導 は こ うで す か ら ， とか

。

C ：あ りま した 。

1 ：そ こで の 説明 内容 を聞 い て
， 印象 っ て あ りま した ？

C ：校長先生か らお話 い た だ い た ん で す け ど ， そ の ， 言 っ て る こ と とイ メ
ー ジが 結

　　 びっ か な か っ た で すね 。 言 っ て る こ と とイメ
ー ジが結 び つ か なか っ た で す 。 具

　　体的 に こ うい う生 徒が い る ，
こ うい う状態 が ある ， っ て 。 ど うい う学校な んだ

　　 ろ うっ て い うの が ， ま っ た くイ メ
ー ジで きなか っ た で すね 。

1 ：来て みて 生徒 と出会 っ て ［は じめて わ か っ た］っ て い う感 じ ？

C ：そ うで す ね 。

1 ：
一

番最初は始業式で す か ？

C ：は い 。 で すね 。

1 ：そ の ときの 印象は ど うで した ？

C ：ほ ん とに も う，
テ レ ビ の 高校生が い る っ て感 じだ っ た で す 。

1 ：テ レ ビの 高校 生 ？　 それ は ，
どうい うテ レ ビだ ろ う ？

C ：学園 ドラ マ に で て くる生徒 が い るん だ っ て 。

1 ：「ご くせ ん 」 とか 。

C ：そ うで す ね 。

1 ：「ドラ ゴ ン 桜」 とか 。

C ：は い 。 （笑 ）

1 ：で
， まわ りで 職員が対応 して い た と思うんだ け ど ， そ の 対応 をみ て な に か ， 感

　　じ ま した ？　 い い で す よ
， 何で も言 っ て い た だ い て 。

C ：そ うで すね 一。
一

番最初 ， 生徒 にあ っ た ときの職 員の 対応 なん で す け ど， 校長

　　先生 の お話が あ る とき に ， 普通 だ っ た ら担任 の 先生 が 自分 の ク ラ ス な ん だ か ら

　　 っ て い う当事者 意識で 全員 に指導す る と思 っ て た んで す け ど
， 指導 す る こ と な

　　 くまわ りに い て
，

で
， 校長先 生 も話 を始 めた と こ ろ に ， 私 はび っ く りし ま した 。

　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　 　　　　 　　　　 　 （2006年 4 月18日）

  D 教諭 。 40代後 半男性 以前 に全 日制 の教育 困難校 と定時制高校 に勤務 した経

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 93
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験を持ち ，
A 校に 2005年度着任 。

1 ：着任当初 の A の 生 徒 の 印象 は ど うで した か ？

D ：着任 当初 ？　 予想 して た よ りは ， 思 っ て た よ りは い い っ て い うイ メ ー ジか な ？

1 ：ああ ， そ うな ん だ 。 あ の 始業式の 日 とか 並 ん だ じゃ な い で す か ？あ れ は ？

D ：ああ ， あの 並 ん だの は だ め だ と思 っ た 。 教育 さ れ て な い
。 あれ は ， 指導 さ れ て

　　 な い だ け 。

1 ：あ あ そ うか ， 生徒 じゃ な くっ て ， 教員 の 方の 指導体制の 方 に ？

D ：問題が ある な っ て い う感 じが して ， 個 々 の 生徒 は そ ん なに 悪 くな い っ て い うか ，

　　結構能力が ある な っ て感 じ。　　 　　　 　　　　 　　　 　 （2006年 3 月27日）

  E 教諭 。 40代 前半の 女性 。 民 間で の 勤務後 ， 中学 ・ 高校の 非常勤講師 を経て 正

採用 とな り， 管理 の厳 し い 中学校 に 3 年間勤務 し ， 2005年度 A 校 に 着任 。

1 ： 4 月 は ど うで した 。 去年 の ？

E ：大変で した 。 ［ふ た りで 笑］大 変で した 。

Il どこ が大変 で した ？

E ：まず最初 は生 徒対応 で す ね 。

1 ： 4 月の 最初に 始業 式が あ っ た じゃ な い で すか 。 あの と きの 印象 っ て い うの は あ

　　 ります ？

E ：あ ります ね え 。

1 ： どん な ？

E ：まず ， 生徒が 並 ばな い で し ょ 。 で ， 先生 た ちの 話 を き こ う とい う姿勢が な い で

　　す よね 。 た だ ， そ れ をあ る程度許容 しな い と ， 許容 し な けれ ばな らな い
， もし

　　あれ を許容 しな い で バ シ バ シ 叱 っ て い っ た ら
，

た ぶ ん
， 暴動が起 き る とか

， 先

　　生た ち の 体力 が続 か な い とか ， そ うい う現 実的 な もの で す よね 。 現 実的 な条件

　　 とい うか ， そ うい う子た ち が入 れ られ て る っ て い う， そ うい うシ ビ ア な現状 っ

　　て い うの を感 じ ま した 。

1 ：ち ょ っ と私 も驚 きだ っ た よ 。

E ；す ごい
， カ ル チ ャ

ーシ ョ ッ ク 。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （2006年 3 月29日）

　こ の よ うに ， それ まで の 学校経験 に よ っ て始業式の 風 景 の 受 け止 め方 に も差が あ

る 。 教育困難校 2校 を体験 して い る40代後半の 男性 の み が ， そ こ に 「指導 の 問題」

を感 じて い る が
， 他 の 2 名 は

， 始業式 の 混沌 と した 風景 を共通 し て 「カ ル チ ャ
ー シ

ョ ッ ク」 とい う語で表現 し ， 基 本的 に は 「生徒た ちの 問題 」 とし て 受 け止 めて い る 。
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ー

ド」 と 「ぶつ からない」統制シ ステム

3．3． 衝 突 を避 け る 統制 シ ス テ ム

　 こ う した状況 で あ っ て も， A 校 に 統制の シ ス テ ム が ない わ けで は ない 。 この 項で

は ， 生徒を統制す る A 校の シ ス テ ム に つ い て 述べ る 。

a ）　 5 分単位 の 出席管理

　授業の 欠課時間は 5分単位 （端数切 り捨て ）で把握 され る 。 授業遅刻 が 多 く， 授

業 中 も廊下 に 出 る生徒が い るた め ， 煩 雑 で あ る が必要 な業務 とされ て い る 。 次の 会

話 は ， 学年室 で の 芸術科の教員 と調 査者 の もの で あ る 。 5 分 カ ウ ン トが A 校 に と っ

て 重 要で あ る こ とが示 され て い る 。 F は50代女性 ， 2005年度着任 。
　 G は調査者 。

F ：い や ， 芸術 と して 3 月 に言 っ た ん で す よ 。 5 分単位で とる の を や め た い っ て 。

G ：そ うで す よね ， 体育は半分過 ぎた ら欠課 とか して ます よ ね 。

F ：同 じ実習系だ か らっ て い っ た んで す け どね 。

G ：だ め なん で す よね ？

F ：体育 は広 い 場所で や っ て て 把握が で きな い か ら っ て 。 で も ，
い ち い ち遅刻の た

　　び に説 明 を とめ て ， それ に い ろ ん な道具 とか 紙 とか ， 遅れ て きた子 が 自分 で と

　　れ ない ん で す よ， そ れ をい ち い ち渡 して っ て や っ て る と， 授 業に 全然 な らな い 。

G ：そ う言 っ て もだ めな ん です か ？

F ；M さ ん ［教務主任］に よる と ， それ が で きな い の はA で は仕事 を して な い こ と

　　 に な るん だそ うで す 。 　　　　　　　　　　　　　　　　 （2006年 4月17日）

　A 校に お い て は ， 科 目の 単位数に 応 じて あ らか じめ単位修得が 認め られ る欠課時

間 の 上限が 定 め られて い る 。 3 科目で 単位 が修得で きな い と
， 補習 も不可能 と判断

され 進級が認 め られ な い
。 中退 が 少 な くな い A 校で は ， 多 くの 生 徒 もこ の シ ス テ ム

を知 っ て い る 。 各科 目の 欠課時間 に つ い て の 情報 は 随時集約され ， 日常的 に 担任 や

教 科担 当の 教員か ら生徒 に 伝 え られ る 。 また
， 保護者 に対 して も年 3度 の 三 者面談

や ， それ以 外で も欠課時数の多い 者 に つ い て は ， 電話， 郵便等で 担任か ら連絡 され

る 。 高校 の シ ス テ ム に つ い て 保護者 の 理 解 を得 ， 原級留置
（5｝

や 中退等 を め ぐる トラ

ブル を避 け るた め に，
こ れ らの き め細 か い 連絡は必須 で ある と考 え られ て い る 。

　 こ の 5 分単位の 出席管理 は， B 県の 他の 公立下位校 X 校で 実施 さ れ効果を挙 げた

と して
，
A 校の 隣接学 区に あ っ た下位校 Z 校が 導入 し ， さ らに A 校 に伝 わ っ た もの

だ と15年前 に Z 校 に い た 前 出 D 教諭 は 言 う。 D 教諭 に よれ ば
， 当時 Z 校 で は授業遅

刻 の 扱い が 不明確で ， 中に は授業終了 10分前に 入 室 して も出席扱 い に す る教員 もお

り， 学校 に は来て もな か なか 教室 に 入 らな い 生徒 の 対応が 問題 に な っ て い たた め ，

生 徒 を教 室 に定着 させ る 目的か ら遅 刻 して も教室 に い る分 に つ い て は出席扱い に す
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る制度 と して 5分 カ ウ ン ト制が 導入 され た 。 た だ し
，
X 校 Z 校 と も許可 な く途 中か

ら教室 を出る こ とに つ い て は， 授業放棄 とみ な し欠課扱い だ っ た とい う。

b ） 廊下巡 回 と中抜 け防止 立 番

　教員の 時 間割 に は
， 授業の コ マ の 他に

， 巡 回や休 み 時間の 立番の コ マ が 5 コ マ 程

度印刷され る 。 巡 回 は生徒 を廊下か ら教室 に 入 れ る こ とが 主 な目的で ある 。 順調 に

生 徒が教室 に入 っ て い けば ， そ の後 は ， 学年室 や職 員室 に 戻 る こ と もある 。 しか し ，

荒れ が 目立 つ 教室 が あ っ た り，
い つ まで も廊下 な ど に生徒 が た む ろ して い る状況 が

あ る と ， 時間中， 廊下に 待機 ， あるい はず っ と生徒の 対応 に あた る場合 もある 。 昼

休 み も含 む休み 時間 の 立 番 は ， 生徒 が 校外 に 抜 け出 さな い よ うに す る こ とが主 目的

で
， 通用門 や正 門 ， 体 育館裏 な どに教 員が 立 つ 。 生徒 が教 員の制止 に もか か わ らず

校外に 出た場合 は ， 保護者 と と もに校長か ら厳重注意 を受 け る こ と に な る （問題行

動 の 型 として は 「指導無視」）。 した が っ て
， 教員 は 身体 で 止 める必 要は な い

。

c ） 接触 しない 服 装指導

　A 校の 服装指導 は ゆ るや かで ある 。 年に 数 回 ， 1週 間の 期 間中に 3 回 ， 生 徒の 下

校 時間 に合 わせ て 昇 降 口 に立 つ 学年 の 教員 に よ っ て
， ある い は試験期間 中に 試験監

督 に よ っ て チ ェ ッ クが行わ れ る 。 チ ェ ッ クす る 内容 は， 冬服 で あれ ばジ ャ ケ ッ トが

あるか ， 夏冬 と も白 の ワ イ シ ャ ツ を着用 して い るか ， 制服 の ス カ ー トか ズ ボ ン を着

用 して い る か
，

で あ る 。 以下 はチ ェ ッ クの対 象外で あ る　 　髪 の色 （金髪や ピ ン ク

等 も含む），
ス カ ー トの 長 さ ， 腰パ ン （ズ ボ ン をず りさげて は くこ と）， 化粧 ， 耳以

外 の ピア ス まで 含 め た ア ク セ サ リー
全般 ，

ス カ ー トの 下 の ジ ャ
ー ジ や ス ウ ェ ッ ト。

当番の教員 は ， 決 め られ た ポイ ン トにつ い て の み違反 して い る者を名票 に チ ェ ッ ク

し ， 違反が 3 回連続 す る と， 生 徒 はあ らた めて 呼 び出 され て 反省文 を書 くよ うに 指

導 さ れ ， 保護者 に 通知 され る 。 立番 と同様 ， そ の場 に い る教員が 生徒 と身体 で 張 り

合わ な くて もす む指導の 体制 に な っ て い る 。

d ）　 特別指導

　特別指導 とは ， 生徒指導 の分掌 に よ っ て 指導原案が全体の 会議に提出され る逸脱

行為 へ の 指導を指す 。 校長 に よ る厳重 注意や 家庭で の 謹慎
〔6｝

な どが そ の 内容 とな る 。

「喫煙 」「喫煙具所持」「バ イ ク登校」「指導無視」な ど
， 比較的事実 の 確認が しやす

く誰か を傷 つ け る よ うな性質の もの で もな い 事案は ， 件数 も比較的多 く， 朝 の 打ち

合 わせ な どで 諮 られ定式化 した指導 が行 われ る 。 暴力行為 な どは ， 関係者 に 丁寧 に

事実確認が 行わ れ た後， 担当者 に よ る会議 ， さ らに 職員会議が開か れ ， 行為の 内容

と本人 や 被害者の 状況 ， 過去の 多様な事例 を勘 案 し ， 指導 内容が 決 まる 。 基 本的 に ，
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行為 の 内容 に よ っ て 謹慎 日数等が 判断 され る
。

そ こ に は
， 同 じ行為に は 同 じ指導 で

な い と， 生徒 の 間で 不 公 平感が 出る とい う教員の認識が働 い て い る 。 A 校の 生 徒指

導 の 主任 に な る と ， ま ず過去 の 特別指導記録全 て を読 み ， 新 た に事 件が 発生 した場

合 に ， 似 た よ うな前例が あれ ば指導内容 を参照 で き る よ う， 備え る とい う。

　 a 〜 d は ，
い ずれ もA 校 に お い て 全教 員が 共通 して 取 り組む こ とが合意 され て い

る指導 シ ス テ ム で あ り， 文書 で も確認 され て い る 。 い ずれ も直接生 徒 とぶ つ か らな

くて も， ゆ るや か に 生徒の 行動 を統制す る こ とがで き る シ ス テ ム とな っ て い る。

3．4． 「親 し さの 演出」 と 「人 間関係」　　 個 々 の 教員の 生徒 対応の 文化

　毎年 4月， 新着任者を対象にA 校の シ ス テ ム に つ い て の 説明会が 開か れ る 。 2005

年度 の 説 明会 で は ， 生 徒指導主任 か ら 「高圧的 に 話 さ ない で ほ しい 。 キ レ させ ない

よ うに 接 して ほ しい 」 とい う A 校で の 指導 の あ り方が 強調 され た 。

　A 校の 日常で は ， 教師一生 徒 とい う権力関係 をむ き出し に しな い 方策が 多 くの 教

員 に よ っ て 試 み られ て い る 。 生徒 が教員 をニ ッ ク ネ
ー

ム や 名前 の 呼 び捨て で呼 ぶ こ

と を許容す る 。 担任 は 自分の 携帯で個々 の 生徒 と連絡 を と る。 授業中も含め ， そ の

場に 相応 し くな い 発 言や 問 い か けも受容 し ， 答 え を返 す 。 授業中廊下 に い る生徒 に

も 「ど うした の ？」 と聞き
，

い きな りそ こ に い る こ と を否定 しない
， な どで ある。

こ う した や り と りを通 じて認知 され て い き ， 「人 間関係」が で き る と指導が しや す い

の だ と複 数の 教員が 指摘 す る 。 で は ， 厂人 間関係 」とは どの よ うな こ とを指 し， どの

よ うに して 身 につ い て い くの か を E 教諭 へ の イ ン タ ビ ュ
ーか ら考え て みた い

。

1 ：巡 回 した りい ろん な とき に生徒 と出会 っ て い き ます よね ， あ る い は授業で ごち

　　 ゃ ごち ゃ に な っ て る と こ ろ で 授業す る 中で 生徒 に 接 して い くと き に ， どん な場

　　面 の こ とで もい い ん で す け ど，
こ ん な と こ ろ に気を つ け て たか な あ， とか ，

こ

　　 ん な ふ うに ふ る ま っ て た か な あ とい うの は ？

E ：そ うで すね え。 ま
， 注意 をする

， 私， 生徒 指導部だ っ た せ い もあ っ て
， 注意 を

　　す る とか
， 相手 の行動 を変 え させ る指導 をす る っ て い う場 面が わ りあ い あ っ た

　　 ん で すね 。 教室 に入 れ る で す とか ， 事情聴取 で 事情 を告 白させ る とか で すね ，

　　そ うい うと きは ， や っ ぱ り， 今 まで 中学 に い る と き は まず ， 指示 をぱ っ と言 う，

　　あい そ もな く， 「こ れ を しな さい 」っ て い うの をぱ っ と言 うっ て い う習慣が あ り

　　 ま した け ど ， まずは ， 相手 の 生徒 の 心理 的な部分 で す とか ， 今 お か れて る状況

　　 とか
， なん て い うの か な ， 精神的な状況 っ て い うの をち ょ っ とお お げさか もし

　　れ な い け ど
， まず こ ち ら側が 受け入れ て ， 受 け入 れ る余裕 を も っ て ， で ， 当た
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　　 る よ うに な っ た と思 い ます 。
い きな り，

こ れ はだ めだ とか ， あ あ しろ とか い う

　　命令 をい ま まで は して た ん だ けれ ど も ，
い まは ， まず ， 「ど うした の ？　 あな た

　　の事情 は何 なの ？」っ て 聞 くと こ ろか ら入 っ た り， 「こ ん な とこ ろ に い た ら寒 い

　　 よね 」 っ て い う， 共感 を呼 ぶ よ うな言い 方 を して み た り， す る よ うに な りま し

　　た 。 で も ， 実際 に や る こ とは ， 最後 に行 動 を変え る っ て い う こ とを しな け れ ば

　 　 な らない か ら ， そ うい うメ ッ セ ー ジ を伝 え るん で す けれ ど も。 　 　 　 　 中略

1 ：私は生徒は下の 名前で 呼ぶ よ うに して る んで す よ 。 名 前 は どう い うふ うに ？

E ：名前は 基本 的 に は 苗字，
で した 。 あだ な とか 下の 名前を まわ りの 子た ちが 一

杯

　　連発 す る と
， 私 もそ れ に 乗 じて 言 う こ と もあ りま した け ど。

い きな り近 しい よ

　　うな もの の 言い 方 を す る と ， 拒絶す る 反応が よ くみ られ た の で 。

1 ：むずか しい ん だ よね 。

E ：むずか しい で す 。 距離 の と り方が す ご く。 　　　 　 中略一

1 ：距離 を み な が ら ， ど うした の ？な ん て 言 っ て 受 け入 れつ つ ， 声 をか けつ つ ， 雰

　　囲気 に よ っ て ， 下 の名前で 呼ん だ りす る こ と もあ る…

E ：そ うで す ね 。

1 ：ほ とん ど同 じで すか 。

E ：そ うで すね 一
。 だか らや っ と最近 ， あい さつ して 普通 に 抵抗感が な く， 普通 に

　 　あい さ つ を した り ， ち ょ っ としゃ べ っ た りっ て い うこ とが で き る よ うに な っ た 。

　　授業 もっ て る子 は ね 。 1 年か か りま した ね 。 い わ ゆ る打 ち解け る まで
。

い まだ

　　に打 ち解 け て な い 子 もい るん だ ろ う と思 うん で す け ど 。 ある程度 ， 打ち 解けて

　　きた か な っ て い う実感 を こ っ ちが もて る まで ， 1 年 か か りま した ね 。

　 E 教諭 が指摘 す る こ う した 方略 は， どの よ うに学ばれ て い る の だ ろ うか
。

1 ：あ， そ うい え ば ， 見本 っ て い うの は ， な か っ た ？　 さ っ きい っ て た ， 生徒 と こ

　　う， 距離を と っ て
一

， だ ん だ ん近 づ くっ て 言 うの は ？

E ：あ ， で も 1先生 の ， あの ， お 姿 とか は ， 見 本 に させ て い た だ い た りとか ，

1 ：私 はい っ し ょ に ［転勤 して ］来た んで し ょ う。

E ：な ん だ ろ う， ［1 先生 は所 属が ］2 年生 だ か ら，
い っ もい つ もこ う，

1先生 を拝

　 　見 す る っ て わ け に は い か な か っ た け ど ， で も 2年生 の 授 業 の と き廊下 に い ら し

　 　た とき とか ， で も ， あ りま した 。

一
中略

一
で も， そ うい うの が大事 な気が

　　し ました ． い ろ ん な先 生方 の い ろ ん な場面 を か い まみ る っ て い うのか な ， 系統

　　だ っ て 教え方な り， 対処の しか た な り， ある わ け じゃ な い か ら ， そ うい う場面
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　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　 「お世話モ
ード」と 「ぶつ からない」統制システム

　　場面 を見せ て も ら う っ て大事だ な ， と。 だ か ら私 は他の 先生 に くっ つ い て 生徒

　　 との 対処 もした い とず っ と思 っ て た ん で すね 。 で も， 人数 的 に なか な か許 され

　 　 ない か ら。

　A 校 に新 た に 着任 した こ の 教員 は周 囲の 教員 の や り方 を見 聞 す る 中 で
， 生徒 と

negotiate して い く方略 を次第 に 身 に付 けて い っ た と い え る 。

3．5， 「お世話モ ー
ド」 と 「規準の 外 部化」

　 　　　　 統制 シ ス テ ム と個 々 の ス トラ テ ジ ー

　 上 記の よ うに ， 着任者が しだ い に 学ん で い くA 校で の 生 徒対応 に は ， 次 の よ うな

会 話が よ く見 られ る 。

　 ・授業時間に な っ て も廊下に い る生徒 と巡回の 教員 との 会話 （2006年 2 月）

教員 ：○○ ち ゃ ん ， ど う した の ？　 今何 の 時間 ？

生 徒 ：なんだ △ △ ［教員 の 名前 ］か
， え一

， 今音楽一
。

教員 ：そ う一
， じゃ ， 早 く行か な い と， も う始ま っ て か ら 7分 くら い た っ て る よ 。

　　　今行 っ た ら ， 5 分 で す む よ一
。

生徒 ：やだ 。 うる さ い な一
。 ［廊下 の 電源 コ ン セ ン トに カー ラー を つ な ぎ ， 髪 をセ ッ

　　　 トして い る］

教 員 ：そん な こ と言 わない で 。 あ と何分 なの
， 音楽 は ？

生徒 ： こない だ一
， ［］口 ［担任の ニ ッ ク ネ ーム ］が ， あと35分 とか 言 っ て た 。

教員 ： じゃ ， や ばい じゃ ん ，
い きな よ 。 ね ？

　 主観 的な判 断が入 り込 む 余地 の ない 欠課時数 と い う数字 を介 して生徒に 接す る教

員 は， 外部 に設定 され た 規準 を前に ， 生徒を支援 す る者 として ふ る ま っ て い る 。 逸

脱 しが ち な生徒に 対 す る こ うした接 し方 を， 本論文 で は 「お 世話 モ ー ド」 と呼ぶ こ

と に した い 。 「お 世話 モ ー ド」と は ， 教員 が
， 生徒 との 間に 存在す る権力関係を隠蔽

し， 規準の 設定に 関わ る者 と して の 責任 を回避 し つ つ
， 生 徒 が規 準 をク リアで き る

よ う支援 す る者 として 優 し くソ フ トに ふ る まう姿勢 の こ と で あ る 。 それ は ，
シ ス テ

ム を前提 と した個別 の ス トラテ ジ ー
の 選択 と い う側面を持 っ て い る 。

こ の よ うな 「お

世話モ ー ド」 は ， 廊下だ けで な く， さ ま ざ まな場 所で 観察 され る 。 典型 的 に は 修学

旅行が あ る 。 修学旅行 の 就寝 点呼 は ， 当然生徒 の 管理 と い う側面 を持つ 教員の 業務

で あ り， 教員 も生徒 もそ の こ とは暗黙の 前提に して い る 。 しか し ， 教員 はむ しろ管

理 よ り明 日の 朝食や 出発 の 時間を教 え ， 体調 を気遣 うな どの 方 向に会話 を発展 させ
，

情報提供や お 世話が 主 で ある か の よ うに行動 す るの で ある 。

99

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Japan Society of Educational Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Soolety 　of 　Eduoatlonal 　Soolology

　 こ うした お世話モ ー ドは A 校勤務年数 が 長 い 女性教員な どに典型 的 に見 られ るが
，

濃 淡の 差 はあれ ， 多 くの 教員 に観察 され る 。 しか し， 疑 問 を抱 く教 員 もお り， 前 出

2005年度着任 の 40代後半男性 D 教諭 は次 の よ うに 言 っ て い る 。 「男性教 員 も母 性化 し

て い る と こ ろが あ っ て 。 そ れで な い とな か なか や っ て い けない み た い な と こ ろが ［あ

る ］」。 「い まの 生徒指導を見て い て
， し ょ うが な い な ，

と い う反面 ， 情 け ない な と思

うの は
，

な る べ く
，

生 徒 や親 とな ん て い うの
， 波風 をた て な い よ うに の りき っ て し

まお うっ て い う， それ はある意味で は必 要 な こ と なん だ け ど ， 生徒 に と っ て は何 を

して も怒 られ な い み た い に な っ ち ゃ う と こ ろが あ るか ら。 」

3．6． 授 業の 規範

　上 記 の ような廊下等で の 対応に よ り， 生徒が 入 れ られ た教室に お い て は ， 教員 は

生徒 をどの よ うに 統制 し よ うと して い る の だ ろ うか 。 A 校 で は廊下 を巡回す る た め ，

互 い の 授業状況 は あ る程度把握で き る
。 授 業中の 規範 をめ ぐっ て は

，
A 校の 教員の

中で か な りの 差が あ る こ とが観 察され る 。 具体 的 に は ， 生徒が 教室 に い さ えす れ ば

い い と い う姿勢 の 教員 もい る が ， それ を批判 的 に み る教員 もい る 。 多 くの 授 業 で は

ノー ト提出を義務づ け， 板書を写させ る こ と
（7｝

で 席に つ かせ
， 秩序 を保 とう と して

い る 。 生徒に と っ て ノ
ー ト提出は 単位修得 に 向けて の 保険 と い う側面 もある 。 古賀

（2001）が 指摘 す る よ うに ， 教育困難校 で は 「閉 じた教授法」が 一
般 的で あ る 。 そ れ

で も生徒 は好 きな者同士 で机 を っ け ， で き るだ け私空 間 を教室 に現 出 させ よ う とす

る 。 化粧 ， 携帯 ， ゲーム ， 飲食 ，
マ ン ガ ， お しゃ べ りな ど は多 い 。 そ うした 逸脱 に

も欠課扱 い で 統制 した い と い う意見は あ る が
， 現在の 合意 は

， 完全 私服 ，
土 足， 食

事の み が 欠課扱 い で あ る 。 生徒 も こ れ を意識 して お り， 2005年度の 前期 に は ， 取 り

組 まない 生徒 を相 当す る時間欠課 扱 い に して い た 非常勤講師 に ， 生 徒た ちが 「A の

や り方 じ ゃ な い 」 と反発 し， 詰 め寄る場面 もあ っ た 。

　欠課 に す る以外の ペ ナル テ ィの 与 え方 と して は ， 平常点の 減点が ある 。
こ の 方法

を と る教 員の 多 くは ， 生徒 に減点 の 方式 を明示 して い る 。 「問題 ある授 業態度 を 1度

注意 され て改 め な い 場合， 2度 目の 注 意 で ノ
ー ト点か ら 3点減点す る」な どで あ る 。

生徒 との コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン の余 地 をつ くる た め ， 2 度 目で 減点 とし ， 注意 す る行

為 を通 じて 生徒 と関係を持 っ て い くこ と を意識 して い る と い う。

　 こ の 他の 統制方法 と して は ， 「授業妨 害」と い う特別指 導の 類型 に 該 当す る と判断

し， 「授 業妨害 を と る」と い う方法が あ る 。 しか し， 暴力 や器物破損 の よ うに 明確 な

証 拠が な く， ど こ か らが 授業妨 害に あた るの か とい う客観的 な基準 も立て に くい た
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 「お世話モ
ード」と 「ぶつ からない」統制 システム

め ， 「よ ほ どの こ とが な い と とれ な い 」とい う教員が 多い
。 生徒が 納得 し に く く， 「と

っ た」後 の 指導が難 し い と い う。

　 さ ま ざまな 方法で 秩序を確立 し よ う とす る教員が い る
一

方で
，

と に か く教室 に 入

れ て お き ， あ ま り うる さ くな らな けれ ば よい
， とい う認識 の 教 員 もい る 。 あ ま り注

意 せ ず授 業 を進 めて い くそ うした教 員の 授 業で は ， 生徒 は机 の 下 で ゲ ーム をした り，

マ ン ガ を読ん だ り ， と きに は ロ ッ カー
の 上 で 寝た り して い る。 厳 しい 教員 に対 して

は生 徒が 反発す る こ と もあ り， 調 査 者 も マ ン ガ や 携帯 を注意 して ， 生 徒 か ら 「あ っ

ち は こん な に して い て もい い の に ， お 前 は な ん で 厳 し い ん だ」 と言わ れ た 経験 が あ

る 。

3 ．7．　 A 校 の 指導体制の 構築過程

　 この よ うな生 徒指導の 形態 は ， どの よ う に生 まれ て きた の か 。 A 校 に 1996年か ら

10年間 に わ た り勤務 し， 生徒指導 主任 もつ と め た 40代男性教員 に イ ン タ ビ ュ
ー した 。

こ の 教員 は ， まず生 徒の 変化 を語 っ た 。 10年前 に A 校 に着任 した 頃か ら学 区の 中学

校 に 番長 と呼 ばれ る子が い な くな り， 「そ ろ そ ろ そ の 頃か ら， ど こ で な に が で て くる

か わ か らな い っ て い う状況」に な っ た と い う。 「い ろ ん な子 が さ ま ざ ま な問題 をそ の

ま ま ， ま あ ， だか ら ， 潜在 した ま まで 済 ん で る子 もい るだ ろ う し ， た い した事件じ

ゃ な い け ど， ち ょ っ と ず つ 顕在化 して 来 る 。 と くに ボス っ て い うの が い な い ん で 平

等に 見 え る んだ け ど
，

お 互 い の 位置関係 を つ か み に くい か ら，
こ っ ち か らみ て も生

徒 同士 敬遠 し合 っ て る よ うに み え る し ， どう接 した らい い か わ か らな い よ うに み え

る っ て 感 じ に
， な りは じ め て た と思 い ま す ね 。 そ れ が だ ん だ ん き た ， 強 くな っ て き

た ，
い ま は も っ と強 い と思 っ て る んだ け ど」。 そ して 生徒指導 の 体制 に っ い て は，

こ

の 10年 くら い は 「マ イ ナ ーチ ェ ン ジ は あ る に し て も」「あ ん ま り変 わ っ て い な い 」と

言 い
， そ の成立 に つ い て 次の よ うに 語 っ た 。 「そ の 体制 に つ い て は ， 俺 が くる 何年前

に ， 最初組合か ら声が あが っ た ら し い ん だ け ど ， あの ， 学校改 革推進委 員会 っ て い

うの が 立 ち上が っ て ， それ は 分掌 だ とか じ ゃ な く， そ うい う委員会 をつ くっ て ， も

う，
と に か く， な ん と か しな きゃ っ て い うの が あ っ た み た い で

。
そ れ が す べ て じゃ

な い け ど ，
こ れ まで そ うい う とこ ろ を中心 に 2学期制で あ る とか

， 小 集団
 

で あ る

とか
，

ラ ン チル ーム をつ くっ た りだ とか ， さ ま ざ まな面で 手 を加 えな が ら ，

一
方で ，

生 徒指導 の 方の 体制 も し っ か り確立 して きた っ て い う風 に きい て い るの ね 。

一 中

略 とに か く ［教員の ］高齢化 に むか っ て な ん とか体制に 頼 りな が らや っ て きた

っ て い う感 じ は し て い る の ね 」。 そ して ， 生 徒 へ の 接 し方 と して は ， 「こ っ ち 側か ら
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一 方的に伝 え るな り ， 高圧 的に っ て い うや り方で は な い
。 そ れ だ と通用 しな い っ て

思 っ て る ん で 。 だ か ら， 逆 に み る と迎合 して る よ うに 見 え る か も しれ な い け ど ， ど

ち らか とい う と生 徒 が ほ ん とに ， だ か ら心 ひ らい て こ の 中で生活 で き る よ うに っ て

い う接 し方 をす る っ て 言 えばい い の か な 。 て い う と ， きれ い ご とな ん だけ ど ， よ う

は まあ， 実 を とる っ て い うの か な
，

た だ
， 言 っ た っ て きか な い ん だ か ら 。 」

　 A 校の 体制づ くりの 中心 の ひ と りで あ っ た こ の 教 員 に は ， 立番 ・巡 回 ・5分 カ ウ

ン ト制 ・上 限欠課時 問数 な どの 統制 シ ス テ ム で 体制 を維持 し つ つ
， 生 徒が 「心 を ひ

ら い て 生活 で き る」 よ う に 「生徒 を動 か す た め に 実 を と っ て 」 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

の 工 夫や そ の前提 とな る環境の 整備 を行 っ て きた とい う認 識が あ る と言 える 。

3．8． 生徒 理 解 と秩序維持の バ ラ ン ス をめ ぐっ て　　教 員間 の 葛藤

　異動が多い こ と もあ り ， 多 くの 教員 は ， A 校の 指導体制が で きあが っ た と こ ろ に

入 っ て きて ， その シ ス テ ム の 中で や ら ざ るを え な い
。 この た め ， 現在 の A 校 に お い

て は ， 新着任者を 中心 に ， 生徒指 導 をめ ぐっ て異 な る意見 や互 い の 実践 へ の 批判が ・

存在す る 。 授業中廊下 に 出 る生 徒 に 「ど う した の ？」 と接 して い くや り方 に 批判的

な 目線 を向け ， 廊下 に 出て も優 し く接 し て もら え る な ら ， 元 々 い た くもな い 教室に

我慢 して い る必要が あ るの か と他の大 多数 の ま じ め な生徒 が思 っ て し まい
， 全体 の

秩序や雰囲気が 損 な われ る とい う 。

　 これ に対 し， 家庭 や 中学 まで の 学校生活 で の生徒 の 経験 を考 え る な ら ， そ うした

接 し方が必要だ と い う教員 もい る 。 離婚再婚な どで 複雑 な家庭状況 や厳 しい 経済状

況 を抱 えた 生 徒 ， 小 ・中学校 時代 か ら十分教員 に相 手 され て きて い な い 生徒が 多 い

の だか ら， そ の子 の 状況 を受 け止 め る と こ ろ か ら始 め る しか ない ， と い う。 前 出の

40代 は じめ の E 教諭 は次の よ うに い う 。 「や っ ぱ り家庭環境 と直結 し て ， 生徒 の 姿勢

が 決 まる ん だな とい うの は実感 し ま した 。 」 「ひ と つ は経済状態 。 ま あ， 率直 な話ね ，

親御 さんが 何度 も変わ る とか 。 離婚再婚 ， まあ ， 今の こ うい う時代 だ か ら， そ うい

うこ とが ま っ た くな い っ て こ とは ， ま っ た くな い 集 団 っ て い うの は き っ とな い で し

ょ う けれ ど も， 家族 の 変動 が す ご く激 しい
， そ うい う家族 を も っ た 子 が多 い で す よ

ね 。 」「そ うい う経済的に ある い は 心理 的に ， 精神的な部分で も ，
シ ョ ッ ク に耐 え る

だ けの 強 さ を支 えて あげ る
，

そ うい う家族 の 土台 が な くて
，

そ うい う とこ ろ に さ ら

され ち ゃ っ て る子 っ て い うの は ， 学校生活 も弱 い
。 た ぶ ん ， 社会生 活 も弱 くなるん

で し ょ うね 。 だか ら ， 中退 しち ゃ っ て る子 ， 進路 変更 しち ゃ っ て る子 っ て ， わ り と

そ うい う， ね 。 」 だ が ，
こ う した 捉 え方 をす ぐに指導体制 に 直結 さ せ る こ と に対 して
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は ， 次 の よ うな批判 もあ る 。 さ まざ まな状況 を抱 え た子 ど もた ちの 中に も， 授業 を

受 けよ う と努力 す る 子 ど もた ち もか な りの 割合で い る の に
， 教室 を出る 子た ち や 廊

下 や 教室 で騒 ぐ子 ど もた ち を 「か わ い そ うだ か ら」 と受 け止 め て教員 の精力 をそ こ

に ば か り注 ぐの で は ， 学校が 学 びた い 子の 権利 を守れ な い とい う。

　 こ の よ うに 指導 を め ぐる意見や感覚 の 相違 が存在す る A 校で あ るが
， 会議な ど公

の 場で 議論 さ れ る こ とは少な い
。 それ に は ， 以下 の よ うな理 由が 考 え られ る 。

  シ ス テ ム を全職員 の 協 力で 維持 して い る中で の 不 和 の 表面化 は ， 対 生徒 関係 で 生

じ るス トレ ス をさ らに堪 え難 い もの に す る可能性が ある 。 「ス トレ ス に さ ら され て い

る」 とい う認識 は ， こ の 学校 の 教員集団に あ る程度 共通 して い る 。 2005年度 当初 の

校長 との 面談 で は
， 新着任者 は確認で きた範 囲で は 全員 ， 校長 か ら 「身体 は大丈夫

です か ？こ の 学校で は私の 仕事 は まず ， 皆 さん の 健 康が ，

一
番 で す か ら」 と ， 精神

状態 を含 め健康状態 を きか れ て い た 。 病気で の 休職 が 多 い こ とが ， 背景 に な っ て い

る と感 じ る人 が 多か っ た 。 また ， 2005年度新着任者 の 年度納 め の飲 み会 （有志参加 ）

で の 「お 題」 は 「ス トレ ス 」だ っ た 。

  異動 サ イ ク ル の 短 さ か ら ， A 校で の 数年 を 「耐 えて や りす ごす」 時期 と考 える者

もい る 。 長 くA 校 に い るつ も りは ない の に ， 本格 的 に 学校 の 体制 につ い て 議論 して

さ まざ まな軋轢 を抱 え込 む必要 は ない
， とい う気持 ちが働 くと考 え られ る 。 同僚 の

一
人 は

， 学校 の 状況 に つ い て い ろ い ろ 意見交換 した 後 に よ く
， 「で も

， 私 は あ と 1 年

で 転勤す るか ら ！　 ま っ 　 が ん ば っ て ね 」 と い う よ う な言葉 で 結 ん で い た 。

  学校 に 向 け られ る外 か らの 厳 しい 視線が 常 に 意識 さ れ て い る た め ， 「失敗 の 個人

化」 （古賀 2001）に 向か う言説 は慎 重 に避 け られ て い る 。 教 員 の 日頃 の言動が ， 社会

か ら厳 し く見 られ て い る と い う雰囲気の 中， 個人 の 言動を問題視す る よ うな言動は ，

公 の 場 で は慎重 に避 け られ て い る 。 そ れ は ， 教員集 団 と して の 防衛意識 とい え る か

も しれ ない 。

4 ． 結 語 　　ア カ ウ ン タ ビ リテ ィ を背景 と した 「ぶ つ か ら な い 」

　　　　　　　統 制 シ ス テ ム と 「お 世 話モ
ー ド」

　 こ こ まで 述 べ て きた よ うに ， 東京近郊 に位 置 す るA 校で は ， 生徒 とぶ つ か る こ と

な く 「お 世話」 しなが ら学校や 教室 に収容す る生徒対 応の 文化が 構築さ れ て お り，

一
見， 伊藤 （2002）の 指摘す る 「学校の コ ン サ マ ト リー化 」が 進行 して い る よ うに

見 え る。 しか し 「コ ン サ マ トリー化」だ けで は ， 学校空間 を維持す る こ とは難 しい 。

A 校 に は ， 秩 序維持 と い う課題 に対 して 立 番 ・巡 回 ・5 分 カ ウ ン ト制 な ど直接 「ぶ
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図 1　 学校の 生徒指導 シ ス テ ム と

　　 個 別 教 員の ス トラ テ ジ
ー選 択

つ か らな い 」統制 シ ス テ

ム が
， 同時 に構築 さ れ て

い た 。 あ らか じめ規 準が

外部化 されて い る た め に ，

個別 の選択的な ス トラテ

ジ ー と して 「お 世話モ ー

ド」 が有効 に機能 して い

る の で あ る 。 全教員 に確

認 され外部化 され た 客観

的 シ ス テ ム と選択 的な個

別 ス トラ テ ジー
の 併存 が ，

教員集 団の 指導に 幅 を生

み ， 逸脱 しがち な生徒 を

状況に 応 じて コ ン トロ
ー

ル す る こ と を可能 に して

い る （図 1）。 最初 に設定

した 問 い に 即 して い うな

ら
， 首都圏「教育困難校」

に お い て は ， 管理教育批判 や 「個性化」 「心の 理解 」と い う政策の 影響 を受 け ， 表面

的 に は学校の 「コ ン サ マ トリー
化」が進 行 して い る よ うに 見 え るが ， そ の 前提 に は ，

直接 「ぶ つ か らな い 」統制 シ ス テ ム が 強固 に存 在 して お り，
こ の シ ス テ ム に お い て

は
， 樋田 （1999）が 指摘す る の と は異 な り， 生 徒の 個別性 は ほ とん ど考慮され て い

な い
。

　以上の よ うな統制 シ ス テ ム や 「お世話 モ ー ド」が採 用 され る背景 に は， ア カ ウ ン

タ ビ リテ ィ の 問題が あ る 。 A 校 の ある東 京近郊 に お い て は ， 地方 と比 べ
， 学校 や教

員 の権威が 相対的 に低 下 し
， 公務 員に ア カ ウ ン タ ビ リテ ィ を求め る 意識が 高い

。 逸

脱行為 に対 す る特別指導 の 内容 や進級 に 関わ る判断に つ い て ， 保護者か らの ク レ ー

ム が 常に生 じ うる状 況 の 中で ， 教員 は ， 「ぶ つ か らず」 「説 明 しや す い 」 こ と を重視

し ， 欠課時数 と い う数字 を媒介 に して生徒や保護者 と関わ っ て い る 。 欠課時間数 は，

統制の 道具 で あ り， 説明 の 道具 な の で あ る 。 制服 を着な い こ とや 授業中に 食事 す る

とい う行動 を その 場 で 厳 し くとが め て 改善 さ せ る の で は な く， 注意 し て 従わ な けれ

ば欠課時間 と して カ ウ ン トし， 欠課時 間数に よ っ て 単位の 修得や 進級 を判断 す る と

’04

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Japan Society of Educational Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Soolety 　of 　Eduoatlonal 　Soolology

　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　 「お世話モ
ー

ド」と 「ぶつか らない 」統制シ ステム

い うシ ス テ ム を明示 す る こ と に よ っ て ， ゆ るや か に 統制す る 。 そ して ， 欠課 時間数

と い う数字 で 進級や 卒業を語 り， か つ 「お 世話」 の 姿勢 を見 せ る こ とで ， 生徒や 保

護者 の納得や 合意 を引 き出そ う とす る 。 しか し実態 をみ るな らば，

一
見中立 な数字

の 後ろ に ある生徒の 状況や 個性 は大 き く異 な る 。 中学時代 か ら不登校の 傾向が ある

生徒 ， 家庭的 に 困難 な状況が あ る生 徒 ， 授業中 に 隣の ク ラス の 友達 と遊 び た い た め

に 教室 を出た り入 っ た りす る生徒な ど， さ まざまで ある 。 だ が ， 個々 の 事情が考慮

され る こ とはな く， 欠課時間数 な どの 数 値で
一

律 に生徒 の 進級 や 卒業 ， 原級留置が

決 め られ て い く。 金子 （2003） は 「説明責任」が 教員の 評価行為 を変質 させ る可能

性 を指摘 して い るが ， 生徒指導の 文 化 に お い て も ， ア カ ウ ン タ ビ リテ ィ を求 め る教

育 改革 の 方向性 は
， 処遇 の 画

一
化 とい う意図 しない 結果 を生 ん で い る と い え る 。

　生徒指導シ ス テ ム 全体の 中で見 る と き， 「お 世話モ ー ド」は ， 設 定され た規準 （ハ

ー ドル ）そ の もの に つ い て 疑念 を抱か せ る こ とな く， 要求 をオ ブ ラ ー トに くるみ つ

つ ， 最終 的 に は 統
一

の ハ ー ドル を跳 ばせ て い くた めの 姿勢 で あ る 。 それ は ， 個別性

の 尊重 とい う以 上 に 「人 間関係」 を保 ち つ つ 秩序 を維持する た め の 個別 の 教 員の サ

バ イバ ル ・ス トラ テ ジ ーだ と言 える 。 シ ス テム が設定す るハ ー ドル を跳 べ なか っ た

と き， 生徒 は しずか に 学校を去 っ て い く こ と に な る。
A 校で は ， 入 学者の うち 2 〜 3

割の 生徒 が 中退 す る 。 む ろ ん ， 中退 の 主 た る原 因 を生徒指導 シ ス テ ム に 求め る こ と

は適切 で はない 。 進学率の 向上か ら動機 を欠い た ま まの 高校進学 が増 えて い る こ と

が 大 きな要因 と して あ る 。 しか し， 「や さ しい 収容所」で あるだ け の 場所 な らば ， 他

に 居場所 の み つ けやす い 都市 で は ， 生徒 を学校に 引き止 め る こ と は難 しい だろ う 。

　経済状況や家庭状 況か ら高校 卒業後 も進学 で きな い 生徒 が 多数 い る の が ， 教 育困

難校で あ る。 多 くの 生徒 は卒業後何 らか の 仕事 を し， 自分 で 収入 を得 て 生 きて い か

ざ る をえ ない 。 困難 校 は ， 「自立」とい う高等学校 に求 め られ て い る課題 をよ り真剣

に 引き受 けなけれ ばな らない 位置に ある と い え よ う。 だ とす れ ば ， 「統制」の意味は

学校の 秩序維持の側 面か らだ けで な く， 社会人教育 と して の 側面か ら も語 る こ とが

で き るの か もしれない 。 A 校 は ， 現在 キ ャ リア教育 に重 点 を置 き は じめ て い る 。

　本論文 は， 首都圏の
一

公立高校 を フ ィ
ール ドと した 質的調 査 に よ っ て ， 2000年代

の 生徒指導の あ りよ うに つ い て分 析を進め て きた 。 した が っ て ，

一
定 の 限界 を有 す

るデータ に 基づ く分析 で あ る 。 また
， は じめ に 述 べ た よ うに ， 生 徒指導 の文化 に つ

い て は地域的な差異が 大 きい と考え られ る 。 そ れ らをふ ま えた上 で ， 本論文 は ， ア

カ ウ ン タ ビ リテ ィ の 強調 や教員 の 権威 低下 ， 生徒 の 「顧客化」 な どの 点か ら時代 の

先端 を進 む首都圏に お い て
， 公 立高校の 教員集団が

， 学校の 秩序維持の た めの シ ス
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テ ム とそ れ を前提 とす る個別 の ス トラ テ ジー をい か に構築 し て い るか ， そ の 典型 的

な ひ とつ の あ りよ う を示 した もの で あ る 。 本論文 に示 され た 調査対 象校の 文 化 は ，

社会 と学校 との 関係が 変化 し つ つ あ る中で ， 限 られ た資源 と人員で ， 多 くの 生徒 を

抱 え ， 学校 とい う制 度的空間 を維持 す る た め に編 み 出 され た ， 新 しい 教 員文化 だ と

い え よう 。 社会 との 関係の 中で ， 教 員文化 も揺れ動 きつ つ 変容 して い る。 今後 ， そ

の 変容 を とらえ る に あた っ て は ， 個 々 の 教員 の と る ス トラ テ ジーの み な らず ， そ の

背後 に あるシ ス テ ム まで 含 ん だ組織文 化全体 を視野 に入れ る こ とが 不可 欠で あ ろ う。

〈注 〉

（1） 現在 ， 学 区は存 在 しな い が
， 旧学 区で は最 も学力が 低 い とされ た学校 。 B 県で

　 す す む高校の 再編統合の 対象に な る と の 風評 も
一

時あ っ た が ， 近隣の 下 位校 同士

　 が統合 ， 総合高校 へ と衣 替 え さ れ人 気が 上 昇 す る 中 ， A 校 は普通科高校 と して 存

　 続 した 。 偏差値 で は 地域 で 最底 辺 と さ れ る A 校だ が
， 定時制で も通信制 で もな い

　 普通 科で 通 学の 便 も悪 くな い た めか ， 2006年度入試 の 倍率 は 2 倍 を超 えた 。

  　多 くの 生徒が ア ル バ イ トを して お り， 家計 を補助 して い る者 もい る 。

〔3） IC レ コ ーダー を使 用 。 た だ し ，
1名 に つ い て は フ ィ

ール ドノ ーツ の み。

（4） 具体的な 指導 内容 は3（3）d に 詳述 。 学校全 体 の会議 に か か る特 別指 導 に 対 して ，

　学年単位で 判断 し反省文 を書 か せ る等 の指導 は ， 区別 して 「学年指導」 とい う。

  　原級留置 と は ， 進級 さ せ ずに も う
一

度当該学年に 在籍 させ る こ と
。

  　家庭謹 慎中は ， 指 導部 お よび各教 科か ら出 され た課題 を こな す こ とが 求め られ

　 る 。 課題 は ほ と ん ど の 場合 ， 教科書 や 資料の 書写で あ り， 課題 を こ なせ な けれ ば

　所 定の 日数 が過 ぎて も謹 慎 は解除 され ない
。

（7） こ れ を 「写経 」 と呼ぶ 教員 も い る 。 生徒 の 多 くは ， ノ ー トを写 して 出 し さ えす

　 れ ば い い の だ と考 えて お り， 説明 して い る教員 に対 して 「そ こ
， じゃ まだ よ ， 見

　 えね 一だ ろ ， どけ よ」 な どの 声が 生 徒 か ら発せ られ る 。

（8）　 1 ， 2 年次の 数学 と英語 は ク ラス を半分 に 分 け15人程度 で行 っ て い る 。
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ABSTRACT

  
"Osewa

 Mode"  and  
"Control

 Systems to Avoid  Conflict with

 Students": Teachers' Culture of  Student Guidance and  Keeping

 Order in a  Low-ranked  High  School against  a  Background  of

                         Accountability

                                                  YOSHIDA, Miho
                                    (Graduate School, Chuo  University)

            1-20-8-403 Edaminami,  Tuzuki-ku, Yokohama,  224-OO07 Japan

                                        Email: HZW05115@nifty.ne.jp

  This paper  examines  the control  system  of  secondary  schools  and  teachers'

survival  strategies  in the  2000s, a  time  known  as  an  era  of  accountability,

through  an  ethnography  of  a low-ranked high school  in the metropolitan  area.

  Student guidance  and  maintaining  school  order  are  important tasks  for

Japanese teachers.  The  culture  of  administration  in secondary  education  has

changed  over  time. In the late 1990s, a  
"counseling

 mentality"  and  
"internal

understanding"  were  emphasized  in student  guidance  rather  than  administering

the  exterior  aspect  ef  students,  under  the system  of  
"hann'

 

'dyoileu",
 until  the

1980s. Earlier papers  indicate that there was  a  process of  
"consummatorization

of  schooling."  How,  then, is order  maintained  in schools  in the  2000s? The  main

data for this paper  were  gathered from April 2005 to August 2006.

  Participatory observation  and  interviews were  carried  out  to describe the

control  system  under  which  teachers avoided  conflict  with  students.  For  exam-

ple, teachers kept discipline indirectly by recording  absence  times in five-minute

units,  The  maximum  period of absence  for receiving  credits for the class was

made  known  to students  who  were  considered  problematic and  who  tended to

miss  class.  Some  inappropriate behaviors, such  as  failing to wear  the school

uniform  and  eating  in class,  were  also  dealt with  as  absent  tirne. In this way,

teachers were  able  to keep their classes  in order  and  avoid  conflicts  with

students,  Teachers often  behaved gently and  kindly, supporting  the students

under  the assumption  of  this count  system.  In this paper, this behavior by
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teachers is called  
"Osewa

 rnode,"  with  osewa  meaning  
"caring"

 in Japanese. The

teachers  used  this strategy  to conceal  their authority  to set  rules  and  to keep

order  in a way  that avoided  conflicts  with  students.  They  soothed  students  with

gentle behavior and  familiar words.  They  often  directed students'  attention  to

the absent  time  count  and  advised  them  to attend  classes  with  a proper attitude.

This  strategy  was  transmitted to other  teachers  through  group  interactions. The

school  kept order  through  a  
"Control

 system  to avoid  conflict  with  students"  and

the "Osewa
 Mode,"  which  is an  individual strategy  based  on  that system,  On  the

other  hand, this system  and  strategy  fits well  into an  era  of  accountability.

Teachers often  gave  notification  to parents of  the  numerical  value  of  the absent

time  count,  This  made  it easy  for teachers to justify their treatment of  students

te their parents.

  Teachers' culture  differs by regions.  Therefore, there  are  some  limits to the

usefulness  of  the descriptions in this paper, as  they would  differ in different

teachers' cultures  in rural  areas,  However, the  metropolitan  area  tends to lead

in the areas  of  accountability,  loss of  teachers'  authority  and  
"consumerization

of  schooling,"  Thus, the "Osewa
 Mode"  and  

"Control
 system  to avoid  conflict

with  students"  in this ethnography  in the  metropolitan  area  may  show  important

characteristics  of  teachers' culture  in the  2000s.
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