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教職の病理現象にどう向き合うか

　　　　　教育労働論の構築に向けて

油布　 佐和子

【要旨】

　教職における病気休職者増加を説明する理論が見 当た らない 理由の
一一

つ は，

教 職を公務労働 （教育公務員）と して 認識する視点が欠落 しているこ とによる 。

　本論文で は，第
一

に ，感
ll

青労働論
・ケア ワ

ーク論 を手 がか りに，共同体で営ま

れて いた 〈人 を育てる〉とい う活動が職業となる こ とにつ いての問題を ，クライ

ア ン トとの 関係とい う点か ら検討する。そ こで は，教育的な関係や言説に おい て ，

絶えず情緒や感情が重視されるこ との理由が示され る 。 第二 に，そ う した 子ども

との教育的 関係が，公務員と して雇 われて 働 く 「労働過程」のなかに おか れて い

る こ とに起 因する問題を，感情労働論の議論を借りて考察する 。 そ して 第三 に，

現在の新 自由主義的な改革の 中で ，公務員改革の一貫 と して進め られて い る教職

の 様々な改 革が，教師の教育活動を変容させ て いるこ と， しか しなが ら第四に，

こ う した趨 勢に対応する抵抗主体として の教員集団が存 在 していない ことの問題

を指摘する 。

　病め る教師の増加は ，教育とい う活動を共 同体 的な 「教師
一

子 ども 関係」の 認

識に と どめ，「教育労働」に無 自覚 である ことや，「小さな国家」へ の移行によ っ

て教育労働が変容 して い るとい う現状を認識 できない ことのなかで ，自らに過重

に責務を負わせたこ とか ら生 じて いる といえる 。

　教育 社会学にお ける教師研究は ，教師 がこ う した状況や構造を俯瞰する視点を

提供 するとい う点で 、他の 教師研究 と差異化 して展開され るべ き だろ う。

　キーワー ド ：感情労働，ケア ワ
ーク，公務労働，新自由主義的改革，中間集団

　 と しての教師集団

早稲 山大学
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問題 の 所在

　毎年 12 月に 発表される 「教育職員に 係る 懲戒処分等の 状況 に つ い て 」調 査で は
，

平 成20年度 の 病気休職者 は8578人， うち精神疾患 に よる 休職者数は5400人で あ り，

実数で も ， また 「在職者 に 占め る休職者 の 割合1 や 「病気 休職者 中の 精神疾患 に よ

る 休職者の 割合llで も， 過去最高の 値 に達 した （文部科学省　2009．12．25）。 うつ

病傾 向を示す 教 師 の 割合 は，民間の Z．5倍 に上 る こ と も報告 され て い る
m

。

　 また こ の 数 年 ， 毎年 3 万 人程 度の 教師が 離職 して い る が
， 定年退職や 勧奨 退職 以

外の 退職者の 増加が 目立 っ て お り，平成 18年度で は 中学校 と高校の 離 職 教 師の ほ ぼ

半数が ， 「病気 の ため」 「転職 の ため 」等 々 の 理 由に よ る もの で あ っ た
［Z）

。若年退職

者の 増 加 が問題 とな っ て い る 地方 も多 い
t3）

。

　 こ の よ うな統計は
， 教職が 現在置か れ て い る 深刻な病理 を反映 L て い る 。 しか し

なが ら， こ うした問題 の 原 因解明や 解決 に 寄与する ような社会学的な研 究は
， ほ と

ん ど見当た らな い
。

　「情緒的消耗」 「脱 人格化」「個 人的達成感の 低下 」 とい う心 身の 消耗状 態 を， バ

ー
ン ア ウ トとい う概 念で 示 し，こ の よ うな状況の 解明 に 取 り組 もう とす る研究が あ

る 3Maslach らに よ っ て 開発 され た尺度 を用 い て 複数の 実態調 査 も行わ れて お り，

大阪教育文化セ ン ター
調査 （1996年）で は，予 備軍 も含め る と 6割 を超 え る教師が

何 ら か の 問題 状況 に あ る と警告 して い る。 しか し，す で に 指摘 した よ うに （油 布

2009）， こ うした 研究 の ほ とん どは病 理 現 象の 実態把握 に 終始 して い る 。 また ， 原

因探求 を意 図す る研究 に お い て も， 研 究者それ ぞ れが ，職場 の 人 間関係 ， 了
一
ど もや

保護者 との 関係，業務の 多忙化 とい っ た 多様 な領域 に その 原因が ある と い う仮説 を

立 て
， そ れ を検証 す る もの に な っ て い る た め，結局の とこ ろ 「職務に係 るあ らゆ る

こ とが ス トレ ス や バ ー
ン ア ウ トに つ なが る」 と い うよ うに ，

ほ と ん ど何 もわ か らな

い の と同 じ状況に 陥 っ て い る
〔V
。教 師の ス トレ ス研究 ，多忙研究 も， 多 くは 似た り

寄 っ た りの 状況で ある 。

　教 職 の 病理 現象が
， 「学校 ス トレ ス 」の 高 ま りと， 「教師の や りが い 感 」 の 低下 と

して 現れ る こ と
， そ の 原 因 は 「教 育実践環境の 変化」「期待 され る教 育内容 ・活 動

の 変化」「勤務条件の 変化 」 と い う三 つ の 変化が 同時に 起 こ っ た こ とで あ る と指 摘

す る 河村の 研究は
， 社会的 状況 ・制度的状況 とい うマ ク ロ な状況 と 「教職 の や りが

い 感」 とい う主観的 な側面 の 両方に 目を配 り，教職の 病理現象の 全体像 を捉 えよ う

と して い る点で他 の 多くの 研究 と区別 され る （河村 　2006）、， しか しそ れ に もか か
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わ らず ， や は り肝心 な点は 曖昧 な ま まで あ る 。

　第
一

に ， 教 師を追 い 込む よ うな社 会状況の 変化とは何か
， それが なぜ 起 こ っ たの

か に つ い て は言及 して い ない 。 「教育実践環境の 変化」「期待 され る教育内容
・
活動

の 変化」「勤務条件の 変化」が ， そ れ ぞ れ個 別に教職 へ と襲 い か か る外圧 で ある か

の よ うに把握 されて い る た め ， ど こ に も打 つ 手が な い よ うな印象を与える 。 第二 に
，

教師の 卞体的な側 面に つ い て の 言及 も， 隔靴掻痒の 感が否め な い 。社会的 な状況が

変 化 して 教 師の や りが い 感 に影響 を与 える な ら ば，沈滞ム
ー ドや 忌避 感情が 蔓延す

る と考え ら れ る が ，現場か らの 報告 は 必ず しもそ うで はな い 。 ス トレ ッ サ ーに よ っ

て ス トレ ス 反応が 強 まっ た時 ， 教 師は そ れ を回避 する ため， 多忙 を招 くこ とが わ か

っ て い る に もかか わ らず，生徒 との 関係に の め りこ む とい う指摘 す ら存在する か ら

で あ る （斉藤　2004）。 社会状 況の 変化が ， その まま直線 的に 教師の 病理 現象に つ

なが るわ けで は な く， 困難 な状況 に 置かれ た とき， 自らを追 い 詰め る よ うな形で 教

師は その 困難 に対応 しよ うと して い るの で ある 。 なぜ この よ うな状況が もた ら され

る の か に つ い て は
， 納得の い く説明が 見当た らな い

。

　一
体教職 に 何 が起 こ っ て い る の か 。 本論 文で は

，
こ う した教 職 の 病理現 象に つ い

て理 論的 に検討 し， 病理 の 原 因を構造 化 して 捉 える こ とを第
一 の 目的 とす る 。 以下

の 章で は ， 近接 領域で の 研究成果 を検討 しなが ら こ の 疑問の 解 明 に取組 む こ ととす

る 。 第二 に ， それ を臨床教育社会学 的な視点か ら考察 し，問題解 決の
一

助 と した い 。

1 ． 疎外 の 新 しい 形

1．1． 感情労働論一 労働過程の 三 極構造 と心の 商品化
一

　教職 の 病 理 現象 を考 え る時 に，「感情 労働」の 議論 は有意 義で あ る 。

　感情労働論 の 読 まれ 方は 多様で あ り， や や もす れ ばそ れ は
， 〈労働者が 有する 技

術や知識の み な らず ， 感情が 重要な役割 を果た す〉 とい うよ うに ，顧 客 との 感情の

交流 に 重 点を 置 い て 読 まれ が ちで あ る。 しか しなが ら こ の よ うな読み 取 りは
， 感情

労働論 の 重 要 な知 見を看過す る こ とに つ なが りかね ない
。 感情労働論で 何よ りも重

要 な の は ， 顧 客 を相 T・に した職業従事者に 生起す る 問題 を， 〈労働〉 とい う観点か

ら検討 す る概 念を提供 した こ と，そ して 新 しい 労働疎外の 形 を明確 に描 き出 した点

に あ る ，

　感情労働 とは ， 接 客サ
ー ビ ス に携わ る 人が

， 顧客 の 中 に 適 切 な精神状態 を作 り出

す こ とを目的 と して ， 自分の 感情 を抑えた りあるい は高めた りする よ うな感情管理

を行 うこ と を指す 概 念で ある 。 なぜ その ような感情 管理 を行 うか と い えば ， 労働 者
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が 顧客 と向 き合 うサ ービス とその 応答の 現 場全体が，雇用者の 統制の 中 に置 かれ て

い るか らで あ る u そ こ で は
， 労働者 自身の 感情が ，提供 され る サ ー ビ ス の 一

部 とな

り， 労働 者は職務 と して 表層 演技や深層演技 を行 い
， 顧客の 満足 を引 き出 して， 自

らの 労働 対価 を高め る こ とに努 め ね ば な らな い 。 また こ の とき， 労働 者 の 感情管理

は
，

フ ァ
ー

ス トフ
ー ドの 接客 に 顕著 なよ うに ， 雇 主の 側の 感情規則 に則 っ て 行使 さ

れ る 。 以上 が 感情労働の骨子で ある r，

　製造業 に 見 られる雇用 者 ・管理 者一労働者 とい う二 極 関係で は
， 現 代の 多 くの 労

働 問題 を語 る こ とは で きな い
。 なぜ な ら ば現 代社 会で は

， 管理 者一
労働者

一
顧客 と

い う三 極 関係 を基 盤 に した 労働過 程が 中心 に な っ て お り，
三 人の 当事者が，接客行

為 を中心 に 各 自の 利害 を追及 して ， 他 二 者 の統制 を試み よ うとす る複雑 な関係が 展

開 され て い るか らで あ る （鈴木 　2006）。

　と こ ろ で ，教職が葛藤 をは らむ職業 で あ る こ とは
， 既 に複数の 研究で 指摘 され て

きた 。 畠山は ， 官僚制組織の 末端で 働 く第
一

線労働者が，対面 して い る顧 客 へ の サ

ー ビス と
， 官僚 制組 織の

一
員 と して 要求され る 職務 との 問で起 こ る矛盾の た め に

，

日常的に葛藤 に さ ら され て い る と述 べ た 。 そ して よ り困難な 矛盾に直面 した とき，

第
一

線職 員はそ の 葛藤解決にあた っ て ，顧客の 望む よ うに で は な く組織の 要求を行

使 して し ま う こ と を指 摘 し， そ れ を 強権 的 善 意 と い う概 念 で 表 現 し た （畠 山

1989）。 また，P．　Woods は ，サ バ イバ ル ス トラ テ ジー とい う概念で ， 教師が 様 々 な

問題 に直面 した時 に ， そ の 問題 に対処 す る判断の 基準 とするの は ， 教職 を続 け る こ

とが で きるか どうか とい う視点 で ある こ とを示 した 。
い ずれ も 「顧 客に 対面 して い

る 自分」 と 「雇 われ て い る 自分」の 間 に生 まれ る 葛藤状況 を示 して い る 点で ， こ れ

らの 指摘 は共通 して い る 。 しか しなが ら， こ れ は 管理 者　労 働 者一顧 客 とい う三 極

関係の 中で
， そ の 要 と し て 存在す る教師の 葛藤 を示 した に と どまる，，ある い は， そ

の 葛藤の 中 で 何 とか 生 き延 びる 方法 を探 る教師の 状況 を表 した に す ぎな い
。

　重要 な こ とは ， 感情労働論が 示 した よ うに，労働者 と顧 客が 向 き合 う労働過程総

体が管理者 の 統 制の 下に 置かれ 、 搾取　被搾取の 構造 をもち， 労働 者の 労働が搾取

され る もの とな っ て い る と い うこ とな の で あ る 。

　したが っ て また， こ の 三極関係 の 中で は 「仕事で 生 き延 び るた め に， 19世紀の 工

場労働者が 自分 自身の 肉体 と肉体労働 を精神的 に分離 す る必 要が あ っ たの と同様に
，

感情労働 者は， 白分の 感情 と感 情労働 を分離」せ ざる をえな くなる （Hochshild、　A ．

R．1983）。 例 えば ，感情労働 者は，職 務 と して 課せ られ た 役割に過 度に
一

体化 した

り， 「演 技」 して い る 自分 を誠実で ない と自らを非難 した り， 職 務 に演 技が必 要 な
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こ と を認め た冷笑的な態度 を と っ た りする よ うに な るの で あ る 。 こ の よ うに，現 代

の サ
ー ビ ス 労働 に お い て は ， 労 働者の 肉体ばか りで は な く感情まで もが搾取の 対 象

となる，：

　労働 者 は心か ら顧客 に こた えた い と思 っ て 日 々 の 職務 に励 ん で い るが ，そ の よう

な行為は雇用者の 統制 の 下 にある ため ，雇用者側が利益 追 求に 走 り， 感情労働過程

の 合理化 （高速化） を急 速 に 進 めれ ば
， そ れ は燃 え尽 き現象を招 くの で あ る （三橋

2007）。

　教職の 病気休職の 増加 は
， 何 よ りもこ うした 〈労働 〉の 観点か ら考察 され る べ き

で あ ろ う 。

1．2． 新 自由主義的 な改革 ・成果主義の導 入

　さて ，労使関 係 とい う観点か ら見 た とき， 教職 は どの よ うに把握 され る で あろ う

か 。

　ホ ッ ク シ ール ドは ，感情労働 をキ ャ ビ ン ア テ ン ダ ン トな どに 代 表 され る接客サ ー

ビ ス 労働 を念頭 に論 じて お り， 医者や弁護士，保育者は 除外 して い た。なぜ な らば ，

医師や 弁護士な どの 専門職 は ， 職業的 な自律性が あ るた め
， 管理 者　労働者 と い う

統制の ラ イ ン に馴染 まず， 雇用 者／管理 者を想定せ ず に顧 客 に 向 き合 うこ とが で き

る とみ な したか らで あ る 。

　とこ ろ で 教職 に つ い て は
， 専 門職 の 要件 で ある 自律性の 獲得 が不 完全で ある た め，

医師や 弁護士 と は 区別 され て， 「準専 門職」「半専 門職」 と位置 づ け られ て きた し ，

またそ の ため に ， 専 門職化 を語 る こ とが 研 究の 上で も中心 的 な課題に な っ て きた歴

史が ある 。 しか しそ うした議 論の 中 で ，我が国の 90万 人の 公 ，Z学校教師が ，地 方公

務 員 であ り公務 員法制下 に おか れて
， 行政 に よる公 共サ ー ビ ス の

一
構成 員 と して 存

在 して い る こ とを，や や もすれ ば看過 しが ちだ っ た の で は ない だ ろ うか 。

　また ， 少な くと も1970年代 まで は 日常の 仕事の 中で は官僚制構造 を意識す る こ と

もな く仕事 に専念 して きた と い われ る よ うに （新堀　1973p ．11），教師が 公共サ

ー ビス の
一

員で あ り， 官僚制的統制 の 下 に ある と い う こ とが 議論 の 俎上 に載 らな い

で 済 む ような状況が 存在 して い たの か もしれ な い 。小 中学校教員の 場合，多 くは20

人前後で 日常的活動 を行 っ て お り， 学習指導 要領の 変 化 を除 けば，教育改革や 教育

委員会 ， 文部省 （当時）の 管理 ・監督が， 自 らの H 常の 教育活動 に大 きく影響 を 及

ぼ す 「外圧」 として 感 じ られ る こ とは少なか っ た と考えられ るか らで あ る 。

　 しか しなが ら近 年，公 共 セ ク ターに は 大 きな地殻変動が起 きて い る 。 「大きな政
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府」の 財政破綻の た め に，「小 さ な政 府」へ と舵取 りされ，その
一貫 と して 公務 員

制度改革が 着手 され て い るか らで ある 。規制緩 和
・市場原理 の 原則が 公 共セ ク タ ー

に まで 浸 透 して お り ， 教 員 政 策 に もそれ が反映 され て い る 。 「21世 紀新 生 プ ラ ン 」

に 示 され た教 員政 策 に したが っ て ， また，「新 しい 時代 の 義務教育 を創造 す る」 に

よ っ て ，教職 は驚 くべ きス ピー
ドで 改革 を迫 られ ， 教員評価制度の 導入 ， 職階制の

整備 ， 鍋蓋型 組織か らの 脱却 を目指 した学校組織の 変革な ど
， 改革が 矢継 ぎ早 に実

施に 移 され て い る 。

　特 に 評 価制度の 導 入 は 見逃 す こ とが で きな い 。 予 算 を付 け て 教 育の プ ロ セ ス まで

管理 した
，

以 前の 教育政 策 と は異 な り，評価結果が 予算の 多寡 に 影響 を及ぼ す よ う

な仕組み に変 わ りつ つ あ る 。 お 金をか けずに ，国家は公的 セ ク タ
ー

の 隅 々 に まで 続

制 を徹底す る こ とが 可能 になる とい う，
い わ ゆ る評価 国家が その 姿 を現 しつ つ あ る 。

　 い ち早 く新 自由 主義的 な改革が 進行 した イギ リス か らの 報告に は，先行 した こ の

よ うな姿が 生 々 し く表現 され て い る 、 S．　Ba11は ， 数値 に よ っ て 業績が示 され る よ う

に な り，その ため に 日常 活動 には 貢献 し ない よ うな成 果物が 提 出され た り，業績操

作や 偽装が 行 われ た りす る よ うな状況 が 生 まれ て い る こ と を指摘 し， 「活動 の 中で

の 献身的 な関与や 良識や 確か さと い っ た もの が ，印象や 業績 の ため に 犠牲 に され て

い く1 と述べ て い る （S．Ball　2005＞。

　 もはや ， 顧客 二 子 ど もと牧歌 的な関係の 中で 教育活動 を営ん で い た昔の 姿を ， 現

在の 教 育現場 に探 すこ とは難 しい 。教 職 の 病 理 の 原 囚の 主た る 要因は， こ の よ うに

教 師の 労働が ， 明確 に 国 家的管理 の ドで 再編 されて い る とこ ろ に存在 して い る の で

はな い だろ うか 。

2 ． 教育労働の特徴

2．1． ケ ア ワ ー
ク／ の め りこみ の 源 泉

　 とこ ろ で ，ホ ッ ク シ
ー

ル ドが 念頭 に お い て い た の は ，顧 客 との 関係が， 多 くの 場

合 ， 短時 間 で の か つ
一

回性 の接触 に特 徴 づ け られ る マ ニ ュ ア ル 化 され た接客サ ービ

ス に お け る労働者で あ っ た 。

一
方， 教職 は

， 毎 日長時間か つ 長期 間 に わ た っ て顧客

で ある子 ど もと向 き合わね ば な らな い r．クラ イア ン トに向 き合 うとい う点で は同 じ

で あ っ て も，当然の こ となが ら，教職 と接客サ ー ビ ス に 従事する マ ニ ュ ア ル ワ
ーカ

ーで は
， その 関係 は異 な っ て くる 。 た とえば，「表層演技」「深層演技」は，教 職 の

場合か え っ て 問題 を引 き起 こ しか ねな い 。長期 間 にわ た る接触の 中で は 「相手や 自

分 をだ ます 『演 技 』は か えっ て 信頼関係 を損 ね ， あ る い は
……

感情労働の 質を阻害
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教職の病理現象にどう向き合うか

す る こ と に つ なが りか ね ない 」か ら で あ る （西 川　2006，p ．5）。長期 間演 技 し続

ける こ とはで きない し，長期 間欺か れ続 ける こ と もな い にちが い ない
。 労働が搾取

されて い る とい う点で は 同 じで ある に せ よ ， ク ラ イア ン トとの 関係の 質の 違 い を踏

まえて ，
こ こ に は さ ら に検討すべ き課題が あ る よ うに 思 われ る 。

　教 職 は
， む しろ

， ケ ア ・サ
ー ビス や ケ ア

・
ワ

ー
クで 論 じられて い る 内容 に近 い 特

性 を持 つ こ とに注 目 した い 。

　こ こ で 言 うケ ア とは
， 世話や

， 配慮， 関心 とい っ た語 義 を含む極め て 広範な意味

を持 つ 概 念で あ り， 相手の 「生」 の 問有性 を尊重 しなが ら 「気遣 い をす る」 こ と を

指 して い る （三 井　2004， 広 井 　1997）。 広 井 は ， 河合隼雄 の 議論 を受 け て ， 「切

る」こ と を主 とす る父性原理 に対す る 「包む」 こ とを主 とす る 母性原 理 の 考 え方が，

こ の
「
ケ ア 」の 意味 に 近 い こ と を指摘 した （広 井 　1997，pp ．38〜4D 。 こ れ は ま

た ， 人 間が 他者 と関係 を もちなが ら生 きる共同体の 中に古 くか ら埋 め込 まれ て きた ，

成員相互 の くか か わ りあ い 〉を さす用 語で あ る ともい え よ う “．他 者 を代替不 可 能な

問体存在 と して 承認 し， その 他 者 と応答 供 感
・
共鳴）の 関 係 を形 成す る こ とで あ

る と指摘 され る よ うに （出中　2004）， こ の 関係 は，私的 で 濃密 な もの で ある v

　 とこ ろ で ，社会の 近 代化の 過程で
， 共同体 に 含 まれ て い た様 々 な機能 は分化 し，

共同体の 生 活か ら外化 され ， ある もの は 職業の 領域 に位置づ け られ る よ うに なる 。

そ の 際 ，
こ の よ うな くか か わ りあい 〉が サ

ービス とい う領域 の 中に 持ち込 まれる な

らば ， ク ラ イア ン トとの 関係は
， そ の 原 型 を色濃 く残 した もの に な るの は 当然で あ

ろ う、，

　広 井 は ケ ア 産業の 特徴 を次 の よ うに三 点に まとめ て い る ；

　 1）「相互性 」；サ ー ビス の 提供者 と受 け手 （二消 費者） と の 問 の 「相互 作用 （イ

ン タ ラ ク シ ョ ン ）」そ の もの に意味や 価値が ある こ と ， 2）「時問 」 とい う要素の 重

要性 ；サ
ー ビ ス の ア ウ トプ ッ トの み な らず，サ ー ビ ス が 提供 され る その 過程で の

「時間」 とい う要素が重 要 で ある と い うこ と， 3 ）「評価 」の あ りか た ；サ
ービス の

評 価 にお い て ，受け手の 満 足度や提供者に 関する 信頼 な ど ， 受け 手側の 要素が 重 要

な意味を持ち ， またそ れが サ ー ビ ス の ア ウ トプ ッ ト （成 果） に も影響 を及ぼ す こ と

（広井　1997
， pp ．140〜141）

　ケ アサ ー ビ ス が，共同体で の くか か わ りあい 〉の 特徴 を残 して い る こ とは， こ こ

に 明確に 見て 取 れる 。
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　教職の 場合に は， こ うした関係 は 〈献身的教師像〉 と い う概 念の 中で 表現 され，

ク ラ イ ア ン トとの 相互 行為の 中で の 充実感や満足感 ， そ して クラ イア ン トへ の の め

りこ み が そ こ に 示 され て い る 。 また ，A ．ハ ー グ リー ブ ズは ， 「教 え る とい う行為

（teaching ）」の な か で の 「情緒性」ある い は 「情緒 的絆」の 持 つ 意味 を強 調 して お

り， さ らに ， 教師 と子 ど もの 絆 の 強調や ，両者間で 交わ され る細やか な感情 の や り

取 りが ， わ が 国 に おけ る 特 徴 で あ る こ とも指 摘 して い る （A ，ハ ー グ リ
ー プ ズ

2000）。 こ うした研 究に 示 され る よ うに ， 教師 と生徒の 情緒的 つ なが りが
， 実態 と

して は もち ろ ん の こ と，規範 と して も今な お基 盤 とな っ て い る こ とが わ か る 。

　す なわ ち，ケ ア ワ
ー

ク の 中で は サ ー ビ ス 提供 者 とク ラ イア ン トの 間に
一

定の 感情

的交流 が存在 し，相手の 応答に よ っ て は， それ が労 働者 に 楽 しさ， 喜び，新鮮 な刺

激的 体験 を もた らす源泉に な っ て い る の で ある 。

　 しか しなが ら ， 四六 時中誰か を思 い や る とい う行為は ， た とえそ の 相手が愛情 を

抱い て い る存在で あ っ た と して も，相応 の 負担 を もた らすの で は な い だ ろ うか 。 ケ

ア サ ー ビ ス で は ， 顧 客
一 人一人 に対す る 「思 い や り」が基 本 に な る が ，他者の 苦 し

み や 不 幸を目の 前に して ，ケ ア ワ
ーカ ーが 「何 とか して や りた い 」「ど うにか しな

くて は 」 と い うプ レ ッ シ ャ
ー

か ら，往 々 に して く共 感疲労〉に 陥る こ とが 示 されて

い る 。 これ は ， ク ラ イア ン トとの こ の よ うな関係性 を示す典型 的な例 で あろ う （武

井 2006）。

　また さらに， こ うした 〈か か わ りあ い 〉が 職業 と して 存在す る と きに は，「特定

の 患者の 心理 的 ニ ーズ に 自らの 配慮が偏 っ た り，逆 にそ れが 患者か ら求め られ る こ

とは
， 葛藤 の 要 因 とな っ て い る 」 （崎 山　2005

， p ．125）と い わ れ る よ うに ，か か

わ りの 固 有性 と平 等性 をめ ぐっ て ，複数の ク ラ イア ン トとの 間で 常 に神経 を張 り巡

らす必要 も生 まれて くる 。

　ケ ア ワ
ー

ク は
， 日常的に 緊張を強 い られ る仕事で あ る とい え る 。

2．2． クライア ン トとの 関係の 特殊性

　介護職や看護職 と比べ た とき，教職 には さらに固 有の 特徴が ある よ うに思 われ る 。

そ れ は ク ラ イア ン トの 特 性 に か か わ っ て 生 じる 。

　第
一

に ， 教 師は 目の 前の ク ラ イア ン トの ニ ーズ に呼応 して の み 働 きか け るの で は

な く，
ク ラ イア ン トの 未来を想定 して働 きか け る こ と ， また ， 第二 に ，働 きか け ら

れ る そ の ニ
ー

ス につ い て ， ク ラ イア ン ト自身は 知 りえない とい う特徴 を持 っ て い る 。

　こ の よ うな特徴 を持つ ため ， ク ラ イア ン トが大人 の 世 界 に無前 提の 信頼 をお い て
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い る と きや ，そ の 代理 人 と も言 うべ き教 師に信頼 を置 い て い る と きに は，提供 され

る サ ービス を受け取 る こ とに 意味があ る と考える だ ろ うが，そ うで ない と きに は，

働きかけ そ の もの が 余計 な こ と と感 じ られ るに違 い な い
。 現 在は

， 教師 と向 き合お

うと しない 子 どもさ え存在 してい る状況 にある 。

　サ ー ビス の 受け手の 側 に， こ の よ うな特徴 があ る と きに は ， 教 師 の 側 の 「共感」

や 1気遣い 」「思 い や り」は様 々 に 屈折す る こ とに な る 。

　教師の 側に
， 何 らか の 理 想や 理 念が あ れば ，体罰 ＝愛の 鞭 に顕 著 に見 られ る よ う

に 「思 い や り」が
一
方向的に 押 し付 け られ る こ とに な る だ ろ うn また，教 師の 側 に

そ う した もの が ない と きに は ， 何 を どの よ うに すれ ばい い の か わか らない 不安 に苛

まれ る こ とに なる だ ろ う。 良か れ と思 っ て 働 きか ける こ とが 悉 く否定され た時 ， あ

る い は無視 され た時 には
， 〈か かわ りあい 〉 の 基本が 崩れ去 る か らで ある 。

　 こ の よ うな不 安か ら逃れ る た め に ，教師は， フ ロ ム が 「自由か らの 逃 走」で 述 べ

たの と同 じよ うな行動 ， す なわ ち権威 へ の 依存 を行 い か ね な い 、．

　筆者た ちが 実施 した 調 査研究
51
で は ，近年の 教師は，多忙感 も高 ま っ て い るが，

教職 へ の 満足 感 も高 ま っ て い る とい う結果が 導か れ た 。 また こ の と き， 満足 感が何

に よ っ て 生 じて い る の か を検討 した と こ ろ
，

た とえば 「学力向上」 とい うよ うな学

校 の 組 織 目標 へ の コ ミ ッ トが，そ れ を左右 して い る こ とが 明 らか に な っ た 。 「何 を

す れ ば い い の かが わ か らな い 」 とい う不 安 に悩 まされ る よ りは ， 雇用者の 要望 や権

威者 の 指示 に そ っ た 努力 をす る ほ うが
，

は るか に楽 なの か もしれ な い 。 目的 を持た

され た教 師は ， 少 な くと も， 不 安や 悩 み か らは 逃れ る こ とが で きる だか らで あ る 。

調査結果に 示 された の は
，

こ うした 「自由か らの 逃走」を体現 した教 師 なの で は な

い だろ うか 。

　 さて ，
こ れ まで の 議論 をまとめ て お こ う。

　「人 へ の か か わ り合い や 配慮」が 職業 となる こ と， 自らの ニ ー ズ を明確 に 意識 し

えな い 子 ど もが ク ラ イア ン トで ある ため か か わ りの 実 態が非常 に 脆 い 現状 に あ る こ

と， さ らに また ， また こ の よ うな 〈係 わ りあ い 〉が 市場化 され 商品 化 され て る こ と
，

さらに は，それ が労使関係 ， 搾取
一

被搾取の 関係の 中に お かれ る こ と ，
こ れ らの こ

とが 総体と して 教師の 病理 を引 き起 こ して い る の で は な い か と考え られ る 。

3 ． 中間集団の不 在 と拘束

　とこ ろ で
， 雇用者 ・管理者に よる 労働の 搾取 とい う問題 が根底に あ る とき， 感情

労働の 高速化 （＝労 働 の 合理化） を進展 させ ない よ うに ，労働者側か ら管理者 へ 圧
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力 をか けて， 雇用者 に よ る搾取 を軽減す る こ とが で きる カを有す る か否か が 決定的

に 重要に なる 。 そ の ため
， 労働 者 に は普通， 自ら団結 して 労働条件の 改善に つ い て

交渉 をす る権利 が保障 されて い る 。 しか しなが ら，教育公務 員で あ る教 師に は ，

一

般 の労働 者に保障 されて い るけ1結権
・
団体交渉権

・
争議権が制限 され てい るか，部

分 的 に しか付 与 され て い ない 。
つ ま り， 教師 に は，民 間企業の 労働者 と異 っ て ， そ

れ に 直接対抗する 于段が 1’分に 保障 され て は い ない の で ある t： 教職員組 合は ， 労使

交渉や労働争議 を行使する民間の 労働組 合 と同様の 機能 を有す とは位 置づ け られ て

い な い し， また ， そ もそ もそ の 組織率 自体年 々 低 ドして い る 。 労働 に対する 管理 統

制が 強化 され て い る ときに ，教職員総体 と して
， そ の 問 題 に 対 処す る抵抗 it体 に 欠

ける とい う非常 に大 きな 問題 が こ こ に は 存在 して い る 。

　 さ らに それ ばか りで は な い
。 口常 の教 育活動が 行わ れ る個 別学 校 レ ベ ル に 目を移

した ときに も，
い くつ もの 問題が 浮上 して くる 。

　第
一

に，職場の 組 織化 の あ り方に 大 きな変化が 起 こ っ て い る こ とを指摘 して お か

ねば ならな い
。 公務 員改 革 を踏 まえ て 平成19年に答 申され た 「今後の 教員給与の 在

り方 に つ い て 」で は
， 教 員給与 をは じめ と した 処遇 の あ り方が検討 され ，そ の 中で

学校の 組織運 営体 制の 見直 しに つ い て も言及 されて い る／一そ こ で は， こ れ まで の 鍋

蓋型の 組織か ら， 副 校長や 主幹 な ど を配置 し， 公 務の 役 割分 担 を進 め る こ とが求 め

られ て い る が
，

こ れ は教育専門的／合議的形態か ら経 営／ 官 僚的形態 へ と組織原理

が変化 してい る と指摘 された こ とが実際に わ が 国で も現 実化 して きて い るこ とに 他

な らない （S，Ball　1999）。 さ らに，職場 に は，臨時的任用 教 員 （常勤講師）の 他，

時間講師などの 非常勤講 師な どが 配置されて お り， それ ぞ れが仕事内容や待遇 をめ

ぐっ て 見解や利 害 を異に して い る 。職場 の 教師 を
一

枚岩 と して は詒 るこ とが で きな

い よ うな事態が生 まれて い る の で ある 。 こ う した 階層 化 は
， 教 師が そ れぞ れ に有す

問題 を共有する こ と を妨 げて い る 。

　第二 に，教 師の 同僚 集団の 問題が 挙げ られ る 。 教師の 労働条件の 悪 化 に対抗す る

基盤 となるはずの 教 員集団が ， 往 々 に して ， 自ら労働条件 を悪化 させ る よ うな文化

を内包 して い るの で ある 。

　最近 ， 或る調 査で 教員養成 の 問題 に つ い て 質問 した と こ ろ ， 自由記述 に次の よ う

な意見が 記入 され て い だ
6：

。

　「……ス トレ ス を溜 め，精神疾患 に なる 教員 も目立 ちます （実際か な りの 人数 が

い る と思 い ます）。 そ の お か げで とば っ ち りも多 く，代わ りに授 業を させ られ る場
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　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 教職の 病理現象にどう向き合うか

合 も多 い で す。 学力だけで な く，その よ うな逆境 に も耐 え られ る教 員を求め て い る

と思 い ます……」 （46歳　高校教師 ・男性） （傍点筆者）

　こ れ は普通 の 教 師の 日常的な 感覚を率直に 表現 した もの で は ない だろ うか 。 確 か

に ， 現実の 教育現場 で は ，

一人 の 休職者が 出れ ば こ の 記 述の よ うな状況が 生 み 出さ

れ る 。 しか しなが ら
，

そ の 解決に 「強 い 教 師」の 養成 を望 む だ けで
，

なぜ 一人 欠員

が 出れ ばや っ て い け な い よ うな 人材配置に な っ て い る の か と い うよ うな 問い か けは

み られ ない
っ

　過労死 や過労 自殺の 問題 に取組ん で い る大野は
， 職場の 集 団が 有す こ の よ うな問

題 を， 日本 的経営 にお け る問題 で ある と して
， 次の よ うに語 っ て い る 。

　「チ
ー

ム ワ
ー

ク に よる 集 団労働 の 職場で は
， 仕事 の 助 け合 い が 奨励 され る が

， そ

の 上 に ， お互 い に手 を抜 か ない よ うにチ ェ ッ ク しあ う相互監視の メ カ ニ ズ ム が働 く。

仲間 同士の まな ざ しが ， 職場の 規範 を作 り上げ盗 ， 各人が そ れぞ れ監視す る主体 と

な り， 同時に 監視 され る 客体 となる 」 （大野 　2005，p ，10）

　か つ て 間庭 は ， わが 国 に お け る集団の 形成原理 を 「日本的集団」 と呼 ん で 分析 し

た （間庭　1994）。 わが 国の 集団は
， 単純丸 ご と結合 を基盤 と して い るの で ，そ の

集 団 を離 れ て は生活そ の もの も成 り立 たな くなる ため ，包摂 と排 除の 日本的な特性

が形作 られ る 。 人 々 は ， 集団 か ら排 除 され ない よ うに常 に気 を配 り， 企業 に お ける

「居 残 り競争」に 典型に 見 られ る よ うに t 誰が 強 い た わ けで もな い の に，互 い に忠

誠 競争 を繰 り返 す の で ある 。 抑圧 者が 特定 され ない 〈日本的抑圧 〉 と い うわが 国固

有の 状 況 が ， 集団全体 に蔓延す る こ とに なる 。 大野は それ を ピア プ レ ッ シ ャ
ーだ と

指摘 して い る が ， 欧米的な概念で は その ニ ュ ア ン ス は うま く伝え られ な い よ うに思

わ れ る 。 誰か ら言 わ れ た わ け で もな い の に ，皆が 皆，同調的な行動 に駆 り立 て られ，

問 題状況 か ら降 りる こ とが で きない で い る 状況が ，わが 国の 集団に はある 。

　わ が 国 に お け る教職の 病理の
一

因に は，労使関係に 見 られ る，雇用者 側 か らの 急

激 な改革 に加 え， それ が 個別の 労働者 に 行使 され る 際の 歯止 め とな る中 間集 団が な

い こ と
， ある い は ， 中間集団が 存在 した場合に お い て も ， その 中間集団の 文化そ の

もの が
， 個別の 労働者に は抑圧 的に 作用 して しまう とい う現 状が あ るこ と

，
こ れ も

大 きな問 題で あ る とい え よ う。
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4 ． 教育社 会 学 は何 が で き る か　臨床教育社 会学的考察一

　こ れ まで に論 じて きた よ うに く労働 〉 と い う観点か ら教 職 の 病理 現 象を捉 えた 時 ，

どの ような解決の 道 を指 し示す こ とがで きる か を考 えて ，最後 に ま とめ と した い 。

　まず何 よ りも明 らか なこ とは ， 心理学的な観点で は ， どれ も根本的な解決に なら

な い とい うこ とで あ る。

　個々 の 教師が 入職 前，ある い は 入職後 に培 っ て きた教職観 と，杜会の 変化 に ずれ

が あ る こ とが
一

因 な の で 教 師 の 認 知 の 修止が 必 要 だ と い う見解は （河村　2005），

間違 い で は な い に せ よ，〈労働 の 搾取 〉とい う観 点を看過 して い る 、 また，カ ウ ン

セ リ ン グの 充 実 とい う対処 も問題 が あ る 。 「大 きな政 府か ら小 さな政府 へ 」の 改革

の 中で
， 競争 と評価に さ らされ る よ うな職業へ と教職が 変容 を遂げて い る こ とが 根

底 にあ る こ とを忘 れて い るか らで ある。感情労働の 過程に 教師 を動員 して い く仕組

み が 維持 され ， 感情労働の 過程が搾取　被搾取の 構造 を もっ て い る か らこ そ， カ ウ

ン セ リ ン グが 必要 とされ続ける構造が存在する とい う現実 に， こ う した議論 は 気づ

い て い な い 。 い ず れ も，構造 化 され た問題 を個 人 レ ベ ル で 解決 しよ うと して い る点

で
， 大 きな誤 りが あ る 。

　 とこ ろ で 「教育臨床の 社 会学」が構想 され る 中で ，酒井は 「教育の 現場 に お い て

問題 を抱 える他 者の 傍 らにあ り， そ の苦悩 を感受 しつ つ
，

さらに 何 らか の 状況の 打

開 を模索す る」 とい う臨床教育学 の 姿勢 を基本的な ス タ ンス と して 継承 しつ つ ，教

育社会学的 な視点か ら
， 或る意味で の 概 念崩 しをする こ と に よ り新た な視点 を提起

す る だ けで は な く， 「教育臨床 を担 う教育社会学 者 とは，教 師や 生徒 ，教 育行政官

や保護者 た ちの 用 い る言 説 を記述 し，分析 し，整理 して 見せ る こ とを務め 」 とする

と述 べ て い る （酒井　20Q4，
　 p．ll）。

　 しか しなが ら， 教 師 を対 象 と した 多くの く教 職 〉研究に お い て は，研究者が 現象

を別の 視点か ら見 直 した り ， 分 析 ・整 理 す る こ とは、 まれで あ る 。 研究者 と当事者

が 共犯関係 に あ り， ある とこ ろ で 思 考停止する実態があるか らで あ る 。 また ， 疑問

を，居心地の い い 言説に 回収す る よ うな何 らか の 作用 が働 くか らで あ る 。 こ の こ と

は ，感情労働論が ， なぜ 〈疎外論〉として で は な く， 顧 客 との 関係の ほ うに， つ ま

り 「感情 の あ りよ うが重要 だ」と い うよ うに重 点を置い て 読 まれ る の か を考えれ ば

理 解で きる だ ろ う。

　
一

方 ， あ る事態 を所 与の もの と して そ れ を出 発点 に議論 を進め る研究 さえ少 な く

ない 。 ス タ ン ス が 異なれ ば
， 感情労働論に つ い て も， 本論で 述 べ て きた こ とと異な
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　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 教職 の病 理現象 にどう向き合うか

る 読み 取 り方 をされ る 。

　た とえば
，

い か に感惰管理が必要か を述べ
， そ の ため に どの よ うに してそ う した

能力 を伸 ばすべ きか とい う戦略 を考え る よ うな emotional 　intelligence（EI）の 研究

な どが，そ の
一

例 と して挙 げ られ る。顧客 に喜ん で もら う感情労働 を行 うこ とに よ

っ て ， 労働者の 満足度 も高 ま り， 労働者 と して の 白らの 評価 も高 まる こ とか ら ，
い

かに EI を伸ばすべ きか と い う戦略が そこ で は考 え られ て い る の で ある 。 感情労働

を戦略 （strategy ） と して 考察する とい うこの よ うな ス タ ン ス は，現代の 労働の 中

で 感情の 持 つ 意義 を確 か に 把握 して は い る もの の ，労働過程の 中で どの ように 都合

の い い 「労働者」に され て い くの か と い う， 搾取　被搾取 とい う視点に つ い て は何

も触 れ てい ない 。 こ う した経営的な発想や， どの よ うに して 効果 を Eげる か を考え

る よ うな研 究 は ， その 結果 が誰の た め に な っ て い るか とい う省察 を経 なけれ ば，現

代の 労働 者の 置かれ た 問題 状況 を拡大 しか ねな い
。

　私的 な係わ り合 い が 職業 に なる と き，「何 を」「どこ まで 」や れ ば い い の が
7〕
，職

業 として の 係わ り合い の 基準 を誰が どの よ うに 決め る の か （専 門職業 集団 と して の

教 職 なの か ， あ る い は そ の 監督者で ある 行政 なの か ），労働者 と して の 教職の 抵抗

キ体 は どの よ うに して 形成可能 なの か 等 々 を明確 に して い く必要が ある 。

　教育社 会学研 究が 行 うこ と は
， 自らの 立 ち位置 を把握 し，構 造全体 を俯瞰す る視

点や理論 を教師が手 に 入れ る こ とが で きる ように ， 攴援 して い くこ となの で は ない

だろ うか 。

〈注〉

〔1） 2008．10．29　NIKKEI 　NET ， お よ び 　読売新聞　2009年 12月25日。

〔2） 平 成ユ9年度学校基本調査報告書 ， 文部科学省，

（3） 広 島市を除 く小 中学校 で は 若年退職 した 教諭は 2001年度83人か ら2003年度 189

　 入 と急増 して お り，2003年で は，定年 まで 勤務 して 退職 した教 諭 は ， 退職 者 全体

　 の 11％ しかい ない とい う指摘 もある 。 群馬県で は退 職者 の 4 割が 若年退 職者 で あ

　 っ た 。

（4 ） こ うした状 況 を もた ら して い る の は， ア ン ケ
ー ト調査 とい う研究技法に もよる

　だ ろ う 。 ア ン ケー ト調 査で は
， 調査者が 知 ら ない もの を指標 とする こ とがで きな

　 い
。 そ れ ぞれ の 研 究者が 「あた り」 をつ けた要 因を指標 と して ， そ れ と病理状況

　の 関連 を見る とい うこ とに な っ て い るため，影響 を及 ぼす 要 因相 互 を構造 化 する

　 とい う発想が ない 場 合には，研究者の 数 だけ 異なる要因が示 される こ とに なる ，，
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〔5｝ 平成20年度〜平成22年度科学研究費補助金 （基 盤研究 （B ））「教職の 変 容 と展

　望に 関す る 教育社 会学 的研 究　一
成果主 義の 影響 と専 門職の ロ∫能性

一
」（課題番

　号20330174　研究代表者 ：油布佐和 子） に よる 。 論 文は
， 油布佐和 r−， 紅林伸幸 ，

　川 村光，長谷川哲也 「教職の 変容　 『第 1の 改革』 を経 て　 」早稲 田 大学教職研

　究科紀要第 2 号 （2010年 3 月）。

（6〕 文部科学 省委嘱研究に よ る 『教職課程 の 内容 と方法の 改善 に 係る調査』2009年

　 12月〜2010年 2 月 （報告書2010年 3 月）， 早稲 田大学教 員養成研 究会編 。

｛7） 越智 は 臨床的 に 他者 とか か わ る際 の くマ ナ ー
〉 と い う観点 か ら ，

こ れ を議論 し

　 て い る 。
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ABSTRACT

     How  shoulddo  we  interpret the pathological  phenomenon

        phenomena  of  involving the teaching  profession?

                   Teaching  as  educational  labor

                                                        YUFU,  Sawako

                                                     (VLraseda LJniversity}

                1-104 Totsukamachi, Shinjuku-ku, Tokyo, 169"8050, JAPAN

  In recent  years,  temporary  layoffs leaves of  absence  byof teachers  owing  to itlness
have been on  the rise  in our  countryJapan.  VLihile many  previous studies  have
attempted  to  explain  this phenomenon,  few  have provided achieved  concrete  results.

In this paper, I point out  that  this is because teachers  have hitherto not  been viewed

as  gevernment  employees.  Thus, this paper  studies  the above  phenomenon  by while

considering  teaching  as  a  form of  educational  labor.

  A  brief description of  the four main  features of  this paper  is provided  below:

  1) I examine  the teacher-client relationship  as  a  clue  to for understanding  the

    concept  of  caring.  This concept  refers  to considering  someone  as  important and
    attending  to his/or her needs.  Nurturing is an  activity  that was  traditionally

    performed  in various  communities  and  was  interpreted in the same  way  as

    caring  for family members.  Today, relationships  that involve nurturing

    activities  can  still be observed  between  teachers  and  students,  to the extent

    that  they  have become an  integral part of  oceupations  in modern  times.  This  is

    the  reason  that  emotions  and  feelings are  regarded  as  important in educationa}
    relationships  and  discussions.

  2) I show  that the concept  of emotional  Labor is useful  in studying  the  teaching

    profession. This concept  focuses mainly  on  the ernotional  relationship  between

    an  emotional  workers  and  theira clients, However,  more  importantly, it shows

    that in the modern  service  sector,  an  the employer  exploits  employees  not  only

    through  physical labor but also  through  emotional  labor, and  the teaching

    profession is not  an  exception.

  3) The  Japanese government  has promoted  carried  eut  educational  refbrms

    guided  by neoliberal  and  quasimarket ideas as  a  part of  public employee

    reforms.

    Through  these reforms,  the  government  has strengthens  strengthened  its

    control  as  an  employer  over  the teaching  sector.  It urges  thehas  urged

    prefectural boards of education  to make  efforts  t.o establish  a  new  teacher

    evaluation  systems  and  to improve the existing  teacher  appointment  systems.

    Teachers are  expected  to work  as  members  of  a bureaucratic organization

    rather  than  a  professional organization.

  4) Furthermore, the teaching  profession faces a big major  problem:  there is no
    group  or  organization  that can  protest against  the exploitation  of  teachers,  as

    can  be seen  from the failure of the teachers'  unions,

  Thus, this paper  argues  that both teachers  and  researchers  in this field should
need  to rea]ize  open  their eyes  to the actual  situation  wherein  teachers work  as

public employees.  Further, researchers  in the field of  educational  sociology

researchers  should  make  theoretical contributions  so  that teachers  are  can  gain the
abilityable  to understand  their  working  conditions.

Keywords: emotional  labor, care  work,  government  employee,  neo-liberalism
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