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1．　 は じ め に

生 徒 の 問 題 行勁 を防 ぐため 坐徒指 導 の 爪要性

が 説か れ た り、一・rr授楽を改め て 学 習の 個別

化 が 説か れ るな ど、学校で の 指導 （teaching ）の

あ り方 を め ぐる 議 論 に 事欠か な い 咋 今で あ る

が 、 い っ た い そ れ ぞれ の 祉 会に 支配的な 指導

の あ り方 は どの よ うに 新任教 師 へ と伝達 され

て い くの だ ろ うか 。教師 の 職業的 祉会化研究

が取 り組むべ き中心 課題の 一
つ は、こ の 点を

明 らか に す るこ とに ある 。

　何 が 学校 教育の 指導の 対象で あ り、そ れ は ど

の よ うに 遂 行 され ねばな らな い か に 関する知

識 は 相 互作川 過稚 を 通 じ て 教師 に 共有 され る

もの で あ り、新任教 師 もそ の 知識 に よ っ て 自

身の 指 導観 を作 り上 げ、具体的 な指導 ス キル

を身に つ けて い く 。 職業 的祉会化 の 過程 とは

こ れ ら
一・連 の 過 程 を含む もの で あ り、 した が

っ て それ を 明 らか に す る こ とは 当認亥の 祉会 に

お い て 学校 教育 は い か に して 維持 さ れ て い く
’

の か 、 つ ま り学校 教育の 再生産過程 を 理解 す

る上 で 不 ii∫欠で あ る 。 また 、指導 の 改善 を図

る ため 現在、日本や ア メ リカで 教師教育の 改

革が図 られ て い るが 、教師 の 職業的祉会化 研

究 は 改革の 今後 を予 測す る上 で も役立 つ に 違

い な い 。

　しか し、 口本 の 先行研究 は 教師の 職 業的祉会

化過 稚 が有す る、 こ うした 機 能の 側 而を ほ と

ん ど無視 して きた （耳塚 ・油布 ・酒 井、 1988

「教 師へ の 社会学 的ア プ ロ ー
チ 亅 『教 育社 会

学研究 』43）。ま た 欧 米に お い て も、象徴 的　・

相1｝：作 川 論の 流 れ を汲む教師研究が 注 目され

た 結果 、 も っ ぱ ら職業的 祉会 化過程 に お ける

現場 へ の 適 応の 問題 が取 り上 げ られ 、指導 の

仕方が い か に して伝 授され るの か 、とい う問題

は 看 過 され て きた （Atkinson ，P ＆ 1）clnm ・ tlt，S ．

1985 ，　Socia ［iz，1tioll　illto「互¶cnchil 聰9 ： Thcl ’
csca 「ch

which 【osU 【5　way ，」型 ）。

　本研究 は 以 上の よ うな 問題関心 に 基づ い て 東

京 とア メ リカ の ニ ュ
ー

ジ ャ r ジー
州 で 行な っ

た 調査結 果 を 分 析 し、そ れぞれ の 社会 に お い

て 学校 教育 とは 何 で あ り、それ は 教師 の 職業

的社会 化 過程を通 じて い か に 維持 され て い る

の か を検討する もの で ある 。 すで に 調査結果

の 一部 は 論文や 第43 回大会で の 発表 で 報告 さ

れ て い る の で 、デ
ータの 概 要に つ い て は そ れ

らの 資料 を参照 して い ただ きた い 。

　2．　
’

11 峇
・li 「t ・

　詳細 なデ ータ の 紹介 は 発表 当 日に 行な うこ と

と し、 こ こ で は 分析結果 をご く手短 に 紹介 し

て お こ う。教 師の 職 業的祉会 化過程 を ⊥ 記 の

よ うに 定義 す る と、まず、教師 に 共 有 され る

指導観 の 内容が 問題 に な っ て くる 。他 の 機 会

に 報 告 した よ うに 、 日本 で は 学校 で な され る

全 て の 活動 が 指 導 （tcaching ）の 対象 と して 何

らか の 教育 的価値を付与 され て い る 。学校 教

育 は こ う した多様 な教育的 活動 を通 じ、認知

的能 力や 道徳 的能力 の 育成 を 口指す の で あ る 。

こ れ に 対 しア メ リカ で は 、指 導は もっ ぱ ら授

業で の 教 科 指 導 の こ とだ とさ れ 、認知 rl〈Jな 能

力 の 育成 に 力点が お か れ て い る 。

また 2 つ の 社 会で は、指導 すべ き内容 を ど の

よ うに 指導 した らい い か に 関す る考 え方も異

な っ て い る 。 日本 で は あ らゆ る 指 導 の 鼎 本 は

生徒 との 信頼関 係 ＝ きず なの 形成に あ る とさ

れ 、教 師 は さま ざま な 場 iniを通 じ生徒 と関 わ

り 、 彼 らの 悩 み を聞 い てや る こ とが期 待 され

て い る 。 これ に 対 し、ア メ リカで は 学 習を促

す刺 激 を生 徒 に 多 く与 える ほ ど指導 の 効果 が
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上が る と考 え られ て い る 。

以上 の よ うな指導観に 対応 して 学級担 任教 師

の役割範 囲 な どが定 義 されて お り．ま た彼 ら

の 教育 体験 に もそ の よ うな指導観 に基 づ い た

さまざまな 教師 との 関わ りが 刻み 込 まれ て い

る 。 こ うした こ と もあ っ て ．新任教師は 先衆

教師と相互 作川 す る過秘で それ らの 指導に 関

する考え方 を ご く 当然 の こ と と して 共宿 して

い く。

それ で は 以上の よ うに N：会 的に 構成 された 指

導観に 基づ い て 、教師は ど の よ うに 実際の 指

導ス キル を身に つ けて い くの だ ろ うか 。 こ の

点を考えるに た め に は 、テ キス トに よる コ ン

トロ ー
ル に 注 目す る必要が あ る 。 日本に お い

ては 、学習 指導要領に 準拠 して 作成 され た教

科書 とそ の 教師用 指導 書が 授業で 枦∫をど う教

える べ き か に 関 す る指 示 を教師 に 提 供 す る。

また 、ア メ リカ に お い て も算数や 理 科 、社会

な どに は 詳細な テ キ ス トが 川意 され 、教 師は

その 指示 に 基づ い て 授業 を進 め て い く。 こ れ

らの マ ニ ュ ア ル は それ ぞれ の 社会で 共有 され

てい る指導観に 沿 っ て 編集 され て お り、具体

的な ス キル の
一

部分 は こ の マ ニ ュ ア ル に 沿 っ

て 形成 され て い くの で あ る 。

だが 、一方で 指導 に は こ う した マ ニ ュ ア ル の

用意 され て い ない 部分 が存在する。 日本 に お

い て は、生徒 指導や 学級指導 と い われ る 教科

外教育が す べ て こ の 範鴫に入 り、また ア メ リ

カで 我 々 が 観察 した学校 で は reading
，
　writing

，

languageな ど の 言詔教 育で 新 し い 指 導方法が

提唱 され 、 マ ニ ュ ア ル 化 が避 けられ て い た 。

興味深 い こ とに 、それ らの 領 域は それ ぞれ の

国の 学校 教 育で 特 に 重視 され 、さまざまな教

育的価値 の 実現が 期待 され て い る部分である。

教育的 な期待の 高い 領域で あ るか らこ そ 各教

師の 工 夫が 求 め られ て い る の で あ るが 、それ

だけに 新任 教師 は そ の 要求の 高さ と達成 の 困

難さとの ギャ ッ プに 悩 まずに はい られ ない 。

つ ま り、彼 らの 悩み は 構造的 に作 り出 され て

い る の で あ る。

また 、彼 らの 遭遇 す る問題 状況 はそ れぞれ の

教師集団に 共有 され た指 導観 に基づ い て 解釈

され る。た とえば、 日本 で は 生徒指 導が うま

くい か ない の は 教師が 生徒 の 気持を理 解で き

な い か らで あ り、そ の 生徒 との 1川に 信 頼 関係

が築 か れ て い な い か らだ と解 釈 され る 。ア メ

リカ で 生 徒 の 指 導に 岡題 が ある 場合は 、教師

が 効果 的 な 興味 づ けを生徒 に 与 え られ な い か

らだ と解釈 され る 。

指導パ タ ーン の 伝達過程 の 解明 に お い て 重 要

なの は 、こ うし て 生 じた困難 の 解 決方法 で あ

る。困難 に 遭遇 するこ とは自らの 指導 を省み

る契機 ともな り うるが、 日米 い ずれ に お い て

も新任教師は こ うした 状況 をきわめて 慣 習的

な 方 法で 解 決 して い く。す なわ ち、彼 らは 先

輩教 師 の や り方 を観 察 し た り、雑談 を通 じ て

そ の 方 法を 教わ っ た りし て 具休 的な 問題 に 対

処 す る 術 を学 ん で い くの で ある 。ア メ リカで

は い くつ か の ワ
ー

ク シ ョ ッ プ を通 じて 大 学 の

講 師が 新 しい 指 導観 を紹 介 し て い た が、それ

よ りも新任教師に と っ て 重 要なの は
開buddy ”

と

よば れ る 教 職経験 2 、 3 年 の 先輩 敏師 の 助言

や 実際に 彼 女 たちが 行な っ て い る指 導 方法で

あ っ た。霍た 、日本で は岡学年 の 先輩 教師が

同様の 役割 を果 た して い た 。 こ の 理 山は 、そ

もそ も彼 らに と っ て の 問題状況 それ 白身が 先

塑教 員 と共有す る指導 観に の っ と っ て構 成 さ

れ て い るか らで ある 。それ ゆえ新任教員に と

っ て 、先輩教 員 の 助 言や 実践が も っ とも自分

の 抱 え て い る問題 に 関連 性 を持 つ もの だ と感

じ られ るの で あ る。

以上 の よ うに 、 新任教 師 は 従来 の 指導パ タ
ー

ン を 自己 の 指導 観に 準拠 しなが ら、い わ ば

「主 体的に 」 選択 して い くの で あ る。 したが

っ て 、教師 教育 の 改 革は こ の よ うな 教師 の 指

導観や 問題 に 対 す る柵 えを どの よ うに 変 えて

い くか に か か っ て い る と言えるだ ろ う。

一 42 一
N 工工

一Eleotronio 　Library 　


