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保 健 室 の エ ス ノ メ ソ ドロ ジ ー 研 究一 一 「相 談 」 の 社 会 的構 成一 一

秋葉 昌樹（束京大学大学院）

（1）．は じ め に

　本 発表 の 目 的 は 、中学校 保健 室 に お け る 養 護教

諭 の 「相談」活動 を、エ ス ノ メ ソ ド ロ ジ ー
（EM ）現

象 と し て 呈示す る （demonstrate）こ と に あ る 。

　 1970 年代 以 降、校 内暴力、苛 め、不登校、怠学、

高校 中 退 等 々 、、学 校 の 中 で さ ま ざ ま な 病理 的 問題

が 顕在 化 し は じめ た が 、そ れ と ほ ぼ 時 を同 じ く し

て 、保 健 室 が 非行 生 徒 の た ま り場 に な っ て V
）る な

ど と 問 題 視 す る 指摘 が 相 次 ぎ 、 保 健 室 封鎖 な ど の

例 が マ ス コ ミ を賑 わ す よ う に も な っ た 。 と こ ろ が

特 に こ こ 二 ．三 年養 護 教諭 の 相談 （カ ウ ン セ リ ン グ ）

が 問 題 の 解決 に 効力 を 発揮す る と 言 わ れ る よ う に

な っ て きた 。熱心 な 養護教諭 た ち は 子供 た ちの 心

身 が い か に 蝕 まれ て い る か を切 々 と 訴 え、自分た

ちの 実践 に よ っ て い か に 立 ち直 っ た か と い っ た 実

践報 告 〔体験 談 ）や そ の た め の 処 方箋 を発表 す る よ

う に な り、呼応 す る よ う に 文 部 省（1991 ｝の 養護 教

諭 に 対 す る 質 問紙 調査 も行 わ れ て い る 。 しか し そ

う し た 文 献 では、保 健 室 に お け る 相談 が 実際 に 行

わ れ る 際 の 仕 組 を明 らか に し て は い な い 。

　 社会学的研 究 と し て の 本発 表 の 関 心 と 目標 は 、

保健 室 で 相 談 が 行 な わ れ て い る．と い う と き、保健 、
・
室 の 相談 を具 体 的 に 成 り立 た せ て い る 仕 組 を明 ら

か に す る こ と で あ る 。
つ ま り、こ れ ま で EMが 注

目 して きた の は
』
「さまざ まな 出来 事 が 社会 的 に 組

織 され た 行 為や手続 き に よ っ て 構 成 され る 」（Dサ

ドナ ウ ，1967 ：《訳 書 ＞19〕際 の 仕 方 で あ る と言 っ て よ

い の だ が 、本発表 に お い て も 同様 の 観 点 か ら保健

室 に お け る 相 談を再 特 定化（respecification ｝す る と

い う こ と で あ る。

（2｝．エ ス ノ メ ソ ドロ ジ ー
（EM ）の パ ース ペ ク テ ィ ブ

　周 知 の と お り、今 日 EM 研 究 の 成 果 と イ ン パ ク

トは 単 に 社 会 学 に 留 ま ら ず、教育 、司法 、フ ェ ミ

ニ ズ ム 、言語学 、数学、芸術 、自然科学等 多岐 に

わ た っ て い る （Garfinkel，1991 ：14−16，etc．）。 し か し 同 時

に そ うし た EM 諸 研 究 が 持 つ 理 論 上 （EM ≠ 調 査 渋

〔方法論 ））の 独特 の ス タ ン ス に は 、伝統 的 な理論 的

立 場 に 立 つ 社 会 学 研 究 者 か ら 、 さ ま ざま な 形 で 誤

解 ・曲解 され 続 け て きた 経 緯 が 随 伴 して い る の で

あ る （Sharrock＆Watsen，1988 ：Garfinkel、1991 ：Garfi囗 keI

＆Wieder，1992 ；山 村．1982etc ．｝。 独 特の 手法 と記 述 を

以 っ て 社 会 秩 序 の 再特 定 化 を試 み て き た EM 諸研

究 に 共通 す る 視 座 の 核 心 に 位 置す る の が 以 下 に 説

明 す る 「注釈す る 実 践 〔gl・ ssing 　practice｝」 で あ る 。

　 「注 釈 す る 実 践 」 と は 、 会 話 が そ の つ ど 注 釈

i91。ss ）と な り、会話 の 背 後 に 隠 れ て い る 意 図
・
動

機 な ど （
＝
幽 霊 の よ う な 実 体 くgh。stly 　 entities 》 と し て

EM で は想定 しな い ：Lynch ，1gg3｝と は 無 関係 の 水準 と

して 相 互 行 為 の 系 列 上 に 出来 事 を 叙述 ｛aceeunt 〕し

て い く仕組 で あ る （Garfinkel＆Sacks，1970 ；341・345／ 清

矢，1983二124；Gartinkel＆Wieder，1992：184−187 も見 よ ）。

　 そ うし た仕組 は 、会謡 や 会話 者、さ ら に は そ の

場 自体 が 、そ の 場 の 構 成 要 素 （c 。nstituent 　 part：

GarfinkeL1967 ：13．etc ．〕と し て そ の つ ど 達成 さ れ る と

い う形 の 「相 即 性 ＝再 帰 性 reflexivity 」
’
を伴 っ て い

る の だが 、しか もそ れ が エ ス ノ メ ソ ドロ ジ ス トの

作業 （
＝社 会 秩序 が 構 成 さ れ る 仕 方の 克 明 な 記 述 ）が

そ れ 自体 「注 釈す る 実践 」とな っ て 、記 述 の 展 開

（系 列 ）上 に 明 ら か に な る もの な の で あ る 。

（3｝調 査 の 概 要

　調 査 は 全 体 で 首都 圏 の 中学校 3校 の 保健 室 、養

護教諭 の 事例 検討研 究会等 を含 ん で お り、1992 年

10月 か ら 1993 年 8月 ま で 行 な っ た 。 本 発 表 で は

1993 年4〜7月 に 都内公 立 中学校保健室 で 収集 した

記録 の 一部を扱 っ て い る 。

　 調査 で は、フ ィ
ー

ル ド ワ
ー

ク の 手法 を用 い た が 、

特 に 本研 究 で は 「注 釈す る 実践」 の 成 り立 ち方 を

記述 する た め 、カ セ ッ トテ
ーブ ； ビデ オ テ

ープ に
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よ り収集 され た会話記録 を重視 し て い る 。

　ガ ー
フ ィ ン ケ ル ＆サ 閉 ク ス （1970 ：342 ）は 、、「エ ス

ノ メ ソ ド ロ ジ ー
調査 の 関心 は 、詳細 な分析 を通 し

て 、 叙述 可 能な現象が 徹 頭徹尾、実践 的 な 達成成

果 で あ る と い う こ と を提 供す べ く方向 づ け られ て

い る 」 と 述 べ て Vl る が 、こ れ は 社会 （秩 序 ）をEM 彑

お い て 研 究 し て い く（studies 　in　ethn 。 method 。logy）際、

注釈す る 実 践 に お い て ・と し て （in　 and 　 as ）社 会 （秩

序）を 記述 し て い る の だ と い う点 に密接 に 関係 し て

い る の で あ る 。

（4）．「相 談」 を社会 的 に 構成 す る 仕 組

　 分析 は 、保健 室 で 収 集 し た   養護教 諭 と 来室 生

徒 の 相互 行為場面 、  養護教諭 とエ ズノ グ ラ フ ァ
ー

嘩 者 ）の 相 互 行 為場 面 の テ ープ記 録 （トラ ン ス ク リ

プ ト）を 用 い て 行 な っ た 。

　 問 題 な の は 、  が   を 相 談 と し て 同 定 し て い る

こ と か ら 、   の 相互 行為 が 相 談 で あ っ た よ う に 見

て し まう こ と で あ る 。しか し、実 際 の 仕組 は そ う

で は な い
。

　 本研 究 で は 、  と  の ぞ・れ そ れ の 会 話 を そ の 展

開 に 沿 っ て EM 的 に 記 述 ・分 析す る こ と で 次 に 示

．
す知見 を得 た 。

　 すな わ ち 、   に お い て 相談 と し て 叙 述 さ れ なけ

れ ば、  の 出来事 は 相談 と し て は 社会 的 に 構 成 さ、

れ て い な い と い う こ と で あ る 。   で は 、  の 場 の

構 成 要 素で あ る 「会 話者 の 会 話」 が 、  の 場 の 構

成 要素 で あ る 「会 話者」 に 対 して 、  の 場 の 構 成

要 素 で あ る 注 釈す る 実践 と して 呈示し て い る の は 、

’

  の 場 が 「相談」 で あ る と い う こ と で は な く、休

み 時 間 に身 長 を計 ろ う と し て 来 室 し た 生 徒 と 養 護

教諭 の や り取 りだ と い う こ と で あ る 。

　 むしち、   が 「相 談」 で あ る か ど うか と い うこ

とは 、  の 養護教諭 とエ ス ノ グ ラ フ ァ
ーとの 「相

談 を叙述 す る 会話」の 展開する過程に お い て語 ら

れ た   を含 む い くつ か の 関連 す る 出来事 が 、選択

的 に 「相 談」 と恥 う．形 で 結 び 付 い て い く中 で 達成

さ れ る の で あ り、そ れ は   が 「相談」 を叙 述 し て

「会話者 」 に 対 し て 注釈 し て い く 過程 で 同時 進行

的 に 達 成 さ れ る 出 来 事 な の で あ る 。

《 トラ シ ス ク リ プ ト と具 体 的 な 分析 は 発 表 レ ジ ュ

メ と し て お 配 り し ます 》
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