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1　研究の 課題と枠組

〔1）PACT フ ィ
ー

ル ドワ
ー

ク研究 の 課題

　 本報告 は 、PACT （Professiona；Actions　and 　CUItUres

of　Teaching：　lnternational　StUdles　of　Teachers
’
Work 　in

Changiロg　Context）日本研究の
一

環 と して行なわれ た

フ ィ
ール ドワ

ー
ク に基づ くもの で 、内容的に は昨年

の本学会 で の 報告 「教職の専門性 と教師文化に関す

る研究（その 1）」の 線上 に位置づ き 、 また 、 今年の 本

学会で の報告 「同上（その 2）」 と補完的関係にある 。

　 PACT フ ィ
ール ドワ

ー
ク研究の実質的課題は、教

師 の 日常生活が どの よ うに編成 され構造化され て い

る か を探る こ とに よ り、日本 の 教師 の 仕事と文化及

び 日本の 学校秩序 に つ い て の 理解を深 め、以て 教育

実践 と学校 の 改 善 に 資 す る こ とにある 。 また、そ の

方法論的課題は 、教育研 究 に お け る エ ス ノ グ ラ フ ィ

ッ ク な フ ィ
ー

ル ドワ
ーク の 方法 （と くに現象学的 エ

ス ノ グ ラ フ ィ）の
一つ の モ デ ル とその可能性を示 す

こ とに あ る （藤田
・油布 ・酒井 ・秋葉 「教師の 仕事

と教 師文化に 関する エ ス ノ グ ラ フ ィ研究」 「東京 大

学大学院教育学研究科紀要亅第 35巻 、1995 年、以

下、文献  と記す） 。

  〈教育実践 〉 〈教師の 仕事〉 の分析枠組

　 日常の 諸実践 は 、そ の 実践が展開する場に ふ さわ

しい 特有 の 仕方で 鑷成 さ れ構造化 され て い る。そ の

編成 形態 と構造化の様 式が、それぞれ の 仕事や活動

を特徴 づ け、そ の 自明性 と機能を左右 して い る 。 そ

の 点で は 、教育実践 も例外で は な い
。 本研究で 扱 う

の は 教師 の 仕事だ が 、他の さ まざまの 仕事に つ い て

も同様の 分析が なされ うる はずで あ り、それ らを比

較する こ とで教師の 仕事の特質や教 職 の 専門性 に つ

い て の研究も深 まる はずで ある 。

　 私た ちは文献  で 、教師の仕事の分析枠組として

次 の 6 つ の 課題 の 重要 性を指摘 し た 。 （1）教 師の 仕事

を構成 して い る諸要素 の析出、〔2）学校に お ける時空

間の 編成様式の考察、（3）諸活動 （仕 事の 構成要素の

集合）の 編成 形態 と編 成原理及 び構造化の 様式の 解

明、（4）教 師の 仕事の 技能的 ・技術的特徴の解明、 

諸活動が 展 開 して い る 集団的 ・組織的 ・制度的文脈

の 考察、（6）教師の仕事 の 意味世界の 解明がそれで あ

る 。 さ ら に 、とくに （3）諸活動 の 編 成形態 ・構造化様

式 を左右 す る 側面 と して 、  活動 の 特性として の 中

心性 ／周 辺性 、  シーク エ ン ス に お け る 中 心性／ 周

辺性、  内部性／外部性 、   日常性／非日常性、 
ル ーテ ィ ン 性／違背性、  教育的 オリエ ン テ

ーシ ョ

ン ／秩序維持的オ リエ ン テ ーシ ョ ン の重要性を指摘

した 。 こ の 6つ は、教師の 日常の仕事が どの ように

編成され て 展開するか を左右する要素 として 重要 と

考えられ る もの だが、こ れ が すべ て とい うわ けで は

ない 。た とえば今回 の 報告で は、狭義 の 学校行事 の

分類に 際 して 、  競争／共同、  公開／非公開と い

う基準を用 い て い る が 、そ れ も諸活動の編成形態 と

構造化の 様式を左右する重要な要素で ある 。
い ずれ

に して も、こ れ らの規準／基準は分析的に措定 され

た もの だ が 、 観察を通 じて抽出され るはずの もの で

もある 。 とい うの も 、 それ らは 日常 の諸活動を枠付

けて い る 規準 と考えられる もの だか らで ある 。 た だ

し、フ ィ
ー

ル ドワ
ー

クに際 して は こ うした規準 を念

頭に置 い て 観察を行な っ た わ けで は な く、 （生態学

的網羅姓 〉 を指針とする 方法、すなわち、あ くまで

も観察者 の 眼前で生起 して い る事象 を最大洩らさず

可能なか ぎり記録する とい う方法を採 っ た（文献  参

照）。 その 観察記録 に基づ い て 教 師の 仕事が どの よう

に編成 され構造化 され て い る か を考察する こ と が 本

研 究の 課題 とする と こ ろ で あ る が 、こ れ らの 規準 は

そ の際の 主要な仮説的枠組 を構成する もの で ある 。

（3体報告の構成

　本報告 は、多分に オ ム ニ バ ス 的な 3 つ の 部分か ら

構成され る 。 第 1 は、教師の 日常 の 時空的編成 を考

察する も の で 、昨年 の 学会報告 で 行 な っ た 〈教師 の

仕事の エ コ ロ ジー分析 〉の 、も う一つ の事例 とな る

もの で ある 。 第 2 は、学校行事の分析で あ る 。 学校

行事は、日本の学校で は授業と並ん で大 きな位置 を

占め て い るが 、 それは たんに教師 の 仕事 の
一

部 で あ

る とい うだけ で な く、授業等と は異質な リズ ム と原

理を持つ もの と して 展 開 し て い る 。
つ ま り、教師 の

仕事は 授 業等 の 日課性の 強 い 活動 と学校行事 とい う

非 日課的 な活動の 兼合 い の な か で 展開 して い る
。 し

た が っ て 、 学校行事は それ 自体 と し て も重要 な研 究

対象に な りうるが 、本研 究で 学校行事を特に取 り上

げ て そ の 特徴を検討す る の は 、その ため で ある 。 第

3 は、方 法論的考察で ある 。 冒頭で も述べ たように 、

本研究 の 目的の
一

つ は エ ス ノ グ ラ フ ィ ッ ク な フ ィ
ー

ル ドワーク の方法とそ の 可能性 を探 る点にあ る 。 そ

の 試み と して私たち は 昨年の 学会報告で く現象学的

エ ス ノ グ ラ フ ィ 〉とい う概念 と方法を提示 し たが （文

献   ）、それ は応用 エ ス ノ メ ソ ドロ ジーと親近性 を

有 して い る と考えられ る。 そこ で 、 本研究の方法論

的射程を検討する こ と に 通 じる との 判断 か ら、第3
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部と し て 、エ ス ノ メ ソ ドロ ジーの 展開を類型的 に 検

討するこ とに した 。　　　　　　　　　 （藤田英典）

2　教師の仕事の空閤的編成

（1）空間編成 の 意味

　教師の 仕事 （教育 ・学習活動）は 学校 とい う物理

的空間 の なか で 展 開 し て い る 。 そ の 空間 は、学校建

築や設備等の 様式に よ っ て分割され枠付け られ て い

る 。 む ろ ん、学校建築 は時代ととも に変化 して きた

し、とく に近年は オ
ー

ブ ン ・ス ペ
ー

ス ・ス ク
ー

ル に

見 られ る ように 、種 々 の 工学的な工 夫 ・改善が行 な

わ れ て い る 。 そ の 意味 で 、物理的な空 間そ れ 自体 と

して も多様化 して い る が 、こ こ で 問題にする の は 、

そ うした工学 的な側面 で は ない
。 そ うで は なくて 、

所与の 物 理的空間をど の よ うに利用 して い る か 、ど

の ように編成 し、その なか で 日常の 諸活動をどの よ

うに行 なっ て い るか とい うこ とで ある 。

　 空 間は 、たんに物理的 に分割 ・
配置 され て い る だ

け で な く、教育的／文化社会的に分節化され 構造化

さ れ て い る 。 そ の 分節化 ・構造化の 様式は、物 理 的

な建築様式等に拘束さ れ なが らも、一方 で 、各学校 ・

教 師集 団 の 教育方針や 教育戦略 に 応 じて 分節化さ れ

利用 され て お り、もう
一

方で 、個 々 の 教師 の 日常 の

諸活動 を枠付 け て い る 。 言 い 換 え れ ば、そ こ に は 、

各学校 ・教 師集団 の 教 育方針 や教育観 と個 々 の教 師

の 役割認識 や ア イ デ ン テ ィ テ ィ が投影 されて い る 。

こ こ に 、 教師の仕事の 空 間的編成 、学校空間 の 編 成

様式を検討す る 意義があ る 。

（2）学校経営戦略 の シ ン ボ ル と して の 校内掲示 ・展示

　学校に は さ ま ざまの もの が掲示 ・展示 され て い る。

校歌、教育 目標、月間 目標な どの 標 語類、賞状や ト

ロ フ ィ
ー

とい っ た活動 成果 を評価
・
認定 した もの 、

各種の 連絡事項や活動 案内な ど所定 の 活動 を喚起す

る た め の 掲示 、年表や 地図、生物標本や環境破壊 に

関す る ポ ス ター
な ど 教 育情報 の 提供 を 目的 とする掲

示、生 徒 の 作品 や テ ス ト結果 な ど学習成果 を示す も

の など、さまざまの 掲示 ・展示が な され て い る 。 そ

の 掲示 ・展示物の 内容 は もち ろ ん だが、そ れ らが ど

こ に どの 程度掲示 ・展 示 され て い るか もまた、各学

校 や教師 の 教育方針 や 教育戦略 を象徴 して い る 。 た

とえば、学校の 表玄関 に は た い て い なん ら か の展示

物が見ら れ る が 、小学校で は校歌 や 生徒 の 作 品が 展

示 され て い る場合が多 い の に 対 し、中学や高校で は 、

賞状や ト ロ フ ィ
ーが 展 示 され て い る 場合が少な くな

い
。 そ れ は 、学校の 外部に対する構 えや 関係 とい う

点 で 小学校 と中学や高校とで は違 い があ る こ と を示

唆 して い る。報告 で は 、調査 した小 学校と 中学校 の

場合 を事例 と して 、そ うした校内掲示
・展示の実態

とその 意味 に つ い て考察す る 。そ の 際 とくに 注目す

る の は 、 それ らの 掲示
・展示物は 誰 を主要 な対 象 と

して想定 して い る か と い う点と、どの よ うな機能（教

育機能 、 統合機能、活動指示機能、表出機 能、正 当

化機能など）が期待 され て い る か とい う点で ある 。

（3） 学校空間 の 分節化 と教師 の 空 間編成

　空間 と して の学校は さまざまの 部 分 に 分割 され組

織され て い る 。 教室、職員室、事務室、図書室、特

別教室 、 保健室、校庭、運動場、プ ール 、廊下 など、

所定の 用 途 に 応 じ て分割さ れ て い る 。 そ れ ぞれ の 空

間は 、壁 な ど の 具象物 で仕切 られ、それぞ れ の 用 途

は そ の 構成 員 に 自明の もの と して 明示され て い る 。

しか し、そ れ らの 空間が実際に どの ように 利用 され

編成され て い る か は 学校 に よっ て も教 師 （生徒） に

よ っ て も違 い が ある 。 言 い 換 えれば、個 々 の 学校 、

個々 の教 師は 、それぞ れ の 仕方で 、学校空 間を分 節

化 し、分節化 された諸 空間に異な っ た意味 や シ ン ポ

ル を付与 し、構造化 して い る。その 分節化 ・構造 化

の様式は 、学校経営の 方針 と戦略 に 則 して 分割 され

た公式的 配置 と工 学的な建築様式に拘束さ れ な が ら

も、個 々 の 学校 の 教師 集団 の組織と教 育実践 の 組 織

の 仕方 や ．個 々 の 教師 の 役割 、役割 認識、ア イデ ン

テ ィ テ ィ を反映 して い る 。

　図 1 と 2 、及 び 表 1 は 、そ うした 教師 の 空間編 成

の構造と意味を考察す る た め に作成 した資料 の
一

部

で ある 。 そ れは 、教師 の 終 日観察デ ータ （登校時 か

ら下校時 まで の 活動 を網羅的 に 観察記録 した フ ィ
ー

ル ドノ ー
ツ ） に 基 づ い て 、教師が諸 空 間をどの よ う

に移動／利用 した か を小学校の 教師 1人 と 中学校 の

4 人 の教師に つ い て 、 図表化 した も の で ある （当 日

は 、対象教師数を増 や し、小 ・中の 比較 も行 なう）。

　こ れ らの 図表か らも明らか なように、教師に よ っ

て 空間移動／利用 の 仕 方に大きな違 い があ る。そ の

違 い は 、個 々 の 教師の 役割 と公 式的 な空間配置 の 構

造や その 日の ス ケ ジ ュ
ー

ル に 規定さ れ る面が 多い が 、

さ ら に は 、その B の 出 来事 （非 日 常 性
・
外部性

・違

背性 な ど に よ っ て特徴づ け ら れ る）や 教師役割の 捉

え方に よ っ て も左右さ れ て い る 。 そ れ を行為者と し

て の 教師 の 側 か ら見 る な ら、そ うした空 間移動／ 利

用 の 仕方 を通 じて、教 師 として の 実 践活動 を組織 し、

学校 と い う空間 を分節化 し、そ こ で 生起 して い る 諸

活動に差異的に 関与 し 、 自己 の役割 を確認 し 、 ある

い は、居場所 を確保 して い る 。 当 日 は、そ うした空

間編成の 仕方 と意味 に つ い て 考察す る 。 〔藤 田英呉）
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3　学校行事に み る活動の編成形態

（1）は じめ に

　教育社会学に解釈的な研究手法が導入 され て 20年
とな り、 日本で も多くの研究が蓄積 され て きた 。 し

か しこ れ らの研究は コ
ー

ドや ス トラ テ ジ
ー

を学校 の

活動の 中か ら抽出する とい うレベ ル にとどまり、こ

れ らの 活動が どうして 生 じて きたの か、こ れ らの 活

動 は 何 を実現す る こ と に な る の か 、 さら に こ れ ら の

活動は どの よ うな制度的 基盤 を もっ て い るの か、と

い っ た こ とまで 追求す る研 究 は ほ と ん ど なか っ た と

い っ て よ い
tL
  学校は どの よ うな文化をもつ の か、

学校は ど ん な組織な の か とい うこ と を明らか にする

た め に は 、こ れ ら の 問 い に答 え て ゆ くこ とが必 要 と

なる 。 本節は こ の ような問題意識 を背景 に もちな が

ら、学校行事 と い う活動 を 題材 と し て 「学校 に お け

る活動 はどの よ うに組織 され て い る の か」 とい う点

か ら、そ の 形態的分類 を行 うととも に 、 そ の 構造的

な特徴に つ い て考察する。

（2）学校行事とは

　学校行 事 とは学校 の 日常的な活動 に 「非日常性」

や 「外部性」をもた らす活動で ある 。 そ して 学校行

事に は 「年間行事予定表」に記載 され て い る 広義の

行事 と、ふ つ う学校 で 学校行事 と呼 ばれ て い る狭義
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の 行事が あ る。まず広 義の 行事を分類する軸 とし て

重要 な もの は、　「定期 VS不定期」　「内部性VS 外部性」

「教師 の 活動vs生徒の 活動」 の 三 つ で あ る 。 まず、

「定期 vs 不定期」 と い う軸 は定期的 に 教師の職務 に

組み込 まれ て い るか否か で 活動を分類する軸で ある
。

月 に 二 回程 お こ な わ れ る職員会議や 月
一

度の 土 曜 日

に行わ れ る安全指導な どは 「定期」 に含まれ る活 動

で ある 。 次に 「内部性 vs 外部性」とい う軸であるが、

こ れ は活動が 内部で 完結 して い るか 、学校 の 外部 と

の 関係で 展開する か を分類する軸 で あ る 。 「外部性」

に は保護者会 とい っ た 「保護者 とい う外部性との 関

係」を もつ もの 、体験 入学とい っ た 「地域 とい う外

部性 との 関係」をもっ もの 、区監査訪 問 とい っ た「教

育委員会 と い う外部性 と の 関係」を もつ もの 、の 三

つ の 下 位類型 があ る 。 そ し て 最後 に 「教 師 の 活動vs

生徒 の 活 動」 と い う軸 は 、活動が教 師内で 完結す る

の か 、そ れ とも活動に 生徒が含まれ る の か を 分類 す

る軸で ある 。 職員会議 や 歓送迎会な ど は 教師内で 完

結する活動で ある が、運動会や卒業 式な どは 生徒 が

中心 に な る活動であ る 。

　こ の 広 義 の 行事 の 分類軸の うち 「不定期」で 「生

徒 の 活動 」に ふ くまれ る活動が狭義 の行事であ る 。

本節で は こ の 狭義 の 行事 （以下、学校行事と記す）

が どの よ うに組織 され て い る の か を さらに 詳 しくみ

て ゆ くこ と にする 。

（3）学校行事の 分類軸に つ い て

　狭義の 学校行事は ど の よ うに 類型 化 で き る の だ ろ

うか 。 さまざ まな分類 基準 が ありうる が、こ こ で は

学校行 事 の 準備方法や 活動の 編成形態 と い っ た 、学

校行事の あ り方に大き な規定力を もつ 軸と して、ま

ず 「公開VS 非公開」と い う軸 を設定 した 。 「公 開 VS

非公開」 とは保護者や 地域 の 人 々 が 参観する とい う

性質をも つ か否か で活動を分類す る軸で ある 。 外部

性 を もつ 保護者 会や三 者面談とい っ た活動に お い て

は、掃除 の 時間 をい つ もよ り長 く確保 した り、教 師

み ずか ら が清掃活動に 加わ っ た りす る こ とで 準備 を

行 うが 、公 開性の ある 行事で は さら に 授業時間を練

習 に ふ りかえ て 特別 の 準備 を行うよ うに な っ て い る 。

　次 に も う
一

つ の 分類 軸 と して 、活動の 内容 に 着 目

して 「競争vs 共 同」 とい う軸 を設定 し た 。 　「競争 vs

共同」と は 、 順位を競 い あう と い う性 質 を もつ か 否

か で 活動 を分類す る 軸 で あ る 。 こ の 軸 も活動 の 準備

方法 に影響 を与 えて お り、競争 とい う要素を もつ 行

事で は授業時間外に生徒の 自主的 な練習が お こ な わ

れ て い る 。 共同的な活動で あっ て も学年間 の 潜在的

な競争意識 が あっ た り、競争的な活 動 で あ っ て も競

争単位内 で は共 同的 な活動 にな っ て い た りする とい

う点で 、お の お の の 活 動に は共同 と競争とい う要 素

が混在 して い る の が普 通 で あるが、活動 の 本質に 着

目すれ ば 「公 開VS 非公開」 と 「競 争 VS共 同」 とい う

二 つ の軸 をク ロ ス させ る こ とで、活 動 を以下 の 四類

型 に 分類する こ とが可能 で あ る （図 1）。

非

公

開

競 争

球技大会

カ ル タ会

　　運動会

合 唱 コ ン ク
ール

マ ラ ソ ン 大会

始業式 ノ終業 式 ノ離 任式

生 徒 会行 事 入学 式〆卒業 式

測 定行 事 学芸 会

修 学旅行類

移動教室類

共同

図 1　 狭義の学校行事の類型化

公

開

働分類軸と活動の編成形態

　こ れら の軸は活動の 準備方法 だけ で は な く、実 際

の 活動 の 編成形態 に も影響 を及 ぼ して い る 。 こ こ で

は 「競 争的活動 の 編成形態」 と 「共同的活動の編成

形態」に つ い て検討する Q

  競争集団 の編成形態

　競技の 性質か ら球技大会は班単位 、マ ラ ソ ン 大 会

は個人単位で 参加する が、学校行 事 に お い て は 、班

単位や個人単位 で 順位 をつ け る だけ で な く、必 ず こ

れ ら の 成 績 を ク ラ ス 単 位 で 統合 して 学年ご と の ク ラ

ス 対抗戦 へ と活動 を編 成す る 。 こ の 特徴的 な活動 の

編成形態 を 「入 れ 子構 造」と 呼 ぶ こ と に す る 。 競 争

的 な行事 に は 共通 して こ の 「入 れ 子 構造」が み ら れ

る が 、運動会や 合唱 コ ン ク
ー

ル で は こ の 「入 れ 子 」

が 三 重構造 とな っ て い る。つ まり競 争的要素 に 公 開

的要素が加わることに よっ て 「入れ 子構造」が強 化

され る とい う傾向を指摘す る こ とが で きるの であ る 。

  共同的活動の 編成形態

　行 事 に か ぎらず学校 で の 活動 は 学 年に よ っ て 階 層

性 をもつ よ うに 編成 さ れ て い る （例 えば学年が あが

る ほ ど難 し くな る カ リ キ ュ ラ ム な ど）。学校行事 で

も上 級 生 を空間 の 中心 部に位置づ け る とい っ た活 動

編成 の 階層性 は どの 類 型 に お い て も共通 して み ら れ

る
。 しか し運動会の 団 体種目 や学芸会な どで は 、難

度 と 中心 性 の 高い 活動 を上 級 生 に 割 りあ て る こ とで 、

遍在する 学年の 階層性 を目 に 見 え る 形 で 示す と い う

特徴がみ られ た 。 つ ま り公開性 と い う要素 を もっ こ

とに よ っ て 学年の 階層 構造 が 顕在化する 傾向が 強 ま

る の である 。

（5｝お わ りに

　本節で は学校行事 を二 つ の 軸をも ち い て 四 つ に類

型化 し、こ の 二 つ の 軸 が それ ぞれ の 行事 類型 の 活動

の 編成形 態に与え る影響をみ て きた 。 こ こ で は 「競
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争的活動 の 編成形態」 と 「共同的活動 の 編成形態」

をと りあげ、 前者に お い て は競争 と公開とい う軸 が

あわ さる こ とで 入れ子搆造が強化 され る傾向があ る

こ と、後者に お い て は 共同 と公開とい う軸があわ さ

る こ とで学年の 階層構造が顕在化す る傾向が ある こ

と、を指 摘 して きた 。 そこ で 最後に 「なぜそ うなる

の か、そ うする こ と に よっ て何 を実現する こ とに な

る の か 」 を学校教育 の 機能や存立基盤と関わ らせ な

が ら考察す る。まず前者に関して は 、こ の 入 れ子構

造は マ ラ ソ ン 大会 の よ うに個人単位 の 競争で あっ て

も、その 結果 は ク ラ ス の 顳位に影響 を与えるため 、

走 る の が 遅 い 生徒 もチ
ー

ム の
一員と して 精

一
杯 走る

こ とを期待 され る ような構造的特質を持 っ て い る 。

さらに こ の構造 は自分 が直接参加 して い な い 競技に

も、観戦 す る 生徒の 注意 を引 きつ け る とい う特質 も

持 っ て い る
ω

。 こ れ らの構造的な特質か ら、学校は

外部の 視線に 「生徒の 積極 的関与」を示す こ とで 対

処 し ようと して い る こ とが推測で きる 。 また後者 に

関し て は 、こ の 可視的 な階層構造 は学年間 の差異化

をうなが し、学年があがればあが る ほ ど技術 や 知識

が豊 か に なる とい うこ とを伝達する とい う構造的特

質 を も っ て い る e こ こ か ら外部 の 視線に たい して 「生

徒の 成長 を促 す とい う学校教育の 正統性」を示す こ

とで 対処 しよ うと して い る こ とが推測で きる。 発表

当 日は 、こ こ で 示 した 解釈の 妥当性 をも含め て、こ

こ で 示 し た 軸 が 教 師や 生徒 の 活動に 対 して もつ 意味

と機能を さ らに検討 し て ゆ きた い と考えて い る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 （山田真紀）

【脚注】

〔1）蓮 田 英典 1992 「救 育社会学に おけるパ ラダ イ ム 転換諭
一
解釈 学

・
葛

藤論・
学校化論 ・批判理論 を中心 と して一」森 田 尚人他編　教 育学年報 1

「教 育研 究の 現在 j世 議書房

（2｝ 吉見俊哉 1994 「運動会 の 思 惣
一
明治 日 本 と祝 渠文 化

一
」　「思 想

naS45 （近代の 文法）」 1994 年11月号pp．137・162

4　エ ス ノ メ ソ ドロ ジ
ー
類型学 と

　　 教育の 「臨床 エ ス ノ メ ソ ドロ ジー」の 方向性

　本章で は 以下 の 手願で教育臨床研 究を見据 えた エ

ス ノ メ ソ ドロ ジー／会話分析（EMCA ）の方向性 を探 る

（1）EMCA を［Fig、1｝の 枠組 に 位置づ け t

（2）EMCA 的教育硬究が満すべ き要件と して［Fig．ユ1中

　 の 要素（工〜IV）を用 い 方向性を示す

（3×2）の 方向性 をさ ら に展開する上 で 、障壁 となり

　　うる EMCA の 理 論 的前提 と の 共存可 能性 を、主

　　と して CA の実践方法の 解剖をとお して 展望する 。

（ユ）EMCA 研 究 の 形態的類型

lFig．11

formal

1
ethnograp 缸y

皿 工

 

旬

’

皿 w

け ans 。 rip ヒ

substant ］ve

　EMCA 研究 とは 「日常生活 に お け る 諸 々 の 活動 や

出来事が 編成 され る様 を、そ の 文脈依存的表現 や そ

の他の実践的行為の 合理的諸特性に 注 目 しつ つ 、そ

の場そ の ときの絶えざ る 遂行 の 成果と して 研究す る

こ と」（Garfinkel　1967）で ある 。 だがその 研究方法や

呈示 され る知見の性格 や形態は多岐に渉 っ て い る 。

初め に EMCA の 形態を［Fig、11に類型化して お こ う。 横

軸が 「方法論」、縦軸が 「トピ ッ ク／知見」で ある ；

　ユ．縦車由；ethnography
−−transcript軸

　　こ の 軸は、最 も初歩的に は トラ ン ス ク リ ブ ト以

外の 観察デ
ー

タ（エ ス ノ グラ フ ィ ッ ク ・デ
ー

タetc ．）を

使用 す る か 、否か の 違 い を意味 して い る。 しか し軸

の どちら側に位置する かは、横軸の 展開 とも絡 ん で

ガー
フ ィ ン ケ ル の 理論 的著作へ の ス タ ン ス に も関係

して お り、単に記述形態の 違い に は留まらない （後述）。

　Z 横軸 ；formal− substantive 軸

　　横軸 は研究 トピ ッ ク とそ の 知見 を重ね合 わ せ た

軸としてある 。
こ こ で 「形式的」とい う場合、1）理

論社 会学 に お ける トピ ッ ク（社会化、意 識（
二心）、権

力、社会構造etc．｝が相互行為過程に お ける 遂行物 で

ある こ との 例証、ある い は2）会話現象を分析す る た

めの CA の方法論（隣接 ペ ア 、順 番取得 シ ス テ ム eic．）の

精緻化とそれ らの 例証 を目的とする場合をさす 。

　 一
方 「実質的」とい う場合、個 々 の 社会問題 に 関

連 して選択 した トピ ッ クやその 研究成果 をさす。 自

殺防止、犯罪類型、受刑者施設、病院組織 、 精神病 、

天体の 発 見、ジ ャ ズ の 即興 、 進路相談 授業 の 構 造

化、航空管制室な どの トピ ッ クが そ の 例 で ある 。

　　 以上 の 軸 に既存の EMCA 研究 を跡づ ける とき、

エー　rvの 4類型に 分類で きる ；

　Ilethnography− substantivel ：初期 EM 研究（ワ
ーク研

　　究の 萌芽、応用EM （AEM ）の モ デ ル）；受刑者 コ
ー

　　ドを語 る 手続の 使用 法、粗悪 な病院 カ ル テ が病

　　院組織運営上機能す る 仕方 etc の 研究 。

　ll［ethnography
− formal］：成員を類型化する 装置な

　　ど 「社会学実践」の 科学化をめ ざす サ ッ ク ス 前

　　期
”

の 試み 。
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HI［transcript− formal］：サ ッ ク ス 後期
lII
の 業績を軸に、

　70 年代以降主流 となっ て きた会話の シ
ー

クエ ン

　ス 分析を中心 と した 形式化 した CA研 究。

IV【し「anscriPtHsubstantive ］： ワ
ー

ク研究 、制度的 場

　面（insしitutlonat　 setting ｝の研究、教育 の Applied　EM

　（AEM ）など 。

（2）EMCA に よる教 育研 究 の 方向性

　歴史的に EMCA の 主流 は   の 経路 を辿っ て きた（cf，

秋葉 19951 。 横 軸は右か ら左、縦 軸は 、分析技術 の

精緻化Uefferson　 system ）とともに 上か ら下 ヘ シ フ トし

て きた 。 そ の 意味 で 皿象限 に位置す る研究は EMCA

の
一つ の 終着点 とも考え られ る 。

　
一

方教育の EMCA の場合AEM （Heap1987 ；1990 ）、

Ethnographic　CA （Hustler＆Payne1985＞な ど の 方向性が

すで に提出 され て い る 。 本報告 で は IFig．11の各象限

を、教育の EMCA が満 たすべ き要件 として 読み 換え、

それ らの 方向性 を  の 円弧に示し た 。 また マ ク ベ ス

の よ うに授業分析 をワ
ーク研究の枠内で 行う研 究は

  の 方向 を辿る と考え られ る 。
い ずれ に せ よそれ ら

の 研究 が IV象限 を志 向し て い る点は 重要 で あ る 。

　問題は 横軸上 の 展 開 で あ る。臨床 的知見 が 要請 さ

れ る
3

教 育（社会学）研 究に は（と りわけ  が 皿〜IVへ

移行する 際）、 El　 CA の展開が IHに終着す る な らば
“
障

壁
”

とな りうる 。そ れ に も拘わ らずEMCA に拘 る の

は、教育 の 臨床 的研 究 を展 開する 上 で EMCA の特微

は 活 かす に 値す る と考 える か らで ある（「教育の 臨床

EM 」 へ

）。

（31教育 の 「臨床 エ ス ノ メ ソ ドロ ジーj に むけ て

　EMCA の 展開上、　 Garfinkel＆Sacks（G＆S）論文が決定

的 に 重要で あ る。こ の 論文は［Fig．1］で は横軸 と縦軸

の 交差点 に位置 し、皿の CA研究、　 IVの ワ
ー

ク研究等

の 理論 的基盤 を用意す る もの で あ る 。

　左 へ の 横軸 上 の シ フ ト要 因 は G＆S論文 で 分祈指針

と して 登場する 「EM 無関心」にあ る
。 社会学 の 「科

学化」の 徹底 を期 したサ ッ ク ス 初期 の 業績（恥 の 観

点か ら無 関心 を徹底 させ ると、皿の 形 式主義的CA に

到達 す る 。 EM 無 関心 は 分析対象の 出来事や 活動 に

対 し、研 究者の 価値付与、重要性、必要性等 の 判 断

を差 し控 え る こ とで ある 。
つ まり、観察対 象 に研 究

者 の お仕着せ の 枠組 を押付け る こ と （
＝＝re築的分析）を

拒否 し、成員が 出来事 や活動 に 参与する際、それ ら

を典型的に 、繰 り返 し現象 して い る もの と して 観 察

する 仕方（成 員 の レ リ ヴ ァ ン ス ）に 従 っ て 、当該の 観

察 の 編成 の され方 自体 を解明する 可 能性を開い た 。

し か し  方向へ 終着する な らG ＆S論文 の もう
一

つ の

強調点で ある 「成員の 含蓄的実践（glossing　 practice）」

の 着 眼 の
“
障壁

”
とな りう る。

　 含蓄 的実践 は相互行 為の 進行過程に 当該の 相互 行

為場面 の 実質的特徴を その つ ど現象 させ る 。 す な わ

ち 「相互行 為に伴 う背景描写の 実践（scenic　 practice）」

で あ る （Mehan ＆Wood ）。 こ の 含蓄的実践 は トラ ン ス

クリプ シ ョ ン 技術 の 精緻化（縦軸）に よ っ て相互行為

の 形式的構造の 中に よ り詳細に見え る ように な っ て

きたが 、 CA の 形式化／科学化 の あ る種の 側 面 と結び

っ き、　「知見」と して は現れ．に くくな っ て きて い る

（ex 、シ ャ
ー

ロ ッ ク＆ア ン ダ
ー

ソ ン はCA の 方法論 は
［［
会

話の
”

構造 しか 明 らか に しない と 手厳 しい 〉。

　しか し分析技術 の 精緻化はCA の 方法論と切 り離せ

ない もの で は な い
。 トラ ン ス ク リプ トは現象の 本質

（haecceities）を捉 え る た め の 対象に 密着 した 研 究実践

過程（Atkinson＆Heritage； Psathas＆Anderson ｝の 記 録 で

あ り、客観的方法と して 対象 に 押付 け られ る 枠 組 で

も、 EMCA の 唯
一

の 方法 で もな い 。 ま た EM 無関心 の

態度 も  の 経路 を辿 りIVに終着する 研究に こ そ活 き

て くる 。 CAの形式的分析 を活か し実質的 トピ ッ ク か

ら実質的知見 を呈示 しようとす る 制度的場面研究

（助 も近年盛ん で ある 。 そ の 際もち ろ ん IVの 諸研 究

が 解明 しよ うとする含蓄的実践ある い は現象の 実質

的特質の 解明に は トラ ン ス クリプ ト以外 に も様 々 な

方法があり得る。PACT の 成果 で は 「現象 学的エ ス

ノ グ ラ フ ィ 」 の
一

例 と して 生態学的網羅性を指針 に

収集された デ
ー

タの 構築と記述（藤田et　 aLl995 ，藤田

＆秋葉担当箇所）を 、IVの 試み と して位置 づ け る こ と

も可能で あ る 。

　以上 「成 員 の 含蓄的実践 」を 明 らか に する IVの

EMCA 研 究は 「教育 の 臨床 的研究」 に 可能 性 を 開 く

試み で あ る と考え られ る 。 　　　　　 （秋葉 昌樹）

【脚注】
｛1｝⊂t．前期、後期 サ ッ クス の 区別 Fiモ ア マ ンC1992j。
〔2）「臨床的」の 語は 、志水（印 嗣中 1に倣 い   「教 育問 題の 解決 に資 する］

  「教育現場に 根 さ
’
した」を意味する 。
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