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専門学校 にお ける専門的職業

教育の 特質

一 介護福祉 士養成学科 を中心 に

大友達也 （北海道大学大学院）

は じめ に

　我国の 専門学校 が専門的な職業教育 とし て

の 専門的職業人養成 とし て の 役割を担 い
、 学

生数、学校数共に 量的増加傾向を示 して きた

とい える。

　 しか し、 我国に お い て 量的に増大 してき た

専門学校教育の 内容、質的な側面 で は こ れ ま

で 十分に研究 され て きた とは い えな い 。

　本研究で は 、専門学校教育の 特徴をみ る前

提 と して 、 2 点に着 目した。

　第 1 に、専門学校の 科 目は大学の よ うに 学

問体系 で はな く、資格や特定職業 に必 要 とさ

れ るもの とし て 対応 してお り、「即 戦力 」と し

て の 実践力 を身に っ ける教育を行 っ て い る と

い う こ とで あ る 。

　 こ の よ うな特徴の ある専 門学校教育は職場

に 必 要な技能形成 と して ど こ ま で 役割を果 た

し て い る か をみ る必 要が あ る。特に入職者 の

ス キ ル の 形 成 に は OJT が大 きな役割 を果 た

して い る とい える。

　そこ で 、本研究で は上 記 の こ とを踏ま え て

労働現場 の OJT と専門学校教育が どの よ う

に連結 され 、ど こ ま で が専門学校教育に よ っ

て 実現 し て い る の かをみ な く て はな らな い 。

　第 2 に 、具体的な職業を念頭 に お い た特定

の 領域に対す る教育 を専 門学校 は 短 期の 学習

年限で実現 させ て い るこ とか ら、必要 な科 目

を最小限 に ま とめ て 構成 され て い るた め、専

門学校教育に は 「狭 さ」 が生 じて い る と考 え

られる。

　そ こ で 、そ の 「狭 さ」 は 専門学校教育にお

い て どの よ うな構造に なっ て い るの か 、また 、

それ に関 わ る課 題 な どを整理 し て い く必要 が

あ る と考 え られ る。

　上記 2 つ が 実際 の 調査 に よ っ て どの よ うな

実態で 、 ど の よ うに展開 され、どの よ うな課

題 があ る の か をみ て い くこ とか ら、今 日 の 専

門学校教育の 特 質を整理 す る こ とが で きよ う。

調査方法

　本研究では専門学校 の 取 り組 み と し て 専門

学校 内部 で の 教育をみ る他、卒業後就職 し活

躍 して い る職業現 場 を調査 し 、 特徴 をみ よ う

とす るも の で あ る 。

　今回は、これ まで 特に 取 り上げ られ て こ な

か っ た福祉分野 の 専門的職業教育 （最近 で は

大学や短大 にお い て も
一部重 なっ て い る分野

で ある）を中心 に み て い くこ とに し た。

　専門学校 へ の ア ン ケ
ー

ト調査 、専門学校 へ

の イン タビ ュ
ー調査、在学生 へ の ア ン ケ

ー
ト

調査 、 卒業生 の イ ン タ ビ ュ
ー

、 お よび 介護福

祉 士 の 労働現場 へ の イ ン タ ビ ュ
ー

調査を実施

して い る。い ずれ も、介護福祉士 養成学科 を

中心 に して お り、調査場所は、主 に北海道の

専門学校で 実施 し て お り、その 他に、東京の

専門学校 ヘ イ ン タ ビ ュ
ー

に よ る調査 も して い

る。 （具体的な調 査件数 な どは 当 日 の 資料 を

参照 ）

結果

　上記 の 調査に よ っ て 明 らかに な っ た 中か ら 、

今回特 に発表す る部分 と し て 以 下の 2 つ の 項

目に 分けて ま とめる。

〈 労働現場〉

　第 1 に 介護福祉 士 の 労働現場は 、 介護福祉

士 の 専門職 と して の 位 置付 けが弱 い と い うこ

とが 明 らか にな っ た 。 現代の 介護 系の 専門学

校教育で 育成 され て い る介護職の 特質で もあ

る 。

　介護福祉士 労働現場 の 特 徴は 、 看護職 との

位置付 けが不 明確な部分が あ る こ と。

　また、自立性、お よび 自律性が不 充分で厚

生省が 目標 と し て 掲げて い る 「福祉専門職 1

に は 至 らない 。

　 しか し、厚生省で 求め る 「福祉専門職」 と
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して位置付 け られ た介護福祉士 は厚生省に よ

る高度な 専門的資格 を 目標 と してお り 、 そ の

た め の 教育には厳格 な 基準 が取 り決 め られ て

い た。つ ま り、職業教育 の 目指す基準と労働

の 現 実との ギ ャ ッ プがみ られた。

　矛盾 を抱 えなが らも介護福祉士が 専門職化

して い くなか で専門学校 は職業人養成 として

役割を担 っ て い るの で あ る 。

　第 2 に 、「即戦 力」を実現 させ る と言われ る

専門学校教育に お い て 、特に 重視 され て い る

の が 「現場 実習1 で ある。

　 こ の 実習が OJT の 先取 りとな っ て い る面

と専門学校教育に お け る 理 論な ど の 科 目の 学

習理解 に効果的に つ なが る とい うこ とが明 ら

か に な っ た 。

団体の 活動 、 学会活動 な ど） が で きる

環境 と は な っ て い な レ》とい え る 。
こ の

こ とは 、介護福祉士 の 専門 ・職業能 力

開発 の 機会は、労働現場の 状況か らみ

て 低い とい える と ともに、卒後教育が

十分に形成 されて は い ない とい え る 。

　上記 の 内容 に発表 時に は専門学校教育 に関

する新た な課題 もい くつ か 明確化で きた こ と

も加え て 触れて お きた い 。

〈 専門学校教育にみ られ る 「狭さ」 の 構造お

よび特徴 〉

　短期間に 専門教育を行 うとい う性質上 、学

校教育 の 内容は 限られた専門教育 とな っ て い

る 。 専門 学校 の 狭さの 構造お よび特徴 とは 、

　 1 。専門学校教育内部 の カ リキ ュ ラ ム だ け

　　　で は な く、入学か ら卒業後ま で の 各段

　　　階で 相互 に 関連 しなが ら存在 し て い る 。

　 2 ．学校間格差にお い て 各専門学校で は差

　　　別 化を図 るため 、 努力がな され る に も

　　　かか わ らず、結果 と し て 卒業後に お い

　　　て 専門技能 の 能力には 、労働現場か ら

　　　の 評価に は差別 化 され た もの が評価 と

　　　 して 十分 に 反 映され て は い な い 。

　　　そ の 原 因 には 、第 1に 専門学校教育が

　　　持 っ 画
一的な厚 生省に よるカ リキ ュ ラ

　　　ム な どの 資格基準 が決 め られ て い る こ

　　　との ウエ イ トが大 きい とい うこ と、も

　　　 うひ とっ は 、短期高等教育 とい うよ う

　　　に短期間の 専門学校教育が持 っ 「狭 さ」

　　　が要因の ひ とつ とな っ て い る 。

　 3 ．　 介護福祉士 は 卒業後、研修 など学習

　　　の継続性 が求め られ る職業で あるが 、

　　　専門学校 卒業後 にお い て労働環境の 実

　　　態か ら介護福祉士 の 専門性を向上 させ

　　　る研修 （大学等 へ の継続学習、専門職
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