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養護教諭志望学生の ジ ェ ンダ ー 意識

　　 一 教職課程学生 へ の調査か ら一

池上　徹（関西福祉 科学大学）

1．教育社会学研 究に お ける養護教諭

　教育社会学にお い て 、養 護教諭 は ジ ェ ンダ
ー意識 と非常 に強 く関連づ けて 述 べ られ てき

た 。
「学校 の お 母 さん 」（深 谷 2000n）や 「保健

室 の お ばさん 」（鈴木 19992 りとい っ た 例 を挙

げるこ とで わ か るように 、それは 女性 役 割と密

接 に っ なが っ て い る。

　 そもそ も、養護 教諭 自体 に つ い て の 研 究も

少 な い
。 代 表 的 な研 究 として 、 秋葉 （20043

）

）に

よるエ ス ノメソドロ ジー研究 をあげることが でき

るが 、秋 葉もそ の 中 で 「教 育社会 学研 究の 領

域 におい て も、保健 室 ・養護 教諭 （中略）に つ

い て の 考察 され るこ とがなか っ た の が実 情」
4｝
と

述 べ て い る。教 師研 究 は 数 多くありは す るも

の の
、 こ れ ま で そ こ で 養護 教諭 に 焦点 が 当て

られ る ことは ほ とん どなか っ たとい っ て い い 。

　量 的 調査 とな るとさらに 少 な く、先 に 挙 げた

深谷 に よ る 1991年 と2000年 の 調査 の 他 に 、 秦

（2002s
〕

）による教員 調査 の 中 に 養護 教諭 が 含

まれ て い るが、養護 教 諭 志望 学 生 へ の 調 査

は皆 無に等しい 状 態 にある。

2．教 師研 究 に お けるジ ェ ン ダー閙題 と養 護

　 教諭

　教 師研 究として は 、周知 の ように ジ ェ ン ダー

問題 は
一

つ の 大きなテ
ー

マ で ある 。 様 々 な 教

育社 会 学に お けるジ ェ ン ダー研 究 が、学校 に

お け るジェ ン ダー
の 再 生 産 の 問題 を指 摘 し 、

その 担 い 手で ある教 員を問題 に して きた。例

えば教員 自身が 持 っ ジ ェ ン ダーバ イア ス や隠

れ た カ リキ ュ ラ ム 、教員組織 の ジ ェ ン ダー
の 偏

りな どを挙 げるこ とが で きる 。 しか しな が ら、こ

こでも養 護教諭 が 取り上げられ ることは なか っ

た 。 養 護教 諭が 先 に述 べ たように女性 役割 の

中で 述 べ られ て きた にもか か わ らず、で あ る 。

　そ れ は 教 員養 成 な い し教 師教 育に っ い て

も同様 で 、教 科 や校 種 に 注 目 したり、河 上や

亀 田 らに よる研 究 （20006
♪

）もあるが 、養護 教諭

養 成 な い し養 護 教 諭 養成 課 程 に 着 目 し たも

の は な い
。

3．養護 教諭とジ ェ ン ダ
ー

　以 上 の ような状況 は 、養 護教 諭 ない し養護

教諭養成が 全 体とし て の 規模 が小 さい こ とも

影 響して い るだ ろう。 また 、 これ ま で の 養護 教

諭 養成 が 国 立 大 学 教員 養成 学部 を除 けば 、

看 護系 の 大学 ・短 大 や 教 育系 で も女子 短 大

などが 中心 で あ っ た た め 、ジ ェ ン ダー
研 究 とし

て は そ ち らの 問題 が まず 先 にあ り、養i護 教諭

に注 目され て こなか っ た、とも言 える 。

　
一

方 、養 護教 諭教 育学会 で は 、ジ ェ ン ダー

問題は ほ とん ど注 目され てきて い ない 。

　 しか し、最 近は 共学 の 大学 で 養護 教諭を養

成するようになり、 また採 用 面 でも東京 都や 大

阪府 で 男 性 の 養護 教諭 が採 用 されるように な

っ た。養 護 教諭を女性 の み の 職種 と限 定 する

発想 は 終わ りを迎えた と言っ て い い 。

　さらに 、ジェ ン ダ ー
研 究 が指 摘 した 学校 の

問題 を追及 し て い くの で あれ ば、女 性役 割 と

して語 られ る養護教 諭 自身 が 、どれ だ けジェ

ン ダ ー・フ リ
ー

な教育 を実践 で きる か が 問われ

て くるこ とになる 。 そ こ で は 「お 母 さん 」「お ば さ

ん 」と語 られ て きたこととの せ め ぎあい が 起 こ

っ てくるだろう。

　本 発表 は 、そ うい っ た研 究 の 方 向の 手 始 め

として 、養 護教 諭 志 望 の 学生 の ジ ェ ン ダ ー意

識 を調 べ るた め、発 表者 が 勤務 する大 学 の 学

生 に対 し て 量 的調 査 を実施 したもの で ある。

　調 査票 の 作 成 にあたっ て は 、村松 ら（2005
’｝
）

に よる教 員志 望 学生 の 調 査 を参考 に し、間接

的な比 較 が できるように試 みた 。

4 ，調 査概 要

　（D調 査 対象者

　　私 立 K 大学 にお い て 「教 育原論 」（社 会

　　福祉 学 部 ・健 康福 祉 学部 ）お よび 「総 合

　　演習 」（健康 福祉 学部）を受講 した 学生 、

　　計 340名 。

　（2）調 査 方法

　　授 業 終 了時 に 調 査票 を配 布し て の 集 団

　　 自記 式質問紙調 査 。

　（3）調 査実施時 期

　　 2006 年 6 月 。「教育原論 」で は 、ジ ェ ン ダ

　　ーに つ い て 触れる前 に実施 した。

　（4）調 査項 目

　　 出身 高校 の 型 や役 員経 験 、大学 の 志 望

　　理 由や 教職 の 志 望動 機 、職 業観 、 親 族

　　の 教員 経験者 の 有無 、ジ ェ ン ダー観等 。
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（5）回答者 の 学科別 ・性 別の 属性

人 数 女子 学 生 男子 学 生 合計

社 会福祉 学部 47 70117

健 康科学科 172 3175

福祉 栄養 学科 36 1248

合計 255 85340

5．調査 結果

　調 査結果の 中か ら、ジ ェ ンダー観に つ い て の

質問に 関わる結果は以下 の 通 りになっ た 。

　（1）他教科免許取得志望学生との 比較

　まず社会福祉学部 の 1 年生 で 教員免許取得

を志望する学生（女子 30 名、男子 40 名）と、健

康科学科で 養護教諭の免許 取得を志 望する学

生（女子 87 名）で比 較した。社会福祉学部で は

中学社会、高校公 民 、高校福 祉 の 免許 の 取 得

が可 能となっ てい る。そ の ため こ こで は、教科の

教員 を志望 する学生 と、養護 教諭を志 望 する学

生との 差を見 ることになる。

　教 員志 望 理 由 を質問 した複数回答の 質問で

は 、
「比較 的男 女平等だ か ら」とい う選 択 肢を選

ん だ の は社 会福 祉学部で は ゼ ロ だ っ た の に 対

し、健 康科学科では 21 ％と、養護教諭志望学

生 の ほ うが学校 を男 女 平等 の 職場 と捉 え て い

た 。

一
方 で 「女性 （男性）に向い て い るから1とい う

選 択肢を選ん だの も、社会福祉学部では ゼ ロ だ

っ た の に対して 健 康科学科で は 7．4 ％い て 、養

護教諭ない し教 師を女性 向きと捉 えて い る養護

教諭志 望 学生が 、少 数ながらい ることもわかる 。

　結婚観や様 々 なジェ ン ダー意識 につ い ては、

2項 目を除き統計的 に有意な差が認 められ なか

っ た 。 差があっ た の は 「義務教育で、もっ と男らし

さや女らしさを大切 に し た教 育をす べ きだ 」と、
「女性 の 校長 ・教頭をもっ と増やした方が よい 」の

2つ だ っ た。「そう思う」「少しそう思う」と答えた割

合は 、前者の 質問で社会福祉学部が 36．2 ％な

の に対し健康科 学科が 18．8 ％、後者の 質問で

社会福祉学部が 56．3 ％な の に対し健康科学科

が 72．9 ％だっ た。健康科学科、っ まり養護教諭

志 望 学生 の ほうがジ ェ ンダー・フ リ
ー

な考え方を

して い る学生が多い 。

　（2）養護教諭志望 の 1年生と 3 年生で の 比較

　次に、同じ健康科学科の 中で 1年生 と3 年生

で養護教諭の 免許 取得志望学生で 比較 してみ

た。これ は 2 年次の 「教 育社会学」を経て ジ ェ ン

ダー学習の 前後 の 変化を見るもの で ある。

　結婚観や様 々 なジェ ンダー意識 に つ い て は、

ほとん どの 質問につ い て 1 年生と3 年生 の 間に

統計的に有意な差は認 められなか っ た。

　唯
一

あ っ た の は 、「女性 の 校長 ・教頭をもっ と

増やした方がよい 」とい う質問で 、「そう思 う」「少

しそう思 う」と答えた割合 は、1年生で 72．9 ％、3

年生で 872 ％と、3年生 の ほ うが高か っ た 。

　また、「あなた は 、 『ジェ ン ダー
』とい う言葉を知

っ て い ますか 」とい う質問に 「知 らな い 1と答えた

の は 、1年生 の 11％だっ たの に対 し、3 年生で

は
一

人もい なか っ た。「あなた は 『ジ ェ ンダー』と

いう言葉を、い つ 頃 、 どこで 知りましたか 」とい う質

問に つ い ても、 1 年 生で もっ とも多か っ た の が

「中学や 高校の授 業で 」の 67．1 ％だ っ た の に対

し、
3 年生 は 「大学 の 授業で 1の 66．7 ％と、教職

課程に お ける講義 の 効果が確認で きた 。

6．今後 の 課題

　結婚観やジ ェ ン ダー意識 に つ い て 、1年 生

と 3 年生の 問 に 差が ない こ とは 、知識 は つ い

ても行 動 変 容 まで 至 っ て い な い 可 能 性 が高

く、養i護教 諭 がジ ェ ン ダー ・フ リーの 担 い 手と

なるようさらなる実践が 必 要 と考えられ る。

　ま た 、本調 査 は
一

大学 の み の た め 、国公 立

・私 立 の 枠 を超 え て 養護 教諭志 望 学生 全体

の 傾 向を調 べ ることも今後の 課題で ある。

　引用 ・参考文 献

　 1）深谷和 子 2000，「『学校 の お母さん』として の

養護教諭 」『モ ノグラフ 小 学生ナ ゥ VOL20 −3

心 の ケア ワーカーとして の 養護教諭
一 10 年後

の 全国調査 一
』，pp．2−3，ベ ネッ セ

2）鈴 木邦治 1999
，
「学校組織 の 周 縁や 曖昧 空

　間か ら視 え て くるこ と」油布 佐 和 子 編 『教師

　 の 現在 ・教 職 の 未 来　 シ リーズ 子 どもと教

　育の 社会学5』，教 育出版

3）秋 葉昌樹 2004 『教 育 の 臨床 エ ス ノメ ソド ロ

　ジ ー研 究　保健 室 の 構造 ・機 能 ・意味』，東

　洋館 出 版社

4）前掲 書，14 ペ ー
ジ

5）秦 政春 他 2002 「現代教師の 日常性 （II）『日

　本 教育社会 学会第 54 回大会　 発表要 旨

　集録 』pp．182−187
6）河 上 婦 志子 「女性 教員 『問題 』論 の 構 図 」

　pp．265−285 、亀 田 温 子 「教 師 の ジ ェ ン ダー ・

　フ リ
ー学習 一

」pp．309−331 亀 田温 子
・舘か

　お る編 著 2000 『学校 をジ ェ ン ダ
ー・フ リ

ー

　に』，明 石 書店

7）村 松 泰 子 、中澤 智恵 、木 村 育恵他 2006

　『国 立 教 員養成 系 大学 に お ける教育・学習

　活 動 の ジ ェ ン ダー分 析 　
一

大 学 教員 と学

　 生の 調 査か ら一』科 学研 究費 補 助金 　研

　究 成果報告書

一152一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　


