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学校 へ の 他専門職 の 参入 と教師の 専門性

保 田 直美 （所 属 な し）

1．問題設定

　 これ ま で、日本 の 教師の 仕事 の 特徴 の 1つ は 、
そ の 職務 と責任 の 範囲が無制限 に 拡大 しが ちな

嘸 境界性 」に ある とされ て きた （佐藤，1994）。
ま た、日本の 教師 は 、自 らの 役割につ い て 独 自

の 規定 の 仕方をす る 「指導 の 文 化 」 を 持 っ て い

る こ と も指 摘 され て きた （酒井 ，
1999）。 日本 の

教師 は、＜多様 な内容 を 等 し く教育的 に 価値 ある

もの と し て 「指導」す る こ と〉、そ して そ の ため

の 基 礎 と して 〈生 徒 との 信頼関係 を構 築す る こ

と〉 が期待され て お り、そ の 期待 に 沿 っ て 自ら

の 役割 を規定 し て い る。子 ど もとふ れあい 、子

どもを受容的 に 理解す る こ とで教師と 生 徒 の 間

の 信頼関係 を築 くこ とが指導上最も重要 で ある
一

こ の よ うな 「正 しい 指導 」 神話 に 沿 っ て 教

師 が 活 動す る こ とが、学校組織 が社会 の 中に 存

立 す る ための 基盤 となっ て い る の で ある （酒 井，
1996）s それ ゆ え、教師は 単 に 教科指導だ け で は

な く、様 々 な職務を担 い 、そ し て 特に生徒 との

信頼関係 を築 く活動 を行うこ と を重視 し て きた。

　 こ の ように児童生徒 との 情緒的 きずなの 形成

を重視し、全 人的 ・包括的な教育 を 行 お う とす

る教師 の 役割意識 に つ い て は 、メ リ ッ トとデ メ

リッ トの 両 面 が 指摘 され て き た。ま ず、デ メ リ

ソ ト と して は、教師 の 専門性 の 空洞 化 や多忙 を

招 く こ とが 指 摘 され て き た。一
方 で メ リッ トと

し て は、生徒指導 領 域 な どで 自律 性 を 持 つ こ と

が 教職 へ の 動機 づ け とな っ て い る面 が あ る とい

う こ と が 指 摘 され て きた。ま た 、そ もそ も、教

科指導を行 う上 で、生 活面
・心 理面 へ の 配慮 も

含 め た 全 人 的 ・包 括的な関 わ りが 不 可 欠 で あ る

こ と も広 く主 張 され て い る。

　 しか し、近年、こ の よ うな教師文化 が 失われ

つ つ あ る こ とも指摘 され て い る 。 規制緩和
・市

場原理 の 導入を伴 う教育改革 の 流れ に よ り、学

校が担 う役割の 限定化や学校内 で の 機能分化 が

進ん で い る 。 学校内に教師以外 の 専門職 を配置

す る こ と も、こ の よ うな流れ の 1 つ として 通 常

捉 え られ て い る。学校 に配置 され た 教師以 外 の

専門職 の 代表 は、ス ク
ー

ル カ ウ ンセ ラーで あ る。

現在、中学校 の 多 くにはス ク
ー

ル カウ ン セ ラ
ー

が 配置 され て お り、それ に伴 い 、生徒指導領域

を中心 に 、教師 の 役割や専門 性 が 何 ら か の 形 で

変化 しつ つ あ る と考え られ る。

　本報 告 は、特 に こ の ス クー
ル カ ウン セ ラ

ー
の

配置 の 影響に 注 目 し、教師の 専門性 が どの よ う

に 変化しつ つ ある と考え られ る の か、既存の デ
ータ や資料を参照 しつ つ 試論的 に検討する もの

で あ る。

2．分析視角

　
一

般 に、教師専門職論 に お い て は こ れまで 、

教師 の み に 注 目 した 研究が な さ れて きた。こ れ

は 、教師が学校 に存在す る唯
一

の 専門職で あ っ

た こ とに由来す る が、他専門職 の 参入 が始ま っ

て い る現在 、他専門職 との 関係 も視野 に 入 れ た

専門職論 を展開す る必要 が あ る。そ こ で、本報

告 で は 、専門職 シ ス テ ム 論 （Abbott，1988）の

視点 を援用 し、他専門職 との 関係 の 中で 、教師

の 専門性 を と ら え る こ と を試 み る。専 門 職 シ ス

テ ム 論 は、専門職が ある職務に 対 し て 持つ 管轄

権 （職務管轄権） が、い か に して 作 られ 、社会

構造 の 中に 定着 され る か を分析す る こ とで 、当

該専門職 の 発達 を と ら え よ うとす る 議論 で あ る 。

近 接 す る複数 の 専門職 を シ ス テ ム と し て と らえ

る た め、シ ス テ ム 内の ある 専 門 職 の 存在は 、自

然 と シ ス テ ム 内 の 他 の 専門職 に も影響を与え る

と考え られ る。

　 こ の よ うな視点 に 立 っ た 時、注 目 され る の が 、

専門職問の 職業的境界で ある。職業的境界 は 専

門職が持 つ 個 々 の 職務管轄権を内 包するもの で

あ るが、境界線 は、この 専門職 は こ の範囲 の 仕

事 を 担 う、と最初 か ら実体を伴 っ て 厳然 と存在

す る わけで は ない 。 Abbott （1995）は 、実体 が

先 に あっ て 境界線が で きる わけで は な い と して

い る。何 らか の 「違 い 」 を示す もの が複数 あ り

（原始的な境界）、それ が 1 つ に 結 び つ い て い く

こ とで 、境界 と実体 は 同 時的 に成立 し て い く。

現実にあるの は、個 々 の 出来事 （event ）の み で

あ り、そ れ が 世界 を 分 け て違い を もた らし て い

く中 で境界が生まれ た り、変化 した りす る の で

あ る、医療系 の 専門職論 で は、こ の ような立 場

を背景 に、実際の 職場 で 専門職が どの よ うに 職

業的境界を生成 して い る か に つ い て の 研 究が 展

一195 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japan Society of Educational Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Sooiety 　of 　Eduoational 　Sooiology

開 され て い る。

　 こ の よ うな議論か らす ると、教師 の 専門性 の

変化につ い て 考察するには、ス クー
ル カ ウン セ

ラ
ー

との 間 に 形成 され る職業的境界 に つ い て 考

察する 必 要 が あ る 。 そ して、そ の ために は 、〈ス

ク
ー

ル カ ウン セ ラ
ー

の 仕事〉・〈教師 の 仕事〉 と

い う確た る実体 が あ らか じめ あると考え るの で

はなく、どの よ うに 互 い が 職場 で起 こ る 出来事

の 中で 違い を 作 り出 して い る か を 見 なけれ ばな

ら ない 。

　 ス ク
ー

ル カ ウ ン セ ラ
ー

の 仕事は 、一
般 に 個人

向けカ ウン セ リン グに 限定 され る と考え られ が

ち で あ る が 、実 際 に は、も っ と幅 広 い 職務 を 自

ら の 管轄と して い る。日本 で ス ク
ー

ル カ ウン セ

ラ
ー

の 多くを占め る 臨床心 理 士 の 専門性 の 根幹

と な っ て い るの は、徹底 し た 患者中心 性 で あ る

（保 田，2009）。一
般 に、ク ライ エ ン トを 中 心 に

据え、ケ ア を行 っ て い こ うとす る専門職が フ ォ

ー
マ ル に想定す る職域は幅広 く、臨床心理 士 も

そ の 例外 で は ない 。当然、教師 の 職域 と重なる

部分 も多 い 。そ の よ うな状況下 で は 、職 場 で の

差異化 に 向か う相互 作用が専門性 に 与え る影響

は、よ り大 きくな る と考えられ る。

3．分析結果 と考察

　で は 、実際に職場 で 、教師 とス ク
ー

ル カウン

セ ラ
ー

の 仕事 に は、どの よ うな違 い が位置 づ け

られ つ つ あ る の だ ろ うか。ス クー
ル カ ウン セ リ

ン グ に 関 す る 既存 の 質問紙調査や、臨床心 理 士

が 書 い た ス ク
ー

ル カ ウ ン セ リン グ の 事例報告

（『心 理 臨床学研 究』に掲載され た 23 論文）を

参 照 しっ っ 検 討 した．以 下、現 時点 で の 考察 の

概略 を示 す。

　ま ず見 られ た 大 き な 特 徴 は 、教 育 相 談 や い わ

ゆ る 不 適応生徒 の 対 応 は ス ク
ー

ル カ ウン セ ラ
ー

の 仕事 で 、教師 は それ を行 わ な い 、とい う形 で

の そ れ ぞ れ の 職務 の 差異化 は行 わ れ て い な い と

い うこ とで あ る。ス クール カ ウ ン セ ラーの 導 入

に よ り 、 教師が 生徒 との 関 わ りそ の もの を放棄

して しま うこ とは ほ とん どなく、教師 の 負担感

もあ ま り軽減され て い な い
。 機能分化 が 進 み 、

教師 の 仕事 の 無境界性や指導 の 文化が 失われ る

とい う流れを ス クール カ ウン セ ラーの 配置 が 助

長 して い る こ と は あ ま りない と予 想 され る 。

　た だ し、不 適応生徒全般 へ の 対応をス ク
ー

ル

カ ウン セ ラ
ー

に任す、とい うこ とはない もの の 、

不登校生徒 の 対応を主 に ス クー
ル カ ウン セ ラー

に任 せ る、とい う傾 向 は 見 られ る。1998年度 の

配置校 に対 して 行われた調査 （伊藤，2000） で

は 、ス クー
ル カ ウン セ ラーに 不 登 校 生 徒 へ の 対

応 を 行 っ て も ら っ た 学校 は 92．3％で あ る が 、非

行
・
暴力問題 へ の 対応 を行 っ て も ら っ た学校 は

53．6％で ある 。 学校 に よっ て は、不登校 は ス ク

ー
ル カ ウン セ ラ

ー、非行 は 教師、とい っ た形 で

問題別に仕事 の 違 い を作 り出 して い る可能性 が

あ る、こ れ は、人 単位 の 分業と も言 え る 。 教師

とス クール カ ウン セ ラ
ー

が 別 々 の 子 どもに それ

ぞ れ 関わ る こ とで 、互 い に 患者中心的な、全人

的な、専門性を維持 して い る可能性 が ある。

　とはい え、臨床 心 理 士 に よ る事例報告を 見 る

限 り、不登校で も教師が あま り関わ っ て い ない

と思われ る事例 は ほ とん どない 。多 くの 事例は、

両 者 とも生 徒 に 直接関 わ り、さ ら に 並 行 して ス

クー
ル カ ウン セ ラーが教師に 対 して コ ン サ ル テ

ー
シ ョ ン も 行 っ て い る 。 こ の 場合 、ス ク

ー
ル カ

ウ ン セ ラーと教師 の 違 い は、「知識 を持つ 専門家」

と　「現場 で 日常的 に 接 して い る時間 が 長 く、日

常的な情報 を多く持 っ て い る 人1 と して 位置づ

け られが ちで ある。こ の よ うな差異化 は、む し

ろ、こ れ ま で 教師 が 持 っ て き た 「指導の 文 化」、

生徒 とで き る だけ関わっ て信頼関係 を築 くとい

う傾向をさらに 強 め る可能性 が あ る。

　 ス クー
ル カ ウン セ ラー

の 配置 に よ り、教師の

仕事 の 「無境界性 」 は 減 じた か も しれ ない が 、
「指導 の 文化 」 は さらに強め られ て い るの で は

な い か と予想 され る。
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