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学校 に お ける専門職問 の 職務分担 の 実際 と教師 の 役割

保 田直美 （日本学術振興会特別研究員 RPD ・早稲田大学）

1．問 題 設 定

　近 年 学校 で は、ス ク
ー

ル カ ウ ン セ ラ
ー

（SC） や

ス ク
ー

ル ソ
ー

シ ャ ル ワ
ー

カ
ー

（SSW ）など 教師以 外

の 専門 職 の 配 置 が 進 ん で い る。本 報 告 で は、学 校

現 場 に お け る 教師 ・SC ・SS；V の 職 務分 担 を 明 らか

に し、そ の 上 で 、他 専 門職 の 参 入 に よ り、教 師 の

役 割が ど の よ うに 変 化 して い るか を考 察 し た い 。

　 こ れ ま で 日本 の 教 師 は 「指 導 の 文 化 」 の 下、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

児 童 生 徒 との 信 頼関係 を構 築す る こ とが 期待 され

て きた （酒 井，⊥999）。結果 と し て 、日本の 教師の

仕 事 は 、そ の 職 務 と 責任の 範囲 が 無制 限 に 拡 大 し

が ちな 「無 境界性 」 （佐藤，1994） と い う特 徴 を有

し て い る と言 わ れ て い る。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 は、専 門 性

や や りが い の 基 礎 とな る
一方 で 、教師に 多忙 さ を

もた らす こ と も指 摘 され て い る 。

　 し か し、近 年 こ の よ うな 教 師 文 化そ の もの が 失

わ れ つ っ あ る こ と も指 摘 され て い る。教 育 改 革 の

流れ の 中、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 お り、他 専門 職 の 配 署 も こ の よ

うな 流 れ の
一

環 と し て 捉 え られ る こ とが あ る。確

か に 明 確 な 職 務の 分 担 が 進 ん だ 場 合、多 忙 は 解 消

す る が 、指 導の 文 化 は 失 わ れ るか も しれ な い 。

　で は 、新 し い 専門 職 の 参 入 は 、実 際 に 教 師 の 職

務や 役割意識 に ど の よ うな 影 響 を与 えて い るの だ

ろ うか 。本報告で は 、「専門職 シ ス テ ム 論 j （Abbott ，

1988） お よび、そ こ か ら展 開 し た 職 業的 境 界 に 関

す る研 究 を背景 と し な が ら、そ の 実際 を明 らか に

す る。専 門 職 シ ス テ ム 論 で は 、職域が 近 接す る 専

門 職 は、職 務 管 轄 権 をめ ぐ っ て 相 互 作用 す る と 考

え る。ゆ えに、あ る 専 門 職 の 発 達 に つ い て 考 え る

に は、そ れ と近 接 す る 他 専 門 職 との 相互 作用 を 捉

え る 必 要 が あ る。専 門 職 は 様 々 な レ ベ ル で 相 互 作

用 を行 うが、こ こ で は 現場で の 相互 作用 に 注 目す

る。教 師 ・SC ・SSW が フ t 一
マ ル に 主 張す る職務

管 轄 権 の 範 囲 は 互 い に 重 な り合 う点 も多い た め、

実際の 分 担は ミク ロ な 栢 互 作 用 の 中 で 確 立 され て

い る と予 想 され る か らで あ る。

　三 者の 職業的境界は 学校現 場 で どの よ うに 形 成

され、教師の 役割は そ の 中 で ど う位 置 づ け られ て

い る の だ ろ うか。SC ・SSW を小 ・中学 校 に積 極 的

に 配 置 して い る 大 阪 府 B 市 の 先 進 的 な取 り組 み を

通 し て 考察 した い 。

2．分 析 対 象

　本 報 告 で は、2010 年 11 月 か ら 2011 年 6 月 にか

けて 大 阪 府 下 の B 市 で 行 っ た フ ィ
ール ドワ ークの

結 果 を踏 ま えて 考 察 を行 う。 大 阪府 は、SCや SSW

等 専 門職 の 導 入 に早 くか ら積 極 的 に 取 り組 ん で お

り、中で も B 市は、市費も投 じる こ とに よ り、多

数 の 専 門職 を積極的 に 小 中学校 に配 置 し、成 果 を

挙 げて き た。

　 B 市 で は、各 中学 校 へ の 府 か らの SC 派遣 に加 え、

2005 年 度 よ り市 費 で SC を全 小 学 校 に配 置 して い

る。また、2008 年 度 か らは府 費 で SSW が 1 名 配 置

され （当初 SSW サ ポ ーターと し て 、翌 年度 か ら正

式 採 用 ）、2010 年 度 か らは 市費 も追 加 し、全 中学

校 区 に SSW を 1 名 ず つ 配 置 し て い る （加 え て SSW

ス
ーパ ーバ イ ザー

も 1名配 置 し て い る）。っ ま り、

調査 対 象 で あ る 2010 年度時点 で 、B 市で は、全 小

中学校 に 1 名ずっ SC が 、全 中学校 区 に 1 名 ず っ

SSW が 配 置 され て い る。各 小 中学 校 で SC と SSW が

協 働 し う る こ の よ うな 配 置 形 態 は 、多専 門職 の 協

働 に お け る職 務 分担 を 知 る うえ で 適切 な 事 例 で あ

る と言 え る だ ろ う。ま た 、こ の よ うな 先 進 的 な 取

り組 み か らは、今後の さ らなる 教師 と SC ・SSW の

協 働 の た めの 示 唆も得 る こ とが で き る だ ろ う。

　 フ ィ
ー

ル ドワ
ー

ク は 、観察 とイ ン タ ビ ュ
ー

に よ

り行 っ た。分析は 、主 に 、B 市の 3 つ の 中学校 （Q

中学 校，R 中学 校，　 S 中学校） と 2 っ の 小 学校 （S

中学 校 区 内の Sl 小 学 校，　 S2 小 学 校） で 行 っ た 観

察 （学 年会 議 の 見学 、SSW の 活 動 に 同 行 な ど ） と、

各 校 の SC ・SSW ・SSW コ ーデ ィ ネーター
に 行 っ たイ

ン タ ビ ュ
ーを も とに行 っ て い る。各 校 を見 学 し た

際 に 管 理 職 の 先 生 方 や SSW ス ーパ ーバ イ ザー
に お

話 し い た だ い た 内 容 や、B 市 教育委員会の SSW 担

当指 導 主 事 に うか が っ た お 話 も参 考に し た。

　 なお、11 月 か らの フ ィ
ー

ル ドワ
ー

ク 開始以 前 に 、
2010 年 9 月 に B 市 立 T 中学 校 で SC と SSW に 同 席

して い た だ き行 っ たイ ン タ ビ ュ
ーの 内 容 も参 考 に

して い る。（分析対 象 と し た データ の 詳 細、分析 方

法 等 は 当 日配 布 の レ ジ ュ メ を参 照、以 下 、現 時 点

ま で の 分 析 で 得 た 見 通 しを述 べ る。）
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3．分析結 果 と考察

3−1．SC と SSW の 職 務分 担の 実際 ： 大きな区 分 け

と技術 に よ る区 分 け

　 SC と SSW は 、各 専 門 職 相 互 の 認 識 の 中 で も、実

際 の 活 動 面 で も、大 き くは 役 割 が 分 か れ て い る。

SC は 、府 派 遣 も市派 遣 も原 則 と し て 心 理 テ ス トは

実 施 しな い こ と と な っ て い る た め 、主 な役 割 は 個

人 に対 す る カ ウン セ リン グや コ ン サル テ
ー

シ ョ ン

で あ る。SSW は、「生 活 の 相談」 や家庭 の 養育環境

に 問 題 が あ る場合 に 関わ る 役害11とな っ て い る。ま

た 、学年組織作 りや 校 内生 徒指導体 制 作 りの 手伝

い 、校種間連 携 な どの 役 割 も期 待 され て い る。ア

セ ス メ ン トシ
ー

ト等 を 活 用 し て の ケ
ース 会議 の 開

催 は SC は 行 わ な い SSW の 役 目で あ る。　 SC と SSW

の 双 方 が 、こ の 範 囲 で 職務 を 想 定 し て い る 場 合 に

は、こ の よ うな 役 割分 担が 実際に も行 われ て い る。

　 しか し、い っ も、SC が 個 人への 対応 ・心 の ケ ア 、

SSW が 環 境 に 関 わ る調 整 と 明確 に 分離す る わ けで

は な い 。SC と SSW が ど ち らも継続 的 な カ ウ ン セ リ

ン グ を行 うな ど、担 う職務 の 内容 が 近接 す る こ と

も ある。そ の よ うな場合、得意 とす る 技 術 の 違 い

で 職 業 的 境 界 が 形 成 され て い た。コ
ーデ ィ ネ

ー
タ

ーの 教 師 も、得 意 とす る技 術 の 違い を 把 握 し、そ

れ ぞ れ の 特 性 に応 じ て 相 談 を持 ち か けて い た。こ

の よ うに SC と SSW の 役 割 が あ る 程 度重 な り合 っ て

い る時 、教 師 も含 め て各専門職 は、専 門性をよ り

細 か に差 異 化 して 把握 し あ う傾向が あ っ た。

3−2．役割に 対 する フ レ キ シ ブ ル な認 識

　通 常、役割 が 近接 し て い る と職務 の 管 轄権 を め

ぐっ て 競 争 が 起 こ る こ と が 予 想 され る が、そ の よ

うな状 況 は 見 出せ な か っ た 。た とえ ば、誰 が カ ウ

ン セ リ ン グ等 の 形 で 継 続 的 な 関係 を取 り結 ぶ か は、

これ ま で の 関 係 性 や 相 性 も大 き な判 断 材 料 と な る

とい う。（子 どもや 家庭 を 中心 に〉 〈ケース バ イ ケ

ース 〉 で 対応 す る とい っ た 表 現 はイ ン タ ビ ュ
ーの

中で も頻繁 に 登 場す る 。 特 定 の 職 務 を独 占 し、役

割 を固 定 し よ うとす る態 度 は全 く見 られ な い 。

　 こ の よ うな 役 割 に 対 す る フ レ キ シ ブル な認 識 は、

「水 平 の 代 替 （h 。 rizontal 　 substitution ）」

（Nancarrow ＆ Borthwick ，2005 ） を 引き起 こ す。

水 平 の 代 替 と は、専 門職 の 職 業 的境 界 が 変化 す る

際 の 方 向性 の 1 っ で 、似 た 役 割 を持 つ 労働者 の 間

で 起 こ りや す い とい う。それ は 、果 た すべ き 職 務

が標 準 化 され て お らず 、テ ク ノ ロ ジー
の 導入 か ら

守 られ て い る 時 に起 こ る。変化 は ケ ア 環 境な ど 状

況 的 な要 因 の 影 響 を受 け て 起 こ りやすく、役割の

代 替 に よ り当該職 の 権力や 地位や 所得が 変 化 す る

こ と は な い 。こ の タ イ プ の 変化 は 、競 争 的 で は な

く、話 し合 い の 中 で 、職務 の 譲渡に つ い て 合 意 を

形成 し て い く形 で 起 こ る。

　 こ の 水平 の 代替は 協働 の 満足 度の 高 さ に つ なが

り うる 。浜 田 （2012）は 、学校に お い て 課題 が あ

る 児 童 生 徒 を 支援す る 際の チ
ーム ワ

ー
ク と し て 、

専門 職 間 の 相互 作用 が 大 き く、役 割 の 開 放 性 が 高

く、専門職 問 に 階層 性 が な い 「フ ラ ッ ト交 流 モ デ

ル 」 が 最 も協働 の 満 足 度 が 高 い と し た。B 市 の 多

専門職 に よ る チーム ワ
ー

ク は 、フ ラ ッ ト交流 モ デ

ル に 近 い た め、協 働 の 満 足 度 は 高 い と予想 され る。

3−3．教 師 の 役 割 ： 〈子 ど も とつ な がる 〉〈毎 日そ こ

に い る 〉 〈情報 を集 め 困 り事を 見 抜 く〉

　 し か し、SC や SSW の 配 置 は、即 座 に教師の 時間

的負 担 の 軽 減 に っ な が る わ け で は な い 。児 童 生 徒

と関 わ る の は あ くま で も教 師 で あ り、学 校 の 主 役

は 教 師 や 児童 生徒 、SC や SSW は そ れ を 支 え る 「黒

子 」 や 「裏方 」 で あ る とい う考 え方 は SC ・SSW に

強 く浸透 して い る 。 不 登 校 の 家 庭 訪 問 や 市 の 福 祉

課 への 相 談 に も、多 くの 場 合 教 師 が 同 行 す る。イ

ン タ ビ ュ
ーに応 じて くれ た教師 に、SCや SSW に 役

割 を 丸 投 げす る よ うな態度 は見 られ なか っ た 。

　 教 師 の 役 割 は 、教 師 自身 には 〈関 係 をっ く り、

し っ か り っ な が る 〉 〈生徒 の 様 子 を よ く見、情報 を

集 め 、何 に 困 っ て い るか を見 抜 き、安 心 で き る よ

うに す る 〉 とい っ た 形 で 定 義 され、SC や SSW に は

（毎 日、直 接、子 ど も に関 わ る入 〉 と 、児 童 生 徒

との 関 わ りの 中心 と な る べ き存 在 と し て 認 識 され

て い る。も ち ろん、学習 面 ・生 活 面 に 関す る指導

も主な役 割 と して 認 識 され て い る が、他 の 専 門職

と比 して 圧 倒的 に異なるの は （毎 日そ こ に い て 子

ど も と関 わ る〉 と い うこ と で あ り、そ の 点 が強 く

役 割の 違い と して 認 識 され て い る。教師が圧 倒 的

に 児 童 生 徒 の 情報 を 持 っ て い る こ と も、当然 SCや

SSW は 認 識 し て お り、全 体 と して 、教 師 は 、〈子 ど

も と つ なが る 〉 〈毎 日 そ こ に い る 〉 〈情 報 を集 め 困

り事 を 見 抜 く〉 とい う役 割 が 与 え られ て い る。

　 こ こ か らわか る の は 、他専 門職 の 学 校 へ の 配 置

は 、教師 の 指導 の 文 化 をむ し ろ強 め て い る 可 能性

が あ る と い うこ と で あ る。結 果 、職 務 の 無 限 定性

も残 る だ ろ う。 しか し、長 い 目で 見 た 時に は、多

忙 感 や 徒 労 感 は軽 減 す る可 能 性 が ある。イ ン タ ビ

ュ
ー

の 中で 、教 師 が 専 門 知識 の 保 障を得 る こ とで 、

「確 信 を持 っ て 物 事 にあ た れ る 」よ うに なっ た り、
「状 況 を整 理 して 見 通 し を つ け て も ら え 」 た りす

る こ とも あ る との 意 見 を得 た。専門職 の 導入 に よ

り、長 期 的 に は、適 切 に 問題 に 対 処 で き る よ うに

な り、負 担 感 は 軽 減す る と 考 え られ る 。

（当 目は、「4．協慟 へ の イ ン プ リケーシ ョ ン 」 も

報 告 す る、参考文 献も当 日配 布 の レ ジ ュ メ 参 照。）
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