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保健室 の 空 間的特性 に関す る考察
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1 ．問題設定

　学校 の保健室は、1990 年代には 「心 の 居場

所」 （中央教育審議会答申 1998） とし て 期待

され 、そ の
一方で近 年で は、学校保健活動の

セ ン タ
ー的役 割が示 唆 され るな ど （中央教育

審議会答 申 2008）、多彩な機能を有す る こ と

が 求め られ て い る 。 言 い 換えれ ば、保健室は 、

私的で 親密な空間で ある と同時に 、 公 的に統

制 された空間で な くて は な らな い とい う、制

度的矛盾を内包 した空 間な の で あ る。

　これま で の保健室 ・養護教諭研究は 、熟練

養護 教諭や養護教諭養成者 た ち の 手 に よ る、

理想的な養護教諭像の 追究が主 体で あ っ た。

それに対 し、秋葉 （2004 ）やす ぎむ ら （2014 ）

は、保健室 ・養護教諭 に関す る実証的な研究

を行 っ て い る が 、い ずれ の 研究 も、保健室 の

空間的特性 を明 らか に し て い るわ けで は な い 。

　 そ こ で 本研 究で は、保健室 が互 い に矛 盾 す

る多様な機能をい か に し て 果た して い る の か

を、そ の 空間的特性の 観点か ら明 らか にす る。

　そ の 際、保健 室の 物理的空間特性 と、社会

的空間特性 、すなわちそこ で の 生 徒 と養護教

諭 の相互 作用 を通 し て 構築 され る社会的 秩序

に焦点を当て る。後者 の 社会的秩序に つ い て

は 、本論で 述 べ るこ とと して 、こ こ で は 、前

者 の 物理的空間特性に つ い て 述べ て お く。

　 保健室を、教室やカ ウン セ リン グル
ー

ム と

決定的に異な る物理的空間 に させ て い る最 も

象徴的な備品が 、ベ
ッ ドで あ る 。 そ こ で本研

究で は、保健室 の 物理 的空 間を、ベ
ッ ドが置

か れて い る 「ベ ッ ドス ペ ー
ス 」 と、それ 以外

の 「対 話 ス ペ ー
ス 」 の 2 つ の サブ空間に 区分

し （図 1 ）、そ れぞれ の ス ペ ー
ス にお ける生徒

と養護教諭 との相互 作用パ ターン を比較検討

す る こ とで 、互 い に矛盾す る多様 な機能 を果

たす保健室の 空間的特性の 理解 を 目指 した 。
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（図 1）　 A中学校保健室見取り図

2．調査概 要

　本研 究で は 、発表者 自身が養護教諭で あ る

利点 を生か し、2014年 4 月か ら今 日まで 、A

中学校の 保健室で 参与観察 を継続 して い る。

A 中学校 は、近 畿 圏都市部に ある大規模校 （生

徒数 500 人 以上）で 、就学援助対象世帯が多

く、教職員 は、い わゆる 「荒れ 」 の 対応に追

われ る こ とも少な くない。こ こ で は 、A 中学

校の 匿名性 に配慮 して 、調査対象者の 名前を

仮名 と した ほか 、文意を損なわない よ う留意

した うえでデー
タ に修正 を施 し て い る。

3 ．調査結果 と考察

　対 話 ス ペ ー
ス で の 生徒

一
養護 教諭 の相互 作

用 と 、

ベ
ッ ドス ペ ース で の それ とを比較検討

した結果 、養護教諭 に対す る生徒か らの 働 き

か け方に違い が ある こ とがわ か っ た 。 対話 ス

ペ ー
ス で は、救急処置や健 康相談活 動が展 開

され る 中で 、生 徒が 、学校の 制度的統制を異

化 しよ うとする こ とが ある の に対 し 、
ベ ッ ド

ス ペ ー
ス で は、制度的統制 に同化 し、む しろ

そ れ を利用 して い た 。 特にそ うした違い は 、

反学校文化 を標榜す る生徒 に顕著 に見 られ た 。

こ の こ とを以 下の ヒ ロ キ の 事例で確認 して み

よ う。
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　3．1対話ス ペ ース で の 相互行為

　事例 1 は、5 限 目の 開始 とともに、3人 の 3

年生 が 「し ん どい 」 とい っ て保健室 に来室 し

た ときの ヒ ロ キ と養護教諭 の や り取 りで あ る 。

［事例 1］

　 ヒ ロ キ 「しん どい か ら寝かせ て 。 」

（ヒ ロ キは 、対話 ス ペ ー
ス の 床 に寝転ぶ 。 ）

　養護教諭 「も う、 チ ャ イ ム な っ た し、だ め、

　　だめ 、

一
旦教室行 きや 。 」

　 ヒ ロ キ 「しん どい んや か ら 、 寝 させ ろや。

　　何 の た め の ベ ッ ドやね ん 。 寝るため の ベ

　　ッ ドと違 うん か 。 」

　養護教諭 「しん どい 人 がそんな大 きな声で

　　怒鳴るか ？ さあ、立 っ て立 っ て。」

　　　　　（2014年 7 月 1 日　フ ィ
ー

ル ドノ
ー

ツ ）

　事例 1 の ヒ u キは、床 に寝 る こ とを通 して 、

保健 室 の 対話 ス ペ ース を学校 とい う公 的空間

か ら切 り離 し、私的空間 として異化 しよ うと

し て い る の で ある 。

　 とこ ろが この 時、ヒ ロ キ は、「ベ ッ ドで 寝 さ

せ ろ 」 と声 を荒 げる
一方で 、ベ

ッ ドが 空い て

い たに も関 わ らず、ベ
ッ ドス ペ ー

ス に行 こ う

としなか っ た 。 こ の こ とか ら、ヒ ロ キ の 私的

空間化 へ の 欲求が 、対話 ス ペ ー
ス に とどま っ

て い る こ とがわか る 。

　対話 ス ペ ー
ス には 、 生徒と養護教諭 の 対称

な関係 に よる秩序 が形成され 、「居場所」的な

私的空間 として の 機能が 求め られ た。

　3．2 ベ
ッ ドス ペ ース で の 相互行為

　事例 2 は 、事例 1 同様 ヒ ロ キ が 「しん どい 」

とい っ て保健室 を訪れ る場面 だが、こ の 時の

ヒ ロ キは、ベ
ッ ドで の休養 を求めて い た 。

［事例 2 ］

　 ヒ ロ キ 「し ん どい。頭痛い 。今 日は 、ほ ん

　　まや 。 ちゃ ん と、（教科担当の 教師か ら保

　　健室 に行 く〉許可 もらっ て きた し。 」

　養護教諭 「と りあえず、熱 を測 っ てみ て 。 」

　 ヒ ロ キは 、養護教諭 に従い 検温 した が、発

熱 して い な か っ た 。

ヒ ロ キ 「ベ ッ ド行 っ て い い ？行 くで。熱な く

　 て もほん とに しん どい ね ん 。 」

　養護教諭は 、
ヒ ロ キ の 身体的状況に際立 っ

た異変を認 めなか っ たが 、ヒ ロ キ の 訴 えか ら

ベ
ッ ドの 使用を認 め 、ヒ ロ キは許可 を得て 、

ベ
ッ ドに横 にな っ た 。 その 後、ヒ ロ キ は、養

護教諭に 「あ りが と うご ざい ま した。」 とい っ

て 退室 し、放課後、元気 に部活動に参加 した 。

　 　 　 　 （2014 年 7 月 3 日　 フ ィ
ー

ル ドノ
ー

ツ ）

　事例 2 の ヒ ロ キ は、教科担 当の 教師か ら 「保

健室 に行 く許可 を得 る 」 とい う保健室使用 の

制度的な手 続きを利用 し、主訴 が私 的要求 で

は な く、客観的事実で ある こ とを示 そ うと し

て い た 。 養護教諭に対 して も 「しん どい か ら

寝 させ ろ 」 と迫 る の で は なく、公 的なや り取

りに応 じ、許可を待 っ て ベ
ッ ドを利用 した。

　 ベ ッ ドス ペ ー
ス の 利用 は、た だ単に 「ベ ッ

ドで寝 る」と い うこ とだ けで な く、「し ん どい 」

と い う事実が公 的に認 め られる こ とを意味 し

て い た。すなわち、ベ ッ ドス ペ ー
ス には 、生

徒 と養護教諭の 非対称な関係 に よ る秩序が形

成 され、制度的な公 的空間と して の機能が求

め られた。

4 ．ま とめ

　調査の 結果、A 中学校の 保健室で は 、 対 話

ス ペ ース で 、私的空間 として の 秩序 が形成さ

れ、ベ
ッ ドス ペ ー

ス で 、公 的空間 と して の 秩

序が 形成 されて い た。つ ま り、物理 的に異 な

る空 間特性に対応す る形 で保健室内に 2 つ の

異な る社会的秩序 が構築 され る こ とに よ っ て 、

私的で 親密な 「心 の 居場所」とし て の 機能 と、

公 的 に統制 された 学校保健活動の セ ン タ
ーと

して の 機能 とい う、互 い に矛盾する機 能が果

た され て い た の で ある。
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