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原　著 〔実践研究〕

学級の 荒れ へ の 支援の 在 り方に 関す る事例研究
2

一 TT に よ る指導体制 とコ ン サ ル テ
ーシ ョ ン に よ る教師 と 子 ども の こ じれ た 関係 の 改 善

浦　野　裕　司
1

　小学校に お い て ， 児童 が教師の 指導 に 反発 し学級 運 営や 授業 が 成 り立 た な くな る よ うな「学級 の 荒 れ」
（も し くは

「
学級 崩壊 1） と呼 ば れ る 現象 が 増加傾向 に あ る 。 本研 究 は ， ひ と た び荒れ て し ま っ た 学級 に対 し

て どの ような介 入 が有効な の か を，具体的事例で の 実践 を通 して 探 っ た。学級の 荒れ を 改善 す る た め の

介入 は ， 教師へ の コ ン サ ル テ
ー

シ ョ ン と TT に よ る 支援 を中心 に行われた 。 教師の 子 ども認知 や 子 ど も

の 教師認知 に 関す る ア セ ス メ ン トを行 っ た 後 ，
コ ン サ ル テ ーシ ョ ン で は，教 師の 子 ども認知や子 ど も と

の対応の 在 り方の 変容 をめざした話 し合い が繰 り返 された。TT に よ る 支援 で は ，学級 に 入 り こ ん だ指
導補助者が 荒 れ の 中心 メ ン バ ーを 中心 に 関わ りを深 め ， 学習活動 を支 え る こ とに よ っ て彼ら の 授業へ の

参加意欲 を 高 め た り ， 教師 との 関係を再 構築 で き る ような は た らきか けを行 っ た、そ の 結果，TT に よ

る支援 を フ ェ
ードア ウ トし た後 も 介人 前の ような荒 れ た状態は 消失す る と と も に ， 教 師 の 子 ど も認知 や

子 ど もの 教師認知 に も変容 が 見 られ た 。本研究 を通 じて ，教師 と子 ど も の 人間関係 に 焦 点を当て た介入

に よ っ て 学級 の 荒れ を改善 で きる こ とが明 ら か に な っ た。

　キーワ ード ：学級の 荒れ （学 級崩壊）， 教師の 子 ど も認知 ， 子 ど も の 教師認知， コ ン サ ル テーシ ョ ン ，

テ ィ
ーム テ ィ

ーチ ン グ （TT ）

問 題

　 い わ ゆ る 「学級崩壊」 と い う言葉 に 代表 され る学級

の 荒れ が ，今や特殊な事例 と は い え な い ほ ど の 広 が 0

を見 せ て い る 〔尾木，1999〕。具体的 に は 学級の 子 ど もた

ちの 多 くが教師 の 指導 に 反抗 し， 授業が成 り立 た な く

な っ て し ま う現象で あ る。学級 の 荒 れ の 背景 に は 社会

の 急激 な 変化，個性重視 の 教育へ の転換， 少 r一化傾向

な ど さ ま ざ ま な原因 を想定す る こ と は で き る。「キ レ や

す い 子」1ム カ ツ キ や す い f・1が 増 え て き た と 子 ど も の

側 に 原囚 を 求 め た り， 教師 の 指導力不足，家庭 の 教 育

力不足等 を指摘 し た りす る 声 も多 い 。その い ず れ か が

実際 の 原 因 で あ る の か も しれな い が
， 原因追求 に 終始

した り抽 象的な レ ベ ル で 指導力不足 や 教育力不足 の 問

題 を訴 え た と こ ろ で，解決 の 力向性 は見出す こ と は 難

しい
。

　学級 の 荒れ と い う 現象は ， 子 ど も と教師 の 関係性の

中に 潜む食い 違 い やズ レ に 気付か な い こ と に 端 を発 す

る こ とが 多 い の で は な い か 。 そ の 食 い 違 い やズ レ を地

且
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道 に 修 正 し よ う と す る 努力に よ っ て，改善 は可能だ と

考え られ る。食い 違い や ズ レ が 少な くなれば子 ど もの

願 い は教師 に 伝 わ りや す くな り，教 師 の願 い も ま た，

子 ど もた ち に伝わ りやす くな る か らで あ る 。

　担任が 継続 し た ま まで 学級 の 荒 れ を改善 した 浦野 ・

松村 （1996＞， 松村・浦野 （1998）は，担任と し て 学級 の 荒

れ を体験 し た 教師 が ， 学級通信を ほ ぼ毎口発行す る こ

と で 子 ど もたち との コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン を 回 復 し ， 荒

れ た 状態 の 改善 に 成功 した 事例を 示 し た。学級 の 荒 れ

の 問題 に 対処 す る に あ た っ て は，「
．
教 師 と子どもの 人 間

関係」 に 注 目 し ， 悪循環を起 こ し て い る 両 者の 間 の コ

ミ コ．ニ ケーシ コ ン を再構築 す る こ と が 重要な意味を も

っ と考え ら れ る 。

　そ の際に 注 目すべ き こ と は
， 子 ど もか ら 見て 教師 が

どの よ う に 見 え る か と い う子 ど もの 教師認知 と， 教師

か ら見 て 子 ど もが どう見え る か とい う教師 の 子 ども認

知で あ る。荒 れ た状態 に あ る学 級 で は
， 子 ど もの 教師

認 知 も教師の 子ど も認知も ， 実際以．Lに否 定的 に な り

が ちで ，それ が両者の 関係の 悪循環 を促進 し て い る よ

うに 思 わ れ る の で あ る。

　子 ど も に よ る教 師認知 に 関す る 研究 で は，嶋野 ・笠

松 ・勝倉 （1・99．・5）が ，「受容 的な態度を示す教師で あ る と
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認知 し た り， そ れ に加 えて 『厳 し く鍛 えて くれ る 1 よ

う な 態度を示 す 教師で あ る と認知 し て い る 児童は，学

校 へ の 不適応感 をあ ま り高 くは感 じ て い な い 」 と い う

結果 を示 した 。ま た 古市・國房 α998） は ， 学校 ぎらい

感情 と 教師の 指導態度 との 関連 に つ い て 「教 師 の 指導

態度が受容的 な もの で あ る場合，学校 ぎ ら い 感情は緩

和さ れ る こ と」や，教師 と 児童 ・生徒の 関係が良好な

場合は 「た と え要求的なもの で あ っ て もわ ずか な が ら

学校ぎ らい 感情を軽減 す る 方向 で 作用す る こ と」を明

ら か に し た 。 両研究 か ら共通 して 言 える こ と は，子 ど

もに と っ て教師の 受容的な 態度 は 重要 な意味 を もち，

受容 的な態度 の 裏付けが あれ ば教師の 要求的態度は必

ず しもマ イナ ス に 作用す る わ け で は な い とい う こ とで

あ る。

　
一

方 ， 近藤 （19Y5） は 「子 ど も に 対す る先生 の特定の

『見方』や 『．見え 方』が 先生 と子 ど もの 関係を際限な く

こ じ らせ て い く悪循環 をもた らす こ ともあれ ば ， 逆 に ，

2人 の 関係を ど ん どん楽 しい もの に 変 えて い く好循環

を 生 み 出 す こ と も あ る 」 と述 べ て い る。子 ど も た ち の

多様 な 個性を 認 め 伸ば し て い くた め に は ， 教師が子 ど

もを見 る 「見方」や 「見え方」を偏 りの な い 広 い もの

に して い く必 要が あ る 。

　1学級崩壊」とまで 呼 ばれ る よ うな学級の 荒 れ に商面

す る と ， 学校 で は 複数 の 教師に よ る指導体制 を組ん で

「子 ど も の監視」に 入 っ た り，教師 の 指示 や命令を 強 め

よ う とす る方向へ 動 い た りしがち で ある。し か し問題

の 根 が 教師 と子 ど も の関係性の 中 に 存在 す る の な ら ば，

監視 ・命 令とい っ た対応が ，
こ じ れ た関係 をす ぐに 修

復す る結果 を もた ら す と は言え な い だ ろ う。

　本研究 の R 的 は ，   学級 の 荒 れ に 直面 し て い る教師

が 子 どもたちとの 関係改善 を図 るため に 具体的に ど の

よ うな支援が 有効 なの か   子 ど もた ち との 関係の ま ず

くな っ た教師だ け で対処す る の が 困難 な 場 合，他 の 教

師が ど の よ うに そ の学級 に 関 わ れ ばよ い の か ，に つ い

て 実際 に 荒れ た 状態に あ る学級事例で 実証 的 に 検討 を

行 うもの で ある 。 学級 の 荒れ の背景に は家 庭 や 地域社

会 で の 人間関係 の 問題 も存在す る だ ろ うが ， 本研究 で

は教 師 と子 ど もの 関係性 に 焦点を当て，荒れ て しまっ

た学級の 状態を改 善す るに あた り学校現場で どの よ う

な 方法 が有効 な の か
， そ の 具体 策 を探 っ た 。 学級で起

き る 問題 を 考 え る と き，子 ど もの 側 の 原因，あ る い は

教師の 側の 原因 を切 り離 して 考 え る よ りも，両者 の 相

互作用 の 結果 と し て 問題 が起 き て い る とい う生態学的

な 視点 （例 え ば Swartz ＆ Martin，1997 ＞が欠 か せ な い と考

えた か ら で ある 。

　荒れ て い た 学級で も， 学年が上 が っ て 担任 が 替わ っ

た こ と で状況が好転した事例は少 な くない （今泉，199S；

三 上，1999 ）。しか し な が ら こ れ を 解決 と 言 っ て よ い か ど

うか は若干 の 疑問 が 残る 。 担任交替 と い う手段に頼 ら

ず に ，気 まずい 関係 に あ る 教師と子 どもた ち が
一

日も

早 くよ い 関係 に 戻 れ る に は ど うす れ ば よ い か ， そ の 手

立 て を見出す こ と に 大 きな意 味が あ る 。 教師 と 子 ど も

た ち が よ り よ い 人間関係 を結 ぶ こ と の で き る学級の 在

り方を探 る こ と で ， 荒れ など と は 無縁 な ， 子 ど もた ち

が 楽し くの び の び過 ごせ る 学級 づ くりに つ なが っ て い

く と思 わ れ る か らで あ る 。

方 法

対 象

（1）対象とな る学級

　 A 区立 B 小 学校 の 6年 C 組。児童数31名（女 了 16 名，男

子 15 名）。 5 年時 1 学期途中か ら担任教師 （30 代 汝 性）

と の関係が 悪化し ， 多数の 子 どもたち に よ る教 師へ の

反抗や 暴言，暴力な どが激 し くな り授業 が 成立 しに く

い 荒 れた状態に な っ た 。 2学期後半か ら ， 校長 ， 教頭 ，

空 き 時間 の 教師な ど が 交替で 授業に 入 り建 て 直 し を

図 っ た が ，担任教師 と子 ど もた ち との 関係 は 思 うよう

に改善 で きなか っ た 。結局 5 年時 の 担任 は持ち 上 が ら

ず， 6 年 時 に 新 たな教 師 （30代 ・男 性）が 担任 と な っ

た。そ の結果 ， 担任教師 の も とで の 荒れ は 目立 た な く

な っ た が ， 新た に専科の授業時間 の 荒れが激 し くな っ

た 。 特に 新任 の 図
’
1二の 教師 似 下，教 師D ：本研 究 の 対 象者〕

へ の 反抗 的態度が ひ ど く ， 授業中大声 で 私語 をす る，

教師へ の 暴言や暴力（「ク ソバ バ ァ 亅1うる せ え」「あ一
、 ち い け

よ」 な ど と頻 繁に霄 う，体 当た りす る，蹴 る，等）が 多い ，授業

か らエ ス ケ ープ す る 子 ど もが い る 等，何 ら か の 対応 が

緊急 に 必要 な状態だ っ た。 こ の 状 況 は 4 月 の 第 1 同目

の 授業か ら見 られ ， 徐 々 に エ ス カ レ
ー

トして い っ た 。

荒れ の 中心 と な っ て い た の は 5〜 6 名 の 男子 で あ る が
，

他の 男子 も多くが そ れ に同調す る状態だ っ た。

　担任 の も と で は 5 年時 ほ ど の 荒 れ た状態 を 示 し て い

ない の で ，い わ ゆ る 「学級」 と い う枠組み か ら離れ た

事例で はある。し か し，増加傾向に あ る荒れ の典型的

な状態を示 して い た こ とや
， 週 2 時間 と い う限定 さ れ

た 時間の中で じ っ くり調査・観 察 で き る こ と。「TT に

よ る指導体制 を組 ん で 学級故善 の 手助けを した い 」 と

い う申し出を校長及び教師D が 快 く受 け入れ て くれ た

こ と等の 理由か ら本研究の対象 とした 。

  対象 となる教師

　 教師 D は，20代後半 の 女性 。 意欲的に教材研究や研
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修に 取 り組み ，明朗活発 で あ る。明 らか な荒 れ の状態

を 示 して い る の は 6年 C 組 の み で ， 彼女が指導 す る他

の 学級の 授業で は 極端 な荒 れ は見 られ な か っ た 。

　 日ご ろ か ら授業の様子 な ど に つ い て職員室で オープ

ン に 話 し，周囲 の ア ドバ イ ス を柔軟 に 受け 止 め る 姿勢

を もっ て い る。

関係改善に向けた介入手続き

（1）教師と子 どもの 関係に つ い て の 実態調査

　教師 と子 ど も の 関係 に つ い て 客観的なデータ を得る

た め に ， 教師と子 ども双方 に 質問紙調査 を実施 した 。

得 られ た結果 は，教師 と子 ど も の 人 間関係 を 改善す る

た め の 資料 と す る と と も に ， 人間関係に ど の よ うに 変

化があ っ た か ， あ る い は，は た ら き か け が有効 で あ っ

た か ど うか 確 か め る た め の 手 が か り に す る。

〈 子どもか ら見た教師 〉　子 どもたち は 教師の 指導

態度や授業をどの ように感 じて い るか

　 子 ど も に 対 して 実施 し た 調査 は ， 子 ど も が認知 した

教 師の 指導態度 と図一亅：享受感 〔図工 の 授業 を どれ、くら い 楽

しい と感 じ て い るか ）を測定す る た め の 質問紙調．査 で あ る 。

　 子 ど もの 認知 した 教師の指導態度の 測定 に 関 して は，

嶋野 （1989）の AD 指導類型測定 尺度 （以 下、　AI ）尺 度）

を ， 図工 専科用 に
一
部 を削除 ・改編 （た と え ば ［給 食 の 時

問 に ，み ん な と話 す か ど う か 1等 の担 任教 師 な らで は の 項 凵を 削

除，「ノ ・一トを読ん だ時，返事 を書い て くれ る か ．1等，図 1二で は 性

質 の 異 な る 項 凵 は 「作品 を て い ね い に み て くれ る か ど う か 」に 変

更 ）して 使用 した。AD 尺度 は ， 教師の 指導態度 を 「受

容 的 （Acceptance＞指導態度」 と 「要求的 （Demalld ）指

導態度」 の 2 つ に 分 け ， 子 ど も が そ れ ぞ れ を ど の よ う

に
．
認知 して い る か測定す る 尺度で ある。教師が どの よ

うな態度を心が け て い る の か そ の 意 図 と は 別 に， f ど

もた ち が そ の 指導態度 を ど う認知 し て い る か を知 る こ

と は ， 教師と子 ど も の 関係性 を見 よう とす る と き 重要

な 視点 と な る。観察 だ けで は と ら え に く い 関係性 を明

らか に す る と い う 意味で は ， 客観的な資料 と し て有効

で あ る。特 に 本研究 で は記名式で 調査を実施 し た の で ，

だ れ が ど の よ うに感 じ て い る か が 分 か り
， 関係性 の 改

善 を図 る必 要 の あ る 子 ど も を同定 す るた め に 有効 な

データ が得 られ た。こ の よ うな調脊 を記名式 で 実施す

る とデ ータ に 歪 み の 出 る恐 れ もあ る が
， 佃別の データ

が得 ら れ る こ との メ リ ッ トの 方が大 き い と考え ， あ え

て 記 名式 で 実施 し た。

　図工 享受感 の 測定 は ， 古市 （ユ994〕の 「学校享受感 尺

度」 を ， 図．匚の 授業用 に改編 し た質問紙 に よ っ て行 っ

た。 こ の 質問紙 に よ っ て 子 ど も が 感 じ て い る 図工 の 授

業の 楽し さ が ど の よ う に 変化 するか を測 定 し， 教師 と

の 関係 との 間 に ど の ような関連 があ る か を調べ る こ と

に し た。

　 AD 尺度 も図工 享受感 も 「あて は ま らない ／ あま り

あて は ま らな い ／ どち ら と も い え な い ／ややあ て はま

る ／あ て は ま る 」 の 5件法 で 記入 さ せ た。な お こ の 2

つ の調査 は ， 図工 の 授業 に 指導補助者 似 下，T2）が導

入 さ れ る前 （6月 10　U） と そ の 半年後 の 2 回 ， 担任の も

とで 研究者 が 記入 方法 を説 明 して実施し た （質問項 目は

TABLE 　1）o

TABLE 　1　 子 ど もへ の 調査 の 質問項目

図 」．の 先 牛 に 至豆ζ］ ＊ AD 順

　  　先生 は，れい ぎ正 し くす る よ う に 言 う e

　  　先生 は ，あ な た が じ ょ うず に で き る とほ め て くれ る，
　  　先 生 は ， 授業巾に さわ い だ りず る と注 意す る。
　  　先生 は，あなた が授 業 を休 む と心 配 し て くれ る 。
　  　先 生 は，ふ ざ け る と しか る 。
　  　先生 は ， あ な た た ち が うれ しい と き に は，い っ し ょ に な っ

　 　て 恵ん で くれ る。
　  　先 生 は，授 業中 に は話 を よ く聞 くよ う に 言う。

　  　先生 は ， あ な た が な や ん だ り こ ま っ た り した と き，相 談 し

　 　や す い 。
　  　先生 は，忘 れ 物 を しな い よ う に 6 ．

）n

　  　先生 は，あな た の 作 品 を て い ね い に 見て くれ る U

　  　先生 は，あな た た ち の や 1丿た い こ と を，よ く聞 い て くれ．る。
　  　先生 は．身の 回 り を整 理 ・整 とん づ る．よ．

）に 言 う，，
厘 の 授業 に つ い て

「
＊ 図惇 受 感

　  　わ た し は 図二［二室 へ 行 くの が 楽 しみ だ。
　   　図 工 の 時 閥 は 楽 し くて ，2時 間が あ

．
・ と い う問 に す ぎて し

　 　ま う。
　  　図工 の 時閲 は 楽 しい の で ，少 し くら い 体 の 調 子 が 悪 くて も

　 図工 室 に行 き た い 。
　  　図工 の 時間 は 楽 し い こ と が た く さん あ る。
　  図工室 に 行 くの が い や な の で ，授 業が 終 わ

．
っ た らす ぐに教

　 室 に 帰 りた い 。
　  　図⊥ が な ければ その 凵はっ まらな い と思 う 。

　  　木躍 H の 夜，また 明 日，図工 が あ る か と 思 うと気が 重 くな る。
　  　図．L の 時 閥 は 楽 しい の で，も っ と図 工 の 時間 が た く さ ん

　 　あ っ た ら よい の に と思 う。
　  　図 ⊥ の 時 問 は，い や な こ とば か りあ る 。
　  　わ た しは 図工 が 好 き だ。

　 な お ， 教師の 自己認知 と子 ど もの 教師認知 の
一
致 ぽ

た は ズ の に っ い て見る た め に ，こ れ らの 調査項 目に つ

い て は ， 教師 D 自身に も同 じ項 目で 1子 どもた ちは ，

あ な た の 指導態度を どの よ うに 感 じて い る と思 うか」

と い う観点か ら自己 評定して もらっ た。

〈教師か ら見た子 ども 〉　教師は子 どもた ちをどの よ

うな視点 でとらえて い る か

　教師 が 子 ど も を ど の よ う な視点 で と ら え て い るか ，

またそ の 視点の 中で の 子 ど もた ち の 位置 を調 べ るた め

に ， 教師用 RCRT ・新版 〔近藤 ほ か，1988；近 藤、1！）95） を

教 師D に 実施 し て も ら っ た．教師用 RCRT で は ま ず ，

教師に ク ラ ス 児童全員 の 名前 を思 い 出 した 順 に書き出
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して もら っ た り，特徴的 な 子 ど もを抽出 し て も ら っ た

りす る。そして 教師 の 認知空間の中で対照 を な し て い

る 子 どもの 組 み 含わ せ （ベ ア ）を作 り，こ れ ら の 子 ど も

た ち を特徴付け る教師の 言葉 を手が か りに，教師が そ

の 学級の 中で 子 ど もを と らえる認知的枠組 を明 らか に

し よ う とす る も の で あ る 。 具体的に は ， 教師力餌   思

い 出しや す い 子 ど も と思い 出し に くい 子 ど もの ペ ア （・d

対 ）」，「  似 て い る と感じ る子 ど もの ペ ア （Z 畑 」， 「  自

分 と ウ マ が 合わ な い 子 と ウマ が 合 う子 の ペ ア （4 対）」，

「  わ か りに くい 子 とわ か りや す い ∫の ペ ア （2 矧 」 の

計 12対 の ペ ア を選定 して もら い ，  に つ い て は 「2 人

に 見られ る共通す る特徴」，   ，   ，   に つ い て は「
一・

方 の 子 に は 見 られ る が他方 の 子 に は 見 られな い 重要 な

特徴」 を 形 容詞 で 表 わ し て も ら う こ と で 認知 的枠組 を

明 ら か に す る e さ ら に そ の枠組に添 っ て学級の 全 児童

を 5 段階評定 し て も らい ，因f’分析 に よ っ て枠組の 要

約 を行
．
う こ とで 「教師 の 子 ど も を 見 る視 点」 を 浮 き彫

りに す る とい う方法 で あ る 。 実施 に 当 た っ て は，子 ど

もた ち と 離 れ て い る 期間 の 方が そ の 日に 起 こ っ た 出来

事に 影響を受 け に くい と 考 え，夏休 み 中 の 8 月 3 ［ と

冬休み中の ⊥月 ・1 日に 実施 した 。

　扱 う データ 数 が 少 な い こ とか ら ， 信頼性 や 妥 当性に

は 若干 α）問題が あ る 。 そ こ で ， 因子分析結果を教師D

に フ ィ
ードバ ッ ク し，抽出さ れ た因子 が 現在の教師 D

の 「子 ど も を 見 る 視点」 を 的確 に 表 わ し て い るか ど う

か に っ い て 話 し合い を持 っ た 。 8月の 因子分析結果 に

つ い て 教師 D か らは，「子 ど もを こ ん な 風 に 見 て い た ん

で す ね 。 硬 さ と い うか狭 さ と い う か
， そうい うの が よ

くわ か り ます。」とい う率直 な感想 が得 られた。また 1

月 の 結果 に つ い て は ， 「自分で 意識 し て変わ ろ う と して

きた 結果 が 出て い る み た い で す ね 。 ．亅と の こ とだ っ た 。

（2）TT に よ る指導体制の導入

　 「子 ど もも教師 も変わ る た め の き っ か け」をっ くり，

人間関係 の 悪循 環 を改善す る こ とを めざして，教師 D

と指導補助 者 T2 （
一
筆者 ：教職歴 16年の 小学校 教諭 ・

学 校

心 理 十，コ ン サ ル タ ン トと して の 役 割 も同 時 に 果 た す ）の 複数教

師 に よ る指導体制 （TT に よ る 指導体制） を組んだ 。 1学

期 は 6月12凵 か ら 5 回（20p 位時間 × 5
−
10 単位 時問）， 2学

期 は 11回 （22 単位時 問）で あ る 。 T2 は学習活動 の 支援

を し な が ら， 観察 も行 っ た 。 監 視的な雰囲気を も た ら

す可能性 が ある の で ，T2 は そ の 場 で 記録 を と る こ と

は避 け， 支援 者 に 徹 して い る よ うに 子 ど も た ち に 感 じ

て もらえるよう心がけた。また，注意や叱責は極力控

え る よ うに し た。T2 が こ の 事例 に 関わ る 中 で 心 が け

よ う と した 支援の 内容は ， 次 の よ うな点 で あ る。

．  ．子 ど もへ の 支援

　調査や教師D か ら の 聞き取 り で明 ら か に な っ た 「荒

れ の 中心 と な っ て い る 子 ど も た ち 1 を 中心 に ，図 工 の

授業 に 集 中で きる よ う以下 の 支援 を重点 的 に 行 っ た 。

・少 し で も よ い 作 品 が 完 成 す る よ う，助 旨 し た り手

　伝 っ た りす る。
・よい 作品が完成 した り， 制作の 途 中で作品 の よさが

　感 じ られ た ら， そ れ を教師 D に 見せ る よ う子 どもに

　指示 す る ， と い う よ う な 「子 ど も た ち と教師 D と の

　 よ い 関わ り」の 場面を意図的に作 る 。

  教師へ の 支援

・材料 の 配布や片付 けな ど に つ い て 可能 な限 り補助 し，

　教師 D が 子 ど もた ち に 直接 か か われ る時間 を増 やす。
・教師 の は た ら き か け や 子 ど もの 様 子 な ど に つ い て 観

　察 し て 気付 い たよい 変化 をで きる だけ伝 え ， 関係改

　善へ の 意欲を高め る 。

  教師 との コ ン サ ル テ ーシ ョ ン

　 T2 が授業 に 参加し て 子 ど も や教師へ の 支援を行 う

こ と と 並行 して ，教師D との コ ン サ ル テ ー
シ ョ ン を随

時実施 し た。調査 データ や 観 察デ ータ を も と に ，子 ど

も と の か か わ り方 に つ い て 話 し合 うが ，次 の 授業 で 留

意 す る点 に つ い て の 打 ち合 わ せ が 主 な 内容 で あ る。

　 コ ン サ ル タ ン ト自身 が T2 と し て 授業に 加わ っ た こ

とや， コ ン サ ル テーシ ョ ン が コ ン サ ル タン トか らの 要

請や 提 案とい う 内容 に な りが ち だ っ た こ と な ど か ら，

コ ン サ ル テ
ーシ ョ ン 本来の 意味 と は 異 な る 話 し合 い

だ っ た 点は 否 め な い 。た だ，「対等な関係で あ りお 互 い

の 提案 を尊重す る こ と」 や 1コ ン サ ル タ ン トが 提案 し

た内容 で も受 け入れ られな い もの が あれば無理 を しな

い で よ い こ と 」 な ど を意識 し，それ を教 師 D に 伝 え る

よ う に 心 が け た 。 特 に 図 11の 教科特性 を生 か した 授業

の 展開に つ い て は ， 教自llJDか らの 改善提案と具体的 な

支援 に 関す る指示を随時受け 入 れ る こ とに よ り， 「相互

の コ ン サ ル テ
ーシ ョ ン 」 〔西 隈 1999） に な る よ うに し た 。

さ ら に T2 に よ る支援 を フ ェ
ー ドア ウ トす る時期 と方

法 に つ い て は，教師D の 判断を仰ぎ な が ら慎重 に 対応

した a 教師 D と子 ど もたち との 関わ り方 に つ い て は主

に T2 か ら，作品作 りに 関 する指導 の 在 り方や どの 児

童 に ど の よ う な支援 をす れ ば よ い か 等 に つ い て は 主 に

教師 D か ら ， と い う よ うに相互 に情報を交換 し合 う こ

とで ，両者の 専門性 を生 か せ る よ うに した の で あ る 。

　 コ ン サ ル テ ーシ ョ ン は で き る だ け 多くの 回数を行 い

た か っ た が ， 教師 D は研修 に よ る出張 や 展覧会に向け

て の 教材準備 な どで 多忙 を極め て い た た め ，多 くの 時

間 を取 る こ とで 負担 を増 す こ と は 避 け よ う と考 え た 。
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そ こ で ．観察 して 気付 い た こ と や 「学級の 荒れ 」へ の

対処 の 仕方 などに っ い て 「コ ン サ ル テ ーシ ョ ン 資料」

と し て ま と め た もの を毎週渡し ， 話 し合 い で は 不
一
卜分

な 内容に つ い て 補 う こ と に し た 。

介 入 過 程

（1）子 どもか ら見た教師に 関する調査結果 とその 活 用

　介入前 に プ リテ ス トと して 行 っ た チ どもへ の 調査結

果 （6 月 1  日実施 〉 を表 わ し た も の が FIGURE 　1 で あ る 。

FLGLTRE　 1の デ
ー

タ や教 師 D が感 じ て い る 子 ど も の 印

象 に ， TT に よ る指導体制を組ん で か らの 観察 に よ る

情報 も加味し て ， T2 と して 集中的 に 支援 す る 必要 の

あ る 子 ど も を教師D とσ）話し合 い の 中で 同定 し た 。 そ

の 結果，児童番号 2 ， 5 ， 6 ， 9 ，13の 5 人 に 対 し 集

中的 に T2 が支援 し，その 5人が図 工 の 授 業を楽 しい

と感 じられ ， 教 師 と の よ い っ なが りを促す こ とが で き

る よ うな は た ら きか け を行 う こ と に し た。（以
．
iiグ ラ フ

等 との 対応 を容 易 に す る ため，5 人 を、児童 2 ・児童 5 ・児二li蜀
・児

童 9 ・児童
．
13 と 記述 す る ）

　 こ の 5人 は ， 教師 D へ の 反抗的態度 が激 し く， 5 年

時に も 「学級 の 荒れ」 の 中心的立場 に あ っ た子 ど もた

ち で あ る 。特 に 児童 5 ，13の 2 人 は，毎時間 の 授 業で

暴言 や 反抗 的態度 の 口 火 を切 っ た り ， 他の 子 ど もに 反

抗的態度 を促 した りして い た。児童 2 ， 6 ， 9 は，そ

の 2 人 の 顔色 をうか が い な が ら反抗し て い た き ら い が

あ る 。 児童 5 を除き ， 関心 や意欲 ， 技能等 に 関 し，図

工 の 授業を楽 し め る 子 ど も た ち と は い え な い 状況 に あ

り ， 中で も児童 9 は 図工 に 対 し て 強 い 苦手意識 を持 っ

て い て ，授業を成立 さ せ な い よう に す る こ とで 苦手 な

図 工 か ら 回避 し よ う と して い るよう に感 じられ た。し

か し
一・

人
…

人 の 子 ど も と個別 に 話し て み る と
， ち ょ っ

と し た こ とで イ ラ イ ラ感 をっ の らせ た り， たえず人 の

冖を気に し て い る よ うな点 は感 じられ るもの の，素直

で 子 ど も ら しい 面 も多 く備 えて お り， さ ま ざ ま な要因

が．重 な っ て 荒れ て い る の で あ っ て 「好き で
．
荒れ て い る

わ けで は な い 」 とい う こ と が実感 で きた 。

　学級全体の 平均値に つ い て ， 「ど ち ら と もい え な い 」

を示 す得点 3 をは さ み ， 3 よ り小さ い 値 をマ イナ ス ，

3 よ り大き い 値を プ ラ ス の 得点と し て 読 み 替 え る と，

子 ど もが 認知 した 図工 享受感 は2．85 （SD ＝1，174）で ほ ぼ

中問 。 教師 の 受容的態度 は 2．49 （SD −
1．ll4）で，やや マ

イナ ス 。教師の 要求的態度 3，43 （SD − 〔1．85〔D で ， や や プ

ラ ス で あ る 。 明確 な特徴は ， 子 ど もが認知 し て い る教

師の 受 容的態度 と要求的態度の バ ラ ン ス の 悪 さ で あ る。

特 に
， 教師 へ の 反抗的態度 の 顕 著 な 児 童 （集 中的な 支援の

対 象で あ る卿 鐇 号 2，5，6，9，13 の 5 人） は， 6 月の 時点 で

教師 D を ［い ろ い ろ うる さ く要求す る けれ ど．あま り

僕 た ち の こ と を受 け 止 め て は くれ な い 教師」 と認知 し

て い る傾向 に あっ た，とい う こ と に な る 。 実際 ， ク ラ

ス が 騒 が し く，教師D と し て は大声 を あ げざ る を 得 な

い 状況 だ っ た。

　な お ， 6月の 時点 で の 教師 D に よ る 自己 評定値は 受

容 が 2．5， 要 求的 態 度 は 3．4と，子 ど もの 認知 した もの

と非常に 近 い も の だ っ た 。

　介入 開始当初の コ ン サ ル テー
シ ョ ン で は こ の よ うな

データ に 基 づ き，子 ど もが 認知 す る 教師 D の要求的態

度 を減 らし ， 受容的態度 を増や して い こ う とい う方針

が 導 き出 さ れた e 特 に荒 れ の 中心 で あ る児童 2 ， 5 ，

6
， 9 ，

13の 5人 へ の 教師の 関わ り方に っ い て 工 夫が

必要 で あ る こ と を確認 し た 。 同時に ， 彼 ら 5 人 の 図 工

享受感 の 低さ に も注目 し，図工 の 授業を楽 しめ る よ う

T2 が 支援 す る こ と も大切 で ある と判断 した。図工 享

□ 図 工 享 受 感 　蠶 教 師 の 受 容 國 教 師 の 要 求

5

4

薫3

2

11
　　 2　　　3　　 4　　 5　　 6　　　T　　 巳　　 9　　 10 　　1T　　 12 　　13　　14 　　15　　16 　　17 　　18 　　19 　　20 　　21　　 22 　　23 　　24 　　25 　　26 　　21 　　1呂 　　29 　　30 　　31

　 　　　　　　　　　　 児 童 番 号 （1 〜15 は 男 子 、16 〜31 は 女 子 ）

　　　　　　 FIGURE　l　 図 工 亨受 感 と 子 ど もが 認知 した 教師の指導態度
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受 感 と教師の 受 容 的 態 度 と の 相 関係 数 は 0．721 （P 〈

．Ol），図工享受感 と 教 師 の 要 求 的態 度 の 相 関係 数 は

O．44  （P ＜．D5）だ っ た 。 した が っ て，図 工 享 受感が 高 ま

れば子 ど もが 認知す る教師の 受容的態度も高ま る で あ

ろ う こ とが 予測 で き，教師D が受容的態度 を高め る努

力 をす る一
方 で ，子 ど も た ち が 図工 を楽し く感 じ られ

る ような支援 も行 う こ とに よ り，教師 D と 子 ど も た ち

との関係改善 の 可能性 を広 げ よ う と し た わ け で あ る 。

3

  教師か ら見た子 ども に 関す る調査結果 と そ の 活用

　子 ど もか ら見た教師 と同様 ， 教師が子 どもを ど の よ

うに 見て い る か は ， 教師 と子 どもの 人間関係 を改善 す

る に あ た り注 目 し た い 点で あ る 。 教師 の 子 ど もを 見 る

視点 を明 らか に す る た め に ， 夏休み中に 教師用 RCRT

を実施 した 。得 ら れ た データ に つ い て因子 分析 （主 囚子

法 バ リマ ッ ク ス 回輯 を行 い ，固有値 1以上を基準 と し て

固有値の 推移状況 を調 べ ，因子分析後の解釈可能性 も

考慮 し た 結果，教 師 D が 子 ど もを 見 る 視点 と し て 3 つ

の 因子 が抽出さ れ た （TABLE 　2）。そ の 結果，因子 1 を「教

師 との 関係」，因子 2 を 「自己表現」，囚子 3 を 「外 見

的 な穏や か さ 」 と命名 した 。TT に よ る指導体制 を組

ん で 間 も な い 8 月 の時点で は ， こ れ ら 3 つ の 因子が教

師 D の 子 ど もを 見 る 重要な視点 に な っ て い た。

TABI．E　2　教師用 RCRT の 因子分析結果 （バ リマ ッ ク ス

　　　　 回転 後） （夏 休 み に 実 施 の プ リテ ス ト）

項 目 F1F2F3 　　 　 hz

理 解 し や す い

教 師 が 話 しや す い

教師 に好 意的

教師に 話 しか ける

教師 に従順

は コ きり意思表示

声 が大 きい

活 発

目ウ っ

白己 主 張 で き る

一見 よ い 子 風

毛慧や カ」な 目つ き

0，85　　　〔，．12　　　0．13　　　〔卜．75
 ．82　　　0、1〔〕　　　0．27　　　〔）．75
〔，．79　　　

−O．D2　　　 ．39　　　0．78
0．75　　　0．28　　　0．〔｝6　　　 ，65
0．66 　　−O．25　　　  ，55　　　0．81
〔）．65　　　0『40　　　0．34　　　0．69
0．03　　　〔，．94　　　

−0．06　　　（，．88
〔，．03　　　　0 ．92　　　−0 ．ユ0　　　　0．86
−0．06　　　｛，．90　　

−0，16　　　0．83
D，24　　　0．7工　　　（）−07　　　0．56
0．02　　　0．13　　　  ．68　　　〔；．48
0．39　　

−0，05　　　0．6〔工　　　0，5／

　 　 　 固有値 　　3．66　　3．37　　1．53
　 寄与 率 （％）　 30．50　 2S．U5　 12．78
累積寄’チ率 （％）　　3〔｝．50　　58．55　　71．33

　 こ れ ら 3 つ の 因子 の 中で特徴的な の は因子 1 で あ る 。

教師 で あ る 自分 と の 関係が よ い か 悪 い か が ， 子 ど もた

ち を見 る視点 として 大 きな位置 を占 め て い た の で は ，

授業の 中 で 子 どもたちの よ さ を引き 出す よ う な 方向性

S　 図工 享 受感 ・教 師 の 指導 態度 に 関 す る児童全体 の 平 均 値 や 相

　関係 数 を 求 め る に 当 た っ て，意 味 を理 解 で き ず質 問紙 に 解答 し

　た と考 え られ る 児童 1名の デー
タ は削除 した。（12月σ）再調 査

　の 結果 も同様。）

は な か な か 生 まれ て こ な い は ず で あ る。 こ の こ と は，

1学期 ， 教師 D と子 ど も た ち と の関係が い か に ま ず い

状態 に あ っ た か を如実 に 表わ し て い る。

　教 師 D が 因子 1 の よ う な視点 を も っ た の は， r一ど も

たち の 実態 か らい たしか た な い こ と で あ ろ う。 し か し ，

こ れ が子 ど もを見 る 視点 と し て 重要な も の で あ り続け

る限 り子 ど もた ち と の 関係改 善 は 難 し い と考 え
，

コ ン

サ ル テ ーシ ョ ン で 「図
一
Lの 教 科特性 が 生 きる よ うな目

で ， 子 ど も た ち を 見 て い く姿勢 が 必 要 で は な い か 」 と

い う こ と を伝え た p

  授業場面 で の 支援と コ ンサ ル テ ーシ ョ ン

　上 述 の よ う に ， 調 査 結果 を 活 用 し て 子 ど も た ち や 教

師 D へ の はた ら きか けの 方向性が 見出さ れ た 。 次に ，

子 ど もたちや教師 D に 対 して 行われた 支援に っ い て，

そ の 概略を記す。

  TT に よる指導体制を通 じた授業場面 での 支援

〈教 師 D と子 どもたちとをつ なげる支援 〉

　子 ど も と教師D が よ い 関わ り をもて る 場 面を ， 「荒

れ」を引き起 こ し て い る 5 人 を中心 に 意 図的に作る よ

う に した 。例え ば，T2 と し て個別に 支援 し なが らも，

肝心 な と こ ろ は 「D 先生 に 聞 い て き な さ い
。 」と い う指

示 を出す こ と で，教師 D と r一ど もた ち の 関わ り を深め

る よ う心が けた。また，作品 が い い 感 じ に 仕 上 が っ て

き た時な どに は ， 「こ れ ，
い い ね え。D 先生 に 見せ て ご

ら ん 。 」 と指示 した り した 。「見せ ね えよ」な ど と抵抗

を 示 す こ と も あ っ た が ， そ の よ う な 場合 は 教 師 D に 「D

先生，○○君 が い い の を作 っ た の で 見 て くだ さ い 」と

声 をか け，肯定的な 評価 の 言葉を か け て も ら う よ う に

した 。そ の 後，よ い 状態 の 時に は T2 は 教室 を 出 て ，

TT に よ る指導体制 を解消 し て も教師 D と子 ど もた ち

と の 人 間関 係 が 良好 に 保 た れ る よ う に し た （FIGI／1〈E

2）。

〈子どもたちの 図工 へ の 関心 ・意欲を高め る支援 〉

　 子 ど もた ち が 図工 の 授業に集中 し ， 少 しで も 図工 が

楽 しくな る よ う に す る た め に ， 荒れ の 中心 と な っ て い

た 児童 2 ， 5， 6， 9，13へ 直接的な支援を行 っ た、

具体的 に は，彼 ら の 近 くの 座席 に 座 り教師D の 話 し を

聞 こ うとす るモ デル を演 じ た り，作品作 りに 関す る ア

ドバ ・イ ス を した りした。荒 れが ち な 子 ど もの 監視役 と

し て で は な く， 彼ら に と っ て 「居 て くれ る と 助 か る存

在」に な る よう心が けた。

  コ ン サ ル テ ーシ ョ ンの 内容

　 子 ど もた ち と教師D との 関係改善の た め の コ ン サ ル

テー
シ ョ ン は ， 昼休み や 放課後な ど ， 教師D の 時間の

許す範囲 で 随時行わ れ た 。
コ ン サ ル タ ン トか ら は毎同
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．f ど も を 攴 え り

　　　7　　L　　　　　　L　　　　　
dl

教師と子 ども の 関係に 改善が 　2〈−k

l 見 られ た 時点で フ ェ
ー

ドア ウ　I

I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

I トを開始。T2 無 しで も授業 1

1・ 成立する よ ・・ す・ 　 iL−一一一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

徐 々 に離れる

、

t 教師 とつ な ぎ
　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　」一＞　IT2 は ．荒れを引き起 こ L て い 　I
　 　 l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 I

　 　 I る中心 メ ンバ
ー

に と っ て 「属て 　1

　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

　 　 1 くれ る と助 か る 青 在ゴ と な っ て 1

　　旨学習を 之え 、意欲 11りに 授 業 に 参 　l
　 　

I
加 で き る よ う にす る　 　　 　　 I

　 　 l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 l

　 　 l＿＿一一一一一＿＿一一一一一一一一＿」

、

L　　F　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
、」＞2TZ と 子と もた ちの 閏 に

　　擁 立繍 た 1よ い関 係 一
　 　

1 を 生か しなが ら教師 〔T 　「

　 　 I　　　　　　　　　　　　　　　　　　 I

　 　 I1 ＞ と子 ど もた ち 研 ll1び 1

　　2 フ ける よ う働 き か け る　 I

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 I

　 　 L ＿＿＿＿一一一一一一一一一一」

◎
FIGLTRE　2　 TT に よ る支援 の 中 で 指導補助者 〔T2） が果た した役割

の 授業に つ い て の 観察結果 を伝 え，次 の 授業 で どの よ

うな配慮を し て い くか に つ い て 共同 で ア イデ ィ ア を出

し合 っ た り，子 ど もた ち へ の 対応 に つ い て 共通 理 解 す

る よ うに した。 f一どもた ち との 関わ り方 に つ い て は 主

と し て コ ン サ ル タ ン トか ら， 図 1：の 教科特性 を生 か し

た 学習 内容 の 11夫 や 製作活動 へ の 具体的支援内容 な ど

に つ い て は コ ン サ ル テ ィ
ーか ら ， とい ラよう に 連携iし

なが ら 「相互 の コ ン サ ル テー
シ ョ ン 1が 進 め ら れた、，

　 コ ン サ ル テ ー
シ ョ ン で 話 し 合 わ れ た 内容を概観 す る

た め ， す べ て の 介入終 了後，筆 者が KJ 法 （川 喜 多，1996）

に よ っ て 整理 し た。コ ン サ ル テ
ー

シ ョ ン 記録を も と に ，

話 し合 わ れ た 事項 ひ とつ に つ き 1 枚の元データ カ ード

を作成 し栓 デ
ー

淵 84枚）そ の カ ードを，意味す る と こ

ろ の 類似性 に 基 づ き集約 し 図解化 し た 〔F エGURE 　3）。コ ン

サ ル テ ーシ ョ ン で は ， す で に述べ た よ うな調査結果 の

報告や授業中に観察さ れ た 子 ど もた ちの 変容 に つ い て

の 意 見 交換 を 行 っ た P，次週 の 授業で どの よ うな点を

工 夫す る か に っ い て アイデ ィ ア を出 し合 っ た り した 。

例え ば，調査結果 か ら は 「広 い 視野 で 子 ど もを．見 る よ

う に す る こ と 1， 「受容的 な態度を増や す よ う心 が け る

こ と」等 の 重要性が確認 さ れ た 。 特に教師 D は ， 荒 れ

た 状 態を引き起 こ し て い た 中心 メ ン バ ー 5 人 に 対 して ，

子 ど も と の 関係 の 善し悪 し に こ だ わ らず作品 の よい 面

に 目を向け て ほ め た り， 反抗的な 態度 も軽 く受 け止 め

た りか わ し た りす る よ う に した u

結 果

T2 に よ る観察 か ら は， 2学期 に な り教 師 D と子 ど

も た ち と の ．人問関係 に 明 ら か な改善 が 見 られ た 。 1学

期 に 頻 繁に 繰 り返 され た よ う な 教 llfiへ の あ か ら さ ま な

反抗的態度は ほ と ん ど 消失 し ， 教師D と ご く自然な関

わ り方が で きるよ う に な っ て い っ た 。 具体的に は，次

の よ う な 様 子 が 観察 さ れ た 。

　始 め の う ち は に れ ，
い い わね え ．

1

な ど と ほ め て も ，

子 どもた ちか らは 1う る せ え，あ っ ち行 け よ」 な ど と

い う反応が 返 っ て き た が ，そ の よ う な膏動 を受 け流し

な が ら ど ん どん 温 か い 言葉 をか けて い くうち に 5人 は

素直 に 教師 D の 言葉を受 け入 れ る ように な っ て い っ た。

1学期 は 5 人 と も教 師D の こ と を i
”
｛一）（一）」 と名前を呼

び捨 て に して い たが ， 11月に な る と 10●先牛 」 と呼

ぶ よう に な っ た 。
こ の よ う な変化が 見 ら れ る よ う に

な っ た た め TT に よ る指導体制 を フ ェ
ー

ドア ウ トして

い っ た 。

　教師D の 自己報告で は，学級 の 状態を 0〜10点 で 評

定す る と， 4月， 5 月は「0点 どこ ろ か マ イ ナ ス」， 10

月 に は 6 点，最終的 に は 8点 （卒業 時） まで 上 昇 して い

る こ と が わ か っ た 。客観的 に ど の よ う な 変化 が あ っ た

の か
， 子 ど もか ら見 た教師 と教師か ら 見 た 子 ど もの

データを概観 し ， 両 者の 関係が ど の よ う に 改善 さ れ て

い っ た の か 見て み よ う。

（1）子 どもか ら見た教師

　 11月13目 か ら T2 が 少 しず つ 授業 か ら抜 け る よ う に

し，12月 2 日は 完全 に 教 AllJDの み で 授業を行 っ た、，子

ど も同士 の けん か な ど多少 の ハ ブ ＝ ン グ は あ っ た が，

教師 と r一どもの 対立 の よ う な 問 題 は な か っ た 。こ の 授

業 の 直後 （12月 4 日） に ， 6 月 と同 じ内容 の 質問紙 を子
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コ ン サ ル テ
ー

シ ョ ンで 何 が 話 し合 われ た か （KJ 法 図解 ）

口分が 収 n 組 鉢 マ デ　．二 と　 ア 下、『mt レ
〔 し む

7
と を 薩 め 7 　、二  

園 1専祠
IL

： Otlkf’−s 特 i1を⊥く で 、

FIGI］RE 　3　 コ ン サ ル テ ー
シ ョ ン で何が話 さ れた か 〔K 亅法 図解）

どもた ち に 実施 し，そ の 結果 を比較 し て み た （FエGURE

4）。各調 査項 目の 平均値 は t 検定 の 結果有意な 差 は 見

ら れ な か っ た もの の ， 「子 どもた ち が 感 じ る図 工 の 楽 し

さ （図．1二亨受感）亅で 2．85か ら3．〔14〔SD − O．887）へ
， 「子 ど

も が 認知 し た 教 師 の 受 容 的 指 導 態 度 1 で は2 ．・19か ら

2．62（SD ＝1、249）へ と ， わ ず か な が ら上 昇 し て い る こ と

が わ か っ た。反対 に 「子 ど もが認知 した 教師の 要求的

態 度」の 平均値 は 3 ．43か ら3．09 〔SD ：＝O，52，i）へ と大 き く

下降して お り， t検定の 結 果 ， 有意 な差 が 見 ら れ た 〔t−

1．S78、　Pく．05）o

　最 も注［す べ き点は ， 教師の 要求的態度 と受容 的態

度 の 値が か な り近付 い た と い う こ とで あ る。受容 的態

度 の 上昇 は わ ず か で あ っ た が ， 受容 と要求そ れ ぞ れ の

態度 の バ ラ ン ス の 悪 さが あ る程度は解消で き た と言え

よ う。 6 月 に は 子 ど もた ち に 「要求的態度が 高 く受容

的態度が低 い 1 と認知 さ れ て い た の が ，半年後 に は要

求 的態度が減少 し ， 子 どもた ちに とっ て 少 な くとも「そ

れ ほ ど要求的 で は な い 」 と い う方向 に認知 が 変わ っ た

こ と に な る。

　個別の データ の 中で は特に ， 教師へ の 反抗 に お い て

中心的な役割を果た して い た児童 5 と児童13に共通し

た 変化 が 見 ら れ た 。両者 と も 6 月 に は ， 受容 ・要求 の

双方 と も最低値 の 1だ っ た が ， 12月 に は受容 ・要求 と

5

一
 
一

図 亠亨 1 感 十 教 師の 穏 葺
一△ 一

搬師 の 要 或

4

　

3

平

均
得

点

2

　 　 　 1
　 　 　 　 　 　 　 6月　 　　 　　 　　 　　 　　 12月

FIGURE 　4　 図 工 亨受感 と子 ど も が 認知 し た 教自［［∫の 指

　 　　 　 導態度 の 変化

もに 3 を示 し た 。 介人前 に は ， 5人の 巾で も特に児童

5 ， 13の 2 人 が変わ れ ば学級全体 の 雰 囲気 も変わ る と

考 え て い た が ，介入 の 過程で こ の 2人 に 大 き な変化が

見 られ ， 学級全体 の 落 ち着 き も生 ま れた。

  教師か ら見た子 ども

　 8 月 に 実施 し た教師用 RCRT を， 翌 年 1 月 に 再度実

施 し た結果 ， 教 師が 子 ど もを見る 視点 に も大 きな変化
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が 見 られ た。因子分析 住 因 子法，バ リマ ッ ク ス 回転） を行

い ，得 られ たデ
ー

タ に つ い て 因子 分 析（主因
．
ヂ法，バ リマ ッ

クス 回転 ）を行 い
， 前回同様の基準の も と で 3 つ の 因子

が 抽 出さ れ た （TABLE 　3）。因 子 1 を 「明 る い 自己 表

現 」， 因子 2 を 「人 を 大切 に し た 関わ り」，因子 3 を「丁

寧な作品作 り」と命名 した 。「教師 に 従順」と い う項 H
の 因子 負荷量が 最 も高い に もか か わ らず因子 2 を こ の

よ う に 命名 した の は
，

こ の 項目の 背景に 「6 月に は暴

力や暴言 を繰 り返 し ， 人 を大切 に し て い る と は到底考

えられな い 状態だ っ た の に ， 半年間で 自分 の 言動 に 素

直に対応 して くれ る よ うに な っ た こ と が何 よ り もうれ

しい 」と い う教師 D の コ メ ン トが 得られ た た め で ある。

TABLE 　3　教師用 RCRT の 因子分析結果 （バ リマ ッ ク ス

　　　 　 回転後 ） （冬休 み に 実施の ポ ス トテ ス ト）

（3＞教師か ら見た自分 自身

　 6 月 に 実施 し た 「教 師の 指導態度を子 ど もた ち が ど

の よ うに 感 じて い る と思 うか」に つ い て の 調査 を 12月
に も実施 した。そ の 結果 ， 受容的態度 の 平均値は 2．5か

ら3．0へ
， 要求的態度 は 3．4か ら2．8へ と変化 し て い た。

教師 D 自身 ， 自らの受容的態度が 増え要求 的態度 は

減 っ た と感じて お り，受容的態度 と要求的態度が ほ ぼ

同じ値 に 近付 い て い ると認知 して い た の で あ る。 こ の

こ と は，子 ど もた ち に よ る教師 の 指導態度認知 の 変化

と
．’

致 した 傾向を示す もの で あ る。

喧 目 FlF2F3h2

明 る い

自己表 現

静 か

笑 顔 が あ る

図工 が 楽 し い

教 師 に 関心

教師 に 従順

人 を大 切 に す る

素直

礼儀正 しい

r寧 な 作品 作 り

粘 り強い

D，87　　　0．D9　　　
−0，02　　　　0．77

0．81　　 0．26　　 0．19　　 0．76
−O．71　　　0．47　　　0．10　　　0．72
1｝．79　　

−O，1〔｝　　 O，2了　　 O．71
0，43　　　 ．Ol　　　U．08　　　0．19
0．3S　　　O，05　　　〔卜，30　　　〔｝．24
0．工2　　　0．93　　　0．03　　　0．臼7
−
〔，．20　　　0．81　　　0，27　　　0．77
0．32　　　（j．75　　　〔｝． 4　　　0，67
0，11　　　0．57　　　〔レ．32　　　0．44
0．15　　　0．L9　　　〔レ．84　　　0．8〔）
0，41　　　0．11　　　rト，57　　　0．51

　　　 固有¶直　　　　3．23　　　2．93　　　1．68
　 寄与 率 （％）　 26、69　 24．1〔l　 l3、98
累積寄．5率 （％）　　26 ．69　　5⊥、⊥〔｝　　65．08

　す で に 述べ た よ う に 6月 に も 3 因子 が 抽 出 さ れ，教

師 D が 子 ど も を見 る視点 と して 「教師 との 関係」 が よ

い か 悪 い か が 重 要 な 位置 を占 め て い た 。
．冬休 み に再度

行 っ た結果 か ら も， 3 っ の 因子 が抽出さ れ たが ， そ の

内容 は旻 な る もの と な っ て い た。特に ， 因子 3 は 図工

の専科教師と して の視点で ，
こ の よ うな視点で 子 ど も

を見 られ る ように な っ て き た こ とか ら ， 教師 D と 子 ど

もた ち との 関係が 改善さ れ て き て い る こ とが 分 か る。

　12月24H に行 っ た 聞 き取 りで は
， 半年間を振 り返 っ

て 「よ い 変化だ と思 うこ と」 に っ い て ，教師 D が 次 の

よ うに 話 し て くれ た の が 印象的 だ っ た 。
・半年前 は，い くら話 しか け て も子 ど もか ら反応が

　返 っ て こ な い 状態だ っ た が ， 子 ど も た ち と あ る程度

　の や り取 りが で き る よ う に な っ た 。

・子 ど もた ち に ， 作品 へ の 「投げや り さ」 が な くな り，

　ち ゃ ん と作品 を作 る よ うに な っ た。作品 を完成さ せ

　よ う と い う気持ち が 現 れ て い る。

考 察

　 「学級 の 荒 れ 」の 改善 に 向 け ， 本研究で は 「子 ど もの

教師認知 1や 「教師の 子 ど も認知 」等 に 関す る調査 を

実施 し ， そ の 結果を役立 て る こ と に し た e さ ま ざ ま な

原因 が 複雑 に 絡み 合 っ て い る 問題 だ け に
，

ど こ か ら切

り込 み ，ど の よ うな はた らきか けを行 えばよい の か 明

らか に す る こ とが 大切 で あ る と考え た か ら で あ る 。

　 子 ど もが 教師 の 指導態度を どの よ う に 見 て い る か に

つ い て 調 べ る 調査 （Al）尺度 ）か ら は，「荒れ 」の 中で教

師 D が 「受容的態度」 と 「要求的態度」 の バ ラ ン ス を

崩し て い る こ とが わ か っ た 。 そ して 受容的態度 を増や

し て い け る よ う支援 し，教師 D 自身努力 を重ね て きた

わ け で あ る が ， 子 ど も が 認知 した 教師の 受容的態度 の

増加 は さ ほ ど大 き くはな か っ た。しか し嬰 求的態度は

明 ら か な減少 を示 し，受容 と要求 の バ ラ ン ス が よ く

な っ た た め
， 子 ど もた ち は教師 D を 「う る さ い こ と ば

か り言う先生」と は 見 な くな っ た よ う に 思 わ れ る 。 こ

れ は ， TT に よ る支援や コ ン サ ル テ
ー

シ ョ ン を 通 じ て ，

教師D の 対応 に 変化が 生 まれ，実 際 に 子 どもたち に対

し て 「うるさ い こ と ば か り．」言わ な くな っ た結果 で あ

る と言え よ う。

　学校 で 教師 が 果た さなけれ ばな らな い 役割を考 え れ

ば，と きに 教師が 子 どもた ち に 多 くの 要求を す る こ と

が あ る の は 当然で あ る。大切 な の は ， チ ど も に 受 け入

れ られ る よ うな要求の 示 し方や ， そ の 要求 に 見合 うだ

け の 受容 の 裏打ち があ る か ど うか な の で は な い だ ろ う

か 。要求的態度を 示 す こ とが 多い 教 師 で も， 子 ど も た

ら の実態 に 応 じた 要求 を 示 し た り，H常的 に受容 を心

が けた りす る こ とで ，子 ど もた ち が 教師の 要求 に 応 え

よ う とす る 姿勢を 生 み 出 す こ と が可能だ ろ う。

　倉嶋 （1996）は ， 教師 の 指導行動に つ い て の児童 と教

師 の 問 の 認知差 に 注目 し ， 「教師の 自己 評定値 が （子 ど

も よ り）高い 学級の 方が 低 い 学級に 比 べ て 児童 の 学級 適

応感が低 くな っ て い た 」と い う結果 を見出 して い る。
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本研 究 で 教師 D と 子 ど もた ち との 関係 が 改善さ れ た の

は ， 教師 D 自身 の 自己認知 と子 ど もの 教師認知 の 間 に

大 き なズ レ が なか っ た こ と と も関連 して い る の で は な

い か と思 わ れ る。教師が 自分 の 指導態度 を的確 に 把握

し て い る こ との 重要性が 示唆 さ れ よ う。

　教師用 RCRT に よ っ て，明 ら か に な っ た教師 D の 子

ど も た ち を 見 る視点 に つ い て は，「荒れ 」へ の 対応 を開

始 して か ら 2 か 月後の 8 月 に は 3 つ の 因子 が抽出さ れ

たが，そ こ に は教師の 子 どもた ちを見 る視点 に「荒れ」

の 実態 が 色濃 く反 映 され て い た 。こ の 時点 で 「教師と

の関係」 が よ い か 悪 い か が 子 ど もを見 る 重要な視点に

な っ て い た こ と は ，子 ど も と の 関係 の 悪循環 の結果 で

あ る と と もに
， 悪循環 を持続 さ せ る 要因に もな っ て い

た と考え られ る 。
こ の 学 級を受 け持 っ た 当初か ら 「ど

う い う 訳 か 自分 と の 関係 が 悪 い 」子 ど も た ち を前 に す

れば ， 悪循環に は ま り込 ん で し ま うの も当然の結果 と

言えるだ ろ う。そ こ で こ の 悪循環 を断ち切 る た め に ，

コ ン サ ル テ
ー

シ ョ ン の 中で 「もっ と 図 工 専科 と し て 子

どもを見 る よ うな姿勢を も っ た ら ど うだ ろ うか 」 と提

案した。12月 に 再 度行 っ た調査 で も 3 つ の 因子 が 抽出

さ れ た が ， その 内容 は 6 月の も の と異な っ て い た。因

子 1 は 自己表現に 関す る因子 だ が ， 1笑顔があ る」， 「明

る い 1，「図 工 が楽 しい 」 とい うモ ノ サ シ か ら な る も の

で，図工 の授業に お け る 子 ど もた ち の 積極的 な 姿勢 に

支 え ら れ て い る 。 人 との 関わ りに 関す る因子 2 は 「教

師 と の 関係」に 限定 され て お らず，「人 を大 切 に す る」

とい うような，よ り広範囲な 関わ り に 関す る も の と

な っ た。また因子 3 は ， 図 工 の授業に取 り組 む 姿勢 を

見 る視点 で ，コ ン サ ル テ
ー

シ ョ ン で 話題 に した 「図 工

教師 と し て の特性 を生 か す」 と い う方向性が出 て きた

こ と を 示す の で は な い だ ろうか 。 「図工専科 と して 子 ど

もた ち を見る姿勢 1が 因子 と し て 浮か び上 が っ た こ と

は，教師の 自己 変革が な さ れ た こ と を示す と思 わ れ る 。

も ち ろ ん 子 ど もた ち の変容が教師 の 子 ど も を見る視点

に も影響 を 与 え て は い る の だ ろ うが ，コ ン サ ル テー

シ ョ ン の過程 で ， 教師自らが子どもを見る視点を変え

て い くこ と の 重要性 を認識 し た こ と に よ っ て ，悪循環

が好循環に 変 わ り始 め た と見 る こ と もで き よ う。

　 「学級の 荒 れ 」の 中 に い る教 師や 子 ど も に第三者が関

わ る こ と は ， 「荒 れ 」 の 改善 に 即効的な役割を果 た す。

それ ま で の膠着化して い た 関係 に 第 三 者が 加 わ る こ と

で ， シ ス テ ム や認知的枠組 に 変化 を起 こ す こ とが で き

る か ら で あ る 。 た だ し ， そ の 関 わ り方 を誤る と，せ っ

か くの 努 力 も
一時し の ぎ に な っ て し まう こ と が あ る 。

第三 者 が 関わ っ て い る と き は 「荒れ」が納 ま っ て い て

も ，
い な くなれ ば も と に も ど っ て し ま っ た り，前 に も

増 して 「荒 れ 」の 状態が エ ス カ レ ートす る こ とす らあ

る 。 学校全体に 及 ぶ 負担 を 考 え る と ， 校 内の 教師 が 第

三 者 と し て す べ て の 時間 そ の 学級 に 関わ る こ と は難 し

く， 最終 的 に は支援 が な くて もよ い 状態 に まで もっ て

い く必要が あ る 。 本研究 で 指導補助者 （T2 ）と し て の筆

者は，「子 ど も と教師をつ なげ る」， 「子 どもの 学習活動

を支 える 」，「教師 の 努力 を持続さ せ る 」 と い う 3 つ の

役割 を果 た した 。荒れ て い る子 ど もを監視的 に 押 さ え

つ け る の で は な く，荒れ な い で す む よ うな状 況 を生 み

出そ う と い う意図 か ら で あ る、特に 「荒 れ 」の 巾心 と

な っ て い た子 どもたちに 集 中的 に関わ り な が ら彼ら を

支え た り ， 教師 と つ なげた りした。結果的に は指導補

助者 と し て の筆者が完全 に 授業か ら抜 け た 場合 で も，

以前 の よ う に荒れ た状態 に は ならな い こ とが 確か め ら

れ た。

　本研究 で 行われ た の は ，
コ ン サ ル タ ン ト も直接的 な

介 入 に 加わ りなが ら進め られ る 「相互 の コ ン サ ル テ ー

シ ョ ン 」 で あ る 。こ れ は先輩教師 ・管理職等 に よる指

導的な 介入 と異 な り，関 わ っ た者が そ れ ぞ れ の持ち味

を生か しなが ら援助チ
ーム として機能す る と こ ろ に特

徴 が あ る 。 学校 現 場 で の 問題 が 複雑化 ・困難化す る傾

向 に あ る中で ，
コ ン サ ル タ ン ト と コ ン サ ル テ ィ

ーが 単

に 対等 な 関係 に あ る だ け で な く，それぞれ の持 つ 資源

を有機的 に 組 み 合 わ せ る こ と に は 大 き な意義が あ る と

い えよう。ただ ， 本研究の よ う に同 じ教員の 立場 で 相

互 の コ ン サ ル テ
ー

シ ョ ン を進め る に あた っ て は ，
い く

つ か の課題 が 残 さ れ て い る。

　第 1 に ，

一
般的 に は指導す る立場 と さ れ る立場 とい

う 心 理 的 な 壁 を拭い 去 る の が 難 しい 点で あ る。本来，

学校 に お い て は そ れ ぞ れ の 教員が 対 等 な 立場 に あ る は

ずで あ る。し か し な が らコ ン サ ル タ ン トが先 輩教師で

あ る よ うな 場合，介入 に あ た り対等な関係 で あ る こ と

を強調 した と して も，コ ン サ ル テ ィ
ーが 「対等な 関係

で あ る」 とい う意識 を持ち に くい の は無理 もな い こ と

で あ る 。 結果 と して
，

そ れ ぞ れ の 持 つ 資 源 を有効 に 組

み 合わ せ る こ とが難し くな る こ とが 予想 さ れ る 。

　 第 2 に ， 自 らも学級 を担任す る教師が コ ン サ ル タ ン

トとTT の 役割 を同時に果たす こ と は
， 実際 の 学校現

場 で は実現 し に くい と い う問題 がある。週 当 た り26時

間前後 の 授業を行 い なが ら他の 学級 の 支援 を進め る に

は自ず か ら限界 が あ る 。 校内で 起 き て い る問題 に っ い

て教員相互 の 共 通理解を深め ， 校内の協力体制を組 む

よ うな 姿勢 が 大切 で あ る 。

　 こ れ ら の 課題解決 に 向けて は ， 学校心理士 の 資格を

一121一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

122 教 育 心 理 学 研 究 第 49 巻 第 1号

持 つ よ うな教員 が校内教育相談活動 の キーパ ーソ ン と

な り， 組織的な対応を 可能 に して い く こ と が 必 要 で あ

る。児童 ・生 徒 の 個人的な レ ベ ル を超 えた学級経営全

般に関わ る よ うな問題 に関し て は，学校で 行われ て い

る教育活動 を熟知 し学校心 理 学 に 関 わ る 技能 を身 に つ

け た 教員 の 配置 が 強 く望 ま れ る 。

引 用 文 献

古市裕
一
　1994 学校生活 の 楽 し さ と そ の 規定要因

　日本教 育心 理 学会第 36回総会発表論 文集，169．

古市裕
一 ・

國房京子　1998　小学生 の学校ぎ ら い 感情

　 と教師 の 指導的 態度
一

ス ト レ ス 理 論か らの 検討
一

　岡山大学教育学部研究集録，107，159− 167．

今泉　博　／998　崩壊ク ラ ス の 再建 　学陽書房

石隈利紀　1999　学校心 理 学　誠信書房

川喜 多J二郎　1996　川喜多二 郎著作集 5 「KJ 法 　混沌

　を し て語ら しめ よ」中央公論社

近藤邦夫　1995 子 ど も と教 師 の もつ れ 　岩波書店

近藤邦夫 ・沢崎俊之 ・斉藤憲 司 ・高田　治　1988　教

　師一児章関係 と児 童 の 適応 1）〜教師の 儀式 化 の 観

　点か ら〜　東京大学教育学部紀要，28，工03−　 142．

倉嶋純 子 　1996 教師の 指導行動 に 対す る教師 と児童

　の 認知差 と 児童 の 学級適応感 の 関係　口本教 育心 理

　学会 第 38 回総会発表論文集，311．

三 卜周 治　1999　「荒 れ た 学級 」を ど う
“
建て直す

”
か

　明治 図書

松村茂治哺 野裕司 1998 荒 れ た 学級 で 担 任教師 は

　学級通信 を通 して，子 ど もた ち に 何 を伝 え よ う と し

　た か 　東京学芸大学紀要　第 1部門　教育科学　第

　 49集，111− 122．

尾木直樹　1999　「学級崩壊」を ど うみ る か　日本放送

　出版協会

嶋野重行　1989 小学校教 師の 指導的態度 と「問題行

　動」認知 の 関連（1＞　目本教育心 理 学会第 31 回総会発

　表論文集 ， 257．

嶋野重行 。笠松幹夫 ・勝倉孝治　1995 児童 の 認知 す

　る教師 の 指導態度
， 学校 ス ト レ ス と学校不適応感 に

　関す る研究　日本教育心理学 会第 37 回総会発表論

　文集，559．

Swartz
，　J．L ．，　＆　Martin，“ r．E ．　 Jr．　（Eds．）　1997

　APPItied　 ecoloArical 　Ps．ycholog｝・fo1’schoogs 　 tvithin

　 colnnutnities 　 ’　 Assessnze　zt　 aizd 　 intervention．

　Mahwah
，
　N 亅：Lawrence 　El’lbaunユ Associates，　Inc．

浦野裕司 ・松村茂治　1996　学級担任 の 教師 は，学級通

　信 を通 じて何 を伝え
， 子 ど もた ち は，ど う変わ っ て

　い っ た か 　日本教育心理学 会第 38 回総会発表論文

　集，315，

」f 己
二』｛阿

　本研究 は，平成 1〔｝年度東京都教員研究生 と し て の 研

究成果 を ま と め た研究報 告書 の
一一

部を ， 加筆修正 し た

もの で す 。ご指導い た だ い た 東京学芸大学教授松村茂

治先生 に ， 心 よ り感謝 い た し ま す。

　　　　　　　　　 （1999，10．18 受稿，2000．9．28 受理〉

　　　　　飾 w7b ・4∬ ist　Out−（がCo刎 γ01 αα∬ roo 撚 ’

Te媚 7初 面   Gzaidance　and 　Conszaltat肋 一
．4　Cαsθ S’％の

YLVIし他 N σ 卿 κ しβ跚 1　D・’lfHATi　L〃 ，

’
ME／NT，IL｝

尸．9Cifoc）’，丿、畑 4A 雌 奴 児姐 ノ、θρ ム1罵 1παM4L ∫な丁τ H ！〕Lθ〔；v，2ω 1，4．9，172一ヱ22

　The　number 　of 　ou 吐・of −c にmtrol 　classroorns 　has　been　increasing　in　Japallese　eielnentary 　schools ．　S吐udents

seem 　to　l〕e　rebelling 　agaillst 　teachers　and 　class 　mallagement ，　 As　a　result ，　productive　Iessons　calmot 　be
acc ‘｝1nplished ．　The　present　article 　reports 　a　detai正ed 　experimental 　case 　study 　Qf 　a　sixth 　grade 　elelnelltary

sch くレol　classro 〔〕m 　with 　31　pupils．　 To　imprぐ｝ve 　this　out −of −control 　c］assroom ，　we 　consulted 　with 　the　teachers，
and 　were 　supported 　by　team 　teaching ．　 After　assessmerlt 　of 　the　students

’
and 　teachers

’
perceptions ，　the

following　topics　were 　discussed：（1）how 　to　improve　students
’
perceptions ，　and （2）how 　to　deal　with 　students

in　 out ・of ・control 　classrooms ．　 Ollce　the　tealu　teachers ’
support 　had　been　faded しDut ，　we 　fourld　that　the

out −of −control 　classr りom 　had　improved，　as 　had　the 　perception 　between　tcachers　and 　students ．　The　prcsent
study 　demonstrates　that　an 　interventi．on 　focused　on 　the　relatic ）ns　betweell　teachers　alld　students 　may 　be　able
t（
’
）help　to　improve　out −of ・contro 】classr 〔〕｛｝ms ．

　　Key 　Words ： out ・of −control 　classrooms ，　teachers
’

perccptions ，　students
’
perceptions ，　consultation ，　tealn

teacher ，6th　grade　elelnentary 　school 　class

122一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


