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の 内容や実習 の 実施 の 内容 ・方法等に つ い て こ れ か ら十

分詰め て い か な けれ ばな らな い 。

b）専門家を学校等の教育現場 に 送 り出す課題

　 a ）の 課題 と並 ん で も っ と も重要 な 課題 と な る。文部省

の 40人学級計画が本年度で終了 し ， 児童数の 減少や ， 扱

い の 困難な 児童 ・生徒 の問題 に対応 す る た め ， 新 し い 専

門職 を学校等 に配 置す る 計画が こ れ か らつ くら れ る こ と

が
，

こ の 課題解 決 に と っ て 有利 な条件 とな っ て い る。し

か し ， そ の 専門性が社会的に十分認知 さ れな い 状況 で の

社会 的進 出 は ， か り に 許 さ れ て も ， そ の 専門性が 評価さ

れ な か っ た り， その 身分 ・待遇 面 で 不利 な扱 い を受 け る

可能性が あ る 。

c ）教育現場 に お ける学校心理専門家 に 対す る援助

　 a ＞b ）の課題の 実現 が 進む に っ れ ， 学校等の 教育現場

に勤務す る専門家 を援助す る こ とが ， 次 に大切 な課題 と

なる 。 学会 は
，

こ れ まで 主 に 会員の研究活動を促進 さ せ

る た め の 活 動 は行 い ，教育現場 の 会員 の 活動 を援助 す る

と い う活動は皆無 に 等 し か っ た。し か し，これ か ら は新

し い 問題や 専門的技術等に つ い て ワーク シ ョ ッ プ や セ ミ

ナール を組織す る等を通 して
， 専門的力量 を高め る た め

の 援助 を行 う等 を積極 的 に 行 う こ と が 必要 に な る。また，

身分
・
待 遇 上 の 扱 い に つ い て も学会 は，援助 す る こ と を

考 えなけれ ばならな い
。

d ）社会的な啓蒙活動

　同 じ く将来重要 な 意味 をもっ よ う に な る と考 え ら れ る

の は ， 学校心 理 学専門家に つ い て の社会的啓蒙活 動 で あ

る。欧米で の ス ク ール ・サイ コ ロ ジス トに つ い て は 心理

学 の 中 で か な り知 られ る と こ ろ と な っ て い るが
， 教育現

場で は ほ と ん ど知 ら れ て い な い 。
a ）b ）の 課題 の 実現 に

伴 い
， 学会 も こ の 具体的な 方法 に つ い て 検討を始め る べ

きで あ ろ う。

e ）専門家 と して の 社会的 ， 制度 的地位 の 確保 （教職免

許状問題）

　長期的 な展望 で取 り組む べ き最 も重要な課題 は ，
い わ

ゆる教職免許状問題 で あ る。周知 の よ うに 現行 の 教育職

員免許法 は，新法 の 場合 で も，教科法定 主義 ， 学 校相当

主義の 立場に 立 っ て い て ， 小中高の教科に含 ま れ て い な

い 心理学 ， 教育学等 に対 し て は ， 免許状 は 出 な い
。 そ の

ため，今回 の 場合 ， 専修 免許状 の 授与条件欄 に 「学校心

理 学」 の 名称 を 記載 さ せ る と い う方法 で 専門分野 の 名称

を免許状に反映さ せ る と い う方法を取 ら ざ る を得な か っ

た。学部 で 心理学 あ る い は 教育心理学 を専攻 して も， そ

の 間 に 何 らか の 基礎 免許状 を取 っ て い な ければ ， 例え大

学院修士 課程 で 同 じ 学校心 理 学 を専修 し て も専修 免許状

を得る こ と は で きな い
。 現状を改め ， 大学 ・大学院で教

育心理学 や学校 心理学 を専攻 した 人が ， 学校等の 教育現

場 で 十分 に そ の専門性 を発揮 して はた ら くこ とが で きる

こ と を保証す る た め の ，新 しい 教職免許状 の 制度を つ く

るよう に 求 める こ と，こ れ は関連諸学会 と協力 して 取 り

組 ま な けれ ば 将来 の 大 き な課題 で あ る。しか し，そ れ ら

を実現 す るた め に は ， 現制度の 下 で ， 学校心理学専門家

に つ い て 内実を つ く り ， そ の専門性に つ い て 社会的な 認

知が与え られ ， そ の 専門的な仕事が特定 さ れ る 段階に ま

で 高め て お く こ と が 必要 で あ る と 考 えられ る。

　f学校心理学を め ぐ っ て 』

　　　　　　　　　　　　 指定討論者　上 野　
一

彦

　天野 ，
三 浦、 石 隈 ，

三 氏 の話題提供 は それ ぞれ の 立場

を明確 に 反映 し，興味深 か っ た 。 私 自身 ， 学会 の ワ ー
キ

ン ググ ル
ープ の一員 と し て ， こ の 問題 に関 し て ， 専修免

許状の授与条件欄 に学校心理学の名称 を記載 し， わ が国

の ス ク ール ・サ イ コ ロ ジ ス ト実現の 第
一

歩 に した い と考

え，検 討 して きた の で ，一
層 そ うした印象を強 く持 っ た 。

　三 氏 の そ れ ぞ れ の視点 は必 ずし も か み 合 う性質の も の

で は な く， 3 時間 と い う時間を感 じ さ せ な い ほ ど情報量

は 豊富だ っ た が
， 焦点化 さ れ た討論 に は な りに くく， 煮

詰 ま らな い まま時 間 を む か えた とい うの が 本音 で あ る。

しか し，本質的 か つ 視野 の 広 い 提案 とい う意味 で ，ま た

そ れ だ け た くさ ん の問題 を抱 えた課題へ の 取 り組み と し

て
， 意義の あ る シ ン ポ ジ ウ ム で あ っ た e

　天野氏 は，学会 ワ
ーキ ン グ グル

ープ の 中心 メ ン バ ー
の

一
人 と し て こ れ ま で の経緯 を説明 し．昭和 63年の 法改 正

の 趣 旨 に則 っ て い る と文 部省 も積極的に指示 して い る と

楽観 的な見通 しを述 べ た D しか し、 各都道府県教育委員

会，特 に 教育長協議会 の 幹事 県 を務 める東京都 の 場 合必

ず し も積極的で は な い こ と ， ま た ， 各大学 の 準備状況の

遅 れ ， 専修免許状 へ の名称記載後 の職種開拓の 具体的プ

ロ グラ ム の 準備不 足な どが指摘され た 。

　三 浦氏 は ，
こ うした専 修免許が 現場で実効 的意味 が あ

る か と い う疑問 か ら ， さ ら に ， わ が 国 の 教育心 理 学が 教

育実践 か ら離れ た ， やや研究指向的な学問に な っ て お り ，

教育 心理学 が 免許 法改定 に よ っ て ， ま す ます教 員養成の

な か で の比重が軽 くな っ て きて い る こ と をあげた 。 そ し

て ， 安易な単位認定 よ り も ， 教育実習 の事前 ・事後指導

な どの 授業で の 大学関係 者の 実践的指導 の 必 要性を説 い

た 。

　学校現場で ， 直接子 ど も と接す る専門家 の 養成 と い う

氏 の 意見 は ， 確 か に ， 教 員養成 に あ た る教 育心 理 学者の

共通す る 思 い で はあ る が ， 教育心理学 を学校教育の 現場

で 活用 し て い くに は さ ま ざまな ア プ ロ
ー

チ が あ る わ け で
，

こ の ス ク ー
ル

・サ イ コ ロ ジ ス トに っ な が る今回 の 動向も ，

正 に そ の 1 つ と考 え られ る の で は な い だ ろ うか 。
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　最後 に 話題提供 し た 石隈氏 は， 氏 の ア メ リカ で の豊か

な研究 と実践体験か らス ク
ー

ル ・サイ コ ロ ジス トの定義 ，

役割 ， 養成課程 まで，実 に 刺激 的 か つ 分 か りやす い 情報

を提示 して くれ た。

　それぞ れ の歴史的教育環境の な か で ， 何が 必要 で あ り，

何が 取 り入れ可能 で あ る か ， む し ろ そ こ を出発点 と す る

議論が 今後必要 である こ とを痛切 に 感 じた 。 特に ， 学校

教育 に お け る専門職種 の 分業 シ ス テ ム が 何処 まで 馴染 む

か は 大 きな課題 と い え そ うで ある 。 そ の意味で 現在，現

職研修教育 として 軌道 に乗 り始 め て い る ス クー
ル カ ウ ン

セ ラ ーの 養成等 との 関連性に つ い て も， わ が 国の身近な

問題 と して詰め て い か な くて は な らな い だ ろ う。

　 フ ロ ア ーか らの質疑で 印象に残 っ た の は ， カ ウ ン セ リ

ン グ等 の 臨床心理学に関心を持つ もの が教職や 教育現場

を敬遠 しが ち とい う意見 だ っ た 。
こ れ こ そが わ が 国の「特

異な教育心理学」 の 姿で あり，その こ と に 気づ き ， 教育

現場の な か に根を下ろ し ， 互に よ い 影響を受 けつ つ 実践

的 な教育研究 を進 めて い る人 々 が増えつ つ ある 現状を，

これ か らはも っ と掘 り下 げ る時期 に来て い る と思 っ た 。

　 日本に おけ る ス クール ・サ イコ ロ ジ ス ト実現 の 可能性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 石隈　利紀

　日本教育心理学会 は ， 高度な専門的な教育 と訓練 を受

けた 「教育心 理学専門家」 と し て の ス ク
ー

ル ・サ イ コ ロ

ジ ス トの制度 を検討し て い る 。 こ こ で は，ア メ リカ の ス

クー
ル ・サイ コ ロ ジー

（学校心理学） お よび ス クー
ル ・

サ イ コ ロ ジ ス トを， 1つ の モ デ ル として紹介 し ， わが 国

に お け る ス クール ・サ イ コ ロ ジス トの 実現 の 可 能性 を考

える指針と した い
。

1． ア メ リカ に お ける学校心理学 ， ス クール ・サ イ コ ロ

ジス ト

　ア メ リカ に お い て，学校心理学は，幼児 ・児 童・生徒 ・

学生 に 対 し て ， 学習上 の問題 と心理
・適応 （精神的健康）

上 の 問題 に お い て．心理教育 的援助サ ービ ス を行う こ と

を主 な 目的 と し た 学問 ・実践体系 で ある。学校心理学は ，

心理学 と教育学 を統合 し た領域 で あり，教育心理学，発

達心理 学， 臨床心理学 ， そ し て ， 特殊教育学な どが その

基礎 と な っ て い る。特 に 教育心理学 と学校心理学は ， オ ー

バ ーラ ッ プす る と こ ろが大 きい 。

　ア メ リカ の ス クール ・サ イ コ ロ ジス トの 役割は，心理

教育 的診断 ，
カ ウ ン セ リ ン グ ， 教師や保護者へ の コ ン サ

ル テ
ー

シ ョ ン ，教師の 研修 と両親学級の 企画 ・推進 ， 学

校の プ ロ グ ラ ム や 制度の 開発
・
改善・評価 ， そ して 調査 ・

研究で あ る 。 こ の 役割は ， 教育心理学会が 日本 の ス ク
ー

ル ・サ イ コ ロ ジ ス トに求め る もの と似て い る 。

2． ア メ リカ に お ける学校心 理学の 歴史

　 Bardon と Bennet （1974）は ， ア メ リ カ の ス ク ー
ル ・

サ イ コ ロ ジ ス トの 歴史を次の 3 つ の レ ベ ル に ま と め て い

る 。 まず ， ス クー
ル ・サイ コ ロ ジス トは ， 「ビ ネーテ ス ター」

と し て 出発 し た （レ ベ ル 1）。現在 は ， 心理検査 の実施に

加 えて ， 検査 の結果に基づ く生徒の 指導 に っ い て の提案 ，

生徒 の カ ウ ン セ リン グ ， 教師や 保護者へ の コ ン サ ル テー

シ ョ ン な ど をす る 「心理 教 育専 門家」で あ る （レ ベ ル

2 ）。 目指す の は，レ ベ ル 2 の 役割を果たす と と も に ， 学

校 の 管理職や地域の 専門家へ の コ ン サ ル テーシ ョ ン を通

して ，学校 の 教育 全体 に影響 を与 え る 「心理教育 コ ン サ

ル タ ン ト」 で あ る （レ ベ ル 3 ）。

3． ア メ リ カ に お け る ス クール ・サ イ コ ロ ジ ス トの 養

成 ・資格制度

　 ス クール ・サ イ コ ロ ジス ト は，大学 院 の 3 つ の レ ベ ル

（修士，ス ペ シ ャ リス ト， 博士）で 養成 さ れ る。修 士課

程で は 1〜 2 年 ，
ス ペ シ ャ リス ト課程 は 2 〜 3年，そし

て博士課程で は 3 〜 4年の授業があ り， 教 えられ る に は，

心理学 の科 目， 教育学の科 目，ス ク ール ・サイ コ ロ ジス

トの 役割 に 関す る科目， そ し て統計 と研 究法 の 科 目な ど

で あ る 。 さ ら に
， イ ン ターン （実習勤務）が あ り，大学

の 教官 と教育現場 の ス クー一
ル ・サイ コ ロ ジス トが ， イ ン

ターン の ス ーパ ーヴ ァ イ ザ ーと な る。

　学校な どの 公立 の機関 で 働 くた め の
“

ス クー
ル

・
サイ

コ ロ ジ ス ト
”

と し て の 認定 は
， 各州の文部省か ら受 け る 。

個人開業す る免許は ， 州の State　Bord　of 　Psychology か

ら発行され る。

4． ア メ リカ の 学校心理学 を支 え て い る要因

　特に 日本で欠け て い る （または不十分な） もの を挙げ

て み る 。

  実践 家を養成す る 大学院と実践 を 教 え る こ との で き

る教官

  ス クー
ル ・サ イ コ ロ ジ ス トの イ ン ターン を可能 に す

る ， 大学院の プロ グ ラ ム と教育 ・
治療現場 との 連携

  現役教職員 ・心理臨床 家 の 受講を 可能 に す る大 学院

の 授業の 昼夜開講，週 末講座 ， お よび夏季講座

  資格に 基 づ く人事 採用

  実践 に結び つ く応用研究

  ス クール ・サ イ コ ロ ジス トの社会的地位 の 向上 に 関

す る学会 （APA ，　 MASP ） の 働 き

5． 日本に お け る ス クー
ル ・ サ イ コ ロ ジ ス ト

　わ が 国 に お い て ス ク ール ・サ イ コ ロ ジ ス トの制度 を実

現 さ せ るため に ，何 をなす べ き か。果 た し て ， 実現 は可

能な の か 。 日本 の 学校教育 の 問題点 を考慮 に 入れ ， ア メ

リカ の例を参考に こ の テ ーマ を検討 す る こ と が
，

こ の シ

ン ポ ジ ウ ム の 目的の 1 つ で あ っ た 。 指定討論者の 上 野氏 ，

竹下氏，そ して会場 の 参加者か ら貴重 な意見が 出た 。 こ
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