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　学校 はとか く閉鎖的だ と批判さ れ る 。 し か し ， 「学級崩

壊」 ほ ど教師だ けの 力 で は解決 で き な い 問題 は な い だ ろ

う 。 家庭で の教育の あ り方を考え直 し，地域 の 支援 を求

める に は ， 今ほ どの 好機は な い の で は な い か。

　（付）　 「学級崩壊」は ， 小学校高学年の現象を指す べ き

で ， 小 低， 中 ・高へ 拡大 した り，学校崩壊，教育崩壊 へ

と
一

般化すべ き で は な い
。 授業を他教師や地域の 人 々 に

公開 した り， ク ラ ス を割 っ た り ， あ る い は学年の壁を越

え た授業をした りして ， こ の 問題 に学校を上 げ て取 り組

み ， 成果 をあげて い る と こ ろ が た くさ ん あ る 。今後，そ

の よ うな 「工 夫すればやれ る」 こ と を証明し て い る学校

の実践 を報道して い きたい 。

　 「学級崩壊」とい う相互作用へ の 介入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 杉山　雅彦

　「学級崩壊」と い う現象は，ある特定 の 人間 が特定 の 問

題行動をす る と い う問題で は な く，学級 （及 び授 業場面〉と

い う相互 作用 の 中で 授業が成立 しな くな る と い う現象を

指す と い え よ う。 こ の 「授業 が 成立 しな い 」 と い う状況

に は多 くの要因が 含ま れ る と考え ら れ，生徒側 の 行動 も

私語 ， 立 ち歩き ， と い っ た行動か ら暴言 ， 暴力行為 まで，

幅広い 行動問題 が 指摘 され て い る。しか し， 基本的に は

教師が授業を成立 さ せ る た め に 提示する刺激 が 生徒 に 弁

別的 に機能せ ず，授業 を行 うた め に必要な コ ン トロ
ー

ル

が 生 徒 に 関 し て 成立 し な い
， あ る い は成立 し な くな る こ

とに共通の問題が ある と考え られ る。

　 また 「学級崩壊」 と い う現象が学年当初 に 生 じ る 問題

で はな く，しばしば変化す る プ ロ セ ス と して指摘さ れ る

こ と か ら，こ の 問題 の 原因 が （教 師側，生 徒 側 と便宜 的 に 分 け

る と）どち らか の 側に固定的に あ る もの で は な く， 学級 あ

る い は 学校 とい う随伴性の 中で 生 じ た相互作用 と考え る

こ とが で き るの か もしれ ない 。したが っ て こ の問題 を改

善 す る た め に は学級 と そ こ で 生 じ て い る 問題 の ダイ ナ

ミ ッ ク ス （主 と して 教師 と生徒の 相 互作用）の分析が 必要 とな

る と考え ら れ る。

　以上 の こ と か ら ， こ こ で は授業が しに く くな っ た状態

に 関し て 介入を行 っ た 2 つ の ケース に関し て 学級内の 相

互作用 を中心 に 分析を加 え検討す る。同時 に ， 問題 の あ

る相互作用 が形成 さ れ て い く要因 に つ い て も検討 し，予

防の 可能性 に 関 し て も検討す る。

　 （付）　小 4 担当 の 男性教師が 10日間の 入 院後戻 る と学

級が 荒 れ て い た。叱 る 対応 をしたが 効果がな か っ た 。
こ

の 叱 りを 1ヒめ ，生徒を認め，誉め る よ うに し た ら元 に 戻 っ

た 。 小 5担当女性教師。運 動会 を め ぐっ て ク ラ ス が対立 。

生徒 の緊張昂進 。 担任の 不 明瞭な言語行動 が 原因。言語

行動を明瞭化 す る こ とで 事 態解決 。 生徒一教師間 の 相 互

作用 の 機能分析で 問題 の解決や予防が可能で ある と指摘。

　 「学級王 国」の崩壊 と し て の 「学級崩壊」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　 　学

　
一

般 に 「学級崩壊 」 と呼 ばれ て い る現象の中に は ， 従

来も存在 した 経験不足 の 教師 に よ る教室 の 混乱や ， 小学

校
…

年生 に お け る教室経営の 困難や ， 中学校 に お ける授

業 の 困難 な ど，必 ず しも今 日的な現象 と は 呼 べ な い 現 象

も混在 し て い る 。 事態を的確 に 認識 し議論 を生産 的 に す

る た め に ， 「学級崩壊」とい う今日 的 な 現象 を 限定 し た 上

で議論を進め た い 。 こ こ で 「学級崩壊」 と呼ぶ現象は ，

数年前か ら小学校高学年の 教室を中心 に 展開 した教室経

営の解体現象を さ す もの と す る。 この 「学級 崩壊」 と呼

ばれ る現 象は， 1）小学校高学年を中心 に 虚無的 で 幼稚

な言動 と して 派生 し，教師 の 指導 を無視して教室を混乱

に陥れ て い る こ と ， 2 ＞経験不足 の 教師 よりもむ し ろ 40

代か ら50代の ベ テ ラ ン教師の教室で 多発 して い る こ と，

3 ）大都市郊外や地方都市 の 新興住宅地 な ど ， 多発 す る

地域に偏 り が あ る こ と な ど， こ れ まで の 「荒 れ」 と は異

な る特徴 を有して い る 。

　 こ の 現 象を私は 「学級王国」の 崩壊 と し て認識し て い

る 。 「学級王 国」と は，1920年 に 千葉師範附属小学校 ， 数

年後に奈良女高師附属小学校で成立 した概念で あ り， 日

本型 の 教室経営 の様式 で あ る 。 そ の 特徴は，学級会，係，

班 に よ る集団的な自治 を基本 と して ， 子 ど も の 自主性 と

主体性を前提と し て教師が リモ
ー

ト・コ ン トロ
ー

ル す る

点 に あ り， 教室外の 「
一

切の 干渉 を排す 」 と い う教師 の

態度 に ある。事実 ， 「学級王 国」は ， そ の 出発点 に お い

て ， 「国体の ミニ チ ュ ア」 と言われ て い た 。 「こ の 日本型

シ ス テ ム 」は 1930年代 に 翼賛運動を背景 と して 全国 の 公

立学校 に 普 及 し， 戦後 も民主主義教育の も とで そ っ くり

引き継が れ て い る。「学級崩壊」は ， 新 しい 教室 経営の様

式へ の移行期に お け る 現象と して 認識す る こ とが で き る 。

そ の 新 し い 教室経営 の様式 に つ い て ，報告で は具体的 な

事例を紹介し な が ら検 討 した い
。

　（付）　「学級崩壊」の 実態に ，大規模校，教師間の連携

の 無 さ
， 校長 の 責任能力の欠如 ， 中学受験 の 激 しい 学校

（こ とに 私立小）を付加 さ れ，新 しい 経 営 シ ス テ ム の 模索の

必 要性 を指摘さ れ た 。 そ れ は ， 黒板 とチ ョ
ーク と教科書

を中心 と し な い 授業，20人学級に よ る 生徒 と の直接対話，

生 徒 の 受動的能動性 の 育成 ， 教室 ・授業の 公開 と 教師間

研修（工教師最 低年間 5回 の 公 開授業）， 職員間の連携 ， 細切 れ

カ リキ ュ ラ ム の 見直 し （午 前中 に90分 授 業の 実施 〉， 校務分掌

に よ る負担 の 削減 ， 学校の地域社会 へ の 公開 観 の授 業へ

の 参加）と連携等を提言さ れ た。協同 供 同）学習を め ぐ る

集 団 と個 の 関係 も討論さ れ た 。
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