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　　　　わが国の 最近 1年間に おけ る教育心理学の 研 究動向 と展望
一

日本の心理教育的援助サービス としての学校心理学の実践 と，その シス テム 構築へ の 貢献に つ い て
一

西 　山 　久　子

（岡山学芸館高等学校）

は じめ に

　 1学校心琿学」と い う分野 は，応用心理学の
…

分野 で あ

り ， 理論研究 に 重 きをお い て い た 日本の 大学院教育 の 傾

向を背景 に ， これ ま で あ ま り重要視 され て い な か っ た 〔卜

野 ，
2001）。そ う し た状況や そ れ に 関連す る課題 は ， 多く の

研究者に よ っ て 指摘 さ れ て お り （た と え ば 郁 畏 19Y4，大 野

199S）
， 現在は ， ど の よ う な 学問体系 と な り うる か を ， 少

しずつ 具体化 で き る よう， 議論 が な さ れ て い る。

　 ま た ， か つ て 國分 Cl994） も， 学校カ ウ ン セ リ ン グ の 知

識体系 に つ い て 述 べ る に あた り，学校心理学 な ど 多 くの

関係者が 幌 の 定 義 を ） II 目
．
ド模索中」の 分野 で あ る と し

た。そして現在で も，学校心理学 の 定義自体，ま だ確立

さ れ て お ら ず ， 研究者た ち が ， 自らの 考 える 「学校 心理

学」の 定義を前提 に 論 を進 め て い る状況 があ る a

　松浦 （20〔由 は ， 「学校心 理 学 の 研究 と そ の 動向 1に っ い

て ， 2〔〕〔［O年 ま で に 発表 さ れ た研究 発 表や論文 を振 り返

り，「学校 心 理 学 」に 含 まれ る 研 究 を 紹 介 した 。 そ の 中で

「学校心理学」が H本教育心 理 学会 に お い て 明確 に 検討 さ

れた の が 1991年 で あ る と し て い る．．そ の 際 の 高野 清純氏

σ）趣旨説明 は，「1吹米 の ス クー
ル サ イ コ ロ ジ ス トに 相当 す

る専門家」を 目指す と した と 述 べ て い る 。

　欧米 の ス クール サ イ コ ロ ジ ス トをみ ると，た と え ばア

メ 1丿力 の 心理学 協会 （APA ）の 下部組織で あ る Divisi（）n　of

S　chool 　Psychologist で は，以下 の ように学校心理学 を定

義 して い る。学校 心理学は， a ）専門教 育，　 b ）心 理 実

践， c ） 倫 理 遵 守，　 d ）専門知識 の 共有を 目指す もの と

して い る 〔APA ，2C）｛）2）。

　 し か し，日本 で は ，学校 で の 役割が 欧 米 ほ ど に は 細分

化 され て い な い 現状が あ り， そ う し た中 で の 定義 と して ，

必 ず し も心琿 の み に 偏 っ た 実践 だ け で は 十分 で な い と 思

われ る。

　そ う し た 日本 の 状 況 を踏 ま え た 定義 と し て ，1999年 に

出版 さ れ た ｝学校心 理 学 1〔石 隈）で は，日本 の学校心 理 学

を以下 の よ う に ま と め て あ る。

　学校心 理 学 は，学校教育 に お い て
一

人 ひ と り の 児

童生徒 が 学習面 ， 心 理 ・
社 会 面，進路 面 に お け る 課

題 へ の 取 り組み の 過程 で 出会 う 問題状況 の 解決 を援

助 し， 成長す る こ と を促進す る 心理教育的援助サ ー

ビ ス の 理論 と 実践 を 支 え る 学問体 系で あ る 。 心 理 教

育的援助サ ー ビ ス は，教師 と学校心 理 学 の 専門家 （ス

ク ー
ル カ ウ ン セ ナ ）が保護者 と連携 し て 行 飢 、心 理 教

育的援助 サ
ービ ス に は ， す べ て の 子 ど もを対象 とす

る活動 か ら，特別な援助 ニ
ーズ を も つ 子 ど も を 対象

とす る活動 まで が 含ま れ る 。

加 え て ，石隈 C1999）は ， 日本 で の 学校 心理学の 学問体系

は ま だ 整 っ て い る と は 言 い 難 い と して い た が ，実際 に 3年

を 経 た 現在 で は ど う で あ ろ うか 。

　 こ の 1年間 の 研究 を振 り返 る と，現場 か らの 研究 発表 や

論文 が多 く見 ら れ る。石隈 が 指摘す る と こ ろ の ， 「対人援

助サ
ービ ス の 実践 を支 え る学問 と し て の 心理学 僕 践 心理

判 が認知 さ れ て き た （p．65）」 と言え る所 以 で あ ろ う。

　 しか し学校心 理 学 と い う分野 の 位置 づ けは，現時点で

も ま だ 明確 と は 1『 い 切 れ ず ， 学校心 理 学 と い う 用語 を

使 っ て 表現 す る べ き か ，それ b も他の 用語（た と え ば学校 教

育相談，学 校 カ ウ ン セ リン グ．ス 7 一ル カ ウ ン セ リン グ 罰 に す べ

き か ， も し くは ほ とん ど 同意 と考え るべ き か と い う 点 も，

判断 が 難 しい 。結局 ， 各分野 が 現在 の 学校教育 に 必 要 な

もの を，そ れ ぞ れ の 表 し方 で 示 し て い る の が 現状 だ と い

え る。

　加 え て 凵本教育 心理 学会発 表論文集 σ）中 で も， 「学校心

理学」 と い うカ テ ゴ リ
ーが な く，一

方，学校心 理 学 の 要

素を持 っ て い る と考 え ら れ る研究 は，学会 の 分類 で は ，

発達 ， 社会 ， 臨床 な ど に 含 まれ て い る。こ れ は ，こ の 分 野

が 様 々 な 側 面 を 持 ち，極 め て 実践的 か つ 学際的で あ る と

い う こ と の 現れ で は な い だ ろ う か 、，

　学校 教育相談 の 分野 に お い て も，現在，そ の 定 義が 定

め ら れ て い な い と い う こ とで は ， 学校心 理 学 と状況 が 似

て い る。た とえば， 大野 CletjS） の 定義を引用 す る と ；

児童生徒 の学習面，進路而 ，生活面 の 課題 や問題 に

対 し て，情緒的 の み な ら ず情報的 ・
評価的 ・道具的

に もサ ボ ートす る た め ， 「軽快 な フ ッ トワ
ー

ク，綿密
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なネ ッ トワ ーク
， そ し て 少 々 の ヘ ッ ド ワ

ーク 」 を活

動 の モ ッ ト
ー

に ，「反省 約実践家 と して の 教師」とい

うア イデ ン テ ィ テ ィの 元 で
，

す べ て の 子 ど も に か か

わ り ，

．．．・
部 の 子 ど も と しの ぎ， 特定 の 子 どもをつ な

げ，そ し て ， す べ て の 子 ど も が もっ と 逞 し く成長 ・

発達 し ， 社会 に 向 か っ て 巣 立 っ て行け る よ うに ， 学

校 と い う時 空 間 を た が や す と こ ろ の チ
ー

ム に よ る実

践 的 な指導 ・援助活動 で あ る。

と い う内容 に なる 。 こ の学校教育相談の 定義 と，A 隈 の

学校心 理 学 の 定義 （1999＞ と の 共通点 は，い ず れ も情緒面

も し くは 心理社会 面 の サ ボ ートに 限 る こ と な く学習而 や

進路 面 の サ ポ ート をバ ラ ン ス よく行 う こ と の 必 要性を 主

張 し て い る こ とで あ る。また，対象 とな る児童生徒 た ち

に と っ て 発達 ・成長 モ デル と して の 定義 で あ る と い う こ

と も 共通 した 見解で あ る と い え る。

　その 反面，異 な る点は，大野 の い う学校教育相談 の 担

い 于 が 「教師」 に 特化 され て い る の に 対 し て，石 隈 の い

う学校心理学 の 実践者は，む し ろ 生徒の周辺 で 支援 をす

る教師，学校心 理 士 ， ス クール カ ウ ン セ ラ ー，養護教諭

を含む ス タ ッ フ で あ る とい えよう 。

　教育の 現場 で は，多 くの 現職 教 員 や 教育 関係者 が ，学

校心理学 が ど の よ うに研究 と学校現場 と を結びつ け る か

に つ い て ，大 き な 期待 を持 っ て い る 。 現場 で 学校心理学

と接 して い る筆者 も例外で は な い 。

　本稿は ， そ う し た 現状 を踏ま え，実践的な学問分野 で

あ る学校心理学 の 現在の研究動向を ， 「学校 シ ス テ ム 構築

に 関与す る 心理教育的援助サ
ービ ス 」 と い う視点で概観

す る 。
こ れ まで の 研究 で，事例検討や ひ と つ の 療 法的 ア

プ ロ
ーチ な ど，ミ ク ロ な視点 か ら の 事象を掘 り下 げた も

の が 多か っ た の で
，

そ の 分野 は こ れ ま で の 研究者 の 方 々

に 論 をゆず る こ と と し，本稿で は ， 主 に 生徒 た ち の 所属

す る 場 で あ る 「学校」の ダ イ ナ ミ ッ ク ス に 働 き か け る，

い うなれ ば ［マ ク ロ 」 の 視点か らの 研 究，もしくは 個 々

の ケ ー
ス で あ っ て も学校 シ ス テ ム に 向け て の 提言を含む

研究を取 り上 げる こ と とす る 。

1， 学校心理 学一
心理教育的援助サ ービ ス

1）　教育心理学研究および年報に お け る研究動向か ら

　高野 と宇留 田 （ZOO2 ）は ， 大学生 の 援助要請行動 を通 し

て ，学生相談 と い う側 而 か ら学生 へ 向け た サ ービ ス の 方

向性を検証 し た 。 そ れ に よ る と，学生 が サ ービ ス を受 け

る行為 に は，  問題 の 認識 と査 定 ，   援助 要 請 の 意思決

定 ，   援助 を 受 け る，の 3 っ の 段階 が あ る と し ， そ れ ぞ

れ の段階 ご と の 行勳 を 促進 す る た め の 課 題 が 指 摘 さ れ て

い る。 こ の こ とか ら ， 学生 た ち に と っ て ，利用 し や す い

状態 に な る よ う，学内の 非専 門家 も含 め た サ ービ ス シ ス

テ ム を構築 す る の が 好 ま しい と し ， 全体 と し て
， 実際 に

援助 を受 け や す い コ ミ ュ ニ テ ィ へ と整 えて い くこ とが必

要で あ る と し て い る。 こ の こ とが 示 唆 して い る の は，心

理治療 に偏 らな い サ ービ ス 内容の開発の 必要性 で あ る 。

　特 に 興味深 い の は ， 心理治療面 に 加 え，学習而 の サ ポー

ト，キ ャ リア面 の サ ポー 1・と ， 三 者の バ ラ ン ス の 取れ た

心理教 育的援助 サー ビ ス が 必 要 で あ る と し た と こ ろ で あ

る，こ れ は，中等教育 まで に の み な らず， 高等教育機関

に お い て も こ れ ら 各領域 の 援助 サ ービ ス を 網羅 す る こ と

の 必要性 が 示唆 さ れ た こ と に な り， 石 隈 〔1999）や 大野

脚 〔［1）が 示 す ， 学校心理学 や 学校教育相談の 枠組み で 論 じ

られ て い る こ と と通 じ る もの が あ る。

　 ま た，田 村 と石 隈 （2〔眤 ）は，申学校教師の 被援助志向

性 と 自尊感情 の 関連 に つ い て，実践 的な調査研究を行 っ

て い る 。「被援助志向性」と は ， 何 らか の 危機 に 直面 した

者が ， 自ら他者に 助 けを求 め た り，積極的 に援助を 求 め

られ る か ど うか の 心 理 的な枠組み の こ と で あ り，助 けの

求 め や す さ と考 え て も よ い で あ ろ う。こ れ は ， 現在 の 困

難な 中学校教育 を支 え る教 師た ち へ の 支援が届 き に くい

現状 に 対 して ，ど の よ う な 方法で援助 をして い く必要 が

あ る か を ， 現場 の 教師 たちへ の 質問紙な ど か ら検証 した

もの で あ る 。

　 そ れ に よ る と，被援助志向性 の 低 い 教師は ， 実際に被

援助 欲求 が 低 い こ と が 実証 さ れ た 。
こ の こ と か ら，援助

サ ービ ス を行 う立場に お い て ， 学校 で の 教師 サ ポー トに

対 し て ， 学校独 自の ル
ー

ル や マ ニ ュ ア ル に よ る枠組 み を

持 っ て お くこ と が 必要で あ る と示唆 され た と して い る 。

言 い か え る と学校 心 理 士等 が 援助職 と し て の 活動 を行 う

際の ア プ ロ
ー

チ へ の 示唆 が 与え られ る こ と と い え る。

　 次に ，飯出 と石隈 （2002 ） は，中学生 の 学校生活ス キ ル

尺度の 開発を行 っ た。 こ の 尺度 の 適 用 に よ り ， 教師 が，

ク ラ ス 経営を す る に あた っ て ，援助 ニ
ーズ の 高 い 生徒の

把握 ・牛徒同士 の 組 み 合 わ せ の 工 夫 が で き や す くな る と

し，ス キ ル トレ ー
こ ン グ で も効果測定 な どに 役立 つ と し

て い る 。 ま た ， 学校心理 十 等 の 立 場 に お い て も ， 活 用 で

き る 尺度 で あ る と い え よ う 。

　 こ の 中 で，巾学生 の 「心理 教育的援助 サービ ス 」 は，

社会面 の ス キ ル ， 学習面 の ス キ ル ，心理情緒面 の ス キ ル

が 必 要 で あ る と し，多而 的な援助 サ ービ ス が求 められ て

い る こ と を 明 示 し て い る 。 特に
， 社会面 の ス キ ル を ， 集

団活動 に お ける ス キ ル と同年代 の友人 ・異性 と の コ ミ ュ

ニ ケーシ ョ ン ス キ ル で あ る と 整 理 し，
一

ん，学 習 面 の ス

キル を ， 自己 学習ス キ ル と集団行動 ス キ ル か ら な る と整

琿 し た こ と で ， 既 存 の 問題 の 把握 が よ り容易 に な っ た と

思 わ れ る。残念 な が ら 心理 ・情緒面 は こ れ か ら の 課題 で
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あ る と して い る が ， そ の 分析が行われ る こ と に よ っ て，

よ り明確 な問題 の 把握 が 可能 に な る で あ ろ う 。 ま た， こ

の 研究 に お い て ， 心理教育的 サ ービ ス に お け る
一一

次的援

助を行う ．Lで の 貴重 な 示唆 が あた え ら れ た こ と に な る。

　瀬戸 と石 隈 〔2002）は ， 高等学校に お け る 「チ ーム 援助」

を 用 い た 援助サ ービ ス に 関 す る 研 究 と し て ，コ
ーデ ィ

ネーシ ョ ン 行動 と能力お よ び権限 に つ い て の 研究を行っ

て い る。

　 こ こ で 示 さ れ て い る コ ーデ ィ ネ
ー

シ ョ ン 行動 と は，石

隈 11999）の 定義 に よ る もの で あ る。そ の 中で，学校で の

心理教育 的 サ ービ ス に お い て ，援助 チ
ー

ム を運用す る こ

とが 必須 と さ れ て い る が，そ の援助チ ーム が  特定の 児

車生徒に 対 し
．．一

時的 に 編成 され ， 問題解決 と と も に解散

され る チ
ーム と，  学校 の 心理教育 的援助 サ ービ ス の 充

実 の た め に恒常的 に 機能 す る チーム
， そ し て  学校全 体

の 教育 シ ス テ ム の 運営 に 寄与 す る チ
ー

ム の 3 つ の 異な る

レ ベ ル の チ ーム に 分 け ら れ て い る 。 そ れ ら の 中 で こ の

コ
ー

デ ィ ネ
ー

シ ョ ン （調黝 行動 は ，
い ずれ の 場 合も必要

不可欠 の 存在 に な る と さ れ て い る u

　 こ の 研究 に お い て は ， まず コ ーデ ィ ネーシ ョ ン 行動 に

関す る尺 度 お よ び ユ
．一
デ ィ 7・　一一シ ョ ン 能力 ・権 限 に 関す

る 尺度を開発 し ， そ れ ら σ）妥当性 お よ び 信頼性 を検 証 し

て い る，、

　 結果 と して は，コ ・一
デ ィ ネ

ー
シ ョ ン 行動 の 専 門家連携

と ネ ッ トワ ーク の 関連は強 く．そ の 他 の 校内の 援助サー

ビ ス の コ ーデ ィ ネーシ ョ ン は 相互 に 関連 が 強 い こ と が 示

さ れ 、そ の こ とか ら， コ ーデ ィ ネー
シ ョ ン 行動 は校内の

援助 サ
ービ ス の そ れ と校外 と の コ …デ ィ ネー・シ ョ ン と を

両方検討す る 必要が あ る こ とが 明 ら か に さ れ た 。 ま た，

能力 や 権限 は ， 情報 か ら の 状況判 断 ， 専門的知識 ，
シ ス

テ ム メ ン バ ー
に 対 す る役割 と して の 権限 と援助 チ

ー
ム を

形成 す る 能力 ， 人 間関係を伴 っ た話 し合い 能力 の 両方が

関係 して くる こ とが示 された。

　 こ の 研究か ら，学校現 場 に 広 く関わ る「チ ーム援助」活

動 を推進す る た め に 必要 な権限の 貝体的内容が 明 ら か に

な っ た 。 そ れ に よ り，「権限」が機能を 果 た す に は，立 場

と し て の 役割 と
， 人 を集め る凝 集力 とが 合わ せ て 必 要 で

あ る こ とが 示 さ れ た。また ，学校 と い う独特 の 文化 を持

つ 社会 に お け る 「権限」を ， 学校心 理 学の 分野 に お い て ，

客観的 に 分析 し た こ と は，教師らの ように 実践現場 に 常

に い る 者 に と っ て も，学校 心 理 士 や ス ク ール カ ウ ン セ

ラ ・一等の 外部性 を 持 つ 周辺支援 ス タ ッ フ に お い て も，学

校現場 の ダ イ ナ ミ ッ ク ス を 捉 え る の に 役立 つ 貴重 な 視点

と言え る 。

　ま た，学校 に お い て ，こ れ ま で 「経験豊富な教師」 が

ご く当 た り前の よ う に こ な し て き た行為を ， 具体化し ，

客観的 に 言語化 し，整理 ・分類 して い る こ と に な り，こ

れ まで 「経験」［名人芸 1な ど と して 客観的 に学ぶ こ とが

で き な か っ た 内容を，説明
．
口」
．
能 に した とい う点 で，学校

心 理 学 の 研 究領域 と し て 大 き な 吋能性 を示 唆 す る もの で

あ る 。

　学校 と い う場 で の 教育活動 を 捉 え る こ れ ら の 研究 に 加

え て ，学校 を囲 む 「地域社会」 と い う枠 を対象 に加 え た

研究 も示 さ れ て い る 。 小泉 〔2α 〕2〕 は，適応 ・時間的順 序

性 ・重要性 か ら構成 さ れ る 「ア ン カーポ イ ン ト法」を活

用 して ，学校 ・家庭 ・地域社会の 連携を行 う こ と の 効果

を論 じ て い る 。

D　地域社会の 構造化 を目指 し，学校 と校区 を含めた全

　体を ひ と つ の シ ス テ ム と捉える．

2） 学校 を地域社会 で 最も重要 な ア ン カーポ イ ン ト 〔環

　 「竟と 個人 の 相互 交流 を 促進で き る もの ） に す る。

3）　 ア ン カ ーポ イ ン ト と な る た め の教育実践 げ 防 ・成長

　 促 進的 ア プ ロ
ー

デ
．
主 体 ｝ を長期的 に 行 う a

こ れ ら の こ とが 実行 さ れ る な ら ば ， 学校の シ ス テ ム 全体

を 見渡 す立場 で の 心理教育的援助 サ ービ ス 活動 の 広が り

を 示唆す る視点 とな り得 る と言え る の で は な い だ ろ うか 。

加 貞 て 小泉 は ， そ う し た ア ン カーポ イ ン ト法 を実施す る

場合 の 鍵 に なる活動 の 例 として，社会的 ス キ ル ， ス トレ

ス マ ネ ジ メ ン ト，エ ン カ ウ ン ター，ピ ア サ ポ ートな どが

心理教 育的 プ ロ グ ラ ム と して活用 で き る と述 べ て い る 。

そ し て ， こ れ ら を実施す る こ と は，生徒個人 の 成長 と い

う視点 だ け で な く， 地域社会 へ の 貢献を 目指す 必要 が あ

る と し て い る、，具体的 に は，生徒 ら に 対 して 行 う こ れ ら

の 活動 か ら ， ポ
．
ジナ ィ ブ な刺激を得た 生徒た ち が家庭 に

帰 F），家族 との 間 で も同様 の 刺激 を共有 で きる こ とで ，

家族 の 態度が 変わ る こ と を体験 す る。そ の 中で 地域社会

との
一・

体感や関心を持 ち ，それが生徒達 の 主体 的関与 を

よ り よ く促進 す る と い う，前向 き な 連鎖 が 起 こ る こ と を

期待す る もの で あ る と し て い る 。

　 ま た，小泉は そ の 中 で ，1ス ク ール カ ウ ン セ ラ ーや 学校

心 理 士 は ， 治療的援助 と合わ せ て ， この 種 の 成長促進的

ア プ ロ
ー

チ で の 貢献 が 期待 さ れ て い る 」 と 締 め く く っ て

い る 。
こ の こ と は ， 掌校心 理 士 を含 む 心理教 育的援助 サ ー

ビ ス の 担 い 手 が，単 に 個別而接 だけ に 偏 っ た り，
カ ウ ン

セ 1丿ン グ ，
コ ン サ ル テー

シ ョ ン ，コ ーデ ィ ネ
ー

シ ョ ン と

い っ た各 レ ベ ル の 活動 を，個 々 に行 うの み ならず ， 「心理

的教育 プ ロ グ ラ ム 」 と し て 学校 や 地 域 を 視野 に 入 れ た 実

践 で あ る べ きで あ る と も考 えられ る の で は な い だ ろ うか。

2）　 日本教育心理学会第44回総会発表か ら

　20〔｝2年度 の 学会発表 の 中 で，明確 に 「学校心理学」ま

た は 「学校心 理 士 1 と表示 し た もの は，シ ン ポ ジ ウ ム で
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1件 ， ポ ス ター
発表で も1件で あ っ た 。 こ の こ と は ， 学校

心理学 や 学校心理十 が 新 し い 名称 で あ り．ま と め ら れ る

ほ ど の 情報 の 蓄積が な い こ と も原因 で あ ろ う 。 しか し
一

方 で， こ れ らの 分野や役割 が，まだ は っ きり と した 理論

や 立場 を確立 し て い な い こ と も
．一

因 で は な い か と考え ら

れ る。

Cl　シ ン ポ ジ ウ ム か ら

　 ま ず，シ ン ポジ ウ ム の レ ベ ル で は ， 準備委 員会企画 シ

ン ポ ジ ウ ム で ， 「問題行動 の 解決 の た め の 教 師と児童 の 対

人 ス キ ル の 訓練 1 に お い て ，参加者か ら様々 な学校 シ ス

テ ム を 変革 し た報告が 紹介 さ れ た 。た と え ば関 （2e〔）2）

は，荒れ た中学校 へ の ス クー
ル カ ウ ン セ ラ ーと して の 関

わ りに つ い て 報告 し て い る が ，
こ こ で の ポ イ ン トは ， 生

徒 らの 問題行動 が柑次 ぐ中 ， 学習環境 を取 り戻 すた め に

行 っ た 「組織心 理 学的 ア プ ロ ーチ」 に つ い て で あ る 。

　 ま た ， 研究委 員会企画 シ ン ポジ ウ ム に お い て宮本 ， 牟

田，伊藤 ら 〔2002） の 企画 に よ り 「現代社 会に お け る 学校

臨床の 現状 と対応」 と して 実践 家 らが 集ま っ て い る 。

一

門は，学校 に お ける しD お よびそ の 隣接領 域 の 問題 を抱

える生徒 に．校内委員会や専門家チ
ーム の 機能 と成果 に

っ い て も紹介 して い る 。

　 自主 シ ン ポ ジ ウ ム に お い て
， 高 ILI（Looz）らが 1

一
臨床 ネ ッ

トワーク の 必 要性」 と して ，支援環境 や場面や ，立場 の

違 う専門家 の 協働 に っ い て 議論 し て い る。

　 ま た ， 塩見 ， 小 野瀬 ら ｛2002）は ， 同 じ く自主 シ ン ポ ジ

ウ ム に お い て ，「児童生徒 の 学習意欲 と 学校心 理 士」と し

て，学校心理 士 が 学習面 の 支援 を どの よ うに 実践 で き る

か に つ い て ， 研究者 と して ， 教師 と して そ れ ぞ れ の 立 場

か ら，学校心理士 が 提供 で きる学習面 の 支援 の 在 り方を

研究 し て い る 。

　特に学習意欲 と い う視点か ら の支援は ， 学校に外部か

ら入 っ て 支援 を行 っ て い る 臨床心理 上 や 他 の 立 場 の 支援

ス タ ッ フ の 中で
， 学校心 理 士 に 特 に 専門性 の 発揮を期待

さ れ る 分野 で あ る と言 え る の で は な い だ ろ うか 。

　 ま た ， 同 じ よ うに古屋 と常田 （200L）ら は ， 「軽度発達障

害児 の ス クー
ル コ ン サ ル テー

シ ョ ン 」 に 関す る 自主 シ ン

ポ ジ ウム を行 い
， 学校内外 に 所属 す る支援機関で そ れ ぞ

れ に で き る 支援 サ ービ ス をそ れ ぞ れ の シ ン ポ ジ ス トが 紹

介 し，事例 を用 い て ， 討議 を行 っ て い る。

　 こ れ ま で に 紹 介 した シ ン ポ ジ ウ ム が ，

一
般教諭 や 管理

職，お よ び 外部支援 ス タ ッ フ の 立場 か らの 意見 を活用 し

て い る の に 対 し て ， 「心 理教育援助プ ロ グ ラ ム を広げ る た

め の 養護教諭 の 役割一1（大坪 ，小 泉 ら，ZOO2 ＞は，特 に 養護教

諭 が 学校心理学 的 な 側 面 に ど の よ う に 関 わ る こ と が で き

る か に っ い て検討 した もの で あ る。い ず れ の シ ン ポジス

トも ，

一
般教諭 と の 連携 に ポ イ ン トを お い て 発 表 し て い

る の が ， 学校内で の 「連携」の 重要性の 点 か らも特徴的

で あ る。

　 い ずれ に も共通 の 傾向 と し て
， 現場 か ら の 声を重視 し

て い る点 と，行動面 の 連携 に 言及 して い る 点 が 挙 げ られ

る 。 実際 の 学校心 理 学 に 必須 の 要素と し て ， 現場へ の 具

体的な貢献 に配慮 した こ との 表れ とい える で あ ろ う。

（イ｝ ポ ス タ
ー

発表か ら

　 ポス タ ー発表で は，15件が学校心琿学に お け る学校シ

ス テ ム へ の提言 に言及 して い る 。 そ の うち 3 件が 発達領

域， 3件 が 社会領域， 9件 が臨床領域 と 3領域 に 分類 さ

れ て い る の で ， そ れ に 基 づ い て検討 す る 。 た だ し ， そ の

う ら，す で に 教育心理学研究 に お い て 検討 した発表 は 割

愛 す る 。

　高橋 と 畠山 （200L）は ， 中学 生の ア イデ ン テ ィ テ ィ 形成

を援助指導す る た め の 実践 的教育プ ロ グ ラ ム を考案 し，

そ の こ と に よ っ て 生徒達 の 生 きが い 感が 高め ら れ る結果

と な っ て い る。

　宮崎 伽 〔12｝ に よ る と，生徒達 の 評価が 絶対評価 に な

肱 改 め て評価基準 を再検討 す る 必要性が生 じた こ とか

ら研 究を深め て い る。それ に よる と，能力領域別 の 観点

モ デ ル を整琿 し，分類す る こ と を目的と した 。 最終的 に

は
，
9項 冂 の 能力領域別観点 モ デ ル が 小学校全 学年 の 評価

に お け る概略 と し て抽出さ れ た。

　宮崎は ， そ れ を キ ャ リ ア 発達課題 へ と 結び つ け て 生涯

発達 に 沿 っ て 到達指標を規定 し て い る 。 こ の こ と は ， 他

学会 で 行 わ れ て い る 学習，心 理 ・社会，進路 而 の 能力特

定作業 （大野 ， LOO2）の
一

端 に も共通 した 視点 で は な い だ ろ

う か 。

　次 に 社会部門 に お い て，まず野村 ら （LO〔）Z）は， ス ク
ー

ル カ ウ ン セ ラー
（SC）を中心 と した 外部か ら の 支援 ス タ ッ

フ が学校に 入 る こ と に お い て ， 援助要請願望 の 高低に よ

る 実際 の 援助 要請 の 規定要因 に つ い て 研究 して い る。そ

れ に よ る と ，
SC に 関し て は 「援助要請未経験 ， 高自尊感

情」 が 援助要請願望 の 低 い 群 の 規定要囚 で あ っ た。
一
ツ丿，

専門機関に関し て は ， 「援助要請未経験 ， 女性 ， 高自尊感

情，周囲 に 援助機 関利用経験者 な し 」 が 援助要請願望 が

低 い 場合 の 規定要因で あ っ た 。

　 こ れ らの こ とか ら，こ の 研究 で は，そ う した 要因 に 配

慮 した 援助 の 在 り方 を 工 夫 す る観点 が 示 1唆 さ れ て い る。

　 ま た ， 奥 と小泉 （20C｝Z）は ， ス クール カ ウ ン セ ラー（SC ）

活用 を契機 に ，SC を シ ス テ ム チ ェ ン ジ エ イ ジ ェ ン ト 〔変

化の た め の 核 に な る 存御 と して 学校内に そ の 地位を確立 さ

せ る 試 み を調査 し た。

　 そ の 結果，教
．
育相談係教諭 が キ ーパ ーソ ン に な る 手法

が効 果的 で あ り， 評価 の 観 点 で あ る  臨床的役割，  予

防的役割 ，   教師 へ の コ ン サ ル テーシ ョ ン
，   地域，保
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護者へ の 働 き か けの そ れ ぞ れ で プ ラ ス の 変化が 見られ た

と さ れ ， 学校内の シ ス テ ム に 肯定的な変化が起 き て い る

と見な さ れ た。SC 活用 に 関す る知見 と して は ，1 ）SC 常

駐 に 向け て の 運動 力 必 要 で あ る こ と ， 2 ＞組織 内 に 核 と

な る存在が 不可欠で あ る こ と， 3）SC は臨床 の み を役割

と捉 えず ， 多方面に積極的閣与が 必 要と さ れ る こ と が 示

唆さ れ た 。

　 臨床部 門 で は 9件 の 研 究 が 対 象 と な る が ．そ の 主 な も

の を取 り上 げ る u まず ， 和 井 出 （2〔｝02b ） は，高等学校に

お い て ，進路 学習 を 中心 に し な が ら
， 生徒 の 主体的な意

思決定に 効果の あ る進路学習 プ ロ グ ラ ム を 開発 し，そ の

効果 を 調査 し て い る e

　 そ れ に よ る と，＿の プ ロ グ ラ ム を実施す る に あた っ て ，

担任 ・進路指 督 部 。学年 団 牛目互 の 連携 が ，牛 徒 へ の 関 わ

りに 関 して よ り効 果を高 める こ とが明 らか に な り ， 今後

の プ ロ グ ラ ム の 発展へ の 具体的な 示 峻が 得
’
れ た 。

　 また，中村 伽 ［〕Z〕は ， 心 の 教 台 学生相談員 と教師の 協

働 に 関し て，意識調査 を も と に 教師側 の 関わ り方 を，臨

床家 と し て の 専門性の 確立 さ れ て い る ス クール カ ウ ン セ

ラー
の 場 合 と対比的 に 論 じ て い る。学校 と相談員 の パ イ

プ役の教育相談係や 袞護教 諭が ，い か に 機能 す るの が，

援助資源 で あ る心 の 教室学 生相談 員を最 も有効 に 活 用 で

き る の か ，学校 の 中 に どの よ うが 形 で 導入 され る の が 好

ましい の か とい 丿，現実的 な課遉 に対 す る対応策の提案

と い え る。加 え て ，今後増 え る こ とが 予想 さ れ る 「臨床

心哩 十資格 を持 つ 社会経験の 少な い ス ク・．一
ル カ ウ ン セ

ラ ー
」 との 有益 な 運押 ＿も示唆 を与 え る調査研究 とい え

よ う 。

　菊地 伽 曲 は ，勳設新構想型 の 公 立 高等学核 に お い て

そ の 学校 に 所属 す る こ と の 生徒 た ち に と っ て の 意味 を調

査 し て い る。 こ の 研究 に お い て ， 研究 者力 期待す る も の

は，生徒 た ち の 内的体鹸 だけ に 限 t） ず ， 隼位制 ・無学年

hil高等学校 と い う場 の 役割や，そ こ に 教育相談担当教師

と し て 何 が 支援 で き う る か と い う視点 で あ る 。 学校 シ ス

テ ム が 牛徒た ち に と っ て ど うあ る べ きで あるカ を模索す

る と こ ろ が こ の 研究の 原点 で あ る とい う
コ 味で ， 学校心

理学的研究の
一

側面 を 示 す 報告 で あ る と い えよう。

　久保 田 ら 〔2002〕 は，中学 校 に お け る特別 な 配 慮 の 必 要

な 生徒た ちへ の 援助 の 方 朿 と し て ，ス チ iコ．一デ ン ト・サ

ポ ー
ト ・チ

ー
ム を適 用 し た 援助 の 研 究 を 行 っ て い る。

　 二 の ス チ コ 、一デ ン ト ・サ ポー一
ト・チー

ム ［：SST ，　 Student

SLL〔c 　 T　 111と も呼 1商
尸
しる ）は ， 石隈の 「チーム 援助 1に 活

用 さ れ て い る方法 だ が ，ア メ リカ で 90年代 に 広 く児童生

徒 の 学習而 ・心理社会面 ・進路面 の 幅広 し 側面 か り ，児

皇生徒 の 行 動 や情緒 や 対 人 関係 な ど の 課題 に 対 し て 行 う

対策 を，そ れ ぞ れ の 児辛生徒 の ．＝一・一一ズ に 含 わ せ て 明 らか

に し，そ れ を実践 し て い く方法論 で あ る。

　久保田 ら の 研究で は，こ の SST 導入 で ， 教育的 ニ ーズ

の 高 い 生徒 の 問題 行動 の 解決 に チ ー
ム で 関 わ り協働意識

を高 め る こ とが で き ， 学校 シ ス テ ム と して の 援助力 に 効

果 が あ る と さ れ，結果的 に は，学校現場 の 状況 に 適合 し

た組織化，運 営力法 へ と研究 を深 め る 必要性 も明 らh に

さ れ る もの とな っ た。

2． 学校心理学隣接分野 の 研究か ら

　
一

方 ， そ の 他 の 学会
「
：j の 研究 で は ど うで あろうカ 。和

井 田 C　 002a）は ， 「教育相談 シ ス テ ム 」の 視点か ら，学校

内 に シ ス テ ム 化 さ れ た 関係者会議 や ネ ッ ト ワ ーク が 成立

す る 流 れ を紹介 して い る 。 そ れ に よ る と，個別対応 の 必

要 を 認識 す る 「萌芽期 」か ら一L 一ド に 反応 す る か た ち で

個別対応 を認め 5れ る 「形成期 1を経 て ，教宵相 灰係 が

コ
ー

デ ィ ネ・一ターと し て 機能 す ノ 対策会
’
義な ど が 学杖全

体で行わ れ る よ う に な る 「発達期 ．1 を迎 え，それ に 地域

の 医療福祉相竣 ネ ッ トワ ・一ク シ ス テ ム か うの サ ポ ート も

活用 で き始 め る 「成熟期」 へ と進ん で い く経緯 があ る と

さ れ て い る。

　他 に も， 小 玉 （2〔xO2）， 長 崎 （2D卿 ． 鈴木 c2〔）o：1） ら が ，

チ ーム で 支 え る シ ス テ ム 構築の 必要性 掃 力果 を 匙口 同音

に 唱 えて い る 。

　同 じ く，「月干1］学校教育相談 4 月号」 C，o〔］2）に ，石隈 を

は じめ と し て ， 出 村， 山口 ， 安達 り が ，心 理 教育的 サー

ビ ス と し て，学校心】里学 の 視点 か ら チ
ー

ム 援助 の 効果 を

示 す 研 究報告 や 論考を して お り，関連 子 会問 で 学校 の 援

助 シ ス テ ム を活 性化す る ，
こ の 1チーム 援助」の視点が，

多 くの 支 特 を 得 て い る こ とが 明　 か で あ る と い え る 。

　加 えて 八 並 〔
．
1［02〕は ，

い じめ か ら不登校に な ．
：）た 生徒

に 対 し て ，「チ ー
ム 援助 1 の 方 針 を活 用 し て ，Studen 亡

SuPport　Team （SST ）活動を 導入 し，そ の 効果 を分析 し

て い る。「い じ め 」を 対象 に 絞 っ て は い る が ， 実 践 研 究 と

し て，「チーム 援助 ltい う学校教育活動 で
一

般化 しやす

い 援助 の 方策を活 用 し， 今後の 学校教育活動 の シ ス テ ム

化 へ の 利用 の 可能性 を示唆 して い る。

　八 並 伽 02） は ， そ の 「チ ーム 援助 1の 活用分野 を
「

学

校 心 理 学 ・生 徒 指導 ・教育相談 ・特殊教育分野」て あ る

と紹介 し て い る 。
こ れ に よ り，単 に ひ と つ の 現象 に 限 る

こ と な く．大学 の 支援 を背 景に
， 現場 で の 心 理 教育面 の

様 々 な ニ ーズ に対す る支援が 行わ れ う る こ と が 示 唆 さ れ

る。特 に ，心理 教育的援助 サ
ービ ス で い ）

．
1次的援助 を

必要 とす る 児童 牛徒に対 し て ， シ ス テ ム 化 し て 活用 す る

こ とが で き る も の で あ る 〔八 並，20f川 ））、，デ ジ タ ル ツ
ー

ル を

利用 し て 行 う支援 で あ る が
， 八 並 は ， SST を行う た め

に，当該 旧
巨 生徒 の ≠級 担任，保 護者，紋科担任 や ス ク

ー
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ル カ ウ ン セ ラー
， 外部の支援者（大学教 目巾な ど）が集ま る機

会 を もつ 契機 と し て 機能 し た こ と に 意 義が あ る と分析 し

て い る 。

　 八 並 の 論文 で 紹 介 さ れ て い る もの は，い ずれ も学校 に

お け る シ ス テ ム 作 りの 方法論だ と い う こ とが で き る 。 石

隈 と 田村 ｛LtoO2） も示 した よう に，学校独 自の ル
ー

ル 個

規 〕や 方針 が あ る こ とで ，教 師 が 周囲 の 教師 か ら助 け を求

め や す く な る 。 そ う した 環境 の 中で ， 石隈 らの 例 に あ る

よ うに
， 客観 的事実 に よ っ て 学校内 で の 連携や相互 支援

を行 うこ とが 必要で あ る 。

　学校現場 の 視点 か ら の 実践活動 や 研 究 が 多 く紹介 さ れ

て い る 「学 校教 育相 談 研 究 1で は ， 現 在 ，「学校教台相談一1

と い う学問体 系を作 り上 げよ う とす る 方向が 打 ら出 され

て お り ， 学校教育相談学会 と し て ， 「琿論化委員会 」の 中

で 枠組 み づ くりを検討 して きて い る。また，大野 q997）

も，先駆的 に こ の 分野 で の 実践 に 根差 し た体系化を試み

て き た 。

　特 に 学校教育相談 は，古 くか ら学校 で 活用 さ れ て きた

児菫生徒の た め の援助方法で あ る が ， 現在で も職務 と し

て で は な く，多 くの 場合 「校務分掌 1上 の 係 と して ，担

当 者が 設 置 さ れ て い る 。 言 い 換え れ ば ， そ れ に 関 す る義

務的 な研修 シ ス テ ム は整 っ て お ら ず，当然 の こ とな が ら

「学習指導要領」の よ う な も の も な く，ど うす れ ば よ い か

わ か らな い 思 い で 日 々 の 教 育相談活動 に 従事 して い る教

師 も多い で あ ろ う。

　そ う し た 現状の中で ， 学校教育相談学会 は ， 2〔101年度

に ，ア メ リカ ス ク
ー

ル カ ウ ン セ ラ
ー

協会 （ASCA ） と の 学

会間連携 を始め た 吠 野 ら，2002 ）。 そ し て，2α月年度 の 年

次大会 で も，
ASCA 元会長 ジ ャ ン ・ギ ャ ラ ガ

ー
氏 を招 い

て 基調講演 が 行われた こ と が 報告 きれ て い る。

　そ の 講演録 （ttuo！t）の 中 で ， ギ ャ ラ ガ ー氏 は ， 児童生徒

た ち が，学校 に た だ登 校 し て い る とい う事実 だ け で な く，

学ぶ こ と を好 き に な る た め に何か をす べ き で あ る と述 べ

た 。こ れ は ．右
．
隈 （2〔〕02）や 大野 （1998）が 繰 り返 し論述 し

て き た ， 学習面 ， 心理 社会面 ， 進路面 の す べ て の 分野 に

お け る支援 をす る の が 学校心理学 や 学校教育相談 の 役割

で あ る と い う方向性と
一・

致す る も の で あ る ．

　加 え て ，ギ ャ ラ ガ ー
氏 は ，Sprinthall（1981）の 「ス ク

ー

ル カ ウ ン セ ラ ーは補助的な役割で あ る」 と い う コ メ ン ト

を 引 き 合 い に ，ス クー
ル カ ウ ン セ リ ン グ の 変遷 に つ い て

触 れ た。初期 に
，

ス クール カ ウ ン セ ラ ーを 配置す る こ と

で 満足 し て い た段階か ら始 ま り ， ス クー
ル カ ウ ン セ ラー

の 職務範囲 を 明確化 す る時代 を 経 て ，現在 で は，包括的

な プ ロ グ ラム と して 学校全体 へ 働 きか ける牽引役 を果た

す もの に な り つ つ あ る と明言 した。加 え て 現在 の 方向性

と し て ， カ ウ ン セ ラーが何を す る か で な く， そ の こ と に

よ っ て 児童生 徒 た ち に ど の よ うな 変化 が も た ら され た か

と い う こ と に 注目す べ き で あ る と い う ASCA の 最新 の

方向性 も示 して い る。

　ギ ャ ラ ガー
氏 の 講演は ， 役割分担が 明確で ， 専門職 と

して の 位置 づ けの 確立 した ア メ リカ の 視点 か らの もの と

して ，参考 に す る こ とが で き る。大野 〔2〔〕〔）2）や 新福 〔2002｝

が言 う よ う に ， ASCA で は ， 「ナ シ ョ ナ ル ス タ ン ダード」

と して
， 各発達段階 に お け る学習 ・心理社会 ・進路 に 関

す る能力 を特定 し て，そ れ を達成さ せ るた め に ア メ リカ

型 ス ク ール カ ウ ン セ ラーが で き る こ と を整 理 し て い る 。

一
方 で，［」本 で は，そ う し た 職務 と して の 役割分担 が 行

わ れ て い な い 現 状 の 中 で ， ア メ リカ とは 異 な る立 場 か ら

専門性 を論 じて い か ね ばな らな い ，、大野 を は じ め とす る

学校教 育相談学会 の 調査研究委員会が，「日本版 ナ シ ョ ナ

ル ス タ ン ダ
ー

ド」構築 を模索 して い る 怯 野 ら ，2〔〕卿 こ と

は，ひ とつ の 枠組 み 構築の 呵能性 と 考 え られ る。

3． 今後の 「心理教育的援助サ
ービ ス 」 の 在 り方 に つ い

　 て

　現在 の 学校教 育が抱 える 課題 は ， 非行 か ら 心理的 な問

題 ，学習 や 発達 に 関 す る障害，保護者 との 関係 や 教師間

の 支援関係な ど， 様々 な分野 に わ た る 。

　 黒 沢 （L？OO（）｝は ，日 本 の 臨床心 理 士 等 に よ る ス ク ール カ

ウ ン セ 1丿ン グの役割に つ い て 整 理 す る に あ た り ， ス クー

ル カ ウ ン セ リ ン グ 活動 が ，  狭 義の 相談活動，  コ ン サ

ル テ ー
シ ョ ン ，   心 理教育プ ロ グラ ム，  危機介入／緊

急対応 ，   シ ス テ ム 構 築 の 五 本柱 か ら な る と し て い る 。

そ の 上 で ，学校 コ ミ ュ ニ テ ィ に 対 して ，「み んな で やれ る」

よ うに 職務 を共有す る シ ス テ ム 構築 の
一
端 を担う 日本の

方法論 は，ア メ リカ の ス ク
ー

ル カウン セ ラーの ， 教育の

専門家 と し て 「私が や る」 と い う場合 と は 大 き く異 な っ

て い る と 指摘 し て い る。

　た と え ばア メ リ カ ス クール カ ウ ン セ ラー協会 （ASCAl

は ，ス クール カ ウ ン セ ラ ーが 中心 と な っ た 団体で あ る の

で ， 前述の 黒 沢 が 「私が や る」型 で あ る と指摘す る よ う

に ，自 らの 職業 ア イ デ ン テ ィ テ ィ と ス クール カ ウ ン セ リ

ン グ自体の 関係は ほ ぼ 同
一

で あ る
1
。 言 い 換え れ ば，「ス

ク
ー

ル カ ウ ン セ リン グ 」 の 位置 づ け を見 る と 「ス ク
ー

ル

カ ウ ン セ ラ ー
」 が 何を すべ きか が 明 らか に な り ， そ の こ

とが 1ス クー
ル カ ウ ン セ ラー

σ）職業 ア イデ ン テ ィ テ ィ 」

1

　 現 在，ア メ リ カ ス クール カ ウ ン セ ラー協 会 は，ス クール カ ウ ン セ

リ ン グ プ ロ グ ラ ム へ の 関 勺の 在 り方 な ど に 問 題 意 識 を 持 ち，学 習

嘶
・進路 面

・
心 理 教 育

．
面 を網 羅 し た よ り全 体 的 な 枠 組 み へ と関 与 の

帖 を広 げ，児 章・生、徒 の 達 成す る成果 へ と
．
視 点 を広 げよ う と して い

る。
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を 明確に す る こ とが で き る。しか し ， H 本 の 現状で は ，

橋本と塩 見 ｛L）OuD の整理 か ら も明　か なよ うに ， 現在 ま

で
， 誰が 学校 カ ウ ン セ リ ン グ の 実践 者 か と い う主体 の 所

在 と ， そ れ に 付随す る 「考 え方」が 尹 な っ て い る。

　臨床 心 理 の 分 野 か ら は 1教育臨床 」 と い う 表現 で
， 学

杖で の 心理教育活動 へ 貢 献 して い る が ， 伊藤 〔200L 〕 は，

口 本臨床 心 理 学会 全 国大 会 に お け る 分科会 を振 り返 っ て
，

学校 臨床固有 の 分野 の 琿論化の 必要性を 示 唆し た。また ，

臨床心埋 1一に よ る ス ク
ー

ル カ ウ ン セ ラ ーの t，場 か ら ， 鵜

養 Cn川 ） も ， 学校 と い う場 に 飛び込 み，明確 で な い 位置

づ けの 中で 専門性 を発揮 ≠る こ と に は ， 困難 さや 戸惑 い

が あ る と述べ て い る。

　そ れ ら も併 せ て 考え る と，日本武 ス ク　 ル カ ウ ン セ リ

ン グ （教 耐 口 E〕 は ， そ れ が何 を含 み
， 誰か 行 ）べ き も の

な の カ と い う最初 の 位置 づ け 力 明確で な い た め ，そ れ ぞ

れ の 担当者が 何 を す る の か と い う こ とへ と つ な が ら な い
。

　そ う した状況 を に お い て ，学校教育 で の 現在 の 課題 は，

以下 の よ う に整 理 で き る 。

＊　多くの 場 合 「教育相談 」を職務 と して 行 丿人 や ，そ

　れ を育て る養威機関が な い 。

＊　 多 くの 場 合 1教育相談一，活動を職務と し て管理 す る

　職 が 何 で あ る か 定 め ら れ て な い e

＊　 担当者が 変 わ る と ， 校務分掌で割 り振 られ た 仕争 の

　内春が変
．
わ る こ と が 多 い 。

＊ 　 そ の担当者 ら の 考え て い る 1 教 育相談．…の 定義 に よ っ

　 て ．サ
ー

ビ ス 内容 が 異 な る v

＊　 1教育非臨炎」に 関
1
’す る担 当・報 対 す る T価 シ ス テ ム

　 が なし

＊　 「教育相談 1の 全体像 を示 した ／ ロ グラ ム が尹有化 さ

　れ て い な い
。

　 L 一れ ま で 見 て きた よ う に ，学校 に よ っ て は 養叢教諭 ，

教台相談担当教諭 ， 力量 と経験の あ る ス クール カ ウ ン セ

ラーや 心 の 教室相談員 な ど の 外部支援 ス タ ッ フ らが ， 実

際 に SST や 様 々 な 学校心 理 学的 ・心 理 教育 的援 助 サ
ー

L ス 的 な 方法論 を用 い て 活動 して い る が ，
こ の ま ま で は ，

学校 間 の 支援活 動 の 問 で の 差異 が 縮 ま る と は 考え に くい

の で は な い だ ろ う か。

　大 野 （21／0t｝は学校 の 全体像か ら 見 た 総合的な シ ス テ ム

をす ぐに構築 す る こ と は て き な い か も知れ な い が ， 「
一

里

塚 と し て の 過渡期的役割」 を意 Akし て 現状 で で き得 る シ

ス テ ム づ く り を行 う こ と が 必 要 だ と 述 べ て い る 。
こ の 目

の 前 に あ る課題 を学会 の 枠を超え た連携 や ，大学教育 お

よ び 教育行政 の レ ベ ル で 共通 認識 して ， 打開飛を話 し合

う時期 に あ る の で は な い か と思 わ れ る 。

4． 学校心理学の今後の 課題

　 石隈 qgg・D の 学校カ ウ ン セ リン グ と 学校心琿≠ の 枠組

み の 整琿 を見て も， 学校心理学が 学校 に 対 して 行 える援

助 の な か で ，学校組織 に 対 す る 影響力 が
．一

層大 き く な る

と し て い る v

　教師で も，ス クー
ル カ ウ ン セ ラ

ー
で も， 学校心理十 で

も ， 必 ず そ う した ニ ー．一ズの ど の
．
部分 力 を何 ら か の 方法 で

支 え て い る。そ して，教師 や 保護 者へ の 支援 も行わ れ て

い る が ，そ の 意
．
図す る 最終 的 な 支援 の 対 象 は

， 常 に 児単

生徒 で あ る。

　学校 に い る 多 くの 心理教育的援助 サ ー一ビ ス 従事者が ，

ひ とつ の サ ービ ス プ ロ グ ラ ム を作 り上 げる こ とな くして

は ，学校 に お け る 教育 活動 の 効果 は半減 され る で あ ろ う。

そ の 中 で 誰 が 全体 の 調弊 ロ
ーデ ィ ネ

ー
ト）亡す るの か 。管

理．職 で あ ろ う か。しか し， 管理 職 は そ う し た 分野 の 専門

的教 苜 を受 けて い る わけ て は ない 。とす れ ば ， 学校心 理

士 な ど の よ う に ， 「発達、と 1教育 1と が把揮で き て い る

もの を活 用す る 必要があ る こ と は ， ごく自然 で あ る よ う

に 思 わ れ る。

　現 在 の 学 校
．
で の 心 琿 教 育的援助サ ービ ス は ， 複数 の

コ
ーデ ィ ネ

ー
タ
ー

か ら 成 り立 っ て い る （瀬 戸 ・／−1隈，

；）O（｝2）。
こ の領域で こ の 1年間 に，先．駆的 に 行われた研究 の

よ う に，シ ス テ ム として 活用 で きる プ ロ グ ラ ム を導入 し

た り，実 際 の 学校現場 で ，何気 な く行 わ れ て い る 教 育相

談活動 も し くは 心理教育的援助 サ ービ ス 活動を 明確 に 言

渚化 し，客観的 に 捉 え られ る よ う に し た り ，
そ れ ら を い

か に し て 見出 す か と い 丿 こ とが ， 今後 に 向け て 人 き な 意

昧を持 つ 。

　加 え て ， 本学会 を 中心 に 教育心 理 学等の 学部 で 専修免

許状 をイ寸与 され る 際 に ，　1
．
「津校心 理 学」の 犬 宀が付記 さ れ

る ＿と に な り，資格認定制度 の 充ア とあ い ま っ て，状 況

豆．備 は 整 っ て き た感が あ る。

　今 こ そ，学校 心理学 とい う分野 をよ り明確な学問体系

に す る ＿と を 考え る 時期て あ る。そ の た め に は ，どの よ

う な 方法論 で そ れ を 達成す る か だ け で は な く， ま た，ど

の よ う な側而
・
問遉 に 対応 す るか とい う視点 だけ で な く，

どの よ う な 「全体像」て学校組織 に ア プ ロ ーチ す る か と

い う こ と を常 に 考 え な カ ら研 究を進 め て い く こ ．ヒ も必 要

不可 欠で あ ろ う。

おわ りに

　学校 心理学 の 実践的 な研 究 の 現状 を概観 したが ， その

役割 k ， 学校心理十 の 位置 づ け を 考え る と き，1凵時点 で

は ， そ の い ずれ の 定義 も形成段階 に あ る と 言 う こ とが で

き，また，未開拓 の 領域 も多い
。 そ う し た状況 を 克服す

る た め に，共通 す る 分野 を 研究す る 他 の 学 会等 と も連挫
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を と りな が ら ， 学問体系 の 枠組み づ く り を模索す る 必要

が あ る。学校 の 現状 や シ ス テ ム を 見 る こ と な く，「
一
生 徒 の

特定 の 問題 に 対 して 効果が あ る 方法論」 を構築す る だ け

で は ，学校心理学 の 持 つ 学校 シ ス テ ム へ の 寄与 と い う点

で有用性が低 い よ うに 思 う。 そ う し た意味で，学校心理

学は ， 個々 の ケ ース ・事象か ら 読み 取れ る 課題 を， 「学校

心理学」 と い う フ ィ ル タ ーを 通 す こ と に よ っ て シ ス テ ム

の 中で 実行 可 能 で効 果 の あ る 方法論 へ と高 め て い く役 目

を持 っ て い るの で はな い だ ろ うか 。 そ の 意味 で ，早 い 時

期 に 各分 野 の 協働 と学校心 琿 学 の 体系化 が 進 む こ とが 望

ま れ る。
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