
l

綱 紀夢 N Q 5 7 : 1 4 1 - 1 6 0 ( 平成1 5 年)

教育課樫経常の継続的更新における

教師の信念の形成要因に関する事例研究

-

エ ス ノ グラ フ イ
一

に 基 づくライ フ ヒス トリ ー

分析を中心 に -

黒羽 正見

(2 00 2 年1 0 月2 1 日受理)

T h e C a s e S t u d y o f T e a c h e r
.

s B eli e fs o n t h e C o n ti n u al R e n e w al i n C u r ric u l u m

M a n a g e m e n t : F o c u s e d o n Lif e H is t o r y b a s e d o n th e E th n o g r a p h y

M a s a m i K U R O H A

E- m ail : k u r o h a @ e d u .t oy a m a - u . a c .J p

A b s tr a c t

T h is p a p e r is b a s e d o n t h e p a rti cip a nt o b s e rv a ti o n a n d i n t e rv i e w s w ith a n el e m 占n t a ry s c h o ol t e a c h e r

a n d t ri e s t o cl a rify f a ct o r s of t e a c h e r
T

s b elie * o n th e c o n ti n u al r e n e w al in c u rric u lu m m a n a g e m e n t .

A c c o r di n g t o r e s e a r ch m at e ri als
,
f a ct o r s O f t e a c h e r

'

s b eli efs o n t h e c o n tin u al r e n e w al a r e a s f oll o w ;

1
.

T h e y a r e l a t e n tly in n u e n c e d b y th eir f a m ili e s fr o m e a rly c h ild h o o d .

2 二 T h e y w ill m e et w ith t e a c h e rs a s slg nifi c a n t o t h e r s i n th eir s elf -f o r m ati o n .

3 .
T h e y w ill w o rk w it h e x c ell e n t c oll e a g u e i n th eir s c h o ols .

4
.

T h e y w ill m e et w ith p u p ils ･th r o u g h th eir o w n t e a c h in g p r a c ti c e .

5 . T h e y a r e g r e atly i n fl u e n c e d b y a n g o o d e d u c a ti o n cli m a t e in c o m m u n ity .

S e c o n dly ,
t h e fu n d a m e n t al s u g g e sti o n t o c o n ti n u al r e h e w al

･

i n c u r ri c ul u m m a n a g e m e n t a r e a s f oll o w ;

1 . T o fo r m t e a c h e r
■

s b eli efs is gr e atly in fl u e n c e d b y s elf-i m a g e o f s c h obl t e a c h e r i n e a rly c h ild h o o d .

2
.
T o f o r m t e a ch e r

.

s b eliefs is e s s e n tial t o b e c o n s ci o u s of s elf -

c o n fid e n c e a n d a f e eli n g o f s elf -

e st e e m

a s t e a c h e r i n th eir s ch o ols .

3 . T o f o r m t 6 a ch e r
'

s b eliefs is e s s e n ti al t o c o m p l et e th e i n
-

s e rv i c e t e a ch e r t r ai ni n g b y m e a n s of d aily

t e a c h in g p r a c ti c e .

Fi n ally ,
T h e St u d y o n f a ct o r s of t e a c h e r

T

s b eliefs th r o u gh lif e h ist o ry b a s e d o n et h n o g r a p h y c a n

b ri n g o u t e s s e n ti al u n d e rst a di n g of c o n ti n u al r e n e w al i n c u rric ul u m m a n a g e m e n t .

キ ー ワ ー ド : 教師の 信念 継続的更新 教育課程経営 ライ フ ヒ ス ト リ ー

エ ス ノ グ ラ フ イ
-

K e y w o rd s : t e a c h e r
-

s b eli efs
,
c o nti n u al r e n e w al

,
c u r ri c ul u 血 m a n a g e m e nt

,
li f e h ist o ry ,

et h ll O g r a p h y

J 問題の所在と本稿の意図

本教育実践総合 セ ン タ ー 紀要第 3 号 で は
,

公 立

S 小学校 の 教育課程経常 の 継続 的更新要因 を 教師

の 信念 に 着 目 し
,

そ の 更新 を 促 す 歴史的特質 を 解

明 し な が ら 考察 し て き た ｡ そ し て 継続的更新 の 具

体的様相 を 踏 ま え て
,

そ の 促進要 因 と し て
, 日 々

の 授業実践 を 機軸 と し た 後継者 育成 の 指導体制 の

確 立
, 外部講師 と の 形 式性 を 排 除 し た 徹底 し た 授

業実践 の 場 の 構成
,

学校教 師集 団 (校長
,

教頭 の
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管 理 職も 含 む) ,･ 行政関係者 , 研究者 そ れ ぞ れ の

価値創造者と し て の 自覚 ,
の 3 点 を 指摘 し た

｡

こ こ で
, 筆者 は さ ら に 踏 み 込 ん で

,
3 0 余年に 亘

る 継続 的更新 を 推進 し て き た 教師 の 信念 の 形成要

因 に 着目 し た v )
｡ と い う の も

,
S 小学校 の 同僚教

師 は
,

主導者と し て 新任教 員 や 異動教員 に S /ト学

校独自 の
｢ 充実 し た 信念 ｣

( 1 )
の 形 成を 促 す 価値

創 造者 ( 2 )
の 役割 を 果 た し て V ) た か ら で あ る ｡ そ

の た め
,

個別教師は 決 し て
一

人 の 殻 に 閉 じ こ も る

こ と な く
,

自身 の 能力 を率直に 発揮し つ つ
,一互 い

に 協 力 し て 教育目標 の 効果的 な 達成を め ざす 教育

琴程経営 を 継続的 に更新 し て き た の で あ る
｡

そ こ で 本稿 で は
,

S 小学校 の 教育課程経営 の 継

続的更新 を 促進 す る 教師 の 信念 の 形成要因 を 明 ら

か に す る
｡ 具体的 に は

,
S 小学校 の 教師集団 が 共

有 す る ｢
充実 し た 信念｣ の 特徴 が 顕著 に 現 れ て い

る 個別教 師 に 焦点 を 当て
,

そ れ ら の 具体的事例 に

即 し て 分析
･ 考察 す る ｡

】l 教師の信念の 形成要因 に 関する研 究

の視座

1 先行研究 の 検討

ラ イ フ ヒ ス ト リ ー は
,

口 述史, 自伝, 日記 な ど

の 個 人 の
一 生 の 記録 を 意味 し

, 対話形 式 で 行 わ れ

る 口 述史 ( o r al hi s t o r y) が 主要 な 方法 で あ り
,

そ の 個人 の 肉声を 汲 み 取り
,

日常的 な内面的成長

の 感覚 を 照射 す る 点 に 価値 が あ る
( 3 )

｡
口 述史 の

方法論を 取り上げ た 中野卓 は
,

歴史的事実 の 信頼

性 へ の 問 い に着目 し
,

口 述史 の 可能性 に 関し て 次

の よ う に 述 べ て い る ｡ す な わ ち
,

｢ 本人 が 自己 の

現実 の 人生 を想起 し て 述 べ て L , ) る ラ イ フ ス ト リ ー

に
, 本 人 の 内面 か ら み た 現実 の 主 体的把握 を 重視

し つ つ
,

研究者 が 近現代 の 社会史 と 照合 し位置 づ

け
,

註 記 を 添 え
,

ラ イ フ ヒ ス ト リ ー

に 仕 上 げ る

｣
( 4 )

と
.

こ の 見解 は ま さ に 歴 史 を そ の 内側 か ら

生 き た 人間 が
,

歴史 の 真実性 を 探究 し つ つ
,

ラ イ

フ ヒ ス ト リ ー を 語 る 時 の 確 か さ の 基準 を提 示 し た

も の と 理 解 で き る ｡ ま た 桜井厚 は
, 被差別部 落 の

ラ イ フ ヒ ス ト リ ー

の 研 究成果 を 踏 ま え て
, 語 り を

通 し て 象徴的 に 読 み 解 く 方法 を 構想 し た
｡ 桜 井 に

よ れ ば
, 語 り の 行為 と は 過去 の 出来事 や 体験 を 述

ベ る こ と 以 上 に
,

｢ い ま - こ こ ｣ を 主体 が 生 き る

こ と で あ り
,

人間 が 素朴 に 過去 の 出来事 と し て 提

示 し た り
,

主体 の 主観的 な 意味 や解釈 と 理 解す る

も の の 中 で
,

現在 の 社会や共同体 で 生 き て き た 証

と し て 読 み 解か れ る と 述 べ て い る
( 5 )

｡
つ ま り桜

井 は
,

語り が ど の よ う な 文脈 で 行 わ れ る か と い う

語 り の 様式 を 重視 し て い る ｡

し か し な が ら ,
こ れ ま で 発表さ れ た わ が 国 の 教

師 の ラ イ フ ヒ ス ト リ ー

の 事例研 究 は
, 閉鎖的 な 学

校 (教員) 文化 の よ う な 歴史的背景 も あ り , 教師

の 生活世界 に 即 し た も の は極め て 少 な い
( 6 )

｡
そ

の 数少 な い 中 で 高井良健 一 ( 1 9 9 4)
( 7 )

と 塚 田守

(1
r
9 9 7) ( 8 )

の 教 師の ラ イ フ ヒ ス ト リ ー

の 事例研 究

を 取 り 上 げ, 筆者 の 事例研究 と の 異同 を 明 ら か に

す る
｡

ま ず塚 田 は
,

教師1 8 名 に 対 し て 教師体験 を自由

に 語 る 形式 を採 っ た ｡ そ の 間 き 取 り 調査 の 分析 に

基 づ き
,

仮説 的 に 教 師タ イ プ を 四 つ に 分類 し て ,

そ れ ぞ れ を 例証的 に 論 じ た ｡ そ の 結果 , 教 師の タ

イ プを 静 的 な 類型 に 分 け る の で は な く
,

ラ イ フ ヒ

ス ト リ ー が 具体的 に 変化 し て い く 過程 を事例 的 に

記述す る こ と で
, 等身大 の 高校教師 の 理解 を 促 し

た と い う点 で 価値 が あ る
｡

た だ 塚 田自身 も 指摘し

て い る 通 り
,

口 述 に 基 づ い た 分厚 い 畠述 が 本来あ

る べ き で あ り
,

被調査者 の 生 の 声 を 生 か し て
,

そ

れ ぞ れ の 語 り を 分析 す る 手法 で あ れ ば
,

一 層教師

の リ ア
1) テ ィ に 迫 る こ と が で き た と 思 わ れ る ｡

次 に 高井良健
一 は

,
若狭蔵 之助 と い う

一

人 の 教

師 の 生 い 立 ち か ら 退職 ま で の 3 0 時間以上 に 亘 る 聞

き取り の 記憶を も と に
, 具体 的 な 事例 に 基 づ く教

職生活 に お け る 中年期 の 危機 の 問題 を 考察 し た
｡

そ の 結果 , 中年期 の 危機 の 持 つ 閉塞性と
,

そ の 危

機 と 格闘 す る こ と に よ っ

～

て 拓 か れ る 新 た な キ ャ リ

ア
･ ス テ ー ジ の 可能性 に つ い て 論述 し た 点 は 注目

に 値 す
-
る

｡
し か し

, 実際 の 若狭 の 教 師生 活 の 文脈

に 入 り 込 ん で 引 き 出 し た 語 り で な い た め
,

敏師 の

葛藤 や そ の 克服 の 過程 を 照射 す る 点 で の 不十分 さ

は 否 め な い
｡ や は り ラ イ フ ス ト リ ー を 語 る と い う

そ の 行為 そ の も の が
,

ラ イ フ ヒ ス ト リ ー を 創造 す

る の で あ る か ら
,

ど の よ う な 場 で
,

そ し て どの よ

う な 文脈 の 中 で 語 ら れ た の か
,

そ の こ と が 重視 さ

れ な け れ ば な ら な い
｡ す な わ ち

, 個 々 の 教師 が 実
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際 に 生活 し て い る文脈 に 入り込 ん で こ そ
,

個 々 の

教 師の そ の 人な ら で は の
｢
教師ら し さ｣ が表出す

る 自然 な語りを精細 に描き 出 し
,

そ の 語り の 深層

に ま で 踏 み 込 ん だ 生 き 生 き と し た 記述 の 可能性 が

拓 け て 来る と 思 わ れ る
｡

そ の た め の 研究方法 と し

て
,

エ ス ノ グラ フ イ
一 に 基 づ く ラ イ フ ヒ ス ト リ ー

分析が 意味深 い と考え る ｡

2- エ ス ノ グラ フ イ
一 に基づくす る ラ イ フ ヒ ス ト

リ ー

分析の必要性

工 女ノ グラ フ イ
- を採用す る研究の ほ と ん どぬ

,

｢ フ ィ
ー ル ド ワ ー ク ｣ ,

つ ま り対象と の 直接的 な か

か わ り 合 い の 中 か ら デ
ー

タ を 収集 す る
｡

こ の デ ー

タ収集法q) 特質 は
,

フ ィ
ー

ル ド ワ
ー ク の 際に参与

観察法 ,
イ ン タ ビ ュ

ー

,
ド キ ュ メ ン ト

,
そ し て 時

に は ラ イ フ ヒ ス ト リ ー

の 技法 ま で も 含 め
,

そ れ ら

の 技法 を複数組み 合 わ せ る こ と に よ っ て網羅的 ･

総合的 ･ 多角的 に デ ー タ を 得 る 点 に あ る ｡
こ こ で

重要 な の は
,

エ ス ノ グ ラ フ イ
- が

,
同時 に 二 つ 以

上 の 技法 を組み 合 わや て 用 い る こ と で
,

そ れ ぞ れ

の 技法 の 持 つ 短所 を補 い
,

別 々 の 方法 で 収集 さ れ

た デ ー タ を 他 の 方殊に 照 ら し て
,
研究方法 の 妥当

性と デ ー タ の 信頼性 を高め よ う と す る 点 で あ る
｡

一

般 的 に ラ イ フ ヒ ス ト リ
ー は イ ン タ ビ ュ ∵ を 主 た

る 手段 と す る 口 述筆 記 の ラ イ フ ス ト リ ー

で あり
,

そ の 分析で あ る ｡
そ れ に 対 す る エ ス ノ グ ラ フ イ

-

は
,

日常の 生活世界 そ の も の を
,

そ の 場 に参加 し

て
,

そ の 場 の 文脈性に 入り込 ん で 内側 か ら 認識 す

る 方法 で あ る
｡

そ の た め に
,

生活 の 場 に表出 さ れ

る 会話や し ぐ さ等観察可能 な 行為
,

と り わ け 発話

や そ の 意味 を直接 の 対象と す る ｡ ま た 主観的 リ ア

リ テ ィ の 再構成 に関し て
,

ラ イ フ ヒ ス ト リ
ー は 行

為者 が 語 る 過 去 の 出来事や体験 か ら 再構成す る
｡

しか し エ ス ノ グ ラ フ イ
- は

,
過去も含め た 現在 と

将来に か か わ る 事柄を再構成す る ｡ し か も , 再構

成 し た 主観的 リ 7
'
リ テ ィ の

一

般化 の 可能性 の 根拠

づ け に つ い て
,

ラ イ フ ヒ ス ト リ ー が 意味体系 の 獲

得 や 転機 の 契機 を 語 る こ と に 求 め て い る の に 対 し

て
,

エ ス ノ グラ フ イ
- は 生活 を 共有す る 共同体 の

中 の 固有 な 文化 の 全体像 を 洞察 力 に 満 ち た 叙述 に

ょ っ て 提示 す る こ と に 求 め て い る o こ れ は
,
老の

世界 の 内的顔理 を す で に そ の 世界 で 生活 し
, 自明

性 の 中に 埋 め 込ま れ て い る 人 々 と 協働 し な が ら
,

そ の 人 々 の 視点古
.
= 立ち

,
焦点 づけ , 組み 立 て る こ

と が求め ら れ る
( 9 )

0

_
こ の よ う な 意味 か ら ,

ラrV フ ヒ ス ト リ ー

分析 も

教師 の 現実場面に頻繁 に 直援参加 し
,

そ の 場 の 文

脈性 に 入り込 む こ と に よ っ て
, 教 師の 語る 言葉 の

中 に 表面的 な 意味 を越え た 独特の 感慨や背景的事

情を 汲 み 取り,
そ の 教師 の ラ イ フ ス ト リ ー に 込 め

ら れ た 感情や こ だ わり等 の
｢内な る声｣

(1 2)
を 洞察 ･

了解す る こ と が 重要 で あ る と 考え る ｡

‖ 教師の 信念の 形成要因 に 関する分析

の 目的と方法

1 分析目的

本事例調査 は
,

S 小学校 の 教育課程経営の
_
継続

的更新 を 促進 す る教師 の 信念 の 形成要因 を 分析 ･

考察 す
-
る こ と を 目的 と す る o す な わ ち

, 教 師の 教

育行為を 規定して い る と み な し得る 教師の 信念 を
,

自身の 内面 に豊 富に蓄検 し て い る体験的知識で あ

る挿話 ( e p i s o d e) と し て 自然 に 表出 さ せ
,

そ の

挿話駒語 り を 分析 ･

考察 す る ｡ と り わ け
, 校内教

師集 団 が 共有す る ｢充実 し た信念｣ の 特徴 が顔著

に 現 れ て い る▲ B 教頭,
C 教務主任

,
D 研修主任 の

3 人 に 焦点 を当て た 具体的事例 を分析 ･ 考察す る ｡

2 本事例選定の 理由

S 小
･

学校 の 教師集団 は
, 日 々 の 授業実践 を 通 し

て 着実な職能発達 に 努 め て い る
｡

そ し て
,

そ の よ

う な 個別教師 の 実践 の 基底に
｢
教師は 互 い に厳し

く 磨き合 え て こ そ 発達す る ｣ ,

｢
教師は自身 の 仕事

に責任 と誇り を持 つ べ き で あ る｣ ,

｢教師は 児童 の

変容に鋭く気付き
,

そ の 変容を 見逃 さ な い 目 を持 っ

て 実践 し な け れ ば な らな い ｣ 等 の 関連す る信念 が

有機的 に 結合 し
,

s 小学校 の 授業観や 教職観 の 信

念体系 を 形成 し て い る こ と が 推察 で き た
｡ ま た

,

S 小学校の 教 師集団 が 共有 す る ｢教職観｣ と い う

信念体系 の 特質 は
,

S (ト学校 で の 勤務経験年数 が

多 い 教師 ほ ど
,

ま た そ の 勤務経験年数 が多 い 教師

と 同学年担当 の 経験 が あ る 教師 ほ ど
,

そ の 行動的

特徴 を 顕著 に 表出 し て V ゝ る .

し た が っ て
,

選定 し た 3 教師 が S 小学校 で の 勤
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務 経験 が 最 も 長 く
, 実質的 な リ ー ダ ー

で あ り , 教

師 の 内面 に 蓄瞭 さ れ る 挿話 と し て の 体験 的知識 が

豊 富 で あ る と 推定 で き る ｡ ま た こ の 3 教 師 に
,

S

小学校 の 教 師集 団 が 共有 す る ｢ 充実 し た 信念｣ の

特徴 が 顕著 に 現 れ て い る ｡ そ れ ゆ え
,

彼 ら の
｢
個

人的信念 ｣ の 形成契機を検討す る こ と ば
,

S 小学

校 の 教育課程経常 の 継続的更新 を 促進 さ せ る 教師

の 信念 の 形成要 因 を解明す る 上 で 最適 で あ る と 判

断 さ れ た の で
, 調査対象教師と し て 選定 し た ｡ 3

教師 の 簡単 プ ロ フ ィ
ー

ル は表 l の 通 り で あ る ｡

3 教師の信念 の 形成要因 の 分析方法

教師 が 指導体験 を横み 重 ね る こ と は
, 相互作用

に よ る 挿話を 自身 の 内面 に蓄積 す る こ と に 他 な ら

な い
｡ そ れ ゆ え 教育課程経営 の 中核 で あ る ｢

教授
･

学 習活動 ｣ は
,

教師と 児童 の 相互作用 に よ っ て形

成 さ れ る挿話 で あ る と 同定 で き る ｡ ま た そ の 挿話

は 教師 の 個人的体験 か ら 導 か れ
,

教師 の 内面 に 蓄

積 さ れ る極 め て 具体的 な 認識 で も あ る ｡ そ れ ゆ え
,

挿話 や 挿話 よ り帰納 さ れ る よ り
一

般 的 な 知 識は
,

体験 的知識 と み な し得 る
｡ 教師 は

, 自身の 指導体

験 を 生涯 に 亘 り蓄積 す る た め
,

こ こ で は 教 師の 生

涯 の 指導体験 を 体験 的知識 の マ ク ロ 的構造 と し て

検討 す る ｡ そ う す る と
, 教 師 の 信念形 成 は

, 表 2

の 入職前 ( 小 ･

中
･ 高 ･

大学時代) の 被教育体験

期
,

S 小学校以外 の 職務体験期 ,
S 小学校 の 職務

体験期
,

そ れ に 小学校 - 入 学 す る ま で の 家庭期 を

加 え た 4 区分 が
, .

教 師自身の 体験 を挿話と し て 体

制化す る 枠組 み と考 え ら れ る ｡ そ の た め
,

そ れ ら

の 分析方法 と し て は
,

エ ス ノ グ ラ フ イ
一 に 基 づ く

ラ イ フ ヒ ス ト リ ー を採用 す る ｡ な お
,

論文 の 都合

上 , 人名 お よ び校名 は す べ て 仮名 と し た ｡

表1 被調査者の プ ロ フ ィ
ー ル (平成1 0 年 4 月現在)

教師 年齢 悼 教職経験年数 勤務小学校数 最終学歴 備 考

B 41 歳 (S . 3l) 男 1 9 年

3

( 本校 2 年)

( 過去 6 年)
.

国立 大学教育学部
行政 3 年経験

教頭

C 3 7 歳 (S . 35) 男 1 5年
3

( 本校lO 年)
国立 大学教育学部 教務主任

D 3 7 歳.(S . 3 5) 男 l 5年
2

(本校10 年)
国立 大学教育学部 研修主任

表 2 エ ピソ
ー

ドの マ ク ロ 的構造か らの プロ フ ィ
ー ル

年 55 1 5 6 i 57至5 8 5 9 1 6 0【6 1 1 62 1 6 3 1 2 3 4
∫

5 6 7 8 9 / 1 0

B
岩井小学 へ 新採 で 入職

5 6 5 6 4 研 研修 セ ン タ ー 葵小学校 ヘ

年 年 主 主 主 主 指導主事 教頭で 異動

C 入 職前 6米原小 へ 木崎小 へ 4 3 4 5 6 1 研

新採 で 入鹿 異動､ 年 年 主 主 主 主 主 主

D 入 職前
戸崎小 ヘ 新採 で 入 職

4

年

2

主

〔注〕 = - ･

は S 小学校 勢象 - は 他校で の 勤務 を表 す . 算用数字 は S 'J t 学校 で の 勤務学年 を
,

｢ 主｣ は主任 を示 す｡

ま た 研修主任, 教務主任 , 生徒指導主事 は
,

そ れ ぞ れ
｢ 研主｣ ,

｢ 教主｣ ,

｢ 生主｣ の 略称 と した ｡
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教育課程経営の 継続的更新 に お ける教師の 信念の 形成要因に 関す る事例研究

IV 教師の信念の形成要因の分析 ･ 考察

ラ イ フ ヒ ス ト リ ー 研究 の 諸論 (1 0) を筆者 の 信念

形 成 の 分析過程 に 引 き 寄 せ て 考え る と
, 時代 を 共

に し た先輩や 同僚 教師の 個人的影響力 が信念形 成

の
｢ 帰結 点 ( - 特定期) ｣

(ll) と し て 重要 で あ る ｡

筆者は
,

こ の 帰結点 を信念形成 の 転機 ( t u r n i ng

p o i nt s) と 呼び
, 教職体験 の 中 で

,
総合的 な 意味

で
｢
教職観｣ に 何 ら か の 変化 や 転機が 生 ま れ た 時

期 で あ る と考え る
｡

そ れ ゆ え
,

教師の 信念形成 の

帰結 点 に は
, 転機 の 契機 ( き っ か け) , そ の 信念

形成の 契機が
,

教職生活 の どの よ う な 時期 の 変化 ･

転換 か と い う 時期 ･ 時機 ( ti mi ng) ,
そ の 変化や

転換 を 生 み 出 す背景 に あ っ た 時 々 の 境遇 ･ 状態 の

3 点 が 重要 で あ る と 思 わ れ る｡

そ こ で
,

,
筆者 が 5 年間 と い う 長期間 に 亘 る エ ス

ノ グ ラ フ イ
一

に よ っ て 収集 し た デ ー タ よ り
,

小学

校か ら 大学卒業まで の 被教育体験期 ( 家庭期 も含

む) ,
S 小学校以外 の 職務体験 期 ( 新採用期 を 含

む) ,
S 小学校 の 職務体験 期 の 3 期 の 具体的事例

を 分析対象に し た ｡ な ぜ な ら
,
各教 師 の 信念 の 形

成要 因 を 時間的推移 に 沿 っ て 整 理 す る と
, 上述 の

3 期 に各教師 の 信 念 の 形成要因 の 特徴 が 整理 ･ 集

約 で き る か ら で あ る ｡

1 B 教頭の ラ イ フ ヒ ス トリ ー

分析

表3 入職前 の被教育体験期 ･

※ 強調 は筆者

A . 小学校入学前

1 . 両親 と も 小学校 の 教員 で
,

亡 く な っ た祖母 も

教員 と い う 周囲 に 教員 が多 い 環境の 中 で 育 ち ま

し た ｡ そ ん な 環境の た め か
,

父親は し つ け に は

厳 し か っ た で す ｡ 両親が よ く 仕事の こ と で 話し

合 っ て い ま し た
｡ 時 々 激 し い や り と り も あ り ま

し た ｡ ど う し て 他 の 家の 子 ど も の 事 で
, 両親が

言 い 合 い を す ろ の か が 分 か り ま せ ん で し た ｡

2 . 母 は
,

残務仕事 の た め に
,

よ く 私 を 連 れ て 学

校 へ 行 き ま し た
｡ 私 は 誰 も い な い 広 い 廊下 を 思

い っ き り駆 け 回 っ て い
､
た の を 覚 え て い ま す ｡

3 . 両親 を適して , 学校 と い うも の を身近 に 感じ

て い まし た か ら, 教師 の 仕事 に 対 し て 違和感 な

く
,

す ー

つ と自分 の 中 に 入 っ て き た の は確か で

す ｡

B . 小学校高学年

1 . 小学校 5 ･ 6 年 の 担任 は
,_

非常に 厳 し い 女 の

先生 で し た
｡

2 . うち の両親も同
1
t3 な の か なと思v ゝま した｡

こ

んな先生 に だ け は絶対 な る ま い と思 t - ま した .

C . 中学校時代

1 . 中学校 の 時
,
広田先生 と い う数学 の 男性教員

が 担任 で した ｡

2 . 私 は 数学 は得 意 で は な か っ た け れ ど
, 広田先

生め お 陰 で 数学が嫌 い七 な ら ず に す み ま し た
o

3 . 厳 し い 先生 で し た が
,

ユ
ー

モ ア に 溢 れ て い て
,

で き そ う に な も) 問題も み ん な で 楽し く解く 方法

を 教 え て く れ ま し た
｡

D . 高校時代

1 . 高校 の 時 は
, あ ま り印象に 残 っ て い ま せ ん ｡

2 . 偏 差値教育 の 真 っ 盛り で
, 受験勉強 し か な か っ

た よ う な 気 が し ま す
｡

E . 大 学時代

1 . 大学 に 入 る と
, 高校 の 啓憤 を は ら す よ う に

,

ソ フ ト部に席を置き
,

毎日練習 に 明 け暮れ ま し

た ｡ あ の 時 が
一

番充実し て い た よ う な 気 が し ま

す｡

2 . 教 育実習 で 印象的 な の は 大学 2 年生 の 時初め

て 附属小学校 へ 観察参加 に 行ち た こ と で す
o 担

当 の 河合先生 は体育専門 の 先生 で し た
｡ 豪快 で

厳 し い 先生 で し た が
, 誰も そ の 先生 を慕 っ て い

ま し た ｡

3 . そ の 先生 か ら
, 子 ども を どう み る か

,
ど の よ

う に接す れ ば よ い か な ど
,

い ろ
､
い ろ な初歩的 な

技術 を教 え て も ら い ま し た ｡ 河合先生 の 口 癖 は
,

｢ 若 い ん だ か ら
,

失敗 を 恐 れ ず
,

思 い っ きり や

れ ｣ で し た ｡ 失敗 し て も常 に 温 か い 眼差 し で 見

守 っ て く れ ま し た ｡

4 . 迷 わず教員採用試験を受けました｡

両親 ,

一
視母 が 共 に 教員 と い う 環境 の 中 で 育 っ て

い る . 特 に 母親 が 残務仕 事 の た め
,

B 教頭 を 学校 ､

へ 連 れ て い き , そ こ で よ く 遊 ん で い る
｡

そ の た め
,

｢ A の 3 ｣ と 語 っ て い る ｡ こ れ は
,

B 教頭 が 類 繁

に 学校 の 仕事 を 幼 い 頃 かち直接み て い る た め に
,

そ れ が 教師 を 無意識 に 好意的 に 受 け 止 め る契機 に

な っ て い る と 考 え ら れ る ｡ し か し, 小学校 5 ･ 6
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年 の 担任 の 女性教師 に つ い て は
,

｢ B の 2 ｣ と き っ

ば り と 語 っ て い る ｡ す な わ ち
,

B 教頭 は
,

こ の 女

性教師と の 出会 い を 通 し て 自分 な り の 教 師像 を 明

確 に し て い る
｡

さ ら に
, 中学校 の 数学教 師や 教育

実習 の 担当教師 と の 出会 い を 通 し て
,

人格的触発

を受け
, 教職観や指導観 と い う信念形成 の 素地 を

育 ん で い る ｡ そ の 結果 ,
B 教 頭 は

,

｢ E の 4 ｣ と

語 っ て い る
｡

こ の 語り の 中 に
, 中学校 ･ 大学 で の

教師と の 出会 い が 教職志望 の 契機 に 強 く作用 し て

い る
｡

す な わ ち
,

B 教頭 は
, 中学 ･ 大学時代 の 教

師 と の 出会 い が
, 両親 を 通 し て 培 っ た 教師 へ の 肯

定的 な 見方 を 鮮 明 に す る と 同時 に
,

｢
教職志望｣

へ の 価値 を 内面化 さ せ
,

B 教頭 の 信念形成 の 素地

を 育 ん で い っ た推察 で き る ｡

表 4 S 小学校以外の職務体験期

※ 強調 は 筆者

A . エ ネ ル ギ ッ シ ュ な新採時代

1 . 新学習指導要領 の 施 行通知 が 出 た ｢ 学校 の 創

意 工 夫 と ゆ と り｣ - が 言 わ れ た 時代 で し た ｡ 全 ク

ラ ス 2 学級 で 男子職員 が 少 な か っ た た め
, 最初

か ら 6 年 2 組 の 担任 で し た
｡

2 . 主 任 は40 歳 ぐ ら い の 女性 で し た
｡ 若手 と い う

理由 で い き な り 体育主任 に な り ま し た
｡ 自分 な

り に 努力 し ま し た が
,

先輩 の 女性教師 が 多い た

め
,

新 し い 計画 を提起す る た び に横や り が 入 り

ま し た ｡

3 . 職員会議 の 前 に
, 学級を回 りな が ら意見を聞

き, 少 しで も先生方 の 意見 を反映した計画案を

出す の が 一 苦労 で した
｡

4 . と に か く 夢中 に な っ て
, 子 ど も と 一 緒 に 体 を

動 か し た 時代 で し た
｡ 大学 の 時 ソ フ ト部に 在籍

し て い た の で
,

朝 7 時 に は 学校 に 来 て は 子 ど も

と ソ フ ト を や , , た こ と を よ く 覚 え て い ま す o 授

業 に つ い て は
,

あ ま り 指導 さ れ た 記憶 は あ り ま

せ ん
｡ 自分 で 好 き 勝手 に や っ て い た よ う に 思 い

ま す
｡

5 . た だ 家庭 科 の ミ シ ン を 使 う 授業 で
,

一 人 女 の

子児童 が 過 っ て 親指 に ミ シ ン 針 を 突 き 刺 し
, 折

れ て し ま い ま し た ｡ 私 は す ぐ に 主任 を 呼び に 行

き 青 ざ め て い た 時 ,
主任 が ｢

学級担任 が そ ん な

こ と で ど う す る の
o し っ か り し な さ い ｣ と 指導

を 受 け た 思 い 出 が
,

今 で も 残 っ て い ま す
｡

6 . 初任者研修 は あ り ま せ ん で し た か ら
,

定期 的

に 教育委員会 や 教育事務所 , 研究会場 に 集 めら

れ て
, 授業観察 を し た り , 講話 な ど を 聞き ま し

た ｡

B . 充実 した 4 年目

1 . 相変わ ら ず体育主任 か ら は 抜 け ら れ ま せ ん で

し た ｡

2 . た だ や っ と 4 年目 に し て
, 自分の 新 し い 試 み

が 実行 で き る 段階 に な り ま し た
｡

3 . や はり石 の 上 に も 3 年で す ｡ 学校で の実績が

あれば大丈夫な こ と が 分 か りまし た
｡

4 . 町 の 研究指定 (算数) を 受 け た 時
,

中心 に な っ

て や り ま し た
｡

ま た そ の 成果 を 研究発表 し た り
,

論文 に も 応募し た り し ま し た
｡

5 . 自分 の 考え で 何 で も仕事を進 め られ , 楽しく

･ て 仕方 ありま せ ん で した
｡

6 ･ 子 ども た ち と も 楽 し く 遊び ま
.

し た
｡

土曜日 は

弁当を持 っ て こ さ耳, 学級全体 で 思 い っ き り遊

び ま し た ｡

7 . 山が 近 く に あ っ た の で
,

春 は 山菜, 秋は キ ノ

コ や ア ケ ビ 採 り 等
,

授業変更 し て や っ た 記憶が

あ り ま す ｡

8 . 宿題忘 れ は 徹底 し て 残 し ま し た
｡ 遅 く な る と

家庭 に 電話 し て 宿直室 で ラ ー

メ ン を作 っ て 食 べ

さ せ
,

8 時 ご ろ帰 り ま し た
｡

ら. 子 ど も が 夜空 を 見上 げ て
,

｢
先生

,

′ あ れ が オ

リ オ ン 座 だ ね ｣ な ど言 い な が ら 帰 っ た も の で し

た ｡

1 0 . 今 は そ ん な こ と は で き ま せ ん ね ｡ あ の 頃 は
,

頑張 っ て や れ ば何 で も や れ ま し た ｡

C . 不完全燃焼 で あ っ た研修セ ン タ ー 時代

1 . ま さ か セ ン タ ー

へ 行 く と は 自分 で も 想像 し て

い ま せ ん で し た ｡

2 . 研究 は
,

S 小 に 比 べ れば楽で し た . 言葉迫t )

や先輩 へ の 対応 は
,

全 て に S 小時代 の 経験 が 生

きま し た
｡

3 . 改 め て S 小 の 偉大 さ を 実感 し ま し た
｡

S 小 の

先輩 も 勤務 し て い た の で 何 で も 相談 に の っ て く

れ ま し た
｡

4 . ま た S 小会 ( - O B 会) で の 話 が 何 か と 参考

に な り ま し た ｡ こ こ で の 3 年間 は
,

｢
何 か す ー

つ
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と｣ 終わ っ て し ま っ た よ う な 気 が し ま す ｡ 決 め

られ た こ と を きち ん と実行 し て V ) れ ば大丈夫 で

し た
｡

D . 指導力発揮の 新教頭時代

1 . 3 7 歳 で 教頭 に な り ま し た
｡ 自分 で も 信 じ ら れ

ま せ ん で し た
｡

2 . 対 外的な仕事 は 大変 で し た が
, .

S 小 の 学年主

任 や 研修主任 の 時 に 比 べ た ら 楽 で し た ｡

3 . 単学級 の 学校 で し た ｡ 職員 が み ん な 若 か っ た

の で 意欲 的 で し た ｡

4 . 指導案 の 書き方や教材研究 の 仕方な ど徹底し

て 指導しまし た . 若t ) 教師は , やればやる だけ

伸びま す｡ それが子 ども の学習 に表れ る の で
,

先生方も音を上 げずに頑張 っ て やりました
｡

新採用 1 年目 の 校務分掌 は
,

6 年 2 組担任 , 体

育主任 で あ っ た ｡ 体育的行事の 計画案 は
, 先斐女

性教師 が 多心】 た め こ と ご と く 断念 せ ざ る を 得ず
,

ル
ー

チ ン ワ
ー ク を 繰 り 返 し て い る

｡
そ の よ う な 教

師集 団 の 中 で 学 ん だ 知識 に つ い て
,

B 教頭は
,

吹

の よ う に 語 っ て い る ｡ す な わ ち
｢ A の 3 ｣ と

｡
こ

の 語り は
,

B 教頭 が 体育主任 の 校務遂行 を 通 し て
,

教職 員 の 共通理解に お け る 入念な 意見交換 ･

調整

の 大切 さ を 実感 し て い る 様子 が 窺え る ｡ ま た 児童

へ の 対応 は
,

遊び を 通 し て 積極的 に関わ る こ と が

重要で ある と考え て い る ｡ こ の 時点 で は
,

ま だ 同

僚教師 に 意味 あ る他者と して の 価値 を 見出 し て V ゝ

な い ｡

新採用 4 年目 に し て
, 体育的行事 の 新 し い 計画

案 の 遂行 に つ い て ｢ B の 3 ｣ と語 っ て い る
｡ 自身

の 計画案 の 採用 が
,

B 教頭 の 大き な自信 と な り
,

教師と し て自分自身に 力 を つ け る こ と に 価値 を 見

一出 し て い る o そ の 結果 ,
教育委員会 の 研究指定校

( 算数) の 際 に
,

研究主任 と い う中心的役 割 を 果

た し た り
,

研究論文 を 発表し た り す る な ど, 意欲

的 な実践 へ の 取り組み と な っ て表れ て い る ｡
B 教

頭 は ｢ B の 5 ｣ と 語 り , 大胆 な 授業変更 や 宿題忘

れ 指導の 徹底化等 の 思 い 切 っ た 活動 を 行 う よ う に

な っ て い る ｡
こ こ に

,
当時 の 充実 し た 心境は 窺 え

る が
,

や は り依然 と 意味 あ る 他者 と し て の 同僚教

師 の 存在 を 口 に 出 し て い な い
｡

教育 セ ン タ ー の 3 年間 の 仕 事 に つ い て
,

B 教頭

は ｢ C の 2 ｣ と 語 っ て い る｡
こ れ は

,
教育 セ ン タ ー

の 仕 事が S 小学校 の 実践 に 比 べ て 変化 に 乏 しく,

反対 に S 小学校 の 実践 に つ い て の 価値 を再認識す

る機会 と な っ て い る｡ 新任教頭 と し て の 3 年間は
,

s 小学校 で の B 教頭 の 実践 を 若手教師に伝達 す る

こ と を第 一

の 任務 と考え て い る
｡

B 教頭 は
,

意気

込 み と 指導に関し て ｢ D の 4 ｣ と語 っ て い る ｡
つ

ま り
,

新任教頭 と し て ｢ 若手教 師を 育て る こ と｣

の 価値 を 内面化 し
,

S 小学校 の 経験 を 生 か し て
,

若手指導 に 厳 し い 姿勢 で 取り組ん で い る ｡ 以上 ,

＼

B 教頭の 信念形成 の 帰結点 は
,

S 小学校 の 職務体

験 で あ る と 想定で き る ｡

表 5 S 小学校の職務体験

こ こ で は
,

教育課程経営 の 継続的更新過程に沿 っ

て 抽出 し た B 教頭 の 挿話的語り を 分析す る ｡ と り

わ け
,

S 小学校 の 教育課程経営の 継続的更新 に 強

い 影響を及 ぼ し て い る学年研 究 , 学校教育活動全

体
,

授業実践 の 3 点 を中心 に 分析 ･ 考察す る ｡

※ 強調 は筆者

A . 学年研究

1 . 研修 が こ れ ほ ど厳 し い も の と は
,

S 小学校ノに

異動 す る ま で は 分 か り ま せ ん で し た
｡ 前 の 学校

で 自分 な り に や っ て き た と い う 実感 が あ り ま し

た
｡

で も 1 か 月間 で そ ん な自信 な ん て 吹 き 飛 ん

で し ま い ま し た ｡

2 . 子 ども の 目 が 厳 し い ん で す ｡ 前の 学校の授業

方法が通用しな い ん で す ｡

3 . 子 ど も は正直 で す ｡ 分か る 授業 は 楽し く て
,

お も し ろ い ん で す ｡ 分 か ら な い 授業は苦痛 以外

の 何物 で も な い の で す o 先輩 に 子 ども 一 人 一 人

の 様子 を 聞 く と
, 信 じ ら れ な い ほ ど き め細か く

言 え る ん で す ｡

4 . 先輩の 授業記録を見 せ て も ら い
, 初め て S 4 ､

の 子 どもたち の 様子が分か っ たような気が しま

した
｡

5 . 先 輩方 は
,

教材研 究 で 夜 8 時や 9 時 に な る の

は 当たり前 で した
｡ 子 ども の 話に な る と時間を

忘れ て 話し合 い ま した ｡ 自分たち が 力 を つ けな

ければ , 子 ども を伸 ばす こ とはで きな い と い う

強 い 決意を持 っ て い まし た ｡ 自分 の 勉強不足 を

実感す る だ け で した
｡ それ か ら は 個 人研究 を徹

底 して卓りまし た . やれ ば必ず学年全員で ,
･ 納
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得 い くま で 批評 し合 い まし た
｡

6 . 自分 の 頃は そ の 人 の 脇 も通 る の が い やだ っ た

先生 が も) ま した
｡ 恐ろし

1
い は ど切れま した . で

す か ら, い い 加減な活動をや っ て t ) る と, 完膚

無きま で に ぐう の 音も出な い は ど論破されまし

た ｡

第 一

に
,

S 小学校 の 児童 の 学習状況 や 同僚教師

と の 共 同研修 が
,

B 教頭 の 信念形成に 深 く 関与 し

て い る ｡ B 教頭 は
,

前任校 で 築 い た 実践 に 対 す る

自信 を 持 っ て S 小学校 へ 赴任 し て い る ｡ そ し て
,

実 際 の 授業実践 で B 教頭は ｢ A の 2 ｣ と語り
, 撹

業 の 空回り状態 を 痛 感 し て い る ｡ そ う し た 中 で
,

先 輩教師 の 児童 に 対す る 精敵な観察や 具体的 な 変

容 の 様子 を 把握 し て い る 態度 に 関 し て
,

B 教頭 は

｢ A の 4 ｣ と 語 っ て い る ｡
こ の 率直 な 語 り に

,
B

教頭 の 信念形成 の 契機 が 窺 え る ｡
つ ま り , 授業実

践 を 通 じ て の 児童 と の 出会 い や 同僚教師 と の 共同

研修 に 対す る 価値 を 内面化 し
, 自身 の 未熟 さ を謙

虚 に 受 け 止 め る こ と が で き た ｡

第 二 に
,

共 同研修 に お け る 同僚教師 と の 厳 しし)

相互批評 が
,

B 教頭 の 信念形成 に 深 く 関与 し て い

る ｡
B 教頭 は

, 学年会 で 納得 が い く ま で 批評 し合

う 態度 に つ い て
,

｢ A の 6 ｣ と 語 ち て い ろ去 実 感

を 込 め た語り か ら
, 当時 の B 教頭 へ の 叱正 は

, 教

師 の 有 り様を 問 う相 当厳 し い 批評 で あ っ た こ と が

推測 で き る ｡ そ し て
,

授業実践 と い う 具体的場面

で の 批評 で あ る こ と が
,

B 教頭 の 信念形成 に 大 き

な 影響を 与 え て い る ｡
こ こ に は S 小学校 の 授業実

践 の 伝統 の 継承 を願 う先 輩教師と し て の 明確 な 意

図 を 看取 で き る
｡

つ ま り ,
B 教頭 は

, 授業実践 に

対 す る学年集団 の 厳 し い 相互批評 に 価値 を 見出 し,

個人的信念 を 形成し て い る と推測 で き る
｡

き ら に

同 僚教師 の 日 々 の 授業実践
,

つ ま り 教材研 究 や 生

徒 指導 上 の 問題 を 討議 す る 様子 に つ い て
,-

｢ A の

5 ｣ と 語 っ て い る ｡

′

こ こ に
,

同僚教師 の 授業実践

の 態度 に 関 す る 価値 を 志向 し ,
B 教頭自身 の 教 師

と し て の 生 き 方 を 学 ん で い る
｡

B . A 教授 の 人 間教育 と の か か わ り

1 . A 先 生 は
,

毎年少 な く て も 2 回 は S 小 の 校 内

･研究 に 参加 し
,

1 0 分 の 話 が3 0 分 以 上 に 延 び七 し

ま う ん で す
｡

で も 時間 な ど全 く 苦 に な ら な か っ

た で す ｡ 話 を 聞 け る こ と の 方 が 何倍 も 貴 重 で し

た
｡

2 . ま た 夜 の 部 で は
,

2
,

3 時間 に 亘 っ て 自分 た

ち の 問題意識 に 真剣 に 耳 を傾 け て く れ ま し た
｡

二 次会 で
｢ 自分 が こ れ ほ ど ま で に 教材研究 や 児

童 の 実態把握 を し て 授業 に 臨 ん で い る の に
,

ど

う し て 意欲的な活動 に な ら な い の か ｣ と 質問 し

た 時 が あ り ま し た ｡

3 . 先生 か ら ｢ ど ん な子 ども で も新 し い こ と
, 分

か らなt ) こ と を分 か ろうとす る意志や欲求を持 っ

て い る ｡
と こ ろ が教科 の学習 に なると, 学習意

欲 の 有無 が 問題に される ｡
こ れ は どう考えて み

て も, 子 ども自身よりは , 教師の 指導法 , 聴導

技術 その も の に 問題が あ る とし か 思 えな い
｡ そ

れ が 分 か らなt ) 教師は , 自分 の 思 い 上 が りの 何

物で もなt )
｣ と い う指導を受 けまし た

.

4 . 当 時 は ｢ 人間 の 学習｣ と 言 っ て も ピ ン と来ま

せ ん で した ｡ で も今自分 なり の 指導原理 を考 え

て み る と
,

生きる心 の 支えを学 ぶ こ と で あり
,

人 間 の 生き が い に直結す る教 育だ と 思 い ま す｡

子 ども 一 人 一

人を大切 に す る こ と で す｡

5 . 人間 の 学習の場は
, 子ども

一

人
一

人 が自らの

役割を果 た す協 同 の 場 で す ｡

一 人 一

人 を生 か す

と い う人間尊重 の 精神 が 根底に脈 々 と流れ て い

なければならな い と思 も) ます ｡

A 教授 と の 出会 い が
,

B 教頭自身 の 実践 の 基盤

を 形成 し
, 教師 と し て の 内実 を 深 く 豊 か に し て い

る
｡

A 教授は G 県 の N 大学 に 勤務 し, 昭和4 2 年 の

第 l 回公開授業研 究会 か ら 今日 ま で 参加 し て い る
｡

A 教授 は 毎年 2 回 は 学校 を 訪問 し
, 形式 ･

非形式

な 場 で の 話 し 合 い に 槙極的 に 参加 し て い る ｡ そ し

て
,

1 9 85 年1 1 月 1 日 の 第1 9 回大会 の 打 ち 上 げ会 の

席上 で
,

B 教頭は
,

自身 の 問題意識を A 教授 に 思

い っ き り ぶ つ け て い る
｡

そ の 当時 の A 教授 か ら 受

け た 指導体験 を
,

B 教頭 は 次 の よ う に 語 っ て い る｡

つ ま り,

｢ B の 3 ｣ と ｡ 普通 な ら 接 す る 機 会 の な

い A 教授との イ ン フ ォ
ー マ ル な 交流 を 介 し て

,
A

教授 の 教育思想 が 様 々 な 形 を と り な が ら 伝.承 さ れ

て い っ た ｡ B 教頭 が ｢
B の 4

,
5 ｣ と 語 っ て い る

と こ ろ か ら ,
A 教授 と の 出会 い を 契機 に

,
そ の 後

の B 教頭自身 の 指導原 理 が 明確化 さ れ て い っ た 点

が 洞察 で き る ｡

C . 国語科指導 の 実際一作文教育 の 基本は 人間教
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育
-

1 . 学級で
一 番目立たな か っ た子どもだ っ たん で

す. 何をやらし て も 二 歩も 三歩も遅れ る子ども

で した｡

2 . で も こ の 作文を見 た 時 , 作文 は 子 ども
一

人
一

人 の 生活 に根ざ し
,

生活 を 見 つ め る中 で 自ら の

生活 の 方 向 を 引 き 出す所 に本来の 姿 が あ る と 思

い ま し た ｡ 椎な い 文 で も
,

書く こ と に よ り自分

の 現実の 生活 を 見 つ め
,

気持ち や 考 え を は っ き

り持ち
,

こ う し た い と 生 き る 意欲 が表現 さ れ て

い く の だ と 思 い ま す ｡

3 . 子 ども の書t , た文章を読む た び に , みずみず

しさを覚えま した
｡ また書く こ とを大事に して

くる と, 子 どもたち は 生活の中で ほ ん の 小さ な

事に も心を向けるよう に な っ て きました｡ 人間

として の 喜 び, 悲 しみ , 怒り,
そして願 い を主

張で き る子 ども は
,

こ う.し た中で 育 っ て V
'
, く の

で は な い か と思 い ます ｡ 子 ども は本来, 形や件

裁 に とらわれず の び の び と思t 】 の まま に書く力

を持 っ て t ) る と思 い ます o 生き る 意欲 が に じ み

出る ような 表現の 学習 に取り組む こ とで , 教

. 育の 核心 に触れる こ とが で き た ような気 が し て

い ます ｡

B 教頭 が
一

冊 の ア ル バ ム ( 昭和6 0 年度 の 記録)

を 持 っ て 会議室 へ 入 っ て き た ｡ そ し て
, 作文の コ

ピ ー 見 せ な が ら 次 の よ う に 語 っ て V ゝ る
.

｢ 8 月2
.
1

日 の 第 二 学期始業式 の 日 で し た
｡ 夏休 み の 作品 が

様々提出 さ れ る 中 で
, 瑠璃子 が も じ も じ し な が ら

4 枚 の 原稿用紙を あ げ た ん で す｣ と
｡

そ の 原稿用

紙 に は
, 次 の よ う な 内容 の も の が 綴ら れ て い た ｡

私 は
.

今 年の 夏 に と て も 貴重 な体験 を し ま した
｡

一

つ は テ レ ビで ガ ラ ス の う さ ぎと い う 映画 を見 た こ と で

す.
も う 一 つ は

, 先生 も 知 っ て い る と思 い ますが
.

あ

の 日航 ジャ ン ボ機 の 墜落 事故 を見た こ とで す ｡ こ の 二

つ の こ と か ら私 は
, 今 自分 が幸せ だ とつ く づ く感 じま

す｡ そ れ ま で は
,

こ ん な ′‡､ う に 感 じた こ と も 考 え た こ

とも ありませ ん で し た
｡ 私 は

.
い つ だ っ て わがまま い っ

ぱ い で
.

父や母 を困 ら せ て きた し
,

自分 が幸せ たなん

て
,

ち っ と も気が つ き ませ ん で した
｡ 私 の お父 さ ん も

,

お母 さ ん も
,

テ レ ビをみ て 泣 き ま した ｡ 私 も 泣 きま し

た ｡ こ の 事せ な暮 ら しは , 戦争 で 死ん だたく さ ん の 人

た ち か ら頂 い た も の で す
｡

-
- ･

少 し叱 られ た ぐ ら い で
.

お父 さん なん て い な けれ ばい い の に
,

と 思 っ た こ と が

ありま し た
｡

また
. 両親 がい る の は 当たり前 と考 え て

い まし た
｡

で も違う の で す｡ 家族 全員 がそ ろ っ て い る

こ と は 幸せ な こ とな の で す - - ･ 私 の 心 が
,

新 し い すが

すが しい 心 に な っ た 気が し ます｡

10 年以上前 の
一

児童 の 作文 コ ピ ー を 1 冊 の ア ル バ

ム に 大切 に 保管 して い た ｡
こ の 夏休 み の 作品 ( た っ

た 4 枚 の 原稿用紙) が
,

B 教頭の 児童観 ･ 教育観 な

ど の 信念形成に強烈 な 影響を 与 え た｡
B 教頭は

, 自

身 の 授業実践 か ら の 瑠璃子 へ の 思 い 込 み に つ い て
,

｢ c の 1 ｣ と語っ て い る ｡
こ の 時点で は

, 瑠璃子 の 人

間存在 と して の 全体性に まで 気持ち が 向v ) て V ) な か っ

た｡ し か し
,

瑠璃子 の 作文 を 通 し て
, 瑠璃子 の 内奏

を実感 した と 思わ れ る｡
B 教頭は そ の 時 の 気持ち を

｢ c の 3 ｣ と 語 っ て い る
｡

そ の 語り に ｢ 人の 女子児童

を介 して 生 き る 意欲 を育 む表現学習の 意義 を 見出 し
,

教育 に 関す る新 た な信念形成の 契機 を洞察 で き る ｡

2 C 教諭の ライ フ ヒス トリ ー 分析

表 6

､

入職前の被教育体験期

※強調 は筆者

A . 小学校入学前

1 . 両親
,

祖父母が 教員 だ っ た こ と もあ り ま す が
,

･

小 さ い 頃 か ら教師に は な÷り た く な い と思 っ て い ま

し た
｡

父 と祖父が 共 に S 小学校 で 教員生活 を送 り

ま した ｡

2 . 父の S 小学校勤務時代 は , ほ とんど夕食は
一 緒

に食べ た記憶は ありませ ん ｡ 日曜日も夏休み も毎

日行 っ て い たようで /した ｡ 幼心 に も学校とは そん

な にも忙しい 所なの かと思 い ました
｡

3 . き っ と そ ん な父 の 姿 に 対 す る反発 が あ っ た の だ

と思 い ま す｡

B . 小学校高学年

1 . 小学校 は 5 年生 ま で 女 の 先 生 で し た｡ 6 年生 で

初め て 男 の 先生が 担任に な り ま し た ｡ 伊藤先生 の

授業 は
,

今 ま で の 先 生 と は 教 え方 が ま る で 違 っ て

い ま した
｡

2 . 色 々 な道具を使 っ て分 か るまで 教えて くれました ｡

巨大ろうそく の なぞや砂糖水 の 行方な ど, 今 で も

よく覚えて t - ますo
そ の 分失敗も多くありました

が
,

また それ が楽しか っ た で す｡

3 / 放課後 は よ く ソ フ トボ ー ル で 遊 ん で く れ ま し た
｡

- 1 49 -



卒業制作 に 学年全体 で 巨大版画 に 挑戦 し ま した
｡

4 . 夏休 み も 学校 へ 登校 し て 準備 を進 め ま した
｡ 今

は倉庫に 入 っ て し ま い ま し た が
,

一

番 の 思 い 出 で

す
｡

C . 中学校時代

1 . 中学校 の 時 は
, 野球部 に 入 り ま した

｡

2 . 野球部顧問 の 町 田先生 に
,

よ く練習中 に 怒鳴ら

れ ま し た｡

D . 高校時代

1 . 高校 入 試 の 時 に は
,

す で に 先 生 に な ろ う と い う

考 えが あり
,

迷わ ず普通科 の 高校に入 り ま し た
｡

2 . 運 動部に は 入 らず
,

受験勉強
一

本 で した
｡

E . 大学時代

1 . 地元 の 大学 に 入 り ま した ｡

一

応 写真部 に 席が あ

り ま し たが
, 実質的 な活動 は し ませ ん で した ｡

2 . 地 元q) 教員採用人数 が 少 な か っ た の で
,

3 年か

ら少 しず つ 採用試験 の 勉強 を して い ま し た
｡

3 . 教育実習 で は
, 早く 直接子 ど も と 接 して み た い

と い う思い が 強 か っ た で す
｡

4 . 大学 2 年生 の 時初 め て 附属小学校 へ 観察参加 に

行 っ て , 子 どもたちと話した ときは 感激しました
｡

■
あの 時初め て ｢先生｣ つ て呼ばれたん で す｡

5 . 教育実習で 子 どもと接して い く中 で
,
両親が 大

変責任あ る仕事をして い る こ とを実感しました ｡

自分も両親 と同 じ 道を歩む こ とに 迷 い は ありませ

ん で した
｡

両親
,

祖父母 が 教員 と い う環境 で 育 っ て い る
｡

と

く に 父 親 が S 小学校 に 勤務 し て い た 頃 の 様子 を 直接

み て い る｡ そ の た め
,

父親 の 日常 の 生活態度が 無意

識 に C 教諭 の 教職観 に対す る 否定的 な見方 を植 え っ

け て い る
｡

そ の 当時の 様子 に つ い て
,

｢ A の 2 ｣ と語 っ

て い る
｡

C 教諭は
, 父親 の 家庭を顧み な い 生活態度

が 理 解 で き ず
,

そ の 反動 が 教師 に 対 す る 否定的 な見

方 を形成 し て い る- と 思わ れ る. 教師 に 対 す る C 教諭

の 否定的 な 見方 が
, 小学校 6 年の 担任教師 と の 出会

い で 逆転 し て い る ｡ そ の 担任教師 の 印象 に つ い て
,

｢ B の 2 ｣ と語 っ て い る
｡

つ ま り, .担任教師の 児童 に

対 す る 姿勢
,

指導方法や 教材の 工 夫
･

改善 な ど を含

む 人間性 が
,

C 教諭 の 教職志望 へ の 契機 と し て 強 く

作用 した と思 わ れ る｡

C 教諭 は
, 大学 2 年 で 行 っ た 教育実習 で の 喜びを

,

｢ E の 4 ｣ と語 っ て い る｡ そ して C 教諭 は ｢ E の 5 ｣

と き っ ば り 述 べ
,

両親 の 仕事 に 対 す る認識 を修 正 し

て い る
｡

す な わ ち
, 担任教師 と の 出会 い が

,
C 教諭

の 心 を 聞 か せ
, 教職志望 へ の 価値 を見出 さ せ る と 同

時た
, 担任教師や 父親の 生 き方 が C 教諭 の 生 き 方や

学 び方 の 指針 と な っ て い る こ と が窺え る
｡

表 7 S 小学校以外の職務体験期

※ 強調 は筆者

A . お世話に なっ た新採時代

1 . 新採 で 大変 だ ろ う と い う 配慮 か ら
,

3 年生 の き

ち ん と し た学級を 担任 し ま し た｡ そ した ら 一

番大

変 な李級 に な っ て し ま っ て 大変 で し た ｡ 授業中に
I

お し や べ り は す る し
,

廊下 に 出て し ま う わ で 大変

で し た
｡

2 . 自分 の 中に , わりと開放的な雰囲気 が あ っ た か

らで し ょうか
｡

よく校外に散歩に行 っ たり, ひ た

すら遊びま したね｡ 次 は 5 年生を担任しました
｡

主任 ( 女性) が 対照的に 大変きち ん として い まし

た ｡

3 . ロ ッ カ ー

や 下駄箱等の 整 理 整頓 は
,

毎日 の よ う

に 注意 さ れ ま した
｡ 今度 の 学級も ど ち ら か と 言 え

ばう る さ い 学級 で し た
｡ 他 の 先生 方か ら は明 る く

て い い 学級だ と 言 わ れ て い ま し た
｡

で も
, 教頭 は

う る さ い 学級だ と言 っ て い ま し た
｡

4 . 授業研究 も や り始 め ま し た｡ 先輩 の 先生 か ら
,

｢
国語 の 授業 が う まく な っ て い る ね｣ と

一

度だ け ほ

め ら れ た記憶が あ り ま す ｡ 最初の 3 年間 は
,

子 ど

もた ち の こ と で 先生方 に随分 お 世話 に な り ま し た｡

B . 成長 ･ 発達して きた 木崎小学校時代

1 . こ の 学校の職場 は
, 少し の んびりした所もあり

ますが
,

うまくい っ て ました
｡

2 . 運 動会 な どは し っ か り ま と ま っ て 新し い 内容 も

実践 で き, 意欲的 な先 生 が そ ろ っ て V ) ま し た ｡

一

人
一

人 の 子 どもザよ く 見 え る よ う に な り ま し た
.

3 . 前 の学校で は子 どもが 見えなt ) まま流れて い く感

じで し た
｡ 今思う と

, 自分 の 身勝手 で 教師 は
一

応

価値 あ る存在 とい う
一

方的な考えが ありま した｡

で もそれ は子 ども に は
,

どうで も よしi こ と で した
.

4 ∴ す ご い ギ ャ ッ プ で した
｡

あ れ だ け考 え尽 く し て

や っ て も , 子 ども と ずれ て い る と い う現実 に 樗然

と し ま し た｡ 地域 の 自然 に 恵 まれ て い た の で
, 也

域 の 素材 を どん どん 教材 に 取 り入 れ て や り ま した
｡
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教育課程経営の 継続的更新に お ける教師の 信念 の形成要因に 関す る事例研究

学校で 学習して い る こ とが 地域 に 見られ る よ う に
,

保護者に も見 え る よう に や りま した ｡

新採用 は 米原小学校 で
,

1 年目 は C 教諭自身が未

熟 な たあ -

番 き ち ん と し た 学級 を 担任 し た に も拘 わ

ら ず
,

ま と まり の な い 学級に し て し ま っ て い る｡ そ

れ に関して
,

｢ A の 2 ｣ と自己 分析して い るo 児童 へ

の 対応 は
,

遊び を通 し て 横極 的に か か わ る こ と に 意

義 を 見出 して い る ｡ しか しなが ら同僚教師に は
,

意

味 あ る他者として の 価値 を見出 して い な い
｡

2 校目の 木崎小学校 の 活動に
.

つ い て
,

｢ B の 1 ｣ と

語 っ て い る ｡ 前任校と 比 べ
, ､

C 教諭 な り に や り 甲斐

の あ る学校 と認 め
,

教師と し て の 成長 ･ 発達 が 窺 え

る｡ す な わ ち, 児童 の 学習活動に 焦点 を 当て て
, 今

ま で の 自身の 実践 を冷静 に振り返 っ て い る｡ 児童 の

学習状況 に 関 し て
,

｢ B の 3 ｣ と語 っ て い る｡ 依然 と

意味あ る他者と し て の 教師の 存在 を 口 に 出 して い な

い が
,

地域素材を瞭極 的に 取り入れ て 教材化を 図 る

授業実践 に 価値 を 見出 して い る｡

以上
,

S (ト学校以外の C 教諭の 職務体験 の 挿話的

語 り より ,
C 教諭 の 信念形成 の 帰結点 は

,
S 小学校

の 職務体験 で あ る と想定 で き る
｡

表8 S 小学校の職務体験

こ こ で は
,

教育課程経営の 継続的更新過程に 沿 っ

て 抽出 し た C 教諭 の 挿話的語り を 分析す る
｡

と り わ

け ,
S 小学校の 教育課程経常の 継続的更新に強 い 影

響を 及ぼ して い る学年研究
, 学校教育活動全体

,
- 撹

業実践 の 3 点 を中心 に分析 ･ 考察す る｡

※ 強調 は筆者

A . 同僚教師に学ぷ

1 . S (トへ 異動 す る前 に 5 年間 の 経験 が あ り ま した
｡

前 の 学校 は 2 学級セ し た が
,

一

応 学年主任や 研究

主任も経験 し ま し~た
｡

S 小 の 最初は4 年 3 阻で し

た
｡ 療の 4 年2 組 に 新採 3 年目 の 女 の 先生 が い ま

した
｡

2 . 教材研究や 学級経常 な どす べ て の 面 で 自分 が劣 っ

て い る の が は っ き り と 分か り ま し た
｡ 個人研究後

は必ず学年全体 で 授業 に つ い て 徹底的 に話 し合 い

ま し た ｡ 彼女 は どん な 質問 を さ れ て も
, 自分 の 言

葉 で き ち ん と説明 で き ま した
｡ 子 ども の 実態 に 裏

付 け さ れ た撤密な 教材研究かぁ り ま し た.

3 . 私 は 質問 さ れ て 自分 の 言葉 で は言 え ま せ ん で し

た ｡
い つ も参考書 の 借り物 で した ｡ あ の 時は本当

に体中を電流が 駆 け抜けた よ うな気 が し ま し た ｡

今ま で の 教員生活は何だ っ た の か と 患 い ま した ｡

個人研究 が 終 わ る た び に
, 本当 に厳 し い 質問 を浴

びせ ら れ ま し た｡ 人 に は 言 え ま せ ん が
,

悔しか っ

た で す ね｡

4 . どうして自分が新採3 年目 の彼女よりも劣るの か

と自己嫌悪に な っ た時もありました
｡ 覚悟を決め

て彼女 に,

｢授業を見 せ て下さ い ｣ と頼みまし未.

そした ら彼女 が ｢私の授業で よければい つ で も見

に来て下さ い
｡

ご指導よろしくお願 い します｣ と

東を下げた ん で すo
ハ ン

マ
ー で ｢ ガ - ン｣ と脳天

をぶ ち謝られたような気 が しました｡ 体裁ばかり

気 に して い た自分が情けなくなりました｡

5 . 今の自分が あ る の は, あ の 時 の 経験 が あるか ら

だと思 い ます｡
で すから, 先生方を伸ばす の に自

分 は どうすれば い い か｣ を常に考えて行動をして

い ます｡

同僚教師の 実践や 学年 で の 相互批評 が
,

C 教諭の

信念形成に 深く関与 して い る｡
B 教頭と 同様

,
C 教

諭も前任校 で 築 い た ｢自信 ( プライ ド) ｣ を持 っ て
,

s 小学校 へ 赴任 して き て い る｡ し か し, 学年研究 を

通 し て
, 同僚教師 ( 新採 3 年目) の 実践 の す ばら し

さ を実感 して い る
｡

ま た 同僚教師か ら具体的 な授業

場面 に 関す る厳 し い 指摘を 受 け自己嫌悪 に も 陥 っ て

い る ｡ そ う し た中
,

C 教諭 は 同僚教師の 誠実 な姿勢

に つ い て
,

｢ A の 4 ｣ と語 っ て い る｡ すな わ ち
,

C 教

諭は
,
自身 の 授業実践 を 介 して謙虚 に磨き合 おう と

す る 同僚教師 の 誠実さ に 触れ て
,

C 教諭 の 生き方 の

重要な指針を学 ん で い る｡ そ の た め
,

C 教諭は ｢ A

の 5 ｣ と 力 を 込 め て 語 っ て い る ｡ こ の 語り に
,

C 教

諭の 信念形成の 確か な契機が 窺 え る ｡

B . 地域の協力体制の 力

1 . S 小 の 学校行事は
, 子 ど も を中心 に先生 と地域

の 方 々 が
一 体と な っ た活動で す

.
正直, 負担だ と

思 い ま す ｡ 毎月 の 校内研究 を行 い
,

同時 に 多く の

行事を 消化 し て い く の で す か ら ｡
た だ や れ ば い い

の で は駄目 な の で す か ら｡

一 度 に何本 も の レ ー

ル

を 頭 に い れ な けれ ばな り ま せ ん ｡

2 . 校 内音楽会 や 体育会 は
,

1 年 か け て 各学年が 計

画を練り上 げま す
｡ 練習 は厳 し い で す ｡ 音楽会 は

学年全体 で 創 り 出 した 成果 を
, 市民会館 の ス テ -
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ジ で 発表 し ま す o 地域 め サ ー ク ル も 多数参加 し ま

す
｡

3 . 地 域と子 どもと教師が 共有した こ の 感動 は 子ど

もの 意欲を高め て くれます｡ 夏休 み に は 校庭 に2 0

個以上のテン トをは っ て
,
恒例の 親子ふ れあい キ ャ

ン プが 行われます｡ す べ て 地域 の 人たち の ボ ラ ン

テ ィ ア で計画 ･ 運営の
一

切 を行 い ます｡ 韮山連峰

縦走登山 に し て も, 2 0k m 以上も危険な岩場を歩く

ん で す｡ 教師だけ の 力で は 到底, 実行不可能 で す｡

先発隊, 途中の補助隊, 救護隊など, 教師と地域

の 人 た ち が
一

体とな っ て
, 子 ども の 学習活動 を支

えて い ますo

4 . 前 の 学校 は S (トよ り 田舎で の ん びり して い ま し

た ｡ 言 え ば よ く 協力 し て く れ ま し た ｡ で も S 小 の

よ う に
, 地域 の 人 た ち が 学校 や 教育 に 本気 で 取 り

組ん で い る 姿 を 見 る の は初め て で す ｡ 子 ども 達 の

充実した 顔 と地域 の 人 た ち の 協力体制 を 見 せ つ け

ら れ た ら
, 手抜 き な ん か絶対出来ま せ ん

｡

C 教諭が 教育課程編成の 責任者 の 立場 か ら学校行

事 の 特色 に つ い て 語 っ て く れ た ｡ す な わ ち
,

｢ S 小学

校の 生 き 生 き と した 授業組織 の 土台 は
, 体育金

, 音

楽会 , 韮山連蜂縦走登山,

,
陸 上 記録会 な ど

,
学校行

事 に 取 り組む意欲 に 満 ち た 活力 で あ り , 童師 ( 児童

と教師) の 魂 と魂 , 体 と体 の ふ れ あ い で す
｡

一

つ の

行事 が 終 わ る 毎 に 教師と子 ど も が 創 り 出す 感動的 な

エ ピ ソ ー ド が た く さ ん 残 り
,
J 成長 し た 時 の 子 ど も た

ち を見 る こ と が何よ り も 教師 の 生 き が い で す｣ と ｡

地域 の 人々の 熱意 と児童 の 充実感 が , C 教諭 の 信念

形成 に 強 く 影響 して い る｡
S 小学校 は 指導案を 作成

し公開す る機会 が 非常に 多い
｡ 県教委

･

市教委 の 全

体訪問,
市 の 教育研究会

, 学期 に 1 回 の 学校開放週

間目の 公開授業
,

毎年 の 公開授業研究会
, 年間3 0 団

体 以 上 訪 れ る視察 ･ 研修者 へ の 授業 な どが あ る｡
こ

れ ら の 授業 に 当 た っ て
,

そ れ な り の 準備 を し て 臨ん

でお り, 日常 の 授業実践 の 他 に こ れ ら を消化 し て い

く だ け で も 容易 な こ と で は な い
｡

さ ら に S 小学校 の 場合
,

そ れ 以 外 に 最大 の エ ネ ル

ギ ー を 投 入 し た 授業研究 を全員 が 最低 で も年間 5 回

(校内研究 と個人研究) 実施 し
, その 度 に 事前研究,

事後研究
,

全体研究 な ど
, 職員 に 大変な 負担 が か か っ

て い る と 思わ れ る｡ し か し
,

S lト学校 は 学校行事 を

児童 の 学習活動 の 中心 の
- づ に 据 え

, 教師 と 地域 が

一

体 と な っ て 推進 して い る ｡ 毎月 の 職員会 で 討議 さ

れ る 体育会 や音楽会
,

ふ れ あ い キ ャ ン プ
,

韮山連峰

縦走登山 な ど学校行事 の 推進過程 の 様子 を ｢ B の 3 ｣

と語 っ て I
) る

｡ 児童 の 学習 を最大限 に 保障す るた め
,

地域 の 人々 の 協力
･

支援,
そ の 地域 の 人々 と 教師の

深 い 人間関係,
そ し て 本気 に な っ て 取 り組む 地域集

団と して の
一

体感を 感得 して い る
｡

つ ま り地域 の 人々

の 教育尊重 の 風土 に 価値 を見出 し
, 教師 と して の 使

命感 を 強く 意識 す る C 教諭 に
, 信念形成 の 契機 が 看

取 で きる ｡

C . 子 どもの論理 に沿う一武雄 の 観察記録か ら-

1 . 隣 の 子 は 武雄 に 問題を出 し て い ま し た ｡

｢ 9 ひ く

2 は い く つ ｣ と
｡ 武雄 は

,

｢ 9 ひ く 2 は い く つ ｣ ,

｢ 9 ひく 2 は い く つ ｣ と
,

ぶ つ ぶ つ 言 っ て い ま し た
｡

そ の う ち
, 頭 を 抱 え て

｢ う ー ん
,

9 ひ く 2 は｣ を

連発 し ま し た ｡ 自分 は あ の 時
,

武雄 が何を考え て

い る の か 一

番 に 考 え ま し た｡

2 . 小 さ い 体 で
,

一

生 懸命考 え て い る 姿 は け な げ で

あ り,
い じ ら し く さ え 見 え ま し た ｡ で も

,
い つ ま

で 経 っ て も 武雄 は
,

｢ 9 ひ く 2 は｣ を繰 り返 し
,

た

だ 考 え て い る だ け で し た
｡ 私 な り に 武雄 は

,
9 ひ

く- 2 の 計算 の 仕方 を考 え て い る が
,

ど う して い い

の か
,

そ の 計算 の 仕方 が 分 か ら な い の だ と 思 い ま

した
｡ そ う し て い る う ち に 前 の 席 の 聡子 が

, 自分

の 両手 を 開 い て 見 せ て
,

片方 の 親指 だ け 折 っ て 見

せ ま し た
｡

9 ひ く 2 の 計算方法 の 暗示 の よ う で し

た
｡

3 . そ れ を見 た武雄 は
, 自分 の 両手 の ひ ら を 自分 で

見 つ め
,

片方 の 親指 を 折 り 曲げて
,

そ の 後残 っ て

v ) る 9 本 の 指の う ち
,

2 本 を 口 に く わ えて
,

そ の

ま ま し ば ら く動 き ま せ ん で した ｡ 残 っ て い る 何本

か の 指を 数 え た い の で す が
,

口 が 2 本の 指 を 加 え

て い て
, 両手 の 指 は 全 て 活用 され て い る た め

, 武

雄 は動 き を とれ な い で い ま し た｡

4 . 武雄 は そ れま で 口で 押 さ えて い た 2 本 の 措 か ら

口 を離 し て
,

そ の 2 本 の 指 に ｢
動くな, お 前 た ち

は
, ひく 2 の 2 だ｣ と指 に言 い 含め る ような視線

を投げて
, それ か ら静 か に 口 で , 残 っ て い る何本

の 指を数え始め ま した ｡

｢ 7 だ｣ と 小 さ い 声 で
, 何

か 小 さな宝物で も探 し当て た ような, 喜び の 声だ っ

た の を覚えてt ) ます.

5 . 私 は学習 し なさ い と 言 い なが ら, 計算しな さ い
,

-
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読み取りなさ い
, 考えな さ い , 表現 しなさ い と言

い ながら∴
.
その方法に つt , て は あまり配慮して い

な い の で は な い か と反省させられました
｡ 武雄の

問題意識は,

｢ 9 ひ く2 っ て どうすれば計算で き る

の か｣ とい う こ となん で す｡

｢ 9 ひ く 2 は 7 で す｣

で は解決 に は ならなt ) の で す.

6 . 武雄の 方法 の 暗示 は
,

｢自分の 指を 9 本開い て
,

そ こ か ら 2 を と れ ばい い ん だ｣ とv ) う こ と で あ り,

武雄 の 追究意欲 ら し き も の を直接 に 引 き 出 して く

れ る も の で した
｡

C 教諭が 学級担任時代 に 算数 に 力 を入 れ て い た
｡

そ こ で
,

B 教頭の 場合 と同様 に
,

｢ C
'
先生 が 実践 し て

い た 頃で 印象に残 っ て い る児童 は い ま す か｣ と尋 ね

た
.

す る と
,

す ぐに自分 の ロ ti, カ ー か ら分厚v ) 大学

ノ
ー ト を取り出 して 来た ｡ そ し て 学習意欲 と 学び方

の 考 え に つ い て
,

1 年生 を担任 し た 時 の 算数科
｢ ひ

き ざん｣ の 学習 に 取り組 ん だ 武雄君 の 観察記録 を例

に 出 し た
｡

C 教諭 は
, 児童の 課題解決 の 道筋 を観察

し て
, 自身の 新 た な信念形成 の 契機 と して い る｡ C

教諭 は
,

大学 ノ ー トに び っ し り と 記 さ れ た 自身 の 実

践記録か ら
,

真 っ 先 に 武雄君 の 記録 を取 り 出 し た
｡

C 教諭の 精微な観察 は
, 武雄 の 成就感 を捉え て ｢ C

の 4 ｣ と 語 っ て い る
. 武雄 が 必死 に 自力解決 を 図 っ

て い る姿 が
,

C 教諭に ｢
分 か る 授業｣ を 問い 直 さ せ

て い る｡ C 教諭は そ の 時 の 気持ち を ｢ C の 5 ｣ と語 っ

て い る｡ 最 も 重要 な の は
,

武雄 の 問題意識 が ど こ に

ある か を 武雄の 思考に 沿 っ て 洞察す る こ と だ と実感

し て い る 点 で あ る
｡

つ ま り,
C 教諭は

,
主体的 な 追

究意欲 を 生み 出す ｢
子 ども の 論理｣ に 沿 っ た 問題意

識 か ら
, 今 ま で の 自身 の 指導観 の 問 い 直 しを 行 っ て

い る の で あ る｡

3 D 教諭の ライ フ ヒス トリ ー 分析

表9 入職前の被教育体験期

※強調 は筆者

A . 小学校入学前

1 . 両親 は普通 の 会社員 で し た
｡ 小学校 は

,
S (ト学校

で 学びま し た
｡

2 . 姉 の 音楽会 や運動会 を よ く 母親 に 連 れ ら れ て 見

に 行 き ま し た
｡

B . 小学校時代

I . 私 の 場合 は
, 小学校の 時 か ら先生 に なりた u と

思 っ て い ました｡

2 . S 小 の 頃 は
,

い つ で も先生 と
一 緒に 思 い っ き り

遊び ま した
｡ 毎年た く さ ん の 先生方 が 授業参観に

来ま し た ｡ 食堂給食
,

音楽会
,

登山, キ ャ ン プ
,

思い 出 を語る 会, 卒業制作 な ど
, 楽し い 思 い 出ば

か り が残 っ て い ま す
｡ 特 に 卒業間近 に な る と

, 校

長室 で 宮沢賢治や斎藤喜博の 文を暗唱 し ま した
｡

3 . 合格す.る と校長先生 の 手製 の し お り と 合格証を

も ら い
,

｢
何 で も 努力す れ ば で き な い こ と は な い ん

だ よ｡
こ の 頑張り を 忘れ ず に 中学校 で も頑張り な

さ い ｣ と励 ま して く. れ た こ と を 覚 えて い ま す｡

4 . 何 で も
一

生懸命 に取 り組ん だ 記憶 が あ り ます｡

5 . S 小学校 の 先生 に な り た い と
, 卒業文集 に ｢将

来の 夢｣ に書き ま した
｡

C . 中学校時代

1 . 中学校は
,

S 市 の 市毛小学校 と
一 緒で し た ｡

S

小 と中学校が 全 く違う世界 の よ う に 思わ れ ま した
｡

2 . 中学校の先生 は, S 小の ように 一 緒に活動 して

くれませ ん ｡ それ が中学校 の 現実だと言っ て しま

えばそれま で で す｡ 授業も先生 が 一

方的 に話すだ

けで した
｡

3 . 剣道部顧問の 串田先生 が 頼 り で
,
先生 は S 小出

身 で し た の で
,

何 か と S 小 の 昔話 を して く れ ま し

た ｡

D . 高校時代

1 . 高校の 時 は
,

あ ま り 印象 に 残 っ て い ま せ ん｡

2 . た だ先生 に な る た め に 教育系 の 大学 を希望 して

い た の は覚 えて い ます ｡

E . 大学時代

1 . 大学 に 入 る と
,

ま た 剣道 を や り始め ま し た
｡ 毎

日練習 に 明 け暮れ ま した
｡

2 . 時間を 見 つ け て は
, 教育 に 関す る講演会 や 研究

会 に 横極的 に参加 し ま した ｡ 教育実習 で の 印象 は

あ ま り残 っ て い ませ ん で し た ｡ 夏休 み は
,

よく S

小 へ 行 っ て先生方 の 仕事 の 様子 を 見せ て もら い ま

し た｡

3 . そ の 時 の 飯田先生 が
,

｢必ず先生 に な っ て
,

S 小

に戻 っ て 来 い ｣ と言 っ て くれた 言葉は, 勉強す る

上 で 励 み に なりま した
｡ そ の 飯田先生 は, 今 で は

手塩小学校 の 校長をして い ますo

4 . S 小会 ( O B 会) に 行 く と必ず当時 の 話題 で 盛
=

り上 が り■ます ｡
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両親 が 会社員 とL , ) う 学校 と は 無縁 な 環境 で 育 っ て

い る ｡ し か し
,

D 教諭が S 小学校 の 卒業生 で あ り
,

姉 の 運動会 や音楽会 の 様子を見 て い る ｡ そ の た め
,

S 小学校 の 教師や 教育活動全般 が
, 潜在的 に教師 と

い う 職業 に 対 す る 肯定的 な 見方 を育ん で い る ｡
D 教

諭 は教職 に 対す る思 い を
,

｢ B の 1 ｣ と語 っ て い る
｡

ま た S 小学校と 中学校の ギャ ッ プに 関 して
,

｢ C の 2 ｣

と 語り
,

S 小学校 へ の 思慕 を 増幅させ て い る
｡ 大学

入 学以後 は教師 に な る た め
, 自主的 に 研究会や 講演

会 に 参加 し て い る ｡ 夏休 み に も S 小学校を訪問 し
,

先生方 の 様子 を観察 し て い る ｡ 当時 S (ト学校 に 勤務

し て い た 飯 田先 生 に つ い て ｢ E の 3 ｣ と語 っ て い る ｡

卒業文集 の 将来の 夢 に ｢ S 小学校 の 先生 に な り た い ｣

と書 い て い る
｡

つ ま り
,

S 小学校 で の 被教育体験 の

す べ て が
,

S 小学校教員 に な る こ と へ の 価値 を 見出

させ
,

D 教諭 の 人生観 を形成す る 上 で 強 く作用 し て

い る と推測 で き る｡ な ぜ な ら
,

D

'

教諭 の 小 ･ 中 ･ 高 ･

大学 で の 被教育体験 は
, 教職 に就 き,

S 小学校 の 教

師 に な る と い う考 え で
一

貫 し て い た か ら で あ る
｡

表1 0 S 小学校以外の職務体験期

※強調 は 筆者

A .. 新しい 新採時代

1 . 全グラ ス 2 学級 で 若 い 男子職員 と 女子職員 が 同

じ く ら い で した
｡ 最初 に 5 年 2 組 の 担任 に な り ま

し た ｡ 主任 は
,

3 5 歳 ぐ ら い の 男性 で し た｡ 免許が

社会科 と い う理由 で 社会科主任 に な り ま した ｡

2 . 先輩 に 指導 を 受 け な が ら 社会科 の 年蘭計画 を 改

訂 し よ う と しま し た｡ 自分 な り に努力 し ま し た が ,

前年度に 改訂箇所 を朱書で 書 き 直す 程度に な り ま

し た
｡

2 人 ほ ど5 0 歳 ぐ ら い の 教師 が い て
,

め ん ど

く さV ) 仕事 を嫌い
, 自分 の 気 に 入 ら な い 計画は あ

か ら さ ま に 横 や り を入 れ て き ま した ｡ 主任 が ｢ 面

倒 だ か ら
, 好 き に 言 わ せ て お い た 方 が い し

､

､ よ｣ と

ア ドバ イ ス を し て く れ ま し た｡

3 . 放 課後2 人 の 先生 に計画内容 の 相談に よく足を

運ん だ 記憶が ありましす｡
と に か くじ っ と耐えろ

1 年間で した ｡ 児童 た ちとは
,

よく サ ッ カ ー を し

て 遊びま した
｡

4 . 授業は あまり指導さ れま せ ん で し た ｡ だ かち自

分で参考書を買 い 集 め, 色々 と実践 して み ま し た
.

5 . どん な に 自分 で 頑張 っ て み て も, それを的確 に

指導して もらう人 が い な い の は寂 し い 限りで し た｡

6 . 研 究会 に は で き る 限 り行 か せ て も ら え る よ う に

頼 み ま し た ｡ 真面目 な校長 だ っ た の で
,

ク ラ ス が

し っ か り と経常 で き て い れ ば
,

あ る程度融通 が き

き ま し た ｡ 4 年目 に 町の 教育委員会 の 社会科 の 指

定研究 が 入 り ま し た
｡ 若 い 先 生 方が多か っ た せ い

か
, 比較的協力 して 授業研究や 資料作成が で き ま

し た
｡

7 . 私 は
, 自分 な り に 努力 して い た つ も り だ っ た の

で
, 言 う べ き事 は き っ ばり と言 い ま した

｡

B . 充実した 5 年目時代

1 . 5 年目 に して 初 め て 体育主任 を や り ま した ｡ 運動

会 の 計画に新 し い 内容 も 盛 り 込 み職員 と
一

致団結

し て 実行 で き ま し た
｡ 対外的 な体育的行事 も あ る

た め
, 体育主任 は学校 の 顔だ と思 い ま した

｡

2 . 陸上記録会 は児童 も先 生 方 も燃 え ま し た
｡ 各教科

の 勉強 は相変 わ ら ず
, 参考書が 先生代 わ り で した

｡

3 . 翌年 3 月 の 人事異動 で S 小学校 へ の 異動 が 決ま っ

た ときは信じられま せ ん で した｡

4 . ま さ か自分が S 小 で 教師 を で き る と は思 い ませ ん

で し た
｡

新採用 1 年目の 校務分掌は
,

5 年 2 組担任 , 社会

科主任 で あ っ た ｡ 社会科 の 年間指導計画改訂 の 作業

は,
2 人 の 先輩教師 の た め 断念 せ ざる を得ず

,
ル ー

チ ン ワ
ー ク を して い る

｡
そ の よ う な 教師集団 の 中 で

学ん だ知識 に つ い て
,

｢ A の 3 ｣ と 語 っ て い る
｡

D 教諭 は
,

先輩教師に 指導して も らう機会 に 恵 ま

れ な か っ た ｡ そ れ ゆ え
,

同僚教師 に 意味 あ る他者 と

し て の 価値 を見出 し て V ､ な い
. し/ か し

,
自分 な り に

自 己研修 に 努 め る大切 さ を 理解し
,

実践 して い る ｡

そ の 時 の 様子 に つ い て ｢ A の 4 ｣ と語 っ て い る ｡ 熱

心な研究態度の 素地 が十分 に認 め ら れ る｡ 同時に 同

僚教師と一の 相互研修 に つ い て
,

｢
A の 5 ｣ と言吾っ て い

る
｡

5 年目 に 体育主任 と な り, 職員 と協力 し て 実行

で き た と述 べ て い る｡ し か し
, 依然 と し て 同僚教師

に 意味 あ る 他者 と し て の 価値 を見出 して い な い
｡

そ

して
,

S 小学校 へ の 異動 が 決ま っ た時 の 喜び を.

｢ B

の 3 ｣ と語 っ て い る ｡ 小学校時代 か ら思 い 続 け た 願

い が 実現 し た喜び を素直 に 表出 して い､る｡

以 上 S 小学校似外 の D 教諭 の 職務体験 の 挿話的

語 り~ よ り,
D 教諭 の 信念形成 の 帰結点 は

,
S 小学校

の 職務体験 で あ る と想定 で き る
｡
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教育課程経営 の継続的更新 に お ける教師の 信念の 形成要因に 関す る事例研究

しまうんで す｡

表1 1 S 小学校の職務体験期-

こ こ で は
,

教育課程経営の 継続的更新過程に 沿 っ

て 抽出 した D 教諭 の 挿話的語 り を分析 す る ｡
と り わ

け
,

S 小学校 の 教育課程経営の 継続的更新 に強 い 影

響を及ば し て い る学年研究, 学校教育活動全体 , 撹

業実践 の 3 点 を 中心 に分析 ･ 考察す る
｡

※強調 は筆者

A . 授業実践 の厳しさから学ぶ

1 . 個人研究 を や る と想像 で き な い ほ ど厳しい 指導

が 待 っ て い ま した
｡

2 . 通り
一

遍 の 指導 で は な く
, 本当に そ の 人 の た め

に な る と 思 っ た ら容赦し ま せ ん で し た ｡
4 年の 社

会科 の 個人研究 で
｢ 安全 な生活を守 る一火事 を防

ぐ- ｣ の 授業 を し ま し た｡
S 市 で そ の 年2 月,

｢だ

る ま 市｣ で 賑 わ う繁華街 で 大 き な 火事 が 発生 し
,

そ こ に居合 わ せ た子 ども た ち が
, 実際 の 火災現場

の 様子を 見て い ま した
L

｡

3 . そ して ほ と ん どめ子 ども が 火災 に対 して
,

r こ わ

い
, 恐 ろ し い｣ 等の 見方 を持 っ て い ま した ｡

4 . そ こ で
, 身近 に 起 き た ｢ だ る ま 市｣ の 日 の 火災

に つ い て 考 え る こ と で
,

子 ど も た ち の 消防 の 仕事

に 対す る関心 を高め て い け る と考え ま した
｡

5 . 子 ど も が 生 き 生 き と活動し, 学習活動 も 予想以

上の 高まり を見 せ ま した
｡

6 . しか し先輩の先生 か ら
｢教師の レ ー ル に の せ た

授業なら誰で も で きるぞ｡
お前は導入 に おける火

災発生から消火開始ま で の 7 分間に, どの ような

意味追究を考えてt ) た の か ｡ 事象 ･ 事物に潜む問

題を鋭く見 つ め
, 個が集団 に積極的 に働きか ける

学級集団を つ くると同時に教師も個をみ つ め , 集

団を組織す る力を つ けて 0 か なければ駄目だ｣ と

指導を受けました｡

7 . あの時の言葉は, 今で も私の財産で す｡
先生方

は本当 に研究して 0 ました
. 自分の 研究不足を徹

底的 に思 い 知ら され ま した ｡ あ の 頃 は自分 に納得

で きない 内容 は , 何時間で も指導を受けな が らや

り直 し ました
｡ 学年で どん な小 さ な問題で も悩み

で も
, 自分 の こ との よう に真剣 に考えて くれまし

た ｡ それだけ自分の 仕事に誇りを持 っ て妥協 せず,

真跡 こ取り組 ん で い ました ｡ そうす る と,

｢自分も

や らなければ い けない な｣ とい う気持ち に な っ て

同僚教師の 授業実践 に 対する批評が
,

D 教諭の 信

念形成に 深く 関与 して い る｡
D 教諭は 前任校で社会

科主任 ,
そ して 社会科 の 研究指定 ( 町 の 教育委員会

指定) も 受 け
,

そ れ な り の 実践 を 療 み 重ね
,

S /ト学

校 へ 赴任 し て い る｡ 轟初に担任 した 4 学年で
,
社会

科 の 個人研究を行 っ て い る
｡

そ して
,

授業実践 に 関

して
,

D 教諭自身も予想以上 の 高ま り を見 せ た授業

と し て 納得 し て い る
｡

しか し D 教諭は
,

同僚教師

( B 教頭) か ら
｢ A の 6 ｣ と語 っ て い る｡ や は り

,
撹

業と い う具体的場面に つ い て の廃し い 批評 が ,
D 教

諭 に 貴重 な 学習経験 を させ て い る ｡ 同僚教師 の 厳 し

い 態度に
,

｢ A の 7 ｣ と議 っ て い る ｡
つ ま り, 同僚教

師 の 授業実践 に 対す る 厳 し い 態度に価値 を 見出し
,

謙虚 な 姿勢 で 授業実践 に取 り組ん で い る
｡

こ の 授業

実践 に 取 り組む 態度に
,

D 教諭 の 信念形成 の 契機 が

窺え る ｡

B . 子 どもの学習状況 に学ぶ

1 . 生活科 の 文部省指定 が 入 っ た年 に
,

初め て 1 年

の 学年主任 をや り ま した
｡

2 . 前の学校で は ほ とんど高学年で した｡ 前年度に

3 年を担任した の で , 不安 は ありま せ ん で した｡

こ れ が大きな間違t ) で したo と に か く言葉が 通じ

な い
｡ 言 っ て い る話が 分 か らな い と い う有り様 で

した｡

3 . そ れ か ら毎日, 時間の 許す限り子 ども の 活動に

参加 して
, そ の 中で 直接子 ども の 会話を聞き 取 る

よう に し ま し た
｡ 分 か らな い と き は

, 何回 も 尋 ね

ま し た
｡

こ の 時, 子 ども に 学 ぶ と い う本当の 意味

が 分か っ た よ うな 気が しま した ｡

4 . 子 ども を理解し
,

子 ども の 活動 が あ る程度予測

で き な く て は
,

教師と して の 活動 は成り 立 ち ま せ

ん ｡

5 . 当 時横浜市の 南小学校が 研修視察に来ま し た｡

私 が 生活科
｢

つ く っ て あ そ ばう｣ の 授業を行い ま

し た
｡

6 ･ 授業は
.

･
わ い わ い

･
が や が や

･ 先生 な ど ど こ 吹

く風 で 終わ っ て しま い ま し た｡

7 . 授業後,
あ る 教師か ら ｢子 どもたち が

,
た だ勝

手気まま に活動して い た よう に見 えました ｡ 教師

の 指導性 を ど こ に置い て い た の で す か｣ と い う厳

しt ) 質問 が ありま した
o
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8 . 1 年 の 生活科で , 子 どもを ど の よう に 活動 させ

る こ とが 必要なの か ｡ 子 ども は そん な こ とに は 一

切 お構い なしセある の が , 子 ども が 意味を持 っ て

活動して い る姿だと思 u ました｡ 6 年生と 1 年生

で は
, 全く人間の中身が 違 い すぎるんで す｡

D 教諭 に
｢
先生 は

,
S 小 の 子 ども に つ い て 何 か考

え を持 っ て V ) る の で す か｣ と 尋 ね て み た ｡ す る と D

教諭は ｢ 答え に は な ら なt ) と 思 い ま す が
,

子 ども を

捉 え る い い 勉強 に な っ た こ と は あ り ます｣ と 言 っ て
,

ゆ っ く り と した 口 調 で 語 っ た
｡

初め て 担任 した 1 学年児童 の 学習活動 が
,

D 教諭

の 個人的 な 信念形成 に 深 く 関与 し て い る
｡

D 教諭は

生活科 の 文部省指定 (平成 6 年) の 年, 初め て 1 年

生 を担任 して い る ｡ D 教諭は
,

S 小学校 で の 厳 し い

実践 をや り抜 い て 来た自信 が あ っ た｡ しか し結果 は
,

｢ B の 2 ｣ と い う D 教諭の 予想 に 反 し て い た｡ そ こ か

ら D 教諭 の 活動が 始 ま っ て い る｡
つ ま り

,
毎日

,
時

間 の 許す限 り, 児童 の 活動 に 参加 し , 直接児童 の 会

話を 聞 き 取 る よ う に した
｡ 分 か ら な い 時 は何回 も尋

ね た
｡ 児童 の 学習状況が D 教諭 の 意識 を変 え, 努力

を 生み 出 し て い る
｡

D 教諭は
, 児童

一

人
一

人 の 思 い

に応 え る こ と に よ っ て
,

児量と 共 に 学ぶ 教師と し て

新 た な自分 を確立 し て い っ た と推測 で き る ｡ 横浜市

の 南小学校職員 が 研修視察 に 来た と き
,

D 教諭 が 生

活科授業 を行 っ た ｡ 授業後
,

南小学校 の あ る教師の

厳 しい 質問 を ｢ B の 7 ｣ と 語 っ て い る ｡ そ の 質問 に

対 し て も
,

｢ B の 8 ｣ と語 っ て い る
｡ す な わ ち

,
1 年

生 で の 実践 に D 教諭 の 児童観の 見直 し の 契機 が あ っ

た o そ して
,

そ れ を通 し て 改 め て
｢自身 の 有 り様｣

の 問 い 直し を 行 っ て い る と推察 で き る .
つ ま り D 教

諭は
,
授業実践 を 介 した 児童 と の 出会 い に 価値 を見

出 し, 従来保持し て い た 児童観 ･ 授業観ゐ根本的見

直 し を行 っ て い る
｡

C . 学級全体をゆさ ぶ る課題追究

l . うち の ク ラ ス に浮 と い う子 がt ) ま した ｡ 社会科

の 授業 で
,

｢ S 市 に 製鉄所を つ く る こ と は できな い

だ ろう か｣ と い う課題 が 授業 の 終わり に つ くられ

た ｡ 結局
,

S 市 に 製鉄所 が で き る と予想す る者,

で きなも) と 考え る者, そ れぞれ に, そ れなり の 資

料や筋道 の 通 っ た考えを持 っ て 話 し合う べ き だ と

い う こ と に な っ た ん で す｡ 私なり に か なり意欲的

に 取り組 む だ ろう と 考えて t ) た の に 反 して
, 児童

た ち の 目 に こ れ と い っ た 輝きが 認 め られな い まま

に授業は終わ っ て しま い ま した
｡

2 . 次 の 授業開始時に, 浮 が発言を求め て きました
｡

浮は い つ も学習意欲 に燃えて い る わけで は なv ) の

で
, その発言 は学級の他の子どもたち にも新鮒 こ,

シ ョ ッ キ ン グに聞 こ えたよう で した｡ 後で 子 ど も

たち に その 時 の 気持ちを尋ね た と こ ろ
,

全員が 心

が動 u た と言 っ て t ゝました
. 浮の S 市製鉄所建設

可能論に, それま で の自分 の 立場や考えが 動 い た

とし)う こ とで した
.

3 . 淳 は ま ず
,

S 市 の 地図 を広 げて 製鉄所 が つ く れ

そう な 土地 を探 し ま し た
｡ 彼 が 候補地 と し て 選 ん

だ の は
,

学校 の 南に あ る東大沼の 水 田 地区 で した
｡

. 淳 は土地 を 選ぶ に 当た り
,

鉄道
,

国道に 近 い こ と
,

広く て 平 ら で あ
<.
る こ と を条件 と し て 持 っ て い ま し

た
｡ 前者 は

, 後 の 原料や 製品の 輸送 と の 関わ り で
,

後者 は 工 場用地 を作る 土木 工 事 の 困難さ を考え て

の 事で し た
｡

こ の 時点 で
, 淳 は製鉄所 に 必要 な 土

地 の 広 さ を た だ 広 い と し か 押 さ え て い ま せ ん で し

た ｡ そ の 時の 淳の ノ
ー ト に

, 次 の よ う な メ モ が 残 っ

て V ､ ま し た. S 市 に 製鉄所 を作る｡ 調 べ る こ と①

場所 ( 土地 , 価晩 広 さ, 条件) , ②建築物 ( 工場
,

駐車場 , 社宅 , 倉庫) , ③社員 (人数
,

給料) , ④

設備 (機械,

･

電気, 水道,
ガ ス) ｡ あ の 課題が提示

さ れ た後 の 予想 で
, 淳 が自ら の 力 で 書 い た S 市 に

製鉄所 を造 る た め の 構想 で し た
｡

4 . 驚 く こ と に 淳 は
,
(丑場所 に つ い て 発表を続け ま

した ｡ ①場所 (土地
,

広 さ) 面積横 1 k m 縦4 0 0 m で

面積4 00 0 0 0 m
2

,
s 市老久保 と東大沼地域 約12 万

坪 - 6 0 億円 ( 1 坪 5 万円く ら い) , 条件 : 鉄道 に 近

v )
, 国道 に 近 い ( 社員 が 通 い や すい) 問題点 : 土

地 が高い -

国
･

県 の 補助 ｡ 淳 は
,

そ の 地図の お よ

そ東西 1 k m
,

南北 を40 0 m を
,

そ の 地図か ら測 っ て
,

東大沼地区 の 土地 の 広 さ を 試算 し ま し た ｡
4 0 万 m

2

と い う広 さ が 淳 の 自信 あ り げ な 口 元 か ら飛び出 し

た 時, 他 の 子ど も たちは ほ と ん ど ｢ず い ぶ ん と広

い 土地 な ん だ｣ と 思 っ た よ う で し た
｡ 最 も 子 ど も

た ち を動 か し た の は
,

地図上 で 面積 を測 り
, 坪 5

万円と い う こ と を 父 か ら 聞 い て
, 土地 の 価格 を6 0

億 円と 見積 も っ た 追究 で した
｡

6 0 億 円と い う 発想

に 驚 い て V ) ま し た
｡ 淳の 発表 は さ ら に 続 き ま し たo

｢建物 に どれ く ら い お 金 が か か る か と か
,

S 市 に 造
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れ る か どうか
,

どう して も分か らな い こ と が あ っ

て
,

新日鉄 に電話 し た ん で す け ど｣ と 言 っ た の セ

す
｡

5 . 淳が 新日鉄 と い う参考書 に 載 っ て い る製鉄会社

に 電話を 入れ
,

分 か ら な い こ と を 聞 い て い た の で

す｡ 他め子 どもた ち は淳の 予想も つ か な い 追究活

動に 息 を呑 ん で し ま い ま し た｡

6 . 浮をこ こ ま で駆り立て たの は, 彼に と っ て の 課

題が興味 ･ 関心を駆り立 て るも の で あ っ たから で

あり, 夢見が ちな彼の 心情に沿うも の で あ っ た か

らだろうと思 い ます｡

7 . 何 よ り も 一 人 に な っ て も意欲的 に なれ る 意志 の

強 さ を 持 っ てい た か ら
,

こ こ ま で追究 で き た の だ

と感 じ ま した
｡

D 教諭は 市 の 生活科指導員も兼ね
, 自分 の 専門教

科 で あ る社会科 の 課題追究学習 に つ い て 持論を持 っ

て い た ｡ 会議室 で C 教諭 と 同様に ｢ D 先生 が 実践 し

て い た 頃 で 印象 に 残 っ て い る 児童 は い ま す か｣ と尋

ね た
｡ す る と D 教諭も実践記録 を持 ち 出 して

, ゆ っ

く り語 っ た
｡ 児童 の 計り知 れ な い 課題追究意欲 が

,

D 教諭自身 の 児童観や 授業観な どの 信念形成に 深 く

関与 して い る
｡ 本単元1 2 時間取り扱い の1 2 時間目 に

お い て
, 淳 の 課題追求 を き ち ん と記録 し て い る ｡ D

教諭は
, 淳の 発言 に 対す る学級の 驚き の 様子 に つ い

て
,

｢ C' q) 1
,

2 ｣ と語 っ て い る o し か し
,

こ の 語り

は
,

学級児童 の 驚き と 同時 に
,

D 教諭自身の 授業実

践や 児童 の 見方 に 対す る ゆ ら ぎを代弁 して い る ｡

｢土

地価格の 6 0 億円の 見棲も り や 新日鉄人 の 電話質問｣

な ど
, 淳の 課題追究意欲 の 凄ま じ さ が

, 今 ま で の 自

分 の 実践 を問い 直さ せ て い る ｡ 予想 も して い な か っ

た淳の 追究意欲 に つ い て
,

｢ C の 6 ｣ と語 っ て い る
｡

つ まり
,

児童 の 興味 ･ 関心 に 基づ く 課題追究意欲 の

内面の 耕し の 大切 さ を実感 して い る｡

4 教師の信念の形成要因に関す る総合的考察

G 県 の 公 立 S 小学校 の 教師集団 が兵有 す る ｢ 充実

し た信念｣ の 特徴 が顕著 に 現 れ て い る個別教師 に 焦

点 を当て て
,

教育課程経営の 継続的更新 を 促進 す る

教師 の 信念 の 形成要因 に つ い て 分析
･

考察 し て き た ｡

そ の 結果
,

教師の 信念形成 は
,

教師の
一 つ の 個人的

体験 に よ っ て 急速 に 短期間 の う ち に 形成 さ れ る 場合

と
,

そ の 短期間 の 場合 も 含 み込 ん だ
,

そ の 時点 で は

自覚さ れ なく て も振り返 っ て み た時
,

ゆ る や か で は

あ るが継続的 に形成される長期間の 場合 と が 認 め ら

れ た ｡ そ こ で
,

S 小学校の 教育課程経営の 継続的更

新 を 促進す る教師の 信念 の 形成要因 に つ い て
,. 時間

的推移と 形成場所 に 着目 し て 考察す る｡

1 ) 時間的推移に よる教師の 信念形成

教師の 信念 の 形成要因 と は
, 薮師 の 個人的体験過

程 に お い て
, 教職観, 授業観, 児童観な ど を変化さ

せ る契機を意味す る
､
｡

そ れ ゆ え
, 教師の 個人的体験

の うち
,

どの よう な 教師の 挿話が
,

い つ
,

どの よ う

な状況的背景 で 生起 し た か を 整 理 す る こ と が 重要 で

あ る
｡ 前述 の 表2 の 挿話の マ ク ロ 的構造 に

,
3 教師

の 信念形成 の
｢転機 の 契機｣ を位置 づ け て み る と

,

次 の 表1 2 の 通り に整理 で き る｡

2 ) 形成場所に よる教師の信念 に 関する考察

上述で 整理 し た 3 教師の 信念形成 の 転機と し て の

契機 を
,

そ の 変化や転換を生 み 出す背景 にあ っ た 時々

の 境遇場所 と の 関連 か ら み る と
, 教師の 信念形成の

契機場所 は ｢
教室｣ ,

｢
学校｣ ,

｢
地域社会 ( 家庭を含

む) ｣ の 3 領域 で 成り立 っ て い る
｡

さ ら に 3 領域 を具

体的 に 言 え ば
, 授業の 3 要素と そ れ ら の 相互作用 が

行 わ れ る教室 ( 授業実践) ,
教師集団の 生活 す る学校

(職場) ,
そ し て 教室 や 学校を取り巻 く 地域社会 と い

う 3 領域か ら成り立 っ て い る o そ
-

= で
,

教師の 信念

形成に 関 し て
,

こ の 3 領域 に 区分 し て 整理 す る と
,

教師の 信念形成 の 主 な諸要因 と し て
,

次 の 6 点 を 挙

げる こ と が で き る
｡

(1) 家庭 か ら無意識に 感化される幼少顛の 潜在的影

響力

B 教頭 の ①は
, 母親 に よ り頻繁に 学校 に 連 れ ら れ

て 遊 ん だ経験 が
, 学校や 教師を肯定的 に受容す る素

地 を 形成し
,

B 教頭 の 教職 へ の 志望意識形成を 強く

促 して い る｡ ま た C 教諭の ①は
,

教師と し て の 父親

の 言動や 生活態度が
,

教職 へ の 志望意識形成を促す

だ け で は な く
,

教師 と して の 生 き 方 の 指針 に も な っ

て い る
｡

( 2) 自己形成期 に お ける ｢意味あ る他者｣ で ある 教

師との 出会 い

B 教頭 の ③と④は
,

中学校 の 広 田 教諭 と教育実習

に お け る 河合教授 に よ る 人格的影響 が
, 後 の B 教頭

の 教職観 や 教育観 の 素地 を 形成 し て い る ｡ ま た C 教

- 15 7 -



表1 2 時間的推移 に 伴 う教師の 信念 の 形成要因

B 教頭 C 教諭 D 教諭

被
教
育

体
敬

家庭

小学校

中学校

高校

不学

①頻繁な 母親 の 学校 へ の 出 入 ①父親 の 言動 . 生活態度

② 6 年 の 担任教師 と の 出会 い

③教育実習

① S 小学校 で の 姉の 学習活動

り の 参観ト

②6 . 6 年担任 の 女性教師と ② S ′ト学校 の 教師 .

教育活動

の 出会 い 全般

③数学教師 と の 出会い

④教育実習 で の 河合教諭と の

③剣道部顧問 の 教師 と の 出会

い

④S 小学校 の 飯 田教諭 と の 出

出会 い 会 い

S

小

以
外
の

動
務

新採期

2 校目

行政

2 校目

地域

⑤先輩女性教師の 存在 @ 児童 と の 交流

⑤意欲的 な 教師集団 と の 出会

い

⑥自分 な り の 授業実践
/.

⑦地域 に豊 か な自然

⑤社会科主任 と 二 人 の 先輩教

⑥教育実践 の 成果

⑦若手教師 と の 出会 い

節

⑥体育主任与し て の 活動

S

小

1 年目 ⑧同僚 の 日々 の 態度

⑨児童 と の 出会 い

⑧同僚 の 授業実践 ⑦同僚教師の 厳 しい 批評

2 年目 ⑨同僚 と の 相互批評 ⑧生活科授業と 1 学年年児 童

3 年目 ⑬授業実践 に お け る 児童 の 学 の 学習活動

4 年目 ⑬同僚 の 自 己研修 習状況

⑪地域 の 人々 の 熱意

⑨授業実践 に お け る児童 の 学

学
校
の

勤
務

5 年目

_6 年目

7 年目

8 年日

9 年目

地域

⑪同僚 と の 相互批評

⑫授業実践 に お け る児童 の 学

習状況

⑬A 教授と の 交流

習状況

諭の ②は
, 学校や 教師 に対 す る 否定的な 見方 を 小学

校6 年の 担任伊藤教諭 の 人格的影響 が逆転 さ せ
, 学

校や 教師 を肯定的 に受容す る素地 を形成し
,

C 教諭

の 教職志望 へ の 契機 と して 強 く作用す る だ け で な く
,

教師 と して の 生 き 方 や 指導方法 の 指針に も な っ て い

る ｡ ID 教諭の ①と②は
,

S 小学校 で の 被教育体験 の

全 て が
,

学校や 教師を 肯定的 に 受容 す る素地 を 形成

し
,

D 教諭の
一

貫 し た 教職志望 へ の 契機と し て 強 く

作用 し て い る ｡ ま た
, 教師と して の 生 き 方や 指導方

法 の 指針 に も な っ て い る｡

(3) 優れた 同僚教師との 出会t l

B 教頭 の ⑧と⑬と⑪,
C 教諭 の ⑧と⑨,

D 教諭 の

⑦は
,

同僚教師の 日 々 の 授業実践 に 取 り 組 む 態度 ･

姿勢 や学習集団 と し て の 厳 し い 相互批評, 授業実践

を 通 し て の 同僚教師 に よ る 人格的影響 が
,

3 教師 の

信念形成 の 契機 と な っ て い る｡

( 4) 日々 の 授業実践を通した 児童 と の 出会t 】

B 教頭 の ⑨と⑫,
C 教諭⑬,

D 教諭 の ⑧と⑨は
,

授業実践 を 通 した 児童 の 学習状況 か ら教師自身 の 未

熟さ を肯定的 に 受容 し
,

改 め て 児童 の 内面 の 有 り様

や 自身 の 授業実践 の 問 い 直し を 行 い
,

3 教師 の 信念

形成の 契機とな っ て い る .

(5) 学校外部の優れ た人物との 出会い

B 教頭 の ⑱は
, 学校外部 の 優 れ た 人物と の フ ォ

ー

マ ル ･ イ ン フ ォ
ー マ ル な 交流 が

,
B･教頭自身の 授業

実践 の 基盤 を形成す る と 同時 に
'

,
B 教頭の 信念形成

の 契機 とな っ て い る
｡

(6) 地域社会の教育尊重の 気風の影響力

C 教諭 の ⑪ は
,

児童 の 学習 を支 え る地域集団 と し

て の 取 り組 む 態度 が
,

C 教諭 の 信念形成 の 契機 と な っ

て い る
｡

V 結 語

本稿 は
, 教師の 充実 し た 信念 の 特徴 が 顕著 に 現 れ

て い る 個別教師 に 焦点 を 当 て て
,

S 小学校 の 教育課

程経営 の 継続的更新 を促 す 教師 の 信念 の 形成要因 を
,

具体的事例 に 即 し て 分析 ･ 考察 して き た｡ そ の 結果
,
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個別教師が実践者 と し て の 厳し い 目で教師と い う職

業を捉え
, 絶えず自身の 実践専有り様を 問 い 質し っ

つ
, 共 に学び合 い

, 発達 し合う同僚性を構築して い

た
｡

そ し て
,

そ の 同僚性を基底 に
, 個別教師が 教育

目標の 効果的 な達成を め ざ して
, 毎日の 教育活動 を

主体的 に 展開し
,

さ ら に教師相互 の 価値
･ 信念の 葛

藤を 経 つ つ
,

学校全体 と し て の 児童 の 確か な 変容

(教育目標の 達成)- を導くと い う緊密な協働性を追求

し て い た｡ こ の よう_な教育課程経営の 継続的更新の

背景 に は
,

個別教師の 教育行為に表出す る 多様な 個

人的信念 が存在し,
それら の 個人的信念が 教育活動

の 進行過程 で 葛藤 ･

衝突 な ど を繰り返 す中で
,

教育

課程経営の 継続的更新 を 力強く推進す る ｢ 充実 した

信念｣ に 収赦 さ れ て い た ｡ そ こ で
,

上述 の 3 教諭と

同様な方法 で
,

S 小学校教師集団 を対象に 行 っ た ラ

イ フ ヒ ス ト リ ー 分析の 結果 を･踏 ま え て
, 教育課程経

営の 継続的更新 を促 す 教師 の 信念形成に 関す る 示唆

と して
,

次の 3 点 を 指摘 した い
｡

第
一

に 教師の 信念形成 に は
, 教師が 幼少期 に抱い

た 教師や 学校 に 関す る自己像の 影響が 大き く作用 し

て い る ｡
そ れ ゆ え

, 学校が 児童 ･ 生徒と い う生身 の

人間 と の 相互作用 の 中で
,

そ の 相手 を発達 さ せ て い

く営み で あ る 以上
,

教師は自身の 教育行為が 子 ども

の 自己形成期 に影響を 及ばす 意味あ る他者であ る こ

･ と を認識し
, 絶え ず自身を省み る 態度が 必要で あ る

｡

第 二 に教師の 信念形成に は
,

教師に自校の 学校職

員 と し て の 自負を持た せ
,

自身 の 存在意義 を 強 く自

覚 さ せ る必要が あ るo
そ の ゆ え

, 学校の 主導者 ( と-

く に 管理職や 学年主任 な ど) は
, 絶えず創意 工夫 を

凝 ら し て
,
常に自身の 発想 を更新 して い く 教師集団

を学校組織 の 中 で 債極的に 創り 出 し て い く 必要 が あ

る
｡

そ れ に は
, 自身の 地位 に 安住す る た め の 社会的

権威 に寄りか か る こ と な く
,

教師o)
｢人間 と して の

生 き方｣ を徹底的 に追求す る こ と である｡ す なわ ち
,

教師 と し て の 教師 (t e a c h e r a s t e a c h e r) だ け で な

く
,

実践者 と して の 教師 ( t e a c h e r a s p r a c t i t o n e r)

と し て の 自覚 を持 ち
, 学校集団 の 学びに 積極的 に 参

加 し て
,

ひ た す ら 自身 の 学校 の 教育現実 (教職員 お

よ び児童 の 有 り様等) に誠実 に 向 き合 い
,

そ こ に 投

影 さ れ る価値
･ 信念 を 洞察 ･ 了解 し よ う とする努力

が 必要 で あ る ｡

第三 に 教師の 信念形成 に は
,
授業研究 の 日常化 を

図 る た め の 校内研修の 充実が 必要 で あ る
｡

一

般 の 学

校 で は授業研究そ の も の が 日常的 な も の と捉えられ

ず
, 特別 の 状況 ( 指定校訪問や 計画訪問な ど) の 時

に し か
,

研究が 自覚 さ れ な い とv ) う傾向が あ る. そ

う で は な く
,

毎日の 授業実践 を徹底的た分析し て
,

日常的な 実践 と結び つ け る作業を絶えず繰り返 し な

が ら
,

学校の 教育目標 に 授業の 研究目標を き め細か

く 結び つ け る こ と が 必要で あ る
｡

そ の た め に も
,

個 々

の 教師が絶えず追究意欲 を持ち な が ら自己研修に励

み , 学校組織の
一

員 と し て
,

同僚教師 と 共 に 学 び合

い
, 発達 し合う磨き合 い の 場 を確保す る必要が あ る｡

以上 の よ う に
,

教師の 自発的な語り は
, 事前 に 用

意 さ れ た質問 へ の 回答を 肉付け す る も の で は な く
,

教師の 発想 で 立案さ れ
,

そ の 手で創り上 げられ て い

く も の で あ る｡ し た が っ て
,

本人 が自発的 に 語 っ て

く れ な い 限り
,

調査者 に は想定 で き な い 生活 の 局面

を提示 して くれ る｡
こ の 場合, 教師の ラ イ フ ス ト リ ー

の 有 り様は
,

こ の 人 な ら で は の 個性 に よ る も の で あ

る ｡ そ して
,

こ の よう な ラ イ フ ス ト リ ー が そ の 人 の

個性の 核心 に 触 れ て い れ ばい る ほ ど逆 に 普遍性を帯

びた 課題, つ ま り柔軟 で 多様 な S 小学校教師集団 の

意識の 有り様と い う課題が 浮き彫 り に され て く る
｡

ま た 教師の ラ イ フ ヒ ス ト リ ー の 中 で 語ら れ る言葉は
,

そ の 教師に 属す る 教職生活 で あり , 意識や 感情, 態

度 で あ る ゆ え
,
性急な

一

般化も で き な い
o

し か し
,

個 々 の 教師に じ っ く り と焦点 が 当 て られ て い れ ばい

る ほ ど
,

そ こ か ら そ の 教師だ け で な く
, 同 じ 時代,

同 じ社会 に生 き る教師に 共通す る課題が浮 か び上が っ

て く る｡
こ の 課題発見 と そ れ を語り の 中か ら解き は

ぐ し, 再構成す る こ と が 重要で あ る と考え る｡

な お
, 本稿は S 小学校と い う

一

つ の 事例 を 通 し て
,

教師が 信念 の 形成要因 の 分析で あ り
,
紙幅の 都合 も

あり, 分析対象教師が 3 名で あり
,

ラ イ フ ス トリ ー

の 内容も断片的で あ る点 は否め ない
. そ れ ゆ え

,
こ

こ で の 分析を踏ま えて
,

さ ら に事例研究を積み 重 ね

な が ら,

一

層精微 な 論証作業 を行 っ て い き た い
｡

一

注

(1) 教師 の
｢充実 し た 信念｣ と は

, 自己効力感や 自

己 価値感 な どの 人間 の 自己 像 に か か わ る ｢ 生 き が

い 感｣ で あ り
,

人間が 自身の 力を信 じ て
,

｢や りが
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い あ る使命感｣ を 生 起 さ せ る源泉 で あ る｡ そ れ は
,

自身の 内面 に 教師と し て の
｢
充実 し た 生 き方｣ の

原理 を持 つ こ と
,

つ ま り, 教師と し て 生 き る こ と

の 意義や 価値 を 見出 し
, 自分 の 持 っ て い る 力 を信

じて
,

働 く喜びや充実感 を実感 しな が ら絶え ず探

求 し つ づ け る態度 を形成させ る
｡ 梅津正

『サ ラ リ
ー

マ ン の 自画像』 ミ ネ ル ヴ ァ 書房 ,
1 9 97 お よ び小林

司 『｢ 生 き が い ｣ と は何か 一自己実現 へ の 道- 』

N H K ブ ッ ク ス5 7 9
,
1 98 6 を参照｡

(2) 諸富祥彦 は
,

自著 『
フ ラ ン ク ル 心理 学入 門- ど

ん な 時 も 人生 に 意味が あ る - 』 の 中で
, 信 じ る こ

と の 可能性に つ い て 言及 して
,

仕事が 要す る 技術

や熟練度は 異 な っ て も
,

仕事自体の 価値 や そ の 仕

事 を 担当す る人 の 存在価値 に 優劣 は な い と い う 見

解を 示 し た
｡ 筆者は

,
リ ー ダ ー シ ッ プの 発揮 は

,

こ の 事実認識 か ら始ま る と考 え て い る ｡ それ ゆ え
,

価値洞察力 ( 教師の 有する 価値 を 見抜 く 能力)
,

価

値伝達力 ( 見抜 い た り
, 付加 した 価値 を 正 し く伝

え
,
自覚 させ る 能力) , 価値実現力 ( 自覚 した価値

を十分 な効果 が 発揮 で き る よ う な 環境 を整備 す る

能力) の 3 種類 を 価値創造力 と し
,

こ の 3 種類 の

価値創造力 を 制御 で き る 能力 に 秀 で て い る 人 を 価

値創造者 と定義す る ｡ 諸富祥彦 『
フ ラ ン ク ル 心理

学 入 門- ど ん な 時 も 人生 に 意味 が あ る - 』 コ ス モ

ス
･ ライ ブラ リ ー

,
1 99 7

, p . 12 9 参照 ｡

(3) 谷富夫
｢ ライ フ ･ ヒ ス ト リ ー と は 何か｣

,
谷富夫

編
『 ライ フ

･ ヒ大ト リ ー を学 ぶ 人甲 た め に 』 世 界

思想杜 1 99 6
, p . 4 参照｡

(4) 中野卓 ｢歴史的現実の 再構成一個人史と社会史- ｣

,
中野卓 ･ 桜井厚編 『ラ イ フ ヒ ス ト リ ー

の 社会学』

弘文堂
,

1 99 5
, p . 1 92 .

(5) 桜井厚 ｢生 が語ら れ る と き｣ ,
同上書, p . 2 2 8 .

(6) わ が 国で は
, 稲 垣 忠彦他 『教師の ラ イ フ コ

ー ス 』

(19 8 8) や 山崎準 二 億 の
｢教師の 力量形成 に 関す る

調査研究｣ (1 99 0) 等 の ラ イ フ コ ー ス 法 の 研究が 挙

げら れ る｡

(7) 高井良健
一 ｢ 教職 生 活 に お け る 中年期 の 危機 -

ライ フ ヒ ス ト リ ー 法 を 中心 に - ｣ , 東京大学教育学

部紀要第3 4 巻,
1 99 4

, p p . 3 23-3 31 .

(8) 塚 田 守 ｢高校教師の ライ フ ヒ ス ト リ ー

研究(1)｣
,

梅 山女子学園大学研究論集2 8 号 (社会科学編) ,

19 9 7 , pp . 24 1-2 5 9 .

(9) 社会学者 の 厚東洋輔 は エ ス ノ グ ラ フ イ
-

で 描 き

出す 全体像 を
, 人類学的 な 想像力 と い う 言葉 で 明

快に説明 し て い る
｡ 説得力 の あ る全体 を描 け る 研

究者 が優れ た 想像力 を持つ 研究者 で あ り, 研究者

が構成 す る 全体像は研究者 の 数 だ け作ら れ る と 述

べ て V ､ る . 厚東洋輔
『
社会認 識 と想像力』 ハ

ー ベ

ス ト社 ,

.
1 99 1

, p p . 18 8-2 22 参照｡

(10) 個 々 の 教師 が他教師 の 自己形成史 の ラ イ フ ヒ ス

ト リ T に 触 れ る こ と が
, 自己 を 内省 し

, 教職に 関

す る 理解を深 め
,

教師と して の 成長 を 促 す 契機 と

な る
｡

つ ま り, 教師の 個人誌に は
, 時代 を 共 に し

た先輩 や 同僚教師等 の 個人的経験 が 教師 の 価値
･

信念 の 形成に も大 き な 影響を 及ぼ し て い る と考 え

ら れ る
｡ 谷富夫編

『ラ イ フ ･ ヒ ス ト リ ー を学ぶ 人

の た め に 』 世界思想社,
19 9 6

, 中野卓 ･ 桜井厚編

『ラ イ フ ヒ ス ト リ ー

の 社会学』 弘文堂
,

1 99 5
,
高井

良健
一 ｢教師 の ラ イ フ ヒ ス ト リ ー

一研究方法論の

新 た な 方向- ｣ ,
日本学校数青学全編

『
学校教育研

究1 1 一指導観を問い 直す -

』 教育開発研究所,
1 996

,

p p . 6 5- 78 な どを参照｡

(1B 石川雅信 は
, ライ フ ヒ ス ト リ ー

の 可能性 に 言及

し て
, 被調査者 の 人生 の 時機に 限定 す る ｢帰結点｣

を設定す る こ と で
,

新 た な ラ イ フ ヒ ス ト リ ー

研究

の 利点が 生み 出せ る と述 べ て い る｡ 石川雅信 ｢
社

会学的方法 と して の ライ フ ヒ ス ト リ
ー

研究 に 関 す

る 一 考察｣ ,

『政経論集』 第65 号, 明治大学政治経

済研究所
,

1 99 6
, pp . 2 2 7- 24 6 参照｡

q2) W e r t s c h
, I . Ⅴ

‥
V o i c e s o f t h e M i nd : A S o ci o-

c ul t u r a l Ap p r o a c h t o M e di a t e d A c t i o n
,
P r of . I . V .

W e r t s c h
,

1 9 9 1 . [邦訳] 田島信元他訳
『心 の 声一

媒介 さ れ た行為 へ の 社会文化的ア プロ ー チ -

』 福

村出版,
1 99 5

, p p . 2 9- 3 0参照 ｡
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