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養護教諭のアイ デ ンテ イ テ イ

岸 本 久美子 片 桐

(豊岡高等学校) 

変容過程と 人生におけ る意味

亞 希 辻 河 昌 登

(兵 庫 教 育 大 学) 

本研究は, 退職養護教論へのライ フ ス ト ーリ ー ・ イ ンタ ビュ ーを通 し て , 養護教諭が他者と の関係性のなかで , 自身のア

イ デ ンテイ テ イ様態 を どのよ う に変容 させ, その変容が人生に どのよ う な意味 をも つよ う にな るのかについて、 ナ ラ テ イ ウ ・ 

アプロ ーチの枠組みを用い明らかにす るこ と を目的と し た。 半構造化面接で得ら れた語り を分析 し た結果, 時代の変遷と と

も に役割が変化 し てき た養護教諭は, 対象者の視点から自身の役割 をその都度変化 させながら , アイ デ ンテイ テ イ再構築の

プロ セス を経験 し てい るこ と がう かがわれた。 ま た養護教論には, 相手に柔軟に寄 り 添う 力 と , 全体 を俯瞰 し その相手の状

態に合わせ役割 を変え てい く し なやかさ , そ し て逞 し い調整力 を併せ持つこ と が重要であるこ と が明らかにな っ た。 さ ら に, 

こ のよ う に し て相手の成長 を支援す るかかわり (養護性) を実践 し てい く なかで , 養護教諭のアイ デ ンテ イ テ イが成熟 し て

い く こ と が示唆 さ れた。
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“Yogo” Teachers : The Process of Changing Identities 
and How Life is Affected 
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(T,oyooka Hlgh School)

Aki Katagiri and Masato Tsujikawa 
( yogo mve si of 「eac er ducafzon) 

The purpose of this study is to clari fy how the identities of retired “yogo” teachers have been affected due to many years of 

experience and emotion. In addition, how have these changes -i f any- affected their lives and relationships with others. The stud- 

ied li fe stories were acquired by hal f-structure interview then analyzed through the framework of a narrative approach.

The result obtained was as follows :

(1) “Yogo” teachers have adapted their roles to conform with the changing times and environment. In doing so, an element of 

identity re-creation occured.

(2) It is important for “yogo” teachers to be capable of flexibility. They must be able to view 'the whole' objectively and adjust 

to individuals according to the given situation and their needs. It is hypothesized that as “yogo” teachers flit between vary-

ing roles of support, they experience a development in their personalities. 
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1 . 問題と目的

近年, 社会環境や生活環境の目ま ぐる しい変化により , 
教育現場では, 子 ども の心身に関す る様々な健康課題が

顕在化 し , 多様な対応が要求さ れてい る。 養護教諭の果

たす役割 も そう した時代のニーズと 共に変化 し てい る。 

しかし , 養護教諭の職務内容や学校内での位置づけが明

確に さ れたかと いえば, 決 し てそう ではない。 たと えば, 
2012年 2 月の全国養護教論連絡協議会において, 「時代

の変化に対応 し た養護教諭の役割を追求する」 と いっ た

テ ーマが掲げら れるよ う に, 養護教諭は職業的役割 を模

索 し続けている状況にある。

平成21 年学校保健法が一 部改正さ れ, 健康相談のすす

め方や保健指導の重要性が周知 さ れた。 職務内容につい

ては, 相談活動やそれに伴う 他教師 と の連携の比重が増

え , 養護教諭には, 受動的な寄り 添う 姿勢のみではない

能動的な姿勢が求めら れるよ う にな っ た。 こ こ でいう 相

談活動は, 子 ども が抱え る心身の問題の発見 ・ 援助 と ア

セ ス メ ン ト , カ ウ ンセ リ ン グ, 教師や保護者の コ ンサル

テ ー シ ョ ンと 幅広い。 ま た養護教諭は , ス ク ールカ ウ ン

セラ ーと学校, ない し他の援助資源と のコー デイネー シ ヨ

ンと いう 重要な役割 も果たすと さ れる。 なかで も健康相

談は, 子 ども の内面 と の人間的交流を図 る意味で重要な

職務である。 そこ では, 技法的要素よ り も , それを根底

で支え てい る養護教諭自身の生き方や, 人格を も含めた

人間的力量と もいう べき教育力量が求めら れている。 こ

のよ う に非常に難 しい職務であ るに も かかわら ず, 一般

には評価 さ れに く いのが現状である。 その中で養護教論

は さ ま ざま な思い を抱き ながら対応 し てい る。

と こ ろで岡本 (2008) は, “女性の人生は, 「個と し

ての自分」 と 「他者と のかかわり の中での自分」 のはざ

ま で揺 れる こ と が多 い ” と し て い る。 ま た , やま だ

(2000) は, “個人の生涯発達 をみる には , 発達 をその

個人の自我の確立や個人の一生に閉 じ るのではな く , 個

人を越え て拡大す る他者と の関係性の広がり と し ての社

会文脈と , 次世代 を育み引き継いでい く 歴史的文脈の両

方 を視野に入れた , ラ イ フ サイ ク ルと い う 大 き いパー ス

ペ ク テ イ ウ'が必要” と 述べてい る。

歴史に鑑みて職業婦人であ る養護教諭は, 今 も多 く が

女性であ る。 さ ら に養護教諭は, 生命にかかわる重要な

事象も独り で判断 ・ 行動 ・ 実践し , その結果を引き受け, 
省察を繰り 返してき た。 そう した職業生活において, 個々

の養護教諭のなかに, 自分 を と り ま く 様々な環境の変化

に伴い , アイ デ ンテ イ テ イ のゆら ぎが生 じ る こ と は避け

ら れない。 こ のゆら ぎを理解す るためには, 他者 と の関

係性のなかで多様な役割が複雑に絡みあう 過程 を精査す

るこ と が求めら れるであ ろ う 。

養護教諭のアイ デンテイ テ イについて田澤 (2005) は, 
“自分の役割 を自在に転換 させ, 生徒のニ ーズに即 し た

対応を柔軟に変化 させる「何で も屋」 であ っ た” と 述べて

い る。 さ ら に田澤は, 養護教論のアイ デ ンテ イ テ イ変容

の様態について , “時代の変遷す るなかで実践を営み, 
対人援助に熟達するにつれて養護教論のアイ デンテイ テイ

が変化 し てい く ” と述べてい る。 筆者は, 他者と の関係

性のなかで漸進的に変容 してい く 養護教諭のアイ デンテイ

テイについて, 自 ら も当事者の一人と し て関心を も っ た。 

養成課程な ど養護教論個々の背景に違い も あ り , こ の

「何で も 屋」 と も称 さ れる養護教諭のアイ デ ンテ イ テ イ

は, 教諭それぞれの経験に応 じた多様性が想定 さ れる。 

よ っ てその変容過程 も , 個 と し ての私的 な生活 も含めて

全体的に描き出す必要があるだろう 。

そこ で本研究では, 変遷する時代 と共に多様な役割を

担 っ てき た退職養護教諭にイ ン タ ビュ ーを実施 し た。 そ

こ で得 ら れた語り から , 一人の人間のラ イ フサイ ク ルに

即 し , いかな る苦労 を し , 工夫 を し てき たのかと い っ た

経験を再構成す るこ と によ っ て, 質問紙や観察では到達

しえ ない 『意味』 の世界に接近でき るのではないかと考

えた。 そ してそのなかから , 養護教諭がアイ デンテイ テイ

を構築 し てい く ために, どのよ う な変容過程 を経験 し て

き たかについて, 心理臨床学的に捉え るこ と を目的 と し

た。 さ ら にこ の研究によ り , 養護教論 をは じ めス ク ール

カ ウ ンセラ ーや地域の臨床心理士 ・ 保健師な ど少数派の

対人援助職者にと っ て, 主体的な生き方を見出すための

ひと つのモデルを提示でき るのではないかと考え ている。 

2 . 方法
(1) 研究協力者 : 退職後, 5 年以内の養護教論である A 
さ んを対象 と し た。 A さ んと面接者は, 同 じ B 県の養護

教論研究会の会員であり , すでに面識があっ た。

(2) 調査期間 : x 年 5 月から 8 月であった。

(3) 手続き : 書面 と口頭でイ ンフ オーム ド コ ンセ ン ト と

同意の後, フ ェ イ ス シート に家族関係や近況を記入 し て

も らい, 録音の承諾を得て 1 回60~ 90分程度の半構造化

面接によ る ラ イ フ ス ト ーリ ー ・ イ ン タ ビュ ーを 2 回実施

し た。 面接実施時期や場所については, A さ んの希望に

あわせて喫茶店や A さ んの自宅で行 っ た。

(4) 質問内容 : 質問項目は, 竹下 (2003) の退職教員へ

のイ ンタ ビュ ー項目 を参考に し た。 そ し て , 実践に伴い

養護教論のアイ デンテ イ テ イが変容 し てい く 過程 を , 私

的な生活を含め全体的に描き出すために筆者が必要と考

えた項目を加え , 以下の 9 項日 を設定 し た。

①職業選択の動機, ②理想と現実のギ ヤツプ, ③特に印

象に残る出来事, ④人と のかかわり で印象に残 っ ている

こ と , ⑤大切な人の存在の影響, ⑥ コ ン ト ロ ールでき な

かったこ とや辛い時の支え, ⑦私的な時間の過ごし方, 
⑧職業 を通 し て得たも のがあ る と し た ら何か, ⑨こ れか

らの人生の過ご し方。 



(5) 面接者の属性 : A さ んと 同 じ B 県の養護教諭 と し

て約29年の経験を持つ者であった。

(6) 分析方法 : ナラ テ イ ウ' ・ ア プロ ーチの分析の枠組み

を用い, 竹家 (2008) に倣い, 単語や文節ごと にコー ド

化せずに, プロ ト コ ルの数行分に対 し ての意味や現象に

対する説明概念を生成するこ と を試みた。 そ し て, 語り

手がどのよ う な出来事 を取り 上げ, どのよ う な言葉 を使

い , どのよ う に表現す るのかに注目 し ながら経験の意味

につい て考察 を深めてい っ た。 具体的 には以下のよ う に

進めてい っ た。

① 逐語化 し たデー タ 一 を精読 し , 全体と し ての形 を見

失わないよ う に注意 し , 全体の語り の流れをみた。

② 語ら れた順番, 特に聞き手と語り 手の共同によ る継

起順序の流れをみた。

③ 語ら れた量と 「語り の種類」 に着目 し , 語り 手の人

生の 「鍵になる言葉」 を見出 し た。

④ 物語の筋に基づき , アイ デンテイ テイの変容に着目

した。

⑤ 評価や態度な どの語り に注目 し , 経験の意味づけ を

分析した。

⑥ 養護教論のアイ デ ンテ イ テ イ変容過程 を中心に, ラ

イ フ ス ト ーリ ーを構成 し解釈 し た。 そ し て人生におけ

る “養護教諭であ るこ と” の意味 を見出 し た。

⑦ 着任当初から時間軸に添っ て養護教諭のアイ デンテイ

テ イ変容過程を考察 し , 個々人に特有のあるいは共通

の心理状態が見いだせるかを検討 し た。 

3 . 事例と考察

小学校 ・ 中学校 ・ 高等学校と併せて39年の教職経験を

持つ A さ んは, 現在, 実母, 長男夫婦, 孫 2 人と同居

し ている。 健康状態は普通で, 臨時講師やボラ ンティ ア

活動な ど積極的な対人交流の機会がある。 最近のス ト レ

スには, 「養護教諭を退職 し たこ と」 と 記 し てい る。 ま

た , A さ んから自発的 な記入はないが, イ ン タ ビュ ーの

なかで , 夫が退職前に逝去 し たこ と を語っ た。

A さ んの語り は, 面接者 と の対話によ る相互交流を経

て , 面接者に伝え たい言葉 を , 模索 し ながら生成 さ れた

ため, 直線的あ るいは時系列的 な も のではない。 そのた

め, 提示 し たスク リ プ ト内の 「語り」 には文法上の修正

を加えず, 秩序化も施 し ていないこ と をお断り す る。 

なお , 以下の記述におい て , 面接者 (イ ン タ ビユア ー) 

の語り を< > で表記する。 また語り について, [囲み] は, 
鍵になる言葉を, 下線は, 印象に残る言葉を表し てい る。 
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養護教論 つて学校看護婦的なイ メ ージがあ っ たんで

すね。 < ええ > だから , 進路も体育の先生と 思っ てた

んだけ ども , 一旦自分が保健室に入 ると , 子 どもの心

と い う のかな , 教育 っ て心の教育

も のに何か惹かれる も のがあ っ て

身体の教育という

あのう そ れが どん

どん深ま っ てき た一 (略)一看護師の資格がなかっ たの

で, 大き な怪我を し た子供が来た時はどう し よ, け ど

そ れを私はで き ない つてこ と をみせら れないから , 日

ごろから自分なり にい ろ んな自己研鑽ではなし んだけ

ども , あの救急処置に対す る知識を自分で努力 し たと

思う んですね, で も実際 はあり ま し た。 年 と共

に解消 しま し たけ れども一 (略)一 それと ね, 個人の開

業医のと こ ろにお手伝いに行きま し た。 (略) そう

そ う そ し た ら自然と自信も出て来てね, -(略)一こう
し たら いいんやと いう こ と を身につけ てき たね。 < そ

れは何で行 こ う と 思われたんで すか> や っ ぱ し , 
(略)一 こ の養護教諭な んも知 ら んな っ て思われと う な

んな。 

こ と と , 外 し てやるこ と と , 技術 と心と ね, -(略)- 
学校でも喘息の発作が起き たんや, ( 略) 0 0 ち ゃ

ん今日帰 ろいう て, 自転車の後ろに乗せて, -(略)- 
途中でね呼吸が止まり そう な と き ね, も う , 息 し と い

てよ息 し といてよ ていう , (略) イ可年かし てな く な っ

てお葬式い ったけ どね。 も う ヒ ヤリハ ツ ト それが, あ っ

たね。 一 (略) 子ども がね, 喘鳴 と ね, ド ク ド クがね, 
私の身体に伝わっ て く る。 こ れは養護教論にしかでき

(1 ) 養護教諭のアイ デ ンテ イ テ イ様態

初期 : 職業選択の動機 , 理想と 現実のギヤツプの語 り

A さ んは本来, 体育教師志望であ ったが, 高校の担任

の先生に勧めら れて養護教論にな っ た。 

い も ん。 だから 一 < な んか意地みたい な も の> そ う そ

う 意地意地。 < 大事ですよ ね> 馬鹿に さ れた く ない も

A さ んは, 養護教諭にな っ て 「心の教育」 「身体の教

育」 に 「何か惹かれる もの」 を感 じ , 関心が 「 どんどん

深ま っ てい っ た」。 他方, 養護教論に 「学校看護婦的な

イ メ ー ジ」 を も ち なが ら , 看護師の資格 を持 たない A 
さ んには, 周囲から養護教諭 と し て認めら れるか どう か

と いう 不安があ った。 養護教諭が一人職場であるこ とが, 
A さ んを不安に させていたのかも し れない。 そう し た不

安は , 活動的 な性格や負 け ん気の強 さ を持 っ てい た A 
さ んの, 「で き ない つてこ と をみせら れない」 「 な んも知

ら んな っ て思われと う ない」 「馬鹿 に さ れた く ない」 と

い っ た 「意地」 によ っ て乗り 越え ら れてい っ た。 A さ ん

は, 自分に繰り 返 し言い聞かせるよ う に 「意地意地」 と

語 っ てい る。 こ の 「意地」 をエ ネ ルギー源 と し た A さ

んは, 医学的見識を得るな どの自己研鑽を積んでいっ た。 

自己研鑽を通じて, A さ んには 「自然と自信も出てき て」 , 
「 こ う し たらいいんやと いう こ と」 が身についた。

中期 : 変容の様態 : 印象に残る出来事の語 り

小学校 1年生の子の一 (略)一気持ち を落ち着かせる

ない, 一般教諭には体験でき ないこ と一 ( 略) - こ れは

本当にも う 死んだら あかんで と いう 露骨な言葉が出て

き たね。 中学校ではね, (略) しぶ しぶ私にね, お

父 さ んがな家にい る時は一緒に私が寝なあかんのやと , 
何ち ゅう こ と いう んやと いう 一 (略)一 それはあかんこ
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と やお父 さ んと い う て , で も その時に頭 ごな し にあか

んこ と やい う て も , 病 んで る子にあかんこ と や言う た

ら こ れはあかんと 思 っ て , 「 そ う かい なそ んな辛い思

い し と っ たんか」 と 私も涙流 し て , どっ ち も女にな っ

て し ま っ てね, 性 ( さ が) を感 じ たねその子 と ね。 そ

れから民生委員 さ んと か, 学年主任にい っ て (略)

A さ んが初めて勤務 し たのは小学校であ っ た。 その経

験 を語 るなかで A さ んは , 応急処置な どの医学的 な知

識だけでな く , 子 ども の不安を受け と めてい く 精神的な

関わり も また重要であ ると実感 し ていた。 そ し て, 死と

隣り 合わせの子 ども の身体から 「喘鳴」 「 ド ク ド ク」 が

「私の身体に伝わっ て く る」 と し た。 こ う し て A さ んは, 
子 ども を護ると いう 養護教論の使命感を実感していつた。 

そう し た A さ んの願いや祈り を込めた言葉が, 「死んだ

ら あかんで」 であ っ たのであ ろ う 。 養護教諭は, こ のよ

う に日常の執務のなかで , 「 ヒ ヤリ ハ ツ ト」 と いう 危機

場面に遭遇し , 自ら判断 し た結果を繰り 返し省察するな

かで , 次の判断を下すこ と を , 積み重ねてい く こ と が多

い。 A さ んは, 咄口 に一人で考え判断し てい く 重責感の

中にで も , やり がい を見出 し てい る。 その体験を自負 し

てい るから こ そ 「技術 と 心」 の必要性 を表現 し , 「養護

教論に しかでき ない」 と語っ た。

次に赴任 し た中学校で A さ んは, 教師 と い う 立場 を

超えて, 子 どもの気持ちに寄り 添う 必要性を実感 し てい

る。 語り からは, 性にまつわる相談の際に 「私も涙流 し

て , ど っ ち も 女にな っ て し ま っ てね」 と 相手 に共感的 に

寄り 添う 姿勢や, 「病んで る子にあかんこ と や言う たら

こ れはあかん」 と自 らの立場を切り 替えてい く 姿勢が読

み取 れる。 A さ んは, 「 そう かい なそ んな辛い思い し と っ

たんか」 と子 どもに寄り 添う よ う に語り かけ , のちに子

ども の代弁者と し て周囲に連携 を求めてい っ たのであ ろ

う o

A さ んが次に赴任 し たのは高校であ っ た。 

こ れはも う 養護教論と いう も んや無 し にね, そ れこ

“あいまいな” 子が集まり やす く , そのこ と が保健室で

対 応す る事例の多 様化 を促進 し てい る。 そのなかで A 
さ んも , 一人で何役も つと めながら , その時々で相手の

立場に柔軟に寄り 添い, 子 ども と大人の架け橋と な る必

要な役割 を こ な し てい つたのだ ろ う 。 そ んな状況 を A 
さ んは, 「自分の経験のないこ と ばつかり」 と表現 し , 
「子 ど も の心 を大人が支え てやら ないかん」 と 語 っ てい

る。 そ し て , こ のよ う に子 ども に寄り 添い動いた様子 を

「人間と し て」 の 「私の人生勉強」 と 意味づけ し たも の

と 考え ら れる。

視点が変化 してい つた語 り

保健室から教師と子どもの仲介役と し て, 人間関係を

積極的に調整すべ く 働きかけ てい るう ち に, 悩む教師の

姿に気づいてい っ た。 そ し て , 子 ども ・ 教師 ・ 親そ れぞ

れに寄り 添いながら , コ ーディ ネ ー ト し てい く 役割 を担

い, 協働体制づ く り を推進していつた。 -(略) 一講座を 0 0 に受け に行っ てね, 勉強 し てき

たおかげで, 親に寄り 添う と いう こ と を教えても ろた。 

だから最初はこ の親に し てこ の子あり やと かね, 親の

考え方間違う と る と かね, こ の関係でこ う な っ たの無

理ないわっ て最初の思いがあ っ たけ どね。 あのう , 講

習受け てから ね, 親にこ う 寄り 添 っ て子 ども を理解す

る と いう こ と を教え て も ら っ てね。 

親へのかかわり では , 当初 A さ んは , 「 こ の親に し て

この子あり」 「親の考え方間違う と る」 「この関係でこ う

な っ たの無理ない」 と 親を責める指導から始めた。

し かし A さ ん自身の視点は, 講習 を自主的に受講 し

たこ と から , 親から離 れた視点から , 「親に寄 り 添 う」

と いう 視点へと変化 し ていた。 そ し てそれは, 子 ども を

理解す る と い う 実践に活き る視点であ っ た。 A さ んは, 
「最初の思い」 から のこ のよ う な変化 を 「勉強 を し たお

かげで」 と 語っ た。

後期 : 実感や手ごたえ を感じ る語 り

最初は子 ども だけ しか見え なかっ たのがね, 子 ども

そ役者や女優やね, も う , 薬物も あり , アルコ ールも 変え よ う と 思 た ら担任 も変わら なあかんし 親も変

あり , たばこ もあり , 男女関係もあり , 暴力 もあり , 
万引き もあり , 命もあり , (略) 私自身も経験ない

こ と ばつかり をね, 物凄い私の人生勉強という のかな , 

わら なあかんし と いう こ と で , 思いだけやっ た ら あか

んから ね

て き たね

やっぱし大人が変わっ てき たら本人も変わっ

そ れから く があ っ たから で し よ う か, 
人間と し てね, 生徒に教え て も ら っ たね。 で も やっ ぱ

し子 ども の心 を大人が支え てやら ないかんと い う こ と

を覚え たね。 

そう し よ う と 思われたんで し よう か> 担任が私に助け

sos がかかつてき て く そう か担任の先生もす ご く 悩

んでい る> そう そう , - (略) 一最初それがね, お互

いに一緒に考え ているう ちにね, こ う し よ , あ一し よ 

高校で A さ んは , 問題行動の対応に追われる なか, 
子 ども の本音 を引 き出す工夫 を始めた。 教師であ る A 
さ んは, 自分の価値観を捨て , 目の前の子 どもの状態に, 
自ら を柔軟に併せ対応し ていつた様子を 「役者や女優」

と 表現 し , ひと り の人間 と し てかかわり を持 つてい つた

のであ ろう 。 山本 (1999) によ れば, 養護教諭は “何で

も屋” であり , また保健室の “あいまいな” 機能ゆえに

と , あ っ やっ ぱり そ う やっ たな つと い う のが, 次々と田 があ り かけ たから , 担任が変わら な あかん 

な っ ていう こ と をそ し て関わり 過ぎたら あかんこ と , 
組織で動かなあかんこ と をね。 < な るほ どね> そう い

う こ と で ごたえlがあ っ た。 

A さ んは, 一人で抱え込まず, 担任 を通 じ て親カ ウン

セ リ ン グを開始 し た。 そのき っ かけ と な っ たのは , A さ



ん自身に, 担任や親が変わる こ と によ っ て , 子 ども が変

わる実感があっ たこ と だっ た。 幾度も失敗を繰り 返 し模

索す るなかで , 組織で動 く 重要性に気づいたも のと思わ

れる。 A さ んはその過程 を 「お互いに一緒に考え てい る

う ちに」 と 語っ た。 そこ には A さ ん自身の自己評価に

つながる自己受容する力と省察力, そ して持ち前の行動

力 な どから得 ら れた体験に基づ く 「手 ごたえ」 が統合 さ

れ, さ ら に行動 を支え てい っ たので あ ろ う 。 ま た A さ

んは, 自 ら動き方を調整 し , 担任の成長を支援 し てい つ

た。

受け皿が変化 してい く 語 り

私も年 と共にいえ るよう にな つたんよ。 私ボラ ンティ

アで母子家庭の支援 も し てたから ね, 困 っ てい るお母

さ んに対 し て何かし ら う ま く いえ るよ う な自分ができ

と っ た んや ろ ね , そ れが ピ ッ タ シあ っ て ね, そ れが ど

んどん広がっ てね, やっぱし親が変われば子供が変わっ

てき たと い う のも田 があ っ たね。 必要に迫 ら

れて , -(略)一自分 を変え ていかない と ね, 受け容れ

ら れなかっ た。 < 自分を変えていかない と という のは, 
自分がも っ と も っ と という 許容一 > 自分のl受け」lilt に
し ない と , こ んな禿げがで き たり , パチ ン コ にはま っ

たり し た も ん, < な るほ ど> で も弱かっ たから , 自分

の子 ど も も思春期で ね, ギ ヤツプがあ る し ね, でやっ

ぱり こ れ し、を せな あかん し、 毎日の仕事の

なかにね、 仲間 も そう やっ た、 仲間に恵ま れたね。 

今ま での価値観や信念 を も揺 さ ぶら れ, A さ んは, 自

分 を受け容れてい く ためにも , 「自分 を変え ていかない

と」 と感 じ , 相手の状況に合わせて必要な支援を考えた

のだ ろ う 。 その様子 を A さ んは , 「そ れが ピ ッ タ シあ っ

て」 「 どんどん広がっ て」 と語 っ てい る。 一方で A さ ん

は, 事象の理解はでき て も , 自分の現状 と の 「ギ ヤツプ」

を感 じ, 葛藤を繰り 返していつた。 その身体化が 「禿げ」

であり , 行動化が 「パチ ンコ」 であっ たのだろう 。 そう

せ ざる を得 なかっ た状況 を A さ んは, 「弱かっ たから」

と し , 「心 を大き く せなあかん」 と語 っ た。 自身のよ り

成熟を願う 気持ち を込めた表現と 理解でき る。

A さ んが自分に重ね合せ保護者に寄 り 添 う 語 り

こ こ まで犠牲に し て るのにから , 私が好き放題 し て

何 も成長 し てへんかっ たら , 何のために働い たん。 な

んかそ う い う 意地があ っ た。 意地が く あり ますね> 子

ども に寂 しい思い させた分だけは 何か身について私

がいつで も お返 し でき るこ と っ ていう のが先生, 強い

よ。 < ね~ う ん> それは言葉で ゆっ てた娘にも , う ん。 

お母 さ んあんた ら に寂 しい思い させてた分 , 今日な勉

強 し てなみんなに返せるよ う に勉強す るから , 辛抱 し

と っ て よ っ て , よ う 言 う と っ た みたい やわ。 う ん。 

(自然と涙が出てき て) 自分のこ らえてると こ ろ抑えて

る と こ ろ , で も こ れし たい と か子 ども のために ごめん

な っ て, 仕事 し たい と かいう 風なそう いう 先生 どこ と

な し言え ないけ れど も , のびのびやないやん。 い つつ
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も く い つつ も ね> と か, あ るやん。 < こ っ ち ごめんね

> っ ていいながら ね, こ れだけ仕事 し たんやと かね, 
そ れがず っ と 積み重ねから , お母 さ ん困 つと う や ろ っ

てい う , 困 つて る人に対す る先生< あ~ っ , だから お

母 さ んに寄り添え る> っ ていう 部分ができ てい く んや。 

A さ んは, 夫 と実の両親の間に立ち , 気を遣い過ご し

てい た。 に も かかわら ず, 仕事で我が子にかまえ ないこ

と に, 後 ろめたい思い を抱え ていたこ と が推察 さ れる。 

自分の心の葛藤を 「こ らえて」 「抑えて」 と表現し , 「子

ども のために ごめんな」 と , そのこ と が, 我が子の問題

行動につながっ てい るのではないかと自分 を責め, 我が

子への申 し訳な さ を感 じながら過ご し ていたのであろう 。 

A さ んはそ んな心境 を 「のびのびやないやん。 い つつ も」

と 語 っ た。 こ のよ う に A さ んのなかで , 鋭い内省力 に

よ っ て理解を深め, 新たな視点から問題を捉え なおす と

いう 変化が生 じ たのではなかろ う か。 そ し て , その葛藤

は生徒の親も一緒ではないかと考え , 相手に寄り 添う 新

たな視点 を生 じ さ せたので あ ろ う 。 A さ んは , 保護者に

寄り 添う 気持ちの変化が生ま れた状況を 「それがずっ と

積み重ねから , お母 さ ん困 つと う やろ」 と 語っ た。

こ こ から考え る と , A さ んは, それまでの養護教論と

しての視点に加え , 自身の親と し ての視点 をも つこ と で, 
親に寄り 添う と いう 新たな支援のあり 方を獲得 し たので

はないか。

主体的に A さ んが働き かけて , つな く、、役割

性格的に私も , こ う 皆と親し く ものが言え る人間や

から ね。 いつの間にか女性セ ンタ ーに一緒に行こ う と

か (略) 先生あ一なんやで, こ う なんやで, と いう

こ と をね, 常にいう てたね担任団に。 < こ ち らから常

に> 保健室から く 投げかけ投げかけ> 担任に, -(略) - 
< そ れは保健室に じ っ と いて待 つて る んではな く , 職

員室で , 廊下で先生たち を捕まえ て> そう , そう 、 < 
子 ども のこ と をつな ごう と > そう , つない だな。 あの

ね, 必要に迫ら れて, (略) 保健室で じ っ と し てた

ら あかんな。 働き かけ なあかんな。 - ( 略) 一何と かし

よ う よ。 一 (略)一 どう にか し よ う よが強かっ たね。 

A さ んは, 保護者や同僚と一緒に相談セ ン タ ーな どへ

足 を運んだ。 それは相手に寄り 添う と いう 自然な行動で

あ っ た。 ま た積極的 な コ ーディ ネ ー ト を A さ んは, 「必

要に迫 ら れて」 と言い , じ っ と待 っ てい るので な く 「つ

ない だ」 と 語 っ た。 A さ んは, 職務上の役割に曖昧な部

分の多い養護教論と し て, その曖味 さのなかで , 自分で

創意工夫 し ながら適応す る力 をつけ てい っ た。

このよう に, 周り を大切に考え相手に積極的に働きか

け関係 を繋いでい く A さ んの姿勢は , 子 ども を護り , 
子 ども と 教師 をつな ぐ役割 を果たす も のであ っ たのだ ろ

う 。 そ し て, コ ーディ ネ ー ト 機能を自 ら実践 し てい る A 
さ んは, 「 じ っ と し てた ら あかん」 「働き かけ なあかん」

と自身の動き方を表現 し たのであ ろう 。 
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同償のこ と で印象に残るよ う な エ ピソ ー ド (2) 人生における “養護教諭であるこ と ' の意味

卒業 させなあかんっ ていう こ と が根底 にす ご く あ っ

た一 (略)一何と かせなあかんと い う のが, 出てき たん

ち ゃう かな つと 思う な。 < な るほ どね>- (略) 一私は, 
最初に学年主任と仲良 く な る と う ま く い く ね。 < なん

か自分の立場を誇示 しす ぎず, 相手のいい と こ ろ を引

き出すために一 じ やあ担任 を活かすために どう し た ら

いいかを考え たと き に, たぶん先生は学年主任に, 動

きは っ た んかな っ て思う > そう な んよ。 担任 と 違う の

に養護教論から頭 ごな し に言われた ら ええ思いせえへ

教え て も ら っ たり そ れから く 一緒に考え たり ね> そ
う い う のがね, 養護教諭のl;fill間は財産l やな つて く そ

う ですね, そ れは代えがたい も の> 年い っ て も , 一般

教諭 と の付 き合いよ り も深いやろね。 一緒に勤めな く

ても ね, 1 , 2 いう たら10までわかるも んね。 一 (略)- 
< 同 じ気持ちにね, すぐにね, 寄り添えるという か>- 
( 略) だから先生養護教諭つて年が親子ほど離れた仲

間がいてもね, ええね。 一 (略)一 も う 養護教諭の研究

会なんか大好きやっ たね。 < 大好きですね> 何と も言

えん囲 やなこ れは。 - んから , 学年主任に言う て , 先生がみたかのよ う にい

う て働 きかけ てみて っ ていう て一 (略) 一私一人では, 
所詮養護教論や, 先生から言う のが一番なんやっ てい

だから ね, 学年主任が し たっ て く れと っ たんや。 

< そう いう 意味では組織を大事に考えて先生が動かれ

た っ てい う 感 じ , そ し てお互い を大事にす る っ てい う

立場なのかな > 健康診断の時な んか特 にね, あ一 し て

こ 一 し てと いう ん じ やな し に, 学年 に投げかけ る , 考

え てねっ ていう と スムースに機能す るよ う な方法考え

てねっ て , < な るほ どね> ギブ & テイ ク やな。 

養護教諭と い う 立場から , 同僚と の人間関係の持ち方

にも工夫が必要であ っ た。 A さ んは, 学年主任に働きか

け るこ と で , 生徒に対す る 「卒業 させなあかん」 「何と

かせなあかん」 と いう 思い を担任に抱かせ, 担任 を活か

した。

こ のよ う に A さ んは, 組織を大切に考え , 連携態勢

が機能する方法を模索 し行動 し たのだろう 。 A さ んの語

り からは, ま るで一人で全体 を動か し てい るかのよ う な

西是醐味が伝わっ てき た。

A さ んは, 生徒のこ と を一緒に考え合え る態勢 を整え

てい く ために, 同僚と の隙間 を埋めるべ く , A さ んから

学年主任, そ し て担任へ働き掛けてい っ た。 その行為に

は, あ く までも相手を尊重 し , 相手の発達を促すと いう

“養護性” (小嶋, 1989) を秘めた A さ んの姿勢が読み

取 れる。 「 な んと かせなあかん」 と い う A さ んの語り に

は, 周囲の環境調整をはかり , 一緒にな っ て子 ども を護

ろ う と い う 思いが込めら れてい るのであ ろ う 。

こ のよ う に A さ んは, 常 に保健室から担任や保護者

に働きかけ , つな ぎ, 調整す る役割 を果た し ていた。 そ

の A さ んの メ ン タ ルな面 を支え たのは , 養護教諭の使

命感から く る “子 ども を護る” と いう 信念と , 関係性の

なかで自分 を見つめ高めよ う とす る “省察力” , そ し て

“自己への信頼感” であると考え ら れる。 養護教論にと っ

て, どのよ う に時代が変遷し ていこ う と も , 相手の健全

な発達を促進するための共感性と技能 (小嶋, 1989) を

持つ “養護性” という 重要な要素を育みつつアイ デンテイ

テ イが成熟 し てい く も のと , 筆者は A さ んを通 し て考

え てい る。 

A さ んにと っ て , 養護教論の仲間は, 積極的に自分の

職務内容を検討でき る関係であり , さ らに辛いこ と や愚

痴がいえ る な ど, 共に悩める存在で も あ っ た。 A さ んに

と っ て, 同 じ養護教諭の仲間の存在は, 年の違いはあ っ

て も , 相手の気持ち をす ぐに察す るこ と ができ , 自然に

寄り 添える 「仲間」 であり , 大きな支えであった。 また

そ れは, A さ んの人生におけ る重要な出会いで も あ っ た。 

だから こ そ A さ んは, 「財産」 と いう 言葉で表現 し たの

だろう 。

苦 しい時の過ご し かた

お し やれす るの好きやっ たから奇抜なお し やれし と っ

たな。 ガー デニ ングや一 (略)ーハガキ書 く のも好きやっ

たから な (略) 苦 し さ を ごまかす ために季節 を出 し

よ っ たな。 一 (略)一 ずっ と 私一緒やわ。 今やから と い

う こ と ない。 し んどい時はやっ ぱ し土触っ たり と か, 
お し やれし たり と かね。 

辛い時 には , ガー デニ ン グやハ ガキ を書 く こ と で , A 

さ んは自分 と向き合い, 時には気分転換に奇抜なお し や

れを楽 し んでいた。 A さ んは, 自分自身 を安定 させる試

みを色々工夫 し て過ご し ていたのだろう 。 振り 返り 語り

なが ら A さ んは 「 ず っ と 私一緒やわ」 と 気づ い た。 A 
さ んのよう に, 自己省察を繰り 返してき た養護教諭にと っ

ては, 悩みや苦 し みを抱え , 人の辛 さ や痛みに共感 し て

い く ために も , セルフ ケ アが重要 と な るので あ ろ う 。 

養護教論や故にね, だ れっ と で も ね, 腰低う にね, 
色んな役者を演 じ るこ と (笑い) 心が大き く なっ たな。 

(略) こ れ養護教論な ら こ そよ , 担任 し てたら わか

ら ないこ と をね, 養護教諭はい つぱいね先生, 先生が

いう たよ う に色んな人から教え て も ら う 。 何言われて

も何 さ れて も ね, 養護教論は女と いう 人権的なこ と も

あっ たな。 一 (略)一 そ し て向こ う で何言われても , 向

こ う が怒 つて も かまへんっ て思 っ て し ま う んや。 そ ん

な養護教論でない と いかん。 不登校と か病める子にね, 
頑張り と か学校いかなあかんでと いう 事と同 じこ と で, 
だから私は現実 をそのま ま見てな , そ れでいいやん。 

A さ んは , 養護教論特有の アイ デ ンテ イ テ イ を , 自 ら

のあり 方 を模索 し悩み続け ながら見出 し てい つた。 「何

言われて も何 さ れて も」 「 だれっ と で も ね, 腰低う にね, 
色んな役者を演 じ る」 との語り からは, 寛容 さ , 柔軟性, 
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現実検討力の強 さ を持 っ た アイ デ ンテ イ テ イ様態が推測

でき た。 その様態 を A さ んは, 「心が大き く な っ た」 と

表現 し てい る。 ま さ に目の前の状況に合わせて , 自 ら多

角的な視点 を持ち検討でき る心の余裕と安定感が感 じ ら

れる。 また, 「向こ う で何言われて も , 向こ う が怒 っ て

もかまへん」 と の語り は, A さ んが, 現実 をそのまま受

け容れるこ と のでき る人間的な安定感と , 状況に応 じて

対応でき る柔軟性を併せ持つているこ と を示唆 し ている。 

その状況 を A さ んは , 「現実 をそのまま見てな , そ れで

いいやん」 と 語 っ た。 こ のこ と は A さ ん自身が, 養護

教論の経験 を通 し て , 些細なこ と では揺 るがない強靭な

人格の持ち主と な っ たこ と の裏づけである。 

3) ラ イ フ ス ト ーリ ー ・ イ ン タ ビ ュ ーを通 し て

色々と39年間のこ と をね, 吐き出 させて く れはっ て

嬉 しかっ たです。 - (略) 一私のあんた39年間をね, 総

ま と めに し てね, お話 し で き たい う のが, 先生のおか

げです。 < いえいえ , と っ ても大事な機会を与えてい

ただき ま し た> 凝縮 し てね, 39 日みたい に凝縮 し てね, 
お話 し でき ま した。 楽 しかっ たなあ。 養護教諭なら こ

そや , こ れは。 

「私のあ んた39年間 をね, 総ま と めに し てね, お話 し

でき た一 (略)-39 日 みたい に凝縮 し てね」 と 語 る A さ

んは , ラ イ フ ス ト ーリ ー ・ イ ン タ ビュ ーを通 し て , A さ

ん自身の経験の中身 と , その後の人生と の関連性を , 人

生を振り 返り 物語るこ と によ っ て意味づけ た。 そ し て, 
数々の経験を く ぐり 抜け , 今自らの人生を振り 返っ た時

に, 養護教諭なり の人生を送っ てき た満足感から , 新 し

い A さ んを作 り あげてい く 作業 に , 意欲的 に向かおう

と し てい るのであ ろ う 。 そ し てそれらは, 同 じ職を も ち , 
後継者で も あ るイ ン タ ビユアー と の関係性のなかで共同

生成 さ れ紡 ぎだ さ れたのだ ろ う 。 イ ン タ ビュ ーを振り 返

り ながら A さ んは , 締め括 り の語り で 「楽 し かっ た な

あ」 「養護教諭な ら こ そや, こ れは」 と 表現 し てい る。 

こ のよ う にイ ンタ ビュー自体が, 塚田 (2008) がいう よ

う に, 研究協力者にと っ て少なからずエ ンパワ ー メ ン ト

の場 と な り う るこ と を実感 し た。 そ し て , 人生におい て

養護教諭と いう 経験が, それぞれの形で自己肯定感を育

み, 自 ら の人生に意味 を与え る機会にな っ たのではない

かと 考え ら れる。

しか し今回のイ ン タ ビュ ーの瑕疵も あ る。 同職種であ

り 後輩であ る筆者ゆえ に, 研究協力者で あ る A さ んの

心遣い もあり う る。 筆者が期待 し てい るモデル ・ ス ト ー

リ ーをあえて語るこ と もあるかも し れない (塚田, 2008)。 

そう 考え ると , ネ ガテ ィ ブな語り が引 き出せなかっ た可

能性もぬぐえない。 同職種であり よ く 知つてい る協力者

と の関係であ るから こ そ , 表現 さ れなかっ たこ と があ る

こ と を忘れてはいけない。 
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4 . ま と めと 提案

今回退職養護教論 A さ んの ラ イ フ ス ト ーリ ー研究 を

通 し て筆者は, 以下のこ と に気づかさ れた。 A さ んは, 
人 と の関係性のなかで “養護性” を育みながら , 独自の

アイ デ ンテ イ テ イ を成熟 させてい っ たのではないか。 こ

こ でいう “養護性” と は, 小嶋 (1989) によ れば, “相

手の健全な発達を促進す るための共感性と技能” のこ と

である。 ま た, A さ んは, 多様な葛藤に直面 し , かつ多

重な役割 を担いながら生き るこ と で , 人生の意味合い を

深 く 濃 く し ながら , 退職後の人生を生き る原動力 と し て

い るのであろう 。 そ し て養護教論であり 一人の人間で も

ある A さ んを支え たのは, 家族 , 養護教論仲間 , 同僚

や生徒 と い っ た人 と の絆であ っ た。

以上のよ う に, 本稿で筆者は, 退職養護教諭個人の語

り から , 時代の変遷と と も に多様な役割 を担い, 個と 関

係性の発達のなかで成熟 してい く 養護教論のアイ デンテイ

テイ様態を考察 し た。 養成課程の違いな ど個々の背景が

異なるこ と も あり , 養護教論の経験や物事の捉え方は, 
人によ っ て異な る。 し たがっ て本事例のみで養護教諭の

アイ デンテイ テイ変容過程は一般化でき ない。 しかし , 
他の数名の研究協力者 (岸本, 2013) との共通性と して

見出 さ れたこ と も あ る。 

F i gu rel 養護教諭のアイ デンテ イ テ イ様態

Figure1 に示すよ う に養護教諭は, 相手 (子 ども や周

囲の大人) にあわせて , かかわり を持 ち ながら , 相手の

成長を促す役割 を担 っ ていた。 養護教諭のアイ デンテイ

テイ様態には, 対象の状態に柔軟に寄り 添う力 と , 全体

を俯瞰しその時の状態に合わせ, 相手の成長を支援する

役割 (医療 ・ 看護, 教師 , カ ウ ンセ ラ ー, コ ーデイネ ー 

タ 一) を使い分け てい く し なやかさ , さ ら に, 周囲の環

境 を調整 しつないでい く 力 を併せ持つこ と が重要であ る

と示唆 さ れた。 対象に即 し て柔軟に自分の役割を見極め

こ な し てい く 力が, “養護性” である と筆者は考え てい

る。

今後教育現場において養護教論のあり方を考え ると き , 
研究で見出 さ れたこ れらのこ と が, 児童生徒や彼ら を支

え る周囲の環境への様々な支援を考え る際の一助 と なれ
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ばと 考え てい る。 今後 さ ら に, 養護教諭のアイ デ ンテ イ

テ イ につい て見つめてい く ためには, 当事者側の養護教

論像だけでな く , 子 ども ・ 同僚 ・ 保護者 ・ 社会と い っ た

多角的な視点 を加え るこ と によ り , 養護教諭像が明らか

にな るのではないかと 考え てい る。

最後に, 筆者は, 研究の目的 を改めて考え る段階から

すでに, 養護教論の歴史の重みと先達への畏敬の念を, 
心と身体全体で感 じずにはい ら れなかっ た。 そ し て養護

教諭と し て自 らの生き方を見つめ直 し , こ れからの人生

を考え る貴重な機会が得ら れた。 桜井 (2005) が “ライ

フ ス ト ーリ ー ・ イ ン タ ビュ ー実践の真骨頂” と し , “イ

ンタ ビユイ と 二重写 しの人生を経験す る” と述べる如

く , 筆者自 らの生活史経験を振り 返る機会と なっ た。 筆

者は, 養護教諭であ るこ と に誇り を持つこ と ができ , 自

ら主体的な生き方を i国む勇気が湧き起こ っ てき てい るこ

と に気づかさ れた。 
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