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書評

■書評■

牛渡淳著

「現代米国教員研修改革 の 研究

教員セ ン ター 運動 を中心 に
一

』

（風間書房 　2002年）

筑波大 学 浜 田 博 文

　本書 は ， 「1960年代 中期 か ら1980年代中期 ま で の 約20年間 に わ た っ て 米 国 に

お い て 展開 され た 『教員 セ ン タ ー
運 動 （Teacher　Center　Movement ）』 の 歴史

と そ の 理 論的 ・ 社会 的背 景 を探 る中で ， 米国 にお け る教員研修改革 の 構造 と論

理 を解明 す る こ と 1（2 頁） を 目的 と して い る 。 全体 は ， 4 部 14章で 構成 され ，

総頁数663とい う大 著で あ る 。

　評 者 は 15年ほ ど前 ， あ る学会大会 で 「ア メ リカ に お け る Teacher　Cen亡er 運

動の 展開 に 関す る研 究」 と題 す る研究発表 を した こ とが あ る 。 修士論文 以 来の

自身の 研究 に 節 目 をつ け よ う と 「大 風 呂敷」 を広 げた が
， 狙 い は 果たせ なか っ

た 。 大学 ， 教員 団体 ， 学 区教委 ， 各州政府 ， 連邦政府 な ど
， きわ め て 広範 囲の

主体 を 巻 き込 ん だ
“

movemellt
”

の 全容 を解明 す る の に
， ど こ か ら ど う迫れ ば

よ い の か ， 当時の 評 者 に は と て も手 に 負 えな か っ た 。 しか し ， 著者 は大学院時

代 か ら約 2e年間 に わ た り
一

貫 して こ の テ ー
マ に 取 り組み ，

1999年 3 月 に博士 学

位論文 を完成 された 。 だ か ら，
こ の 難 し い 課題 に 対 して 著者が い っ た い どの よ

うに 挑 まれ た の か ， 評 者は格別の 感慨 と期待を も っ て 本書 を手 に した 。

　著者 は まず ， 日本 に お け る教員研修 の 課題 と して
，   自主研修 と行政 研修 の

統合 ，   学校 をべ 一 ス と した研修 へ の 支援策 ，   教師教 育 関係 諸機 関の 共 同機

構の 設置 ， の 3 つ を挙 げ， 米 国 の 教 員 セ ン タ ー は そ れ ら 「す べ て に 対応す る も

の で あ り ， そ の 実態 の 究 明 は ， わ が 国の 今後の 教 員研 修 制度 の あ り方 を 考 え る

上 で ， きわ め て大 き な意 義を持 っ て い る」 （18〜 19頁） と位置づ け る 。 そ して ，

「米国 に お い て な ぜ三 っ の 側 面 を持 っ た 『教 員セ ン タ ー
』が 同時 に 普及 し た の

　 　 　 　 　 　 　 　 　 マ マ

か
，

こ の 三 つ の 側面が そ れ ぞ れ が どの よ うな関 連性 を持 っ て い た の か ， そ れ ぞ
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れが どの よ うに 評価 され ， 最終的に は 米国 の 教員研修改 革に どの よ うな影響 を

与 え た の か 」 （19頁） な ど， あ くまで も 「教 員 セ ン タ ー運動の 全 容 を明 らか に

す る」 （31頁） こ とへ の
一
方 な ら ぬ こ だわ りを表 明 す る 。 そ の た め に ， 「膨大 な

数 の 先行研究 （博士学位論文 ・ 著書 ・雑誌論文 ・調査報告書）の 成果 に 加 えて ，

教員 セ ン タ
ー

に 関す る パ ン フ レ ッ ト， 手引書 ， 会議 資料及 び審議録 ， 学会 発表

資料 ， 関係 法規 ， 連邦議会審議 録 ， 新聞記事 ， 手紙 等 の 資 料」 を 「す べ て 駆

使 」す る ほ か ， 「教員セ ン タ
ー 運動 を リー ドした主 要 な関係者 へ の イ ン タ ビ ュ

ー を行 うと同時に
， 手紙に よ る情報の 収集」 （32頁 ） を行 っ て い る 。

　第 1部 で は ，
1965〜 1972年 に 連邦教育局 内部で 萌芽 し模索 さ れ た， 学校 ・ 大

学 ・コ ミ ュ ニ テ ィ の 共同機構 と して の 教員セ ン タ ー構想 の 特徴 と
，

1969年の 連

邦政権交代 に 伴 う 「挫折」が 浮 き彫 りに され て い る 。 第 II部で は ，
1960年代 末

以 降 ， 「英 国型 」 セ ン タ ー が紹 介 ・導人 され ， 教 員の ニ ー ズ に 基 づ く自主 的研

修 を掲 げ る 1草 の 根 教 員セ ン タ ー」 と， 教員 に よ っ て 管理 さ れ る研修 を志 向す

る 「教 員組合一1と い う 2 つ の 主体 に よ っ て 別 々 の か た ちで セ ン タ ーが普及 した

こ とが整 理 さ れ て い る 。 さ ら に 1973年以 降 ， 上 掲 「連邦教育局型」の 構想 が米

国教育大 学協議 会 （AACTE ）の 支持 を受 け て再 生 した 事実 が跡づ け られ て い

る 。 第III部 で は ， 「草の 根」・ 「組 合 1・ AACTE の 「三 者 に よ る三 っ 巴 の 対 立 」

を抱 え つ つ
， 「組合」型 セ ン タ ー を基本 と す る連 邦 教員 セ ン タ ー法が 成立 した

過程が描か れ て い る 。 第 IV部 で は ， 連邦法 の 実施過程 と その 後の 教員研修 を め

ぐる議論 の 推移 ， そ して 1980年代 は じ め の 政権交代 に よ る連邦法廃止 の 過 程が

論 じ られ る 。 連邦法廃止 に よ っ て教員 セ ン タ ー運 動 は 急速 に 終 焉 した が ， そ の

理念 は 1986年以 降の 教員研修 改革 に 確実 に 受 け継が れ て い る こ とが ， 議論 の 内

容 と活動主 導 者の 繋が り とを根拠 と して 明 らか に され て い る。 結論で は ， 教員

セ ン ター運 動 は 「1960年代の 連 邦 の 教 育 改 革 と1980年代以 降の 教 育改 革 の 間を ，

r教 師教育 ・教 員研修』 の 面で つ な ぐ改革運動 で あ っ た 」 と改 め て 整理 さ れ て

い る 。

　教員セ ン タ ー運 動 の 全容 を解明 し ， 教員研修 に関 す る現 代的課題 と施 策の 中

に 生 き続 け るそ の 理 念 と意義 を提 示 す る とい う本書の 課題 は ， 膨大 で 多彩 な 資

料 の 地道な 読み 込 み と粘 り強 い 記述 に よ っ て 果た さ れ て い る 。 と くに 1960年代

か ら 1976年連邦 法成立 に 至 る 多様 な資料 の 再構 成 に は執念 さ え感 じ る し ， 1980

年代 以 降 の 教 員研修論議 に 繋 い で い く論理 構成 も興味 をそ そ られ る 。 そ の よ う

な本書 の 意義が 揺 るが な い こ と を前提 と した 上 で
，

い くつ か コ メ ン トした い
。
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冒一凵書

　 「こ の 研 究 は 歴 史研究 なの か ， そ れ と も政策研 究 な の か ？］ を， 読 み 進 み つ

つ 幾度 も自問 し た 。 読後の 印象で は 「歴 史研 究 」 に 落 ち着 くが
，

い ず れ に して

も資料 の 取 り扱 い に い くつ か 疑問 が 残 る 。 例 えば第 13章 で 連邦法 の 実施過程 を

調査報告書 ・博十 論文 ・ 雑誌論文 の 実 に 詳 細 な内容 記述 に よ っ て 描 い て い る が ，

資料相互 の 関係性が 必 ず し も明示 的で ない 。 また 「代 表 的 な二 つ の 博士論文 」

（484頁） の 「代表的」の 意味 を読 み 取 る の も難 しい
。 第 ll章 で イ リノ イ 州の 事

例 を と りあ げ た 箇所 で ， セ ン タ ー
の 実態が

， 州 教 育局作成 の 「ハ ン ドブ ッ ク 1

の分析 に よ っ て 明 らか に な る と い う論 述 （377頁） に も違和感 が 残 っ た 。

　本書 の 記述 は全体 を通 じ て きわ め て 丁寧 で ある 。

一
つ ひ と つ の 資料を真正 面

か ら丹 念に 読 み 込 も う とす る 薯者の 誠 実 さ が 伝わ っ て くる 。 た だ し
， そ う した

記述 ス タイル は
， 教 員セ ン タ ー運動の 全体 を把握 した い と意 気込 ん で 読 み 進 ん

だ 評者 に と っ て
， 逆 に 全体 の 論 旨を掴 み に く く して い る と感 じ られ た 。 原 資

料 ・論文 の 枠組 み よ り も， 著者 白身の 分析枠組 み で 「料理 」 した記述 の 方が ，

読 み 手 に と っ て は わ か りや す か っ た の で は な い だ ろ うか
。

　本書が 「教員研修改革の 研究」 と銘打たれ る の は ， 第14章で 米国 の 現 代的動

向に 着地 点 を見出 した か らで あ ろ う。 そ こ に
， 単 な る 「歴史研究」 に と ど ま ら

な い 本書の 教師教育研 究な らびに 教 育経 営研 究 と して の 大 きな 意義 が あ る 。 た

だ し，
こ こ で の 論理 展開 は必 ず し も ト分 に尽 くされ て い な い と思 う 。 た とえ ば

ホ ー ム ズ ・グル ー プ 等の 提案 に よ っ て 注 目 され て い る PDS の
， 「教 員が ， 白

分 白身の 教室や 学 校 に つ い て 探 求 し ， 考察 し ， 実験 す る場 」 と い う特色 が 1英

国型 （草 の 根）セ ン タ ー の 特色 そ の もの 」 （591頁） とい う断 定 は ， 勇み 足 の 感

を拭 え な い
。 英国 型 セ ン タ

ーが 「学校以外 の 場所 」 を重 要 な要素 とす る限 り，

よ り慎重 な 分析 が 必 要 で は な か っ た か 。

　今の 評者の 関心 に 引き付 け て 言 え ば ， 1980年代 後 半以 降 ， 教 員研修 が 「学 校

改善」 に 結合し て 把握さ れ る よ うに な っ た背景 と して ， 「個 人 と して の 教員 の

質」 と 「学校 に お け る教授 ・学習の 質」 とを 繋 ぐ媒 介要 因 と して の 「組織」 へ

の 関心 と注 目を見 過 ごす べ きで は な い
。

こ れ は ， 英 国型 セ ン タ ー が 特徴 と した

「教 員 の 自t 性 1や 「教 員 自身 に よ る 管理 」 と は 明確 に 異 な る点 で は な い だ ろ

うか
。

こ の コ メ ン トは本書の 意 義 を打ち 消す も の で は な い
。 そ うで は な く逆 に ，

1980年代後 半以 降 の 米 国教育改革 を教師教育研究の 視野 か ら読 み 解 く鍵 を本書

が 明 示 して くれた か ら こ そ ， こ う した 考察が 可能 に な っ た の で あ る 。
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