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中学校 教師の 被 i援助志 向性 と 自尊感情 の 関連

田　村　修　
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　 こ の 研究は ， 教師の 「被援助志 向性」 と 「自尊感情」 との 関連 を明 らか に し， 教師 へ の 効 果 的 な援助

の あ り方 を検討 す るた め に 行わ れた 。 日本の 中学校教師214名か ら質問紙を回収 した 。 分析 の 結果 ， 以下

の こ と が明 らか に な っ た 。 女性教 師は ， 男性教 師 に 比 べ 「被 援助 志向性 」が 高 か っ た。男性 教 師は ，女

性 教師に 比 べ 「自尊感情」が 高か っ た 。 「被援助 志 向性」 と 「自尊 感情」は 共 に ， 年齢 に よ る 差 は な か っ

た。また，45歳 以下 の 男性教 師 に お い て は，「自尊感情」が 高 い ほ ど 「被援助志向性」 も高 い 傾向が 見 ら

れ た 。

一
方 ， 41歳以 上 の 女性教師に お い て は ， 「自尊感情」が 高 い ほ ど 「被 援助 志 向性」が 低 い 傾 向が見

られ た 。 こ の 結果 か ら ， 教師へ の サ ポ ー トを ど の よ う に 供給 し た ら よ い か に つ い て考察さ れ た 。
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　昨 今 ， 精神性 の 疾 患 を発症 し ， 休職 に 追 い 込 ま れ る

教師が増 え て い る 。 1999年 度の 教 師 の 病 気 休 職 者 は

4454 名で，そ の うち 精神性の 疾患を理 由 とす る もの が

1913名 （43．0％）で あ り， 人数 ・割合 が共 に 過去 最高 で

あ っ た （文部 科 学 省教 育 助成局地 方課，2000）。 現在 ， 学校現

場 で は，学業不振 ・
不 登校 ・い じ め な ど の悩み や 問題

を抱 えて い る生徒が 増 えて い る 。 また，それ らの 生徒

を指導 ・援助 す る 親 や 教師 も苦戦 を強 い ら れ て い る

（石 隈．1999 ）。 と くに 教師の場合は ， 若 く経験年数の 少 な

い 教 師 だ けで はな く，多 くの ベ テ ラ ン 教師で さ え，生

徒に対 する指導 ・援助に つ い て の 悩み を抱 え て い る と

の 報告 もあ る （ペ ネ ッ セ 教 育研 究所，2   1）。

　田村 ・石 隈 （2001）は，首都 圏 の 中学校教師 155名 を対

象 と し た質問紙調査 か ら ， 教師の 指導 ・援助サ ービ ス

上 の 悩 み に は，  「指導 ・援助 に 対す る他者か らの 批

判 や 苦情 」，   「指導 ・援助 に 対 す る自信 の 欠如」， 

「生 徒の反抗」の 3 因子が あ る こ と を報告 して い る 。 現

在，様々 な 悩 み や 問題 を 抱 え て い る 生 徒 に 対す る 指

導 ・援助 や新 教育 課程 の 実施 に 伴 う新 しい 教 育課題 へ

の対応 に つ い て ， 教師 自身 も悩み を抱 え て い る 。 加 え

て教師は ， 現 在の 教育実践 に 対 して ，生徒 ・保護者 ・

同僚教師 ・管理職 ・マ ス コ ミ等 の 厳 し い 批判 に さ らさ

れ る こ と も多 い
。 そ の た め ， 教師 と し て の 「自尊感情」

の低下 が 心配 さ れ る 。 教師 と し て の 「自尊感情」 の 低

下 は ，教 師の メ ン タ ル ヘ ル ス を低下 させ ，生 徒 へ の 指

導 ・援助に対 し て も ， 少な か らず影響 を与 え る と考 え
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られ る 。
こ の よう に 本研 究 は ， 日常 に お け る学校 で の

教師の 行動や 態度が ， 教師の メ ン タ ル ヘ ル ス の 低下 （と

くに 教 師 と し て の 「自尊感 情 」 の 低 下 ） と関連 し て い る の で

はな い か ， とい う実践上 の 問 い か ら出発 して い る 。

　 こ れ まで ， 諸外国や 日本に お い て 「自尊感情」に 関

す る研 究は数多 く行われ て きた が ， 教師対象の もの は ，

ほ とん ど見あた らな い 。教師対 象 の 数少な い 研 究の 1

つ と し て ， 山形 ・新潟 ・富山 の 教 師89名を対 象 に ， SE −

1型 式 に よる質問紙調査 を行 っ た 小室 （1987）の 報告が

あ る。そ の 中で ，教師 の 「自尊感情」 の 構成要因 と し

て ， 男性 教師の 場 合 は ，   「社会 的不適 切 さ へ の 不

安」，  「肯定的評価欲求」，  「自己 価値」，  「劣等

感」の 4 因子 を ， また女 性教師 の 場 合 は ，   「自己 の

肯定的価値疑念」，   「肯定的評価欲求」，   「自己価

値 の 評価不 安」，  「社会的場面 に お け る 不安」の 4 因

子 があ る こ とを報告 して い る。 こ の 報告 で は．男女 共

に 「肯定的評価欲求」 と い う共通因子 も見 られ るが ，

教 師の 「自尊感情 」に は 性 差 が あ り，「他者か ら の 評価 」

を どの 程度気 に す る か に よ っ て 異 な っ て くる と報告 し

て い る 。 ま た 蘭 （ユ992 ）は ， 男女教師 （小 室，1987 ） と 男子

大学 生 （遠 藤 ・井上 ・冷川 ・藤 原，1981 ） の 「自尊感情」に

関す る研 究を比 較 し， 男子大学 生 に 比 べ 教師の 方が ，

「他者評価」に よ っ て 「自尊感情」が影響 さ れ やす い

こ と を報告 して い る 。

　と こ ろ で ， 文 部科学省 は2002 年度 か ら，ゆ と りの 中

で 子 供達の 生 き る力を育 む こ と を 目的に ， 「完全週 5 日

制」 「総合的な学 習」の 導入 な ど，様々 な 提案 を発表 し

た 。 そ れ に伴 い
， 現在 ， 各中学校で は 教 職員 の 英知 を

結集 し て ， 新 し い 教育課程の編成作業や 「総合的な学

習」の プ ロ グ ラ ム 作 りに 取 り組 まな け れ ば な らな い 状
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況 が あ る 。 し か し ， こ の よ うな教育現 場 の 取 り組み に

対 して ，教 師 の 能力 や資質 の 向上 だ けが強調 され，教

師 に対す る行政の サ ポー トが 十分で は な い の が 現状で

あ る。 こ の よ うな現状 に お い て は，同 じ職場 の 教師同

士 が 援助 し あ っ た り 学 び合 う こ と が ， 今後 ま す ま す重

要 に な っ て き て い る 。 石 隈 （1999 ）は ， 学校心 理学の 視

点 か ら，生徒 に 対 す る指 導 ・援助 を担任教 師が 一
人 で

抱 え 込 む の で は な く ， 学校 に い る様々 な 立場 の 人 が 子

供 に と っ て の 有効 な 援助資源 で あ る と考 え る 「チ ーム

援 助 」 の 観 点 か ら，教師 自身が適切 な人 に 援 助 を求 め

る こ と は ， 今後の 学校教育 に お い て ， き わ め て 重 要な

こ とで あ る と述 べ て い る。

　淵上 （1995） は ， 教師集団 の 特徴 の 1 つ と して 「疎結

合 シ ス テ ム 」 を あげ て い る 。 「疎結合シ ス テ ム」 と は ，

「互 い に 働 き か け られれ ば そ れ に こ た え る が ，通常 は

個々 の 独立性 と分離 性が保 たれ て い る 状 況」 をい う。

こ の 考 え に従 え ば，た と え職場に 援助資源 と して 優れ

た管理職 や 同僚 教 師 が 存 在 し て い て も，問題 を抱 えて

い る 教師 自身 が援助 要 請 しなけれ ば，職 場 に お い て の

ソー
シ ャ ル ・サ ポ ー トが 得 ら れ な い こ と を意味し て い

る。 こ の こ と か ら，指導 ・援 助サ
ービ ス 上 の 危機 に直

面 し た 教 師 は ， 課 題解決 の た め に ， 自ら他者 に 援助要

請す る こ と が ， 極 め て 重要 に な る の で あ る 。

　 こ の よ うな援助要請行動 に大 き な影響を与 え る もの

と し て
， 「被援 助 志 向性」 と い う概念 が あ る。こ れ は，

「何 らか の危機 に 直面 した者 が ， 他者に 対 し積極的 に援

助 を求 め る か どうか の 認知的枠組 み 」（水野 ・石 隈，1999 ）

の こ とで あ る 。 も し危機 に 直面 して も，被援助欲求 が

低 か っ た り ， 援助 を受 け る こ と に 対 す る心 理的抵抗が

あ る 人 は ， 援助 を う ま く 求 め ら れ ず ， 援助 資源 を活 用

で きな い こ と に な る 。 つ ま り ， 被援助者の 「被援助志

向性 」 が ，援助要請行 動 に と っ て は極め て 重要な要因

に な る と考え られ る 。

　 こ れ ま で の 「被援助志向性」に 関す る先行研究で は ，

女性 の 方 が 男性 よ りも 「被 援助志 向性」が 有意 に 高 い

とす る報告 〔Fischer ＆ Turner，1970 ； Fischer ＆ Farina，

1995 ）と，性差 に よ る違 い が な い とする報告〔Christensen

＆ Magoon ．1974 ；Parish ＆ Kappes ，1979 ） が あ り，「被援助

志 向性」の 性差に 関す る研究結果 は ， 必 ず しも
一

貫 し

た 知 見が 得 ら れ て い る わ け で は な い （水野 ・石 隈，1999）。

ま た ， 「被援助 志 向性」の 年齢差 に 関す る先行研究 で

は，Leaf，　Bruce ，　Tischler ，＆ Holzer （1987）が若者 （18

〜24歳） と高齢者 （64 歳 以 上 ）が 中年 に 比 べ
，

メ ン タ ル ヘ

ル ス サ ービス を受 けな い と報告 し て い る 。 但 し ， 青年

期 か ら高齢者 ま で の 幅広 い 年齢層 を 対 象 と し た 研 究 は

少な く， 年齢差 に よ る 「被援助志向性」の違 い に つ い

て結論づ ける に は，更 なる調査 や研究の 積み重ね が 必

要 で あ る （水野 ・石 隈，1999＞。

　田村 ・
石 隈 （2001） は ， 学校教育 に お い て 心理 教育的

援助 サ
ービ ス を行 う専 門家 同士 の 援助関係 に 焦点 をあ

て ， 学校教育の専門家で ある教 師が ， 指導 ・援助サ ー

ビ ス 上 の 困難 に 直面 した場合 に，同僚教師 ・管理職 ま

た ， 心理 教育的援助 サ ービ ス の 専門家 で あ る ス ク
ー

ル

カ ウ ン セ ラ ーや相談機関の カ ウ ン セ ラ ーに対 し ， 援助

を求め る か ど う か に つ い て ，首都圏の 中学校教師155名

を対象 に質問紙調査 を実施 した 。 その 結 果 ， 教 師 の 被

援助志向性 に は，  「援助の欲求 と態度」，   「援助関

係 に 対 す る抵 抗感 の 低 さ 」 の 2 因子 が あ る こ と を 報告

し て い る 。 また ， 男性教 師 ・女 性教師 は共 に 「援助 関

係 に 対 す る抵抗感」が 低 い 教師 ほ ど ， 「バ ーン ア ウ ト（脱

人 格化）」 し に くい こ と も報 告 され て い る 。

　水野 ・石隈 （1999） は ， 米国の 「被援助 志 向性」に 関

す る 文献 を概観 し，こ れ ま で 「被援助志向性」 と関連

す る要 因 として，  デ モ グラ フ ィ ッ ク要因 ，   ネ ッ ト

ワ ーク 変数 ，   パ ーソ ナ リ テ ィ
ー変数 ，   個人 が 抱 え

て い る問題の 深刻さ の 要因 ， と の 関連 に つ い て の研究

が 多 い こ と を報告 して い る。 こ れ ら の 関連要因 の 中 で ，

パ ーソ ナ リテ ィ
ー変数 の 1 つ で あ る f自尊感情 」と 「援

助要請」に 関する認知 ・行動 と の 関連 に つ い て ， 先行

研 究 で は こ れ ま で に 2 つ の 研 究仮説 伯 尊 心脅 威 モ デル ）

が あ る 。 1 つ は Bramel （1968）の 「認 知的
一

貫性仮説 」

で あ り， もう 1 つ は Tessler＆ Schwartz（1972＞の 「傷

つ きや す さ仮説」で あ る 。

　 前者の 「認知 的一
貫 性仮説」 と は ， 自尊感情 の低 い

人 に と っ て は 自分 に つ い て の 否定 的情報が 彼 らの 自己

認知 と
一

貫 し て い る の に対 し て ， 自尊感情の 高 い 人 に

と っ て ，他者 の 援助 に よ っ て 事態の 解決を図 ら な け れ

ば な らな い と い う自分 自身 に つ い て の 否 定的 な情報は
，

高 い 自尊感情や 自己評価 と 矛盾す る 。 したが っ て ， 彼

ら は 自分 に つ い て の 否 定的な 情報 を 可能な 限 り避 け よ

う とす るた め に
， 「自尊感情 が 高 い 人 ほ ど，援助や援助

者 を否 定的 に とらえ ， 援助 を求 め な い 傾 向が あ る」 と

い う仮説で あ る 。 こ れ に対 し ， 後者の 「傷 つ き や す さ

仮説」 は，自尊感情 の 高い 入 は 豊富な肯定的 自己認知

を持 っ て い る の で ，自分 の 否定的情報 をあ ま り気 に し

な い の に対 し て ， 「自尊感情の 低 い 人は ， 自分 に つ い て

の 肯定的認知 を ほ と ん ど持 っ て い な い た め，自力で 課

題 を解決 で き な い と い っ た 自分 が 傷 つ く情報 に 対 し て
，

よ り
一

層敏感 に 反応 し防衛的 に な り， 援助 を求 めな い

傾向が あ る 」 と い う仮説で あ る 。 こ れ ま で の研究で は ，

一 32 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Educational Psychology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Eduoational 　Psyohology

田 村
・
石 隈 ：中学 校 教師 の 被 援 助 志向 性 と 自尊感 情 の 関 連 293

「認知的
一

貫 性仮説」 を支持す る研究 の 方が多 い （西 川，

1998）。

　 と こ ろ で ，佐藤 （1997 ）は ， 昨今の 教育 の 混迷 に 対 し

て ，
マ ス コ ミ を は じめ多 くの 国民 が ， す べ て の 責任 を

教師 に 転嫁 したた め に ， 教育 の 危機 は教 職生活の危機

へ と転 化 さ れ た と述 べ て い る 。 ま た ， 公 共的使 命感 を

喪失 し た教師た ちは ， 自己 の 職業 に 対す る尊厳 と誇 り

を失 っ た と も述 べ て い る 。 さ ら に ， 自己 の 職 業 に 対す

る尊厳 と誇 りを失 っ た教師た ち は ， 教師 と し て の 自己

を受容で きな い た め に ， 指導 ・援助 の対象者で ある生

徒 た ち を受容で き な い 可能性が ある こ とを指摘 して い

る （佐藤，1994）。

　ま た ， 石隈 （1999） は ，
ス ク ール カ ウ ン セ ラ ーに 求 め

られ る役割に 関す る ニ ーズ調査 で ， 小 中高の 教師た ち

は ， 教職 年数 が 増加す る に つ れ て ，相談相手 へ の満足

度が低 く，
ス クール カ ウ ン セ ラーの 必 要性 が 低 い と い

う結果 を示 し，ベ テ ラ ン の教師ほ ど ， 援助 を求 め る こ

と に対す る 抵 抗感 が 強 い こ と を指摘 し て い る 。 さ ら に

田 村・石隈 （2001）は ， 首都圏の 中学校 教師 155名を対 象

に した 調査研究で，「被援助志向性」と 「自尊感情」が

関連 して い る 可能性 を示唆 して い る 。 以上述 べ た こ と

か ら， 教師の 「傷 つ きや す さ」や 「プ ライ ド」 が ，生

徒 と の か か わ りに 影響 を 及 ぼ す だ け で は な く， 同僚 教

師 ・管 理職 や ス クール カ ウ ン セ ラー
に 対 し て ， 援助 を

求め に く く し て い る 可能性が考 え られ る。

　 そ こ で ， こ れ まで ほ と ん ど研究さ れ て こ な か っ た教

師 を対 象 とした 「被 援助志 向性 」 と 「教師 自尊感情」

（教 師 と し て の 自己 に 対 す る肯 定 感・尊 厳 ・誇 り を 「教 師 自尊 感情 」

と定 義 す る ） に 焦点 をあ て る 。 そ し て ， そ れ ら の 関連 を

明 らか に す る こ とで ，「被援助志向性」 と 「教師 自尊感

情」の 観点か ら ， 個 に応 じ た教師へ の 援助 や ， 学 校教

育 に お ける効果 的な 「チーム援助」の あ り方を検討す

る こ とが 本研 究 の 目的 で あ る。具体 的 に は，  「教師

自尊感情」尺度の 作成 ，   中学校教師の 「被援助 志 向

性」 と 「教 師自尊感情」 の 性差
・年齢差の 検討 ，   中

学校教 師の 「被援助志 向性」 と 「教 師自尊感情」 の 関

連に つ い て の 検討 を行 う 。

研 　究　 1

い る Rosenberg の 「自尊感情」尺度 10項 目 （山 本・松 井・

山成 訳 1982）の 「自分」と い う表現 を 「教 師 と して の 自

分」 に 変 え，各質問文の 末尾 の 表現 を多少修正 し た

（TABLE 　1）。 回答 は ， 各項 目 ご と に 「あ て は ま る ： 5 」

「や や あ て は ま る ： 4」「ど ち ら と もい えな い ： 3 」「や

や あ て は まらな い ： 2 」「あ て は ま ら な い ： 1」の 5 件

法で 求め た 。

TABLE 　1　 「教 師自尊感情 」尺 度

目的

　本研究の 目的 は ， 「教 師自尊感情」尺度 を作成 し ， 信

頼性 を検討 す る こ とで あ る。

方法

〔1） 質問項 目の 準備

　 こ れ まで 多 くの 研究で 信頼性 と妥 当性 が 確認 さ れ て

1） 少 な く と も人 並 み に は ， 価値の あ る教師で あ る 。

2） 教 師 と して の い ろ い ろ な 良 い 資質 ・能 力 を持 っ て い る。
3 ）教 師 と して，敗 北者 だ と 思 う こ とが あ る 。（＊ ）

4 ）教 師 と して の 仕 事 を，人 並 み に は う ま くや れ る。
5 ） 自分 に は，教 師 と し て 自慢 で き る と こ ろ が あ ま り な い 。（＊ ）

6 ）教 師 と して の 自分 を，肯定的 に見 て い る 。

7 ）教師 と して の 自分 に ，だ い た い 満 足 して い る。
8 ） 自分 は 全 くだ め な 教 師 だ と 思 う こ と が あ る。（＊ ）

9 ）何 か に つ けて，自分 は役 に 立 た な い 教 師 だ と思 う。（＊ ）

＊ 逆転 項 目

  　尺度の 内容的妥当性 の 検討

　カ ウ ン セ ラ ー兼大学講師 1名 ， 私立中学 ・高校教師

1名 ， 公 立 中学校教師 1名，ス ク
ー

ル カ ウ ン セ ラー（臨

床 心理 士 ） 2 名 ， 心理学専攻の 大学院生 1 名 に よ り， 尺

度 10項 目の 各質問文の 表現に つ い て ， 適切か どう か の

確認 を行 っ た。

（3＞ 調査方法

1 ）調査対象

　首都圏 凍 京 都 ・神 奈 川 県 ・埼 玉 県 ・千 菓 県） の 公 立 中学

校の 教師555名 。
〈 但 し， 管理職 ・養護 教諭 ・障害児 学

級 担 当教諭 を 除 く 。 ＞

2 ）調 査時期

　 1999年 7 月下旬〜12月上 旬

3）実施の 手続 き

　 く 東京都 ・神奈川 県 ・埼 玉 県 の 場 合 〉

　東京都公立 中学校 27校 の 教 師455名 と神奈 Jll県お よ

び埼玉 県公立中学校 6 校の 教師50名の 自宅 に ， 郵送法

で 質問紙 を配布 ， 回収を行 っ た。

　 〈 千葉県の場合 〉

　全県 の 中か ら 2校 を抽出 し，該当校の教師 50名 に留

置法 に よ る質問紙調査 を依頼 した 。

　 回収率は ， 39．O％で あ っ た 。 こ の う ち 不適 切 と思わ

れ る回答を し た 3名 を 除外 し，有効回答数を 214名分 と

し分析 し た 。 回答者 の属性 は ， 男性 129名 ， 女性85名 。

年齢構成は ， 23〜35歳（52名 ）， 36〜40歳（59名 ）， 41〜45

歳 （48名 ）
，

46〜60歳 （55名 ） で あ っ た 。

結果

　 IT 相 関係数が 著 し く低か っ た質問項 目 （「も っ と，教 師
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と して の 自分 自身 を 尊敬 で き る よ う に な りた い 」）（r＝一．01）を尺

度 か ら削除し ， 残 り 9項 目で 再度分析 を した 。 そ の 結

果， 9 項 目の IT 相関 は （．61〜．77），全質問 （9 項 目） の

Cronbachの α 係 数 は ， （a ＝．go）で あ り， 尺 度 の 信 頼性

が確認 さ れ た 。

研 　究　 2

目的

　本研 究の 目的 は，  中学 校教 師の 「被援 助志 向性」

と 「教 師 自尊感情」 に つ い て の 性差 ・年齢差の検討 ，

  中学校教師の 「被援助 志向性」 と個人 内要因 の 1 つ

で あ る 「教師自尊感情」 と の 関連 に つ い て 検討 す る こ

と で あ る。

方法

1 ）調査対象， 2 ） 調査時期，．3 ）実施の 手続 き は ，

　研究 1 と同 じ。

4 ）測定具

　  教師 の 「被援 助志 向性 」尺度 は ， 田 村・石隈 （2001）

　　が作成 した もの を使用 した 。

　  「教師自尊感情」尺 度は ，研究 1 で 作成 し た もの

　 　 を使 用 した。

　 回収率 と回答 者の 属性 は ， 研 究 1 と同じで あ る 。

結果

1 ）「被援助志向性」の 性差 ・年齢差

　  「被援助志 向性 」 の 性差

　 田 村 ・石隈 （2001） は ， 「被援助志向性」に は ， 「援助

の 欲求 と態度」 （7項 目，例 ： 自分 は，よほ どの こ とが な い 限 り，

人 に相 談 す る こ と が な い 。） 「援助関係 に 対 す る 抵抗感 の 低

さ」（4項 目，例 ： 自分 は，人 に 相談 した り援助 を求 め る時，い つ

も心苦 しさ を感 じ る。） の 2 因子が あ る こ と を報告 し て い

る 。 そ こ で，男 性教 師 と女性 教師の 「被援助 志向性 」

の 違 い を検討 す るた め に ， 「（第 1 因 子）援助 の 欲 求 と態

度」の 総得点 と 「（第 2 因 子 ）援助 関係 に対す る 抵抗感の

低 さ」の 総得点 の 男女 別平均値 を t検定 で 比 較 した

（TABLE 　2）o

　 そ の結果 ， 「援助の 欲求 と態度」因子 の 総得点の平均

値 （t；−5．Ol，df；212，　p 〈．00D，「援助関係 に対す る抵抗感

の 低 さ」因子 の 総 得点 の 平均 値 （t＝−2．66，df＝212，　pく，Ol）

の い ず れ の 比較 に お い て も ， 女 性教師 の 得点の 方が有

意 に高 く， 女性教師の 方が男性教師に比 べ 「援助の 欲

求 と態度」が 高 く，「援助関係 に 対す る抵抗感」が低 い

こ とが示 さ れ ， 「被援助 志向性」に は性差があ る こ とが

わ か っ た 。

　  「被援 助 志 向性 」の 年齢差

　「被援助志向性」に は性差が認 め られ た た め ， 年齢別

の 分析は ，男 女別 で 行 っ た 。は じ め に ，年齢 別 に よ る

「被 援助 志 向性 」の 違 い を検討 す る た め に ， 調 査対象者

を 1）35歳以 下 ， 2 ）36〜 40歳， 3 ）41〜 45歳， 4 ）

46歳以上 の 4群 に 分 けた 。そ し て ，それ ぞれ の グ ル
ー

プ の 「援助 の 欲求 と態 度」因子 の 総得点 ， 「援助関係に

対す る抵抗感の 低 さ」因 子 の 総得点 の そ れ ぞ れ の 平均

値 を男女 別 に 1要 因分散 分析 で 比較 した。そ の 結果，

男 性教 師 ・女性教 師 は 共 に ，
い ず れ の 比 較に お い て も

有意差 は認め ら れ な か っ た （TABLE 　3）。

TABLE 　3　 年齢別 に よ る 「被援助志 向性」の 比 較

35歳以下　36〜4D歳　41〜45歳　46歳以上　F値

援助の欲求と態度　 男性　　25，69　　 26，16　　26．18　　23．50　 2．02
〔第 1因子）　　　　 女性　　30，00　　 30．D7　　 27．60　　 27．88　 1，96

援助関係に対する　 男性　　13．S1　 　 14，73　　 14．11　　 13．23　 L90

抵抗感の低さ　　　 女性　　 15，42　　 16．00　　 14．10　　 15．04　 1．47
〔第 2因子）

男性 N ＝ 129
， 女 性 N ；85

2 ）「教師自尊感情」の 性差 ・年齢差

　  「教師 自尊感情」 の 性差

　男性教師 と 女性教師の 「教師 自尊感情」の 違 い を検

討す る た め に ， 教師 自尊感情尺度 の男女別平均値 を t

検定で比較 し た （TABLE 　4）。そ の 結果，男性教師の 平均

値 が女性教 師に 比 べ 有意 に高 く （t＝3．08，df＝212，　pく，01），

男性教 師の 方が 女性教師に 比 べ 「教師 自尊感情」が高

い こ と が 示 さ れ ， 「教師 自尊感情」に は 性 差 が あ る こ と

が わ か っ た 。

TABLE 　4　性別に よ る教師 自尊感情の比較

要 因 グ ル ープ 　 平均 値 　 標 準偏 差 　 　 t値

教 師自尊感情　　男性

　 　 　 　 　 　 　 女 性

34．9832
．16

23ワ白
067

3、088申

TABLE 　2　 性別 に よ る被援助志 向性の 比 較 男性 N ＝129，女 性 N ＝85 ”

Pく．01

要因 グ ル ープ　 平 均 値 　 標 準 偏 差 　　 t値

援助 の 欲 求 と態度　　男 性 　　 25．45　　 5．08　 − 5．Ol一 寧

（第 1 因 子 ）　　　　 女 性　　 28．82　　 4．39

援助関係 に 対す る　　男性 　　 14．06　　 2．76　 − 2．66”

抵 抗 感 の 低 さ　　　 女 性　　 15．09　　 2．81
（第 2 因 子 ）

男 性 N ＝ 129，女性 N ＝85 ．
p 〈．05，　

・・
pく，01，　

鱒．
p 〈，001

  「教師 自尊感 情」の 年齢差

　年齢 に よ る 「教師自尊感情」の違 い は ， 1 ）35歳以

下 ， 2 ） 36〜 40歳 ， 3 ）41〜 45歳 ， 4 ） 46歳以 上 の 4

群 に 分 け，それ ぞれ の グル
ープ の 教師 自尊感情尺度 の

平均値 を 1 要因 分散分析 で 比 較 した 。そ の 際 ， す で に
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「教師 自尊感情」に は 性 差 が あ る こ と が 確認 さ れ て い る

た め ， 男女別で 分析す る こ とに した。そ の 結 果，男性

教師 ・女性教師は共 に ， 年齢別の 尺度得点 の 平均 値 に

有意差 は見 られ な か っ た （TABLE 　5）。

TABLE 　5　 年齢別 に よ る 「教師自尊感情」の 比 較

18

16

35歳以下　36〜40歳　41〜45歳　46歳以上　F値
14

教師自尊感情　　　 男性　　34，38　　 34，76　　 36．43　　 34．50　　，66
　　　 　　　 女性　　　　31，15　　　32．OO　　　31，15　　　34．12　　　．96

男性 N ＝129，女 性 N ＝85

3）「被援助志向性」と 「教師 自尊感情」の 関連 に つ い

　て の 年齢別比較

　分 析 に 先立 ち ， 年齢 を 1） 35歳以 下， 2 ） 36〜40歳，

3） 41〜45歳， 4 ）46歳以上の 4群 に分 け た 。 また ，

こ れ ま で の 分析結果 か ら，教 師 の 「被援助志向性」 と

「教師自尊感情」に は ， 共に性差が あ る こ とが 確 認 さ れ

て い るた め，分析 は 男 女別で 行 う こ と に し た 。 そ の 際 ，

男女別に ， （「教 師 自尊感 情 尺度 」平 均 得点 ＋ 0，5SD ）以 上 の 得

点者を 「高 （H ）群」， （「教師 自尊感 情 尺度 」平 均得点
一

〇，5SD ）

以 下 の 得点者 を 「低 （L ）群」と し て ， 2 つ の グ ル ープ

を作 っ た 。 具体的に は ， 男性教 師（N ＝129）の 場 合 ， 「教

師自尊感情尺度」得点の 平均値 は 35．0， 標準偏 差 は 6，22

で あ っ た 。 そ こ で
， 「教師 自尊感情尺度」の総得点 が 38

点以上 の 者を 「高 （H ）群 （N ＝45）」，32点以下 の 者 を 「低

（L ）群 （N ・＝ 44）」 と し た 。 女性教 師 （N ＝85） の 場 合 は ，

「教師 自尊感情 尺度」得点の平均得点は 32．2． 標準偏差

は 7．03で あ っ た 。 そ こ で ， 「教師 自尊感 情 尺度」の 総得

点が 36点以上 の 者 を 「高 （H ）群 （N ＝34）」，
29点以下 の

者 を 「低 （L ） 群 （N ＝27）」 と し て分析 し た 。

　  「被援助 志 向性 」 の 2 因子 の各総 得点を従属変数

に した 年齢 （4 群 ）× 教師 自尊感情 （2群 ）の 2 要因 分散分

析 （男性 教 師の 場 合）

　年齢 （4）× 教師自尊感情 （2）に よ っ て 「被 援助 志向性」

の 2 因子 （「援助 の 欲求 と態度 j，「援 助 関係 に 対 す る抵抗感の 低

さ 」）を分析 した 。 分散分析 の 結 果 ， 「援助関係 に 対す る

抵抗感の低 さ」に つ い て は ， 「教 師自尊感情」の 主効果

（F （1，36）＝4．72，p〈．05） が有意で あ っ た （FIGURE 　l）。
っ ま

り， 「教師 自尊感情」が高 い 教 師ほ ど 「教師 自尊感情」

が低 い 教師 に 比 べ
， 「援助関係 に 対 す る抵抗感」が 低 い

こ と を示 し て い る 。

一方，「援助の欲求 と 態度」に つ い

て は ， 年齢や教 師自尊感 情の 主効果 や 交互作用 は有意

で な か っ た 。

　  「被 援助志 向性」 の 2 因子 の 各総得点を従属変数

に した 年齢 （4 群 ）× 教 師 自尊 感情 （2 群）の 2 要因分散分

析 （女 性教 師 の 場 合 ）

12

10

8

自尊 H 群　一 ヘー

自尊 L 群　 → 一

22−35 36−40 　　　 41 −45

　　 年齢群

46 −60

FlGURE 　1　 年齢 別 「援助 関係 に 対 す る抵抗感 の 低さ」

　　　　 因 子 の 総得 点 の 平均値 の 比較 （男性 の 場合 ）

　年齢 （4）× 教師自尊感情 （2）に よ っ て 「被 援助志 向性」

の 2 因子 （「援 助 の 欲 求 と態 度 」，「援助 関 係 に 対 す る 抵抗感の 低

さ」）を分析 した 。分散分析 の 結果，「援助 の 欲求 と態度」

に つ い て は ， 「教師 自尊感 情」の 主効 果 （F （1，21）＝ 5．41，p〈

．05）が 有意で あ っ た （FIGURE 　2）。
つ ま り ， 「教 師 自尊感

情」の 低 い 教 師ほ ど，「教師 自尊感情 」の 高 い 教 師 に 比

べ
， 「援助 の欲求 と 態度」が高 い こ とを示 し て い る 。 ま

た ，年齢 と教師自尊感情の 交互作 用 （F （3．21）；2．55，p く．10）

に有意傾 向 が 見 られた 。

一方，「援助関係 に対す る抵抗

感の 低 さ」に つ い て は ， 年齢 の 主効果 （F （3．21）＝ 2．43，p＜

．10） に有意傾向が 見 られ た （FIGURE ・3）。
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FIGURE 　3　 年齢別 「援助関係 に 対 す る抵抗 感 の 低 さ」

　　　　 因子 の 総 得点 の 平均値 の 比 較 （女性 の 場合）

考察

1 ）教師の 「被援助志 向性」の 性差 ・年齢差

　  性差 に つ い て

　本研究 の 結果 ， 「被 援助 志向性」に は性差 が あ り， 女

性教師の 方が男性教 師に 比 べ 「被援助志 向性」が高 い

こ とが示 さ れた 。 こ れ まで の 様々 な職種 の 人 を対象 に

した 「被援助志 向性」に 関す る先行研 究 で は ， 「被 援助

志向性 に は性差 が あ り， 女性 の 方が 男性 に比 べ 被援助

志 向性が 高 い 」 と い う説 を支持 す る報告 （Fischer ＆

Turner，1970 ；Fischer＆ Farina，1995） と ， 「被援助志向性

に は性差が な い 」 と い う説 を支持す る 報 告 （Christensen

＆ Magoon ，1974 ；Parish ＆ Kappes ，1979） があ っ た 。 首都

圏の 中学校教 師を対象 と し た 本研究 で は ， 前者 を支持

す る 結果 と な っ た 。 こ の こ と か ら，教師 へ の 援助 に は
，

性 差 を考 慮 す る必要 が あ る こ とが 示 された。

　  年齢 差 に つ い て

　「被援助志向性」の 年齢差 に っ い て は ， 中年に比 べ 若

者 や高齢 者は メ ン タ ル ヘ ル ス サ
ービ ス を受 けな い とい

う報告 （Leaf　e し al，1987） もあ る が
， 教師 を対 象 と した

本研究で は ， 男女共 に有意差 は見 ら れ な か っ た 。 こ の

結果 か ら，教師 の 「被援助志向性」 は，年齢 の 要因 よ

りも， 個人 の パ ーソ ナ リ テ ィ
ー要因 の 方が 大 きい と考

えら れ る 。

2 ）「教師自尊感情」の 性差 ・年齢差

　  性差 に つ い て

　本研究の 結果 ， 「教師 自尊感情」に は性差が ある こ と

が示 された 。 と くに 男性 教 師 の 方 が 女 性教 師に 比 べ 「教

師 自尊感情」が高 い こ と が示 され た 。
こ れ ま で の 日本

人 対象の 研究で は ， 「自尊感情」は男性 の 方 が 高 い と い

うデ
ー

タ が ほ と ん ど で あ るが ，欧米人対象の 研究で は

男 女差 がな い と い う報 告 も 多 い 。本研 究 で は ，男性教

師 の方が 女性教師に比 べ 「教師 自尊感情」が高 い と い

う前者 を支持 す る結果 に な っ た 。 田 村 ・
石 隈 （2001）

は，首都圏の 中学校教師155名を対 象に 質問紙調 査 を行

い
， 女性教師の 方が男性教師に 比べ

， 生徒に対す る「指

導 ・援助 サ ービ ス 上 の 悩み 」 が 有意 に 高 く，女 性教師

は 「生 徒 の 反抗 」と 「バ ーン ア ウ ト （脱 人 格 化 ）」の関連

が と くに強 い こ と を報告 し て い る 。 現在 の 中学校 に お

け る 生 徒 に 対 す る指 導 ・援 助サ ービ ス の あ り方 が
， 女

性 教師 の特性 を生 か しに くく， 教 師 自尊感情 に も影響

を与え て い る の か も し れ な い
。 今後の研究課題 で あ る 。

　  年齢 差 に つ い て

　 また ， 「教 師 自尊感 情」の 年齢差 に つ い て は ， 男女共

に有意 差は見 ら れ な か っ た 。 こ れ よ り教師自尊感情 は，

年齢の 要因 よ りも，個 人 の パ ー
ソナ リテ ィ

ー
要因 の 方

が 大 き い と考 え られ る。

3 ）「被援助志向性」と 「教師 自尊感情」の 関連 に つ い

　 て の 年齢別比較

　  男性 の場合

　 「援助関係 に対す る抵抗感の 低 さ」に つ い て は ， 教師

自尊感情 の 主効果が 有意 で あ っ た 。45歳以下 の 場合，

「教師 自尊感情」H 群が L 群 よ り 「援助関係に対す る抵

抗感の 低さ 」の 得点が高か っ た 。 し か し，46歳以上 の

「教師 自尊感情」 の H 群 と L 群 で は，「援 助 関係 に 対 す

る抵抗感の 低 さ」 の 得点 は，ほ とん ど差 が無 い とい う

結 果 が示 さ れ た 。以上 の 結 果 よ り ， 45歳 以 下 の 男性教

師 の場合 ， 「被援助志向性」と 「教師自尊感情」 の関連

に つ い て は，Tessler ＆ Schwartz （1972） の 「傷 つ き

や す さ仮 説 」で 説 明 で きる こ とがわ か っ た 。

　  女性 の場合

　 「援助の 欲求 と態度」 に つ い て ，「教師自尊感情」 の

主 効果 が 有意 で あ っ た。また40歳以 下 の 場 合 ， 「教師 自

尊 感情 」の H 群 ・L群 は共 に 「援助 の欲求 と態 度」 に

お い て ， 高 い 得点 を 示 し て い る 。 し か し ， 41歳以 上 の

場合 ， 「教師自尊感情」 の L 群 の 「援助の 欲 求 と態度 」

の 得点 は，若 年群 と 同 じ くら い 高 い 数値 を示 し て い る

の に対 し， 「教師 自尊感情」の H 群は ， 「援助の 欲求 と

態度」 の得点が 急激に 低下 す る。以上 の 結果 よ り，41

歳以上 の 女性教 師 の 場合 ， 「被援助志 向性」と 「教師 自

尊感情」の 関連 に つ い て は ， Brame1 （1968 ）の 「認知的
一

貫性仮説」 で 説明で き る こ と が わ か っ た 。また ，40

歳 以下 の 女性教 師 の 場 合 ， 「教師 自尊感情」の H 群・L

群 が共 に 「援助 の欲求 と態度」の 得点が高 い と い う結

果 が 見 られ た 。 さ ら に ，本研 究で は 「援 助関係 に 対 す

る抵抗感 の 低 さ 」 に つ い て ，年齢 の 主効 果 に 有 意傾 向

が 見 られ た 。「教 師 自尊 感情 」の L 群 は，ど の 年 齢群 で
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も 「援助関係 に 対す る抵抗感 の 低さ 」 の 得点 に大差 は

な か っ た 。 し か し ， 「教師自尊感情」の H 群 は ， 41〜45

歳 で は，「援助関係 に 対 す る抵抗感」は最 も高 く， 36〜40

歳で は ， 「援助関係 に 対 す る抵抗 感」は最 も低 い と い う

傾向が 示 さ れ た 。

　 こ れ らの 結果 の 中で ， と く に 36〜 40歳の 「教師 自尊

感情」の H 群 の 女性 教 師 に 注 目す る 。 彼女 ら は ， 35歳

以下 の 群 と 同 じ く ら い 「援助 の 欲求 と 態度」が高 く，

また ， 他の 年齢群 に 比 べ 「援助関係 に対す る 抵抗感」

が 最 も低 い 傾向 が見 られ る。 こ れ らの 理 由 と して ，そ

の 年齢層の 女性教師達が 置か れ て い る状況 （例 ：教 職以

外 の 要 因 で あ る家事労働 や 子 育 て な ど） が 強 く影響 し て い る

可能性があ る 。 今後 の 研 究課題 で あ る。

　以上 の 結果 か ら ， 男性教師お よ び女性教師の 「被援

助 志向性 」と 「教 師 自尊感情」 との 関連 に つ い て は ，

異 な る傾向が 示 さ れ た 。
こ の こ と か ら ， 生徒や保護 者

に 対 す る指導 ・援助サ ービ ス上の 危機 に直面 し ， 援助

を必 要 と して い る 教師 を実際 に サ ポ ー
トす る 場 合 に は，

個人の パ ーソ ナ リテ ィ
ーの 違 い や性差 を十分 に 考慮す

る 必 要が あ る こ と が 示唆 さ れ た 。

総合的考察

1 ）「被援助志向性」「教師 自尊感情」の 視点か ら見た

　教師へ の 援 助

　  「教師自尊感情」の低 い 男性教師 へ の 援助

　 45歳以 下 の 「教師自尊感情」 の 低 い 男性教師は ， 他

者 か ら援助 され る こ とに 抵抗が ある。つ ま り，「被援助

志向性」が 低 く， 援助 を受 け る こ と で 「教師 自尊感情」

が 一層傷 つ くお そ れ が あ る 。 そ の た め ， 援助者が サ ポー

ト をす る 際 に は ， 被 援助者 の 「教 師 自尊感情」 を傷 つ

けな い よ うに十分配慮す る こ と が望 ま れ る 。 また ， 田

村 ・石隈 （2001） は，職場 で の 「ソ
ー

シ ャ ル
・サ ポー ト」

が 高 い 男性教師ほ ど ， 同僚 に 対す る援助 の 欲 求 が 高 く，

学校内外の 援助資源 の 活用 に積極的で あ る こ と を報告

し て い る 。 良好 な 同僚 関係 は
， 職 場 の ソー

シ ャ ル ・サ

ポー トに 影響 を与 え る 。 そ して ， 良好 な同僚 関係 を築

く た め に は ， 個々 の 教師が 人 間関係 ス キ ル を十分に 身

に つ け て い る こ とが必 要 で あ る。「教師 自尊感 情」を向

上 さ せ る た め の研修プ ロ グ ラ ム の 作成 は 困難 を要 す る

と 思 わ れ る 。 し か し，人 間関係 ス キ ル を 訓練す る研修

プ ロ グラ ム を作成 し実施 す る こ とは，可能であ ろ う。

「教 師自尊感情」の 低 い 教師の 人 間関係 ス キ ル を向上 さ

せ ， 生徒 との関係 を改善 させ ，管理 職や 同僚か らの ソー

シ ャ ル ・サポー トを得やす い 状況 を作 り， 結果 として

「被援助志 向性」を高め て い く方法が ， 現実的で ある と

思わ れ る 。 さ ら に 「教 師自尊 感情」が 著 し く低 い 教師

に対 し て は ， カ ウ ン セ リ ン グな ど の 手だ て が 必要か も

しれな い
。 そ の た め に は ， 教師が他者 の評価 な ど全 く

気 に す る こ と な く， 気軽に相談が で き る よ うな教師 を

サ ポ ー
トす る機関の設置が 望 まれ る 。

　  「教師 自尊感 情」の 高 い 女性 教師 へ の 援助

　 「教師 自尊感情」の 高 い 41歳以上 の 女性教師は ， 「被

援助 志 向性 （援助 の 欲求 と態度）」が 著 し く低 か っ た。こ の

結果 に つ い て ， 2 つ の 理 由が考 えられ る 。 1 つ は ，
ベ

テ ラ ン 教師の 年齢 に 達 し た 彼女 らは，若年層の教師に

比 べ
， 生徒 に対す る 指導 ・援助 サービ ス に 対 す る自己

評価が 高 く ， そ の 結果 ， 他者か ら援助 を受 け る 必 要が

無 い と感 じ て い る の か もしれ な い 。も う 1 つ は，女性

教 師の 「被援助志 向性」 と 「教 師 自尊 感情」の 関連 に

つ い て ，Bramel （1968 ）の 「認知的
一

貫性仮説」を支持

す る 結果 が
， 本研 究 で 示 さ れ た 。つ ま り彼 女 ら は ，高

い 「教師 自尊感情」の た め ， 援助 を求 める こ とに 抵 抗

が あ る の か も し れ な い
。 そ こ で ， 彼女 ら の 高 い 「教師

自尊感 情」 を尊重 し ， 傷 つ けな い よ う に 配慮 しな が ら，

被援助欲求 が低 くて も援助 資源 が活用 で きるよ うな ，

学校 に お ける教師サ ポ ー
トシ ス テ ム を考え る必要が あ

る 。 そ うすれ ば，「教 師自尊感情」の高 い 女性教師が ，

指導 ・援助 サ ービ ス 上 の 危機 的 な状 況 に直面 して も，

他者の 援助 を活用 で き る よ うに な る 。 例え ば ， 「生徒 に

対 す る生活 ・適応 の 指導 ・援助 の 場面 に お い て ，生徒

の 行動上 の 問題状況が 一
定の 水準 （数 値 で 示 す ）を超 えた

場合 は，担任だ けで は な く全教職員の 責任に お い て ，

チ ーム で 援助 す る （例 ：生 徒が 10 日 以 上 欠 席 し た 場合 は，1 回

援 助 チーム 会 議 を開催 す る ）」な ど， 学校独 自の ル ール 吶

規 ）や マ ニ ュ ア ル を事前 に 作 っ て お け ば ， 「教師自尊感

情」が 高 く， 「被援助 志 向性」が低 い 女性 教 師が ， も し

そ の よ う な 危機的状況 に直面 し た場合で も， 自動 的に

他者が そ の 女性教 師を サ ポ ー トす る こ と に な る 。

　 また ， 彼女 らの 高 い 「教 師 自尊感 情 1 を生 か す と い

う意味で は ， 石隈 （1999 ）が 提唱 す る学校に お け る 「チ ー

ム 援助 」 の プ ロ セ ス と して の 「相互 コ ン サ ル テ
ー

シ ョ

ン （例 えば，ス クール カ ウ ン セ ラ
ー

と教師）」の 発想 と実践 が

有効 と 思わ れ る 。 つ ま り， 学校現場 に お け る援助チ ー

ム の 構 成員 は，い つ も コ ン サ ル タ ン トとコ ン サ ル テ ィ

と い う
一

方向の 関係 で は な く ， 場面 に 応 じて そ の 関係

が 逆転 し，構成員 間の コ ン サ ル テ ーシ ョ ン は相互方向

に な る。例 えば，生徒の 指導 ・援助上 の 問題 を抱え て

い る教師は ，
ス クール カ ウ ン セ ラ ーの コ ン サ ル テ ィ に

な る が ，同時 に ス ク
ー

ル カ ウ ン セ ラ ー
も援助対象者の

生 徒に 直接 か か わ る （例 ：カ ウ ン セ リ ン グ を 行 う） こ と も多
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く ， 生徒 と の 効 果的 な か か わ り に つ い て ， 教師が コ ン

サ ル タ ン ト と して ス ク
ー

ル カ ウ ン セ ラ ー
をサ ポ ー

トす

る こ と も ある か らで あ る 。
こ の よ う に 「相 互 コ ン サ ル

テーシ ョ ン 」 は ， 教師が コ ン サ ル テ ィ と い う固定的な

役割 を演 じ る こ とに な らな い の で ， ス ク
ー

ル カ ウ ン セ

ラ ー
へ の 依存や 抵抗が少 な くな る 可 能性 が あ る。加 え

て ， 「相 互 コ ン サ ル テ
ーシ ョ ン 」は ， 異な る専門性 や役

割 を も つ 者同士 の 対 等 な立場 で の 援 助 関係 で あ り，教

師の 自己評価 に影響 を与 え に くい と考 え られ る 。
こ れ

ら の こ とか ら，「被援助志向性」が 低 く，「教師自尊感

情」の 高 い 41歳以上 の女性教師をサ ポ ー トす る方 法 と

し て ， 「相互 コ ン サ ル テ ーシ ョ ン」 は有効 と思わ れ る 。

　  「被援助志 向性」が 高 い 男性教 師 ・女性教師 へ の

　　援助

　 「被援助志向性」が 高 い 教師 （っ ま O ，「教 師 自尊感情 」が

高い 45歳 以 下 の 男性 教 師，お よ び 「教 師 自尊感 情 」が 低 い 女性教

師 ）は，も と も と援助資源の 活用 に積極 的な の で ， そ の

高 い 「被援 助欲 求」 に 応 え ら れ る だ け の 人 的援助資源

を学校 シ ス テ ム の 中 に きちん と整 備 す る必 要が あ ろ う。

例 えば ， （1）管理職 の サ ポートを よ り充実 させ 機能 させ

る こ
’
とや，  教師 と の コ ン サ ル テ ーシ ョ ン が行 え る よ

う に ， 心理教育 的援 助サ
ービ ス の 専門家で あ る ス ク ー

ル カ ウ ン セ ラ ーを す べ て の 中学校 に 配置 す る こ と な ど

の 方策が 望 ま れ る 。 ま た ， （3旧 常の 教育活動に お い て ，

自然 な形 で 教師同士 の 学び合 い の 場 を持 つ 意味で ，普

段 の 授 業を公開 し合 っ た り， 同
一

教科 に 限 ら ず，異教

科間や 総合的な学習な どで も ， テ ィ
ーム ・テ ィ

ー
チ ン

グ を実践 し て み る こ と も意味が あ る と 思 わ れ る 。

　   新 しい 教員評価 制度 と 「教師 自尊感 情」

　 2000年度か ら柬京都で は ， 教 師の 資質 ・能力 の 向上

を 目指 し，新 しい 教員評価制度が 導入 さ れ た 。 教師の

「自尊感 情」に 関 す る先行研 究 で は，教 師の 「自尊感情」

は 「他者評 価」 の 影 響を 強 く受 け る こ とが報告さ れ て

い る （小 室，1987）。 ま た ，田村 ・
石隈 （2001） は ， と くに

男性 教師 の 場合，教師 の 指導 ・援 助サ
ービ ス に 対 す る

「他者か ら の 批判や 苦情」が ，
バ ー ン ア ウ ト （と く に 「脱

人格 化 」 「精神 的 消耗 感 」） と強 く関連 し て い る結果を示 し，

教 師の指導 ・援助 サービ ス の 評価 に お い て 考 慮す べ き

こ とが 指摘さ れ て い る 。 さ ら に ， 本研究で は男性教 師 ・

女性教師は，共 に 「教師 自尊感情」と 「被援助志 向性」

との 間に 関連 が あ る こ とが示 され た。以上 の こ と か ら，

教 師の 「自尊感情」 を低下 さ せ な い よ うな評 価 の あ り

方 ， ま た評価 さ れ る教師自身が納得で き る よ うな公正

な評 価 方法 に 基 づ い た教 員評 価制 度 が 望 まれ る 。

　  教 師集団 の 現状 と課題

　先述 した よ うに ， 現 在の 日本の 教師集団の 特徴 とし

て ，「疎結合 シ ス テ ム の 教師集団」 （淵上，1995），「フ ィ
ー

ドバ ッ ク の少な い 教師集団」（國 分，1996）， 「同僚性 （教 育

実践 の 創 造 と相 互 の 研 修 を 目的 とす る同 僚関 係 〉の 欠如した教

師集 団」 〔佐 藤，1997） な ど の 指摘が あ る 。 職場 に お い て

教師 へ の 「ソーシ ャ ル サ ポー ト」を高めた り， 各教 師

の 「被援助志向性」を 高め る の に 大 き な影響 を与え る

もの は ， 管理 職 を含 め た 同僚教 師 と の 良好 な 人 間関係

で あろ う。 今後 ， 教師た ち が職場に お い て ， 日常の コ

ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン を よ り大切 に し ， 良好 な 人 間関係 を

い か に 築 い て い くか が課題 とな ろ う 。

2 ）本研究の 限界 と今後の 課題

　本研 究 は，あ くまで も質問紙 に よ る調査研究で あ り，

教 師の 「被 援助 志向性 」 と 「教師 自尊感情」 の 関連 に

つ い て ， 大 ま か な 傾向性は 把 握 で き た 。 し か し本研 究

の 結果 か ら もわ か る通 り， 「被援助志向性」も 「教師自

尊感情 」も共 に ， 個 々 の 教師の パ ー
ソ ナ リテ ィ

ー
の 要

因が 極め て 大 き い
。 今後の研究課題 と して ， 性別や各

年齢層 を代表す る数名の 教師を サ ン プル と し て抽出 し，

「被援助志向性」 と 「教師 自尊感情」 に 焦 点 を あ て た

面接調査 や ， 丁寧な観察に 基 づ く質的データ の収集 と

分析 も必要で あろ う。
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 APPENDIX

　被援助 志 向性 尺度 佃 村 ・石 隈，2001）

  自分 は ，よ ほ ど の こ と が な い 限 り ， 人 に相談 す る

　 こ とが な い
。 （＊ ）

  人 は 誰 で も ， 相談 や 援助 を求 め ら れ た ら ， わ ず ら

　わ し く感 じる と 思 う 。 （＊ ）

  何事 も他入 に た よらず ， 自分 で 解決 した い 。 （＊ ）

  自分 が困 っ て い る と き に は ，話 を聞 い て くれ る人

　 が欲 しい 。

  自分 が 困 っ て い る と き ， 周 りの 人 に は，そ っ と し

　 て お い て 欲 しい
。 （＊ 〉

  困 っ て い る こ とを解決 す るた め に ，他者か ら の 助

　 言や援助 が欲 し い
。

  困 っ て い る こ と を解決す る た め に ， 自分 と
一緒 に

　対処 し て くれ る 人が 欲 しい 。

  他人 の 援助や助言 は
， あ ま り役立 た な い と思 っ て

　 い る。（＊ ）

  自分 は，人 に 相談 した り援助 を求 める時，い つ も

　心 苦 し さ を感 じ る 。 （＊ ）

  他人 か らの 助言 や援助 を受 ける こ と に ， 抵抗が あ

　 る 。 （＊ ）

  今後 も，自分の周 りの 人 に 助 け られな が ら，うま

　 くや っ て い き た い
。

　　　　　　　　　　　　　　　　 〈 ＊ は逆転項 目〉

＊ 回答 は ， 5件 法。

　　　　　　　　 5 点 （あ て は ま る ）

　　　　　　　　 4 点 （や や あ て は ま る）

　　　　　　　　 3点 （どち ら とも い え な い ）

　　　　　　　　 2点 （あま りあて は まらな い ）

　　　　　　　　 1 点 （あ て は ま ら な い ）
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          SelfEsteem and  Heip Seeking Preferences :

             lunior High  School Teachers in laPan
          SEIUiCHI 7)4AdURA a7)aASHI CHOHU  1nvOR H)GH  SCHOOO  AACD  TOSHINORt tsHLKUMA

a)LsvTu7E oF  JIsycHaLo(;p; [hLvEERslTy oF  71suKam) t4R4AEsE jouienL4L oF  Ebva417oAt4L AsmeaLoG}L aml  5a  291-300

  The  purposes of  the present study  were  to clarify  the relation  between  teachers'  help seeking  preferences
and  their self-esteem,  and  then  to examine  how  to help teachers.  A  questiennaire survey  was  completed  by

214 junior high school  teachers  in Japan. The  results  were  as  follows:Female  teachers were  more  likely
to prefer  to seek  help than  were  male  teachers. Male  teachers'  self-esteem  was  higher than that of  the
female teachers. No  differences were  found across  age  groups  with  respect  to teachers' help seeking

preferences  or  self-esteem.  Among  male  teachers  up  to 45  years  of  age,  the higher the  teacher's  self-esteem

was,  the more  likely he was  to prefer  seeking  help. On  the  other  hand, for femate teachers 41 years  old  or

older,  the higher  the teacher's  self-esteem,  the less likely she  was  to prefer  seeking  help. Implications of  the

results  were  discussed in terms  of  how  support  should  be provided  for junior high school  teachers.

   Key  Words  : help seeking  preferences, self-esteem,  team  support,  schoel  psychology, junior high school

teachers
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