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は じめ に

　教育 の 問題 は，現在山積 して い る状 況 で ある．い

じ め ，犯罪 の 低年齢化，不登校 な ど様 々 な問題 が，

教育の ゆ が み と さ れ て い る． しか し，全 て が 教育で

解決で きる とは考え られ ない ．教育万 能主義 の 考え

に 直ち に は
， 同調で きな い ．現 代社会 の 特徴 は，効

率優先の ため に如何に 早く，如何 に簡単 に，如何 に

楽に とい う傾 向が 見受けられ る ．しか し，効率的 な

教育で は，生徒の 健全 な育成 は困難で ある．人 間は，

様 々 な経験 を通 して 長 い 年月をかけ て ，徐 々 に 成長

する もの だか らで あ る．効 率的な教育 を追求 して き

た現在の教育の結果，様 々 な問題 が生 じて きて い る

以上 ，や は り教育 の 問 題 と盲わ ざる を得 な い の で は

な い か．現在 問題 とな っ て い る い じめ
， 不登校 ， 校

内暴力な どは ，教 育 の 本 質に 関わ る問題 で ある と考

え る ．なぜ な ら，教師 と生徒 の 健全 な関係 が教 育の

営み に は不可欠で あ る ．と こ ろ が現在は ，教 師 が ど

の よ うに 生徒 を捉えるか，生徒 が教 師 を ど の よ うに

捉 え る かが相 E に大 き く乖離 して しま っ た ，そ の た

め に こ の ような問題が生 じた と考える か らで ある ．

　現代の 生徒 の 特徴は，す ぐ 「キ レ る」生徒 が多 い

こ とで あ る．「キ レ る 」と は ，「正常 な判断力 を見失

い ，自己抑制 力が きかず ， キ レ る と重大な事件に発

展す る
ld ．なぜ 「キ レ る」か につ い て は ，様 々 な要

因が 考えられ る．キ レ る と言 うの は ，要す る に 自分

の 中で タ ガ が外れ た り，不愉快 な刺激を受け た 場 合 ，

抑止力 が な くな り，理性 的 な行動が とれ な くな っ て

発作的 な情動 が お こ る 現 象 に 対 し て使 わ れ て い る 表

現 で あ る．最 近で は小 ・
中学生 に対 し て キ レ る とい

う言葉が よ く使 われる よ うにな っ て い る ．

　キ レ る 要因と して ，「  普段 の 生活 の 中で 自分の 欲

求不 満 を ど の よ うに表現 し， 主張する か 身に つ けて

い な い ．  情報 メ デ ィ ア へ の 過度 の の め り込み か ら，

仮想 世界 と 現 実 と を混同す る．  家庭 で の 過保護 ，

廿 や か しす ぎで
，

主 体性 や 自主性が 育て ら れ て い な

い ．  学校生活で の 自己表現 や活躍の場が確保 され

ず ，教 師 の 指導に反 発する
1，1 な どが考 えられ る ．ま

た ，「食生活列 や 「ス ト レ ス 刊 を挙げ る研究者 もい

る．しか し，入 間が社会牛 活を送る 上 で ，何 らか の

ス トレ ス を受け ざるをえな い ．同 じ ス ト レ ス を受け

て も，キ レ る 生 徒 と キ レ な い 生徒が い る ．同 じよ う

な状 況 にあ っ て も，

一方で 感情的に キ レ て ，他方で

そ の 状況 を何 とか 乗 り切ろ うとする か対応 は別れ る．

そ の 差 は ，そ の 物事や状況に対する考え方 ・捉 え方

の 違 い に よ る と思 わ れ る ．

　例 えば，非常に困難な状況に 陥 っ た と本人が捉え

た 場 合，そ の 困難 な 状況 が 自分 の 能力で は解決不能

で あ る と判断 した 結果，自分で は どうに もな らな い

の で
， そ の 困難 な状況か ら逃れ る た め に キ レ る と考

えられ る．そ の 困難な状況 を何 とか して 克服 しよ う

と か ，
ど の よ うに した ら解決で き る か努力 し ようと

は考 えら れ な い ．こ の 状況か ら抜 け出る こ とは で き

な い ．そ して ，こ の 困難 な状況が 永遠 に 継続す る と

思 い こ ん で し ま うと こ ろ に 問題 の 根元 が あ る と考え

られ る．こ の よ うな状況 に 陥っ た場合，どの よ うに

対応 し た ら よ い の で あ ろ うか ．困難で あ る とい う状

況 の 捉え方 は
一

人ひ と り異な っ て お り，それ はあ く

まで 個人 の 主観的判断で ある ．し か し，そ の 困難 な

状況が ，全 く改善の余地 の な い 絶望 の 状態 だ と捉 え，

どうして い い か分か らな くな り，キ レ る の で あ ろ う．

そ の よ うな こ とか ら，物事 に対す る捉え方 を変 える

こ とに よ っ て感情的に きれ る こ とを回避 で きる の で

は な い か と考え る．

　心理 学に は，論理 療法 とい うカウ ン セ リ ン グ理論

が あ る．論理 療法 とは，「非合理 的 ・非論理的な思考

を見つ けて取 り出 し，それ に有効 な反論 を加 えて ，

し だ い に考え方 を変え させ ，人 を自滅 の 方 向か ら救

い 出し，さら に は適 切 な感情 と思考を取 り戻 す こ と

を通 じて ，人が よ りよ き自己実 現，幸福 な生 活 に 向

か うの を援助 しようとす る カ ウ ン セ リ ン グ理論
4 ；

」で

ある ．

　本稿で は ，キ レ る 生徒 が キ レ な くな る に は ど うす

れば よい か，論琿療法 の 考え方 を応用 し ， 生徒 に接
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す るため の 基本的 な心 構えを考察す る こ とが 日的で

あ る．

生徒 の 現状 と問題

（1）キ レ る 生徒 の 増 加

　 文部科 学省の 調査 で は，全 国の 公 立小学生が，平

成 16年度 に学校内で 起 こ した暴力行為は，1890件で

前 年比 18％増加 して い る こ とが明 らか に な っ た （平

成 17年9月23 凵付朝 日新聞）．こ の うち，教師に対す

る暴 力は 336件 の 過去 最 多で ，前年度の 253 件 か ら

33％ の 大幅な増加 とな っ た．小 学生 の 対教師暴力の

件数増 加 に つ い て ，文部科学省は 「小 学校で は学級

担 任が子 ど もの 問題 を
一

人 で 抱 え込 み ，学校全 体や

関係機関 と一
緒 に 取 り組 め な い ．結 果的 に 問題 が 放

置 され ，同 じ児童が暴力を繰 り返すケ
ー

ス もあ る の

で は な い か」 と分析 して い る ，

　小学 生が，教 師 に暴 力 を向ける背景 として ，家庭

内暴力 や感情 に ブ レ
ー

キをか け られ ない 生徒が 多 く

な っ た こ と が考えられ る．

　 現代 の 生徒 は ， 非常 に短絡 的 な傾 向が ある．じっ

くり考える こ と が な い ，じっ くり考 える こ とが で き

な い 要因 の
・つ と して ，コ ン ピ ュ

ー
タ ゲ

ー
ム の 影響

が 大 きい ．そ して ，攻撃 の 対 象が友 人 や 家族 な どに

向か う傾 向が あ る．対 教師暴力 もそ の
一

端を表 して

い る ．

　現在，生徒 の 問題 の 背景 と して ，学校に おける競

争シ ス テ ム が あ る と考える ，学校 の 競争 シ ス テ ム は，

恒常的 な競争状態 にあ る の で あ る．生徒 は，常 に 他

者と 競争 して い な けれ な らな い ．生徒は，「い つ 自分

が 落ち て しま うか わ か らない 不 安感 をい つ も抱 え て

い なけれ ば な らな い
∫
」 の で ある．こ の ような競争シ

ス テ ム で は ，成功者 と い えど も常 に 不安 を感 じて い

る と い うこ と で ある．い つ 成績 が悪 くな っ て 順番が

落 ちて し ま うか もしれ な い と い う不 安感 を生徒は 持

ち続け る の で ある，

　キ レ る 生 徒 の 中 に は ，い わ ゆ る 「よ い 子」 も少な

か らず い る の は ，成績 優秀者 で あ っ て も，常 に 強 い

不 安感 を抱 えて 生活 して い る と，自己否定的 自己像

を形成 し易い とい うこ とで あ る，

（2）キ レ る生徒 と は

　 「キ レ る と は
， 衝動行為

6’」で ある ．衝動行為 と は ，

発作的な瞬間的 な状態で ある．大 人 で も非常 に感情

的 に な り，
キ レ た様 な耳犬態 に な る こ と が ある．しか

し，大人 に は 自己抑制力 が あ り，社 会生活 を送 る上

で 感情的 に な っ て も， そ れ が す ぐ行動 に あ らわ れ る

こ と は少 ない ．自己抑制力 とい うの は ，そ の 人が置

か れ た状況 に お い て ，自分 の 中 で 思考 して ど の よ う

な 行動 を す る か を 判 断 し
， 衝動 を抑 え ，合理 的 に行

動する力の こ とで ある ．自己抑制力は ，言葉 の 力で

もある ，人間 は 言 葉 で 思考す る ．言葉 と と もに体験

を通 じ て ，様 々 な状況判断力 ともい う総 合力を形成

する の で ある．つ まり ， 人 間 は 言 葉 と体験 を通 して

白己抑制力 を学ん で ゆ くの で ある ．真の 意味 で の 言

語的思考 とい うの は
， 休験 と言 葉が ドッ キ ン グ して

発展 して ゆ くもの なの で ある ．と こ ろ が ，言葉だけ

だ と実体験の 裏付け が な く，真 の 意味で の 白己抑制

力は育た な い の で あ る ．

　 平成16年に起 きた長崎県佐世保市女子児童殺害事

件で ，事件 を起こ し た少女の イ ン タ ーネ ッ ト上 の 記

述で は，非常に語彙が 多岐に わ た り多い こ とが分 か

る
1
’
．現代 の 生 徒は

， 非常に 語彙は 多い ．イ ン ター
ネ

ッ トを い つ も使用 し て い る の で ，情報 の シ ャ ワ
ーを

常 に浴び て い る ともい える状態で ある ．問題な の は
，

語彙の 多さで はな く，それ を裏付 ける 実体験 の 少な

さで あ る ．言葉が 実体験が 少な い た め に 単な る観念

的 な頭の 中だ け の もの に な っ て し ま っ て い る の で あ

る ．そ の た め ，真の 意味の 自己抑制力は 育 っ て い な

い の で あ る ．

（3）キ レ る 生徒の 生 育歴

　  文部科学省が発表 し た 「『キ レ る 』 r一ど もの 成育

歴 に関す る研究」 （20〔｝2）で は，キ レ た子 どもの 80％

近 くに 「過保護」，「過 i’渉」， 「放任」 とい っ た家庭

で の不適切な育児が あ っ た こ とが 分か っ た．

　 こ の 中で 60％ 以上 の 子 どもに両親の 離婚や家族間

の 不 仲な ど 「家庭内の 緊張状 態」が あ り ， 家庭内 で

「暴力 ・体罰」を受けた子どもも24％ い た ，

　キ レ る 子どもの 大半 は
，

さ さ い な こ と に我慢で き

な い タ イプ で ，そ の 家庭で は，母親が 子 どもを過度

に統制 しよ うとする の に対 し て ，父親は育児に無関

心 な タ イプの組み 合わせが多い ．

　過干渉 ・過保護な 母親は ，大切 な子 ど もに怪我 を

させ な い こ とが正 しい と考 え，常 に先回 りし て 子ど

もが怪我 を しな い ように指示する ．する と
， 子 ども

は，常に親 に 同意 を求め る 自主性 の な い 子 ど もに な

っ て ゆ くの で ある ．そ の結果，白由な 自発的な衝動

を常に抑え られ て 成 長 し た子 どもは ，自主性 の な い

依 存症 の傾向を持 つ よ うに な る の で ある ．即 ち，自

分 自身で 生 き て い な い の で ある ．そ し て ，依存症 の

子 ど もは，何か あ る と責任 を全 て他者に 転嫁する よ

うに な る ．悪 い の は，自分で はな くすべ て親で ある ，
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なぜ な ら，「今まで 全 て 親 の 言 うとお り生 きて きたの

だか ら」，とい うよう に なる の で あ る ．また ，こ の よ

うな状態で は ，子 ど もは常 に エ ネ ル ギ ーを 発散する

場所を制 限 され て い るわけ で あ る か ら，成長する に

従 い 自我が確 立 して くる と，親子 の つ な が りが そ れ

まで の 「絆 （きず な）」 か ら，重 い 「鎖 （くさ り）」

へ と変化 して くる の で あ る．子 ど もは
，

エ ネル ギ ー

を思 う存分発散 し，自分 の 好 きな事柄 に熱中 して こ

そ，充実感 を味わ う こ と が で き る．金盛 は次 の よ う

に 述べ る．子 ど もは 「ど ん な形 で あれ外 に向か っ て，

周囲の 誰か に 向か っ て ，何 らか の 形 で 表現や 訴えを

で きて い れ さえすれ ば ，生 きて い る と実感で で きる門

と こ ろ が，過保 護 ・過 干渉 で ある こ と に よ っ て ，常

に欲求不満の 状態 に あ る わ けで あ る．

　幼少 期 に は い い 子 だ っ た 子 ど もが ，思春則以 降，

思 い が 通 じな い と爆発 す る．両親が 問題 に 正 面か ら

対処 し よう と す る と改善され る が
， 父 親が 母親に責

任転嫁 する と，悪化 しが ちで ある こ とが ， こ の 研究

で指摘 され て い る．

　次 に多い の が ，衝動 的 で 自制心 に欠ける タ イプ で，

家庭 で 凵常 的 に虐待 を 受け て い る こ とが 多か っ た ，

こ う した場合 ，「抱 きしめ る．」「話を良 く聞 く」 とい

っ た接 し方を 変 え る だ け で も状況 が 改善 し や す い と

い う．

　  家 庭裁判 所調査官研修所で は
， 平成12年度に 家

庭裁判 所 で 扱 っ た少年に よ る殺人事件 及び傷害致 死

事件 を素材 と して そ の 背景や原因を実証的に分析す

る研究 （「重大少年事件 の 実証的研究」） を行 っ た．

　重 大事件 を起こ した少年 に つ い て は，少年の 内的

要因や少年 を 取 り巻 く環境要 因が 長年に わ た っ て 複

雑 に絡 み合 っ て い る こ とが 明 ら か とな っ た ．そ こ で

は 以 下 の こ と が 指摘 さ れ て い る．

ア，犯罪 を起 こ し た少年に共通する特徴

　 ・
追 い つ め ら れ た 心理状態

　　　犯罪 を犯す直前で は，主観的 に は追 い つ め ら

　　れ た 心理状態とな っ て い た．

　 ・問題解決能力の 不足

　　　観念的な考 えが 日立 ち，柔軟な考え方が で き

　　ず ， 白分 の や り方に 固執す る ．

　 ・共感性の 不足

　　　快 ・
不快 とい う未熟な感情 しか な く，相手 の

　　気持ち を感 じ取 っ た り，自分 の 気持 ちを伝 える

　　 能力が 乏 し い ．

　 ・自己イ メ ージの低 さ

　　　 自分は ダ メ だ とい う意識が 強 く，劣 等感 を 強

　 　く抱 い て い る，

　 ・ゆ が ん だ イメ
ー

ジ

　　　 「男 らしさ」は 「攻撃性」で あ る とい うゆ が

　 　 　んだ イ メ
ー

ジを持 っ て い る．

イ．家族 の 斗寺徴

　 ・余裕 の な い 親

　　 親に精神的な余裕 が な く， 了
・
ど もの 問題行動に

　 気付い て も，子 ど もの 性格や気持ちを考えず，体

　　罰 と叱責を加 え る の み で適切 な 対応 が で きない ．

　 ・「しつ け」 と 「虐待」 の 混同

　　　しつ け の 名 の も と に了 ど もに親が ひ どい 体罰

　　を行 っ た り，親が支配 的な し つ けを行 っ て い て ，

　　家庭が子 ど も と っ て 「安全」な場所 に な っ て い

　　な い ．子 ど もが親に対 し て 恐怖感 を もち，大人

　　が近 づ くと正常 な人間関係 を築けな い ．

　 ・親 の 期待 の 大 きさ

　　 親の 期 待が 大きす ぎ，子 ど もら し い あ りの ま

　　まの 感情 を 自ら 抑 え て し まう．また ，子 どもが

　 挫 折 して も，親の 期待の 大きさ の た め に 傷 つ い

　　て い る子 ど もの 気持 ち を察する こ とが で きず，

　　健 全な親 子関係が 築けない ．

　 ・コ ミュ ニ ケ
ーシ ョ ン の 欠乏

　　　家族 と の コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン が乏 し く，家族

　　間 に 大 きな不 満や深刻 な葛藤が 存在 し て い る．

　　特に 父 親 が 父 親 と して 役割 に消極的 で あ り，母

　　親 と子 ど もが密着 しす ぎて ，却 っ て 安定的な親

　　子関係 が 築け な い ．ま た ，父 親が 大人 として 未

　　成熟 な た め に子 ど もに安定 した父親像を提供 で

　 　 きない ．

（4）生 徒 の 思考 の ゆ が み

　キ レ る行動の 前段階 と し て ，牛徒 の 思考 の ゆ が み

が ある．なぜ な ら，冷静で ，合理 的な思考が で きる

の な ら，キ レ な い か ら で ある ．過度な思 い 込 み が人

間 の 思考 を 停止 さ せ る 要因で あ る ．こ れをオ
ー

バ
ー

ゼ ネラ リゼ ーシ ョ ン （over −generalizatkm）
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とい う．

こ れ に は
，

以下 の もの が あ る ．

  二 分割思考

　 自分 の 状況 を善悪，成功か 失敗，黒 か 自か ，と 常

に極端な決め付けを行 っ て しまう思 考で あ る．

　我 々 の 生活 は，常 に善 い か悪 い か を決 め ら れ る も

の で は な い ．生活の ほ とん どが，善悪 を判断 で きる

か どうか ，曖昧な状況に あ る．それ を極端 に善悪を

決 め 付け て し まうの で あ る ．

　 自分の 行為の 判断は，常 に 相対 的 な も の で あ る ．

そ の 相対的な もの に対 して ，絶対 的 な判断 をする こ
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とは，よ くあ る こ とで ある ，人間の 思考は ，通常 自

分自身の 判断規準が軸 に な っ て い る ．そ の 軸は そ の

人が い つ も持 っ て い る 思 考プ ロ セ ス に よ る こ と が多

い ．そ の 思考 プ ロ セ ス は ，無意識に形成 され る の で

あ る ．人 間は 「あ る考え が 選択 さ れ る と
， 自動 的 に ，

つ ま りは無意識的に思考回路が 出来上 が っ て ，それ

に よ っ て 思考が 勝手 に進ん で しまうと い うメ カ ニ ズ

ム を脳の 奥の ほ うに もっ て し まう
1

叫 の で ある．

  悲観的思考

　 自分 の 置か れた状況 に対 して ，常 に最悪 の 結末を

想像 して しまう思考で ある ．些細な障害や困難 か ら，

大 きな障害や 困難を想像 し て し まうこ とで あ る
［［）．

  決 め付け思考

　 ご くわ ず か な 事実や 出来事か ら
，

全 て の こ と を

「決 め付け」て しまう考え方で ある．

  選択的抽出思 考

　 自分 が関心 を持 っ て い る情報ばか りが 気に な っ て ，

他 の 情報 に 目が い か な い ．自分 に 関係 の ある特定 の

事柄 だ け を選択 し抽象的に意味関連 をつ けて 結論を

出 して しまうの で あ る．

  肯定面 の 否定思考

　物 事に は，肯定 ・否定の 両面が ある ．肯定 だ け，

否定 だ け とい う こ と は少な い ． しか し
， 物事 の 否定

面 の み捉え て ，自分の 思 考を限定し まう考えで ある．

  恣意的推論

　 思 い つ きや 先回り，独断な ど根拠 の な い こ とをあ

る と信 じた り，そ の 思 い つ きで行動する こ とで ある．

  拡大視 ・縮小視思考

　 自分に関心 の あ る こ とば か り大きく考えて しまい ，

自分 に 関心 の な い こ とを縮小 し て 考え て し ま う思考

で ある．

  感情 的理 由付 け思考

　 そ の 時 の 自分 の 感情状態で ，物事の意味関連 を思

考す る ，

  誤 っ た レ ッ テ ル 思考

　 自分 の 失敗や 不完全 さを理 由に し て作 り E げた 否

定 的 イ メ
ー

ジ を固定化 して ，全 て の 事象に適応 し て

しまう思考で あ る．

  自己関連付 け思考

　自分 とは本来関係が な い 出来事や事実 を
， 自分 に

責任があ る と判断 して し まう思考で あ る．

  自己成就 的予測

　否定的な予測や 見込み をする こ とに よ っ て 行動 が

抑制 して しま い ，そ の 結果自分 の 否定的予測が 実現

す る ．そ の よ うな こ とが積み 重な る こ と に よ っ て
，

自分 の 否定的予測や見込 み を確信 し
， 自分 の 固定観

念 を形成 して しまう思考で ある．

キ レ る生徒 へ の 対応策

（1）教師の 対応 を変え る

　 キ レ るの は生 徒で あ る．しか し，キ レ る状態に陥 っ

た の は，そ の ように な る経緯が あっ た と思わ れ る．そ

の よ うな状況 や環境を変え る こ とが 必要 で あ る．そ れ

は，生徒を追 い つ めた状況を把握する こ とが まず第1

に なる．教 師が感情的 に対応 し て し まうとます ます事

態 は こ じれ て い く，教師が広 い 視野 と余裕 を持 っ て接

すれ ば 生徒 も安心 で きる よ うに なる と考える．

　教 師 とキ レ る生徒の 親 との 相 El理 解は，非常に重

要 な こ と で あ る．生 徒を理 解する た め に は
， や は り

親 と の 面談 は不可 欠 で あ る．親 と生 徒 の 相互 理解な

くして は，キ レ る 生 徒を理 解する こ と は ，困難な こ

と が多い ．ただ，注 意 し なけれ ばな ら な い の は
， 親

と面 談 したか ら とい っ て ，解決策が直ち に見つ か ら

な い こ と が 多い とい うこ とで あ る ．キ レ る 生徒 に と

っ て ，家庭 環境が大 きな影響を与 え る こ とは当然で

あ る ．しか し，実際，両親 と面談 して み る と
， 両親

共 に真 面 円で
一

生懸命仕事 を し，子育て を して きた

の で は ない か と 思 われ る こ ともある ．何度両親と会

っ て も解 決 しな い ケ
ー

ス も多々 あ る の で あ る ．だか

ら とい っ て ，家庭訪問な どは，効果が な い わけで は

ない ．教 師 も両親 も生徒の こ とを真剣 に 考え て い る

こ とは必 ず伝わ っ て い る はずで あ る か らで ある．

  思 い 込 み で あ る こ とを知 らせ る

　キ レ て い る生徒 は，白分の 思 い 込み に 気が つ か な

い ．それ を教 師は指摘 して あげる こ とが 重要で ある ．

生 徒 に思 い 込 み で あ る と い うこ とを指摘する場合 ，

教 師が 生徒 よ り も レ ベ ル が 高い こ とが要求さ れ る ．

なぜ な ら，生 徒 と同様 かそれ以 ドで あ る とtk徒 に引

きず られ る 口∫能性が あるか らで あ る ．

　開 き直る こ と が で きさえすれ ば，自分の 思 い 込 み

思考に終止符を打て る の で あ る．「どうで もい い 」と

思 えれ ば 事態が悪化す る こ とは な い ．開 き直る こ と

が で きない か らこ そ，キ レ る の で あ り，「どうで もい

い 」 と思 え な い か ら こ そ解決不能の 思 い 込み に 陥る

の で あ る．こ の 悪循 環 を断ち切 るため に は，そ の 基

本的 な対応 に 於 い て ，そ の 悪循環の 糸 を断ち切 らな

けれ ば な らな い ．

　思 い 込 み を どの よ うに 知 らせ る か に つ い て は，質

問 をする こ と が有益 で あ る ．命令や 指示 を し て も本

入が気付 かな い こ とが多 い か らで あ る ．生 徒本人が
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気付 く よ うな質問 は難 しい が，教 師が冷静 に質問 を

すれ ば，生徒 も冷静に な っ て くる．教 師が冷静 に 質

周をする と，牛徒は冷静に答 えて くれ る こ とが 多い ．

注意 しな ければな らな い の は，教 師が対等な立場 で

質問をする こ とが求め られ て い る と い うこ と で あ る．

最近 の 生徒 は，命令や指示を嫌 う傾 向が あるか らで

あ る ．教師が上 で ，生徒が下 で あ る とい う意識 で 質

問を し て も，反発 は し て も牛徒 に 気付 か せ る こ とは

で きな い ．

（3）可変的 ・複眼的思考へ の 転換

　生 活体験 の 少な い 生徒 は，偏 っ た思 い 込 み を持ち

や すい ．こ の こ とを教師は自覚 して対応する必要が

ある．知識 ・経験 は教 師の 方が優 れ て い る．しか し，

問題 な の は教師自身 も，自分 の 知識 ・経験 に 制約 さ

れ て 可変的 ・複眼的思考 を とれな い こ とで ある．こ

の こ とを 自覚 しなが ら，生 徒に対応 しな ければ な ら

な い ．

　キ レ る生 徒へ の 対応 は，そ の 背景 とな っ て い る状

況 を排除す る努力 と とも に，教 師 の 対応が非常 に重

要な要素 となる．キ レ て い る生徒 は，感情 的にな り

解決不能な思 い 込 み に陥 っ て お り，合理 的 ・理性 的

判断が停 1ヒして い る状態で あ る．冷 静 な合 理 的 ・理

性的な状況 判断 と それ に対す る 合理 的 ・理 性 的認識

に至 れば ，自己抑 制 力 が発動 しキ レ る こ と は な い ．

学校生活に お い て ，大人 で あ る教 師 の 存在 は生徒 に

非常 に 大 きな影響力が ある の で ある．

　キ レ る要 囚 ・背 景をな して い て い る家庭 環境 ・友

人 関係 な ど に 対す る 可能 な限 りの 改善 を図 る と同時

に ，非合理 な思 い 込み に陥 らな い よ うな対 応が必要

で あ る ．

　そ の 時 に接す る 教 師の 対 応は ，生徒に引 きず ら れ

な い よ うな広 い 気持 ち と余裕 の あ る 態度 ， す な わ ち
，

生徒 が キ レずにす む よ うな安心感 を得 ら れ る よ うな

冷静 で 合理 的
・
理性 的 な対応が必 要 で ある ．

　 しか し，そ の よ うな時の 対応は
， 往 々 に し て 教師

も感 情 的 になる こ とが 多い ，す な わ ち ， 教師自身 も

実休験が少 な い た め ，問題が 生 じ た と きに どの よ う

に対応 して よ い か 判断や対処に 困難 を感 じ て し まう

の で あ る．教 師自身が トラ ブ ル に慣れ て い な い の で
，

生徒 の トラ ブ ル に対 して 口∫変的 ・複眼的思考に心が

け て い る こ と が 必要 で ある．

（4）思考の 記述を転換さ せ る

　思考は 言葉で 行 う．思考は
， そ の状況に応 じ て 瞬

間的に記述 さ れ る ．そ の 瞬間に 冷静な合理 的な記 述

は 困難 で ある．例 えば 「なぜ
，

A 君 は こ ん な に な っ

て しま っ た の だ ろ う」 とか 「彼 は
， や は りダ メ だ っ

た の だ」 と か感 清的な記述 をして しまうこ と が多い ．

客観的 な記述 で は な く主観 的 で 感 陦的 な 記述 で あ る ．

こ れ を止 め るの は 非常 に難 しい 作業で ある．しか し，

そ の よ うな記述 の 後 で ，客観 的 ・合理 的 な 記 述 に 変

換す る こ と が で きる．

　つ ま り，「A君 は ，

〜を した，」「彼は
，

〜
を話 した ．」

と い うよ うに感情的 な部分 を全て 削 ぎ取 っ た 記述 を

すれば ， 感 1青に影響 を与 えない ．

　教 師 の 方が ，広 く大 きな気持 ちで 受 け止め る こ と

が で きれば，キ レ る生徒 を安定的 な精神状態 を保て

る と考える ．

　教 師が ，実際 に自分 が思 っ て い る こ とを紙 に書 い

て み る こ と で あ る ．そ し て
， そ の 記述 の 中 で 感情的

な部分 を排 除す る こ と が必要 で ある．する と，冷静

で 合理 的 ・理性 的 な事実 を確認 す る こ と が で きる ．

如何に 思 い 込み で 現象 を捉 えて い る か が ，明らか に

なるの で ある．

　教師が生徒 の 関 わ りの プ ロ セ ス を記録する こ とが要

求 され る の で ある．生徒一
人 ひ と りの個人記録 を作 り，

そ の 生 徒 と の 関 わ りを 記述 し て お くの で ある．そ の プ

ロ セ ス を自分 の 考えて い る こ とや感 じて い る こ とをあ

りの ま ま に 記述す る こ と で あ る．ありの まま に記 述 し

ない と自分 の 欠点が 見えない ．あ りの ままの 記述の 中

に感情 的な部分 ， 思 い 込み の 部分 を排除 して ゆ か なけ

れ ばな ら な い ．そ の よ うな作業を繰 り返 して ゆ くと，

教師は如何に生徒を思 い 込み や感情的に捉えて い たか

理解で きる よ うに な っ て くる の で あ る ．

お わ りに

　キ レ る 生徒 の増加は ，学校に と っ て 非常 に大 きな

課 題 で あ る．特に対教師暴力の増加傾向に つ い て は，

学校に とっ て 深刻 な問題で ある．

　キ レ る 生徒の 背景 ・要因を
一

つ ひ とつ 除去 し，改

善 して ゆ けば，生徒は安定 した学校生 活を過 ご す こ

とが で きる．し か し，そ の キ レ る 背景に あ る もの が，

例えば 家庭内暴力の存在で あ るとす る と，家庭 の 協

力が不可欠で あ る こ とは間違 い な い ．教師は家庭 の

理 解 を得 る た め に，まず最初 に 家庭 と の 信頼 関係 を

形成 し，子 どもの ため に どの ような家庭生 活が必 要

か を粘 り強 く両親に 説き，家 庭 との 協 力体 制 を構築

しなければ な らない ．

　生徒が キ レ る の は，様 々 な要因 ・背景 に よ っ て ，

生徒 自身が そ の 状況 を解決不能 と思 い 込 み，どう し

て よ い か判 らな くな る か らで あ る ．すなわ ち，生徒
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が そ の 状況 を解決不能で ある と 思 い 込ん で し ま うこ

とが 問題 で ある．生徒が そ の 状況 を解決不 能 と判 断

する の は
， 逆 に言えば

， 生徒が そ の 状況 を解決可 能

と思え な い とい うこ とで ある ，つ ま り，
キ レ る 生徒

は 学校生 活で 解決可 能な経験 ・体験 を積ん で い な い

とい うこ とで あ る ．学校生活 の 基本は ，学業で ある．

学業に お い て
，

生徒が 成功体験 を積み重ね て い れ ば，

状況を解決不能 と捉え る こ と は な い ．

　学業 に お ける 生徒の 失敗体験の 積み 重ね が
，

生徒

に解決不 能の 思 い 込み を形成する の で ある．学業に

お ける 失敗体験が 積み 重な っ て ，そ れ が 過度に
一

般

化 され る と固定観念にな り， 何事 にお い て も， 解決

不能 の 思 考回路が形成 され て し まうの で ある．

　小学校 に お い て 対教 師暴力が 増加 し て い る の は
，

教師が牛徒 の 解決不能の 思 い 込み を形成 し て い る直

接 の対象で あ る か らで ある ．生徒が 問題状況に 陥 っ

た とき，教師が 解決 し て くれ る とい う安心感 と信頼

感があれ ば，キ レ る こ とは な い ．生徒が 具体的状況

に お い て ，解決不 能で あ り
， 誰 も助け て くれ な い と

い う絶望感 を持 っ て し まうと こ ろ が 問題なの で ある．

　 生徒が ，失敗体験で は な く成功体験 を積み重ねて

い れ ば，状況を解決不能 とは判断 し な い ．失敗体験

とは ，生徒が 課題 に対 し て 挑戦 し，そ の 結果 に対 し

て教師が 失敗で あ る と判断 し，生 徒が それ を失敗 で

あ る と認識 し，受け入 れ る こ とで ある ．生徒が 成功

体験 を積み 重 な る とい うこ と は
， 教 師が 生 徒 の あ り

の ままを認め ，よ い と こ ろ を伸ば し て い く努力 を積

み 重 ね る こ とで あ る ．教師が 生徒 よ い と こ ろ を見つ

け仲ば そ うと試み て ，生徒の よ い と こ ろ が 少 し で も

伸 び れ ば，そ れ は成功体験 と な る ．教師が 生徒の 成

功体験 を積み 重 ね る 努力 を して い れ ば，生徒は教師

に対 し て，安心感 と信頼感を持 つ よ うに な る．

　教師が生徒 を比較 し競争 を助長すれ ば，生徒は教

師に対 して安心感を もて な い ，生徒 は教師が 求め て

い る の が ，成 績の よ くな い 生徒 よ りも成 績の よ い 生

徒で あ る と判断す る か ら で ある．成績の よ くな い 生

徒 は ，教師を頼 る こ とは で きな い とい う思考経路 を

持 っ て しま うの で あ る ．また ，成績の よ い 生徒 も，

自分 もい つ 成績が 悪 くな る か もし れ ない とい う不 安

を感ぜ ざ る を得 な い ．教師が生徒 の 学業成績の み に

重 点を骨 い て い れ ば，教 師に対する 安心感 と信頼感

が喪失せ ざ る を得ない の で あ る ．

　生 徒 同士 の 関係 に お い て も ， 常 に 競 争関係 で は な

く，協力関係 にある と い う認 識 をク ラス の 11 ［で 形成

しなけれ ば な らない ．クラ ス の 生徒
一

人 ひ と りが
．
厘

い の 足 りな い と こ ろ を補 い ，助 け合 うとい う共通認

識 を常 に持 っ て い れ ば ， 生徒 は安心感 を もつ の で あ

る．と こ ろ が
，

ク ラ ス の 全体が 常に競争関係 に あれ

ば，生徒 は ク ラス メ イ トに助 け を求め られな い ．ク

ラ ス に お い て 精神的 に 孤 立 した 生 徒 は
， 問題状 況 を

解決不能と思 い 込 ん で しまうの で ある ．

　生 徒が キ レ な い た め に は
， 学校 生 活 に お い て 教師

は 生徒の ある が ままを認め ，よ い と こ ろ を伸ばす努

力を積み重ね て
， 生徒が問題 を解決不 能 と思 い 込 ま

ない よ うに注意 し なけれ ばな ら な い ．ま た
， 教師は，

生 徒が 互 い に協力 し， 足 りな い とこ ろ を補 うよ うに

ク ラ ス 全体 の 共通認識 を形成する よ うに導か なけれ

ば な ら ない の で ある．
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