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令和⚒年度 北海道武蔵女子短期大学
武蔵教養セミナー 公開講座
働くよろこび／生き残りの知恵

新型コロナウィルス感染拡大の影響により、今年度の武蔵教養セミ

ナーは、開催自体危ぶまれる状況でした。令和⚒年 10 月 31 日㈯、講演

者ならびに情報基盤センターの理解と協力を得、zoom（北海道武蔵女子

短期大学 344CALL 室から）での開催にこぎつけることが出来ました。

例年だと⚓週連続での開催ですが、今回はシンポジウム形式での開催と

なりました。総合テーマは「働くよろこび／生き残りの知恵」です。総

合司会はコミュニティー（地域）学習支援センターの中澤千磨夫が、シ

ンポジウムの進行は髙橋秀幸教授が担当しました。ギャラリーの質問は

チャットで受け付けました。

（北海道武蔵女子短期大学コミュニティ（地域）学習支援センター)
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のびのび保育と安全の両立をめざして
～保育園の事故から考える～

明田川 知 美

⚐．はじめに
今回の市民講座の大きなテーマは「働くよろこび～生き残りの知恵」

です。保育産業の特徴は「労働力不足」という点です。ですから、ここ

では「労働力不足をいかに解消するか」という視点から、保育という産

業分野について考えていきたいと思います。

⚑．問題の背景
初めに保育士の実態をご理解いただくため、保育所を取り巻く社会情

勢についてお話しします。我が国の合計特殊出生率1）は 2017（平成 29）

年で 1.43 人と、1947（昭和 22）年の調査開始より過去最低となっていま

す。また 1990 年後半より、ひとり親世帯を含む共働き世帯が、専業主婦

世帯を上回りその差は年々開いています（図表⚑を参照）。こうした背

景から、保育所の利用ニーズは増大しています。2019 年の幼稚園利用者

は約 114 万人でしたが、保育所の利用者は約 270 万人となっており幼稚

園より⚒倍以上のニーズがあります。このようにニーズの高い保育分野

ですが、現在直面している大きな課題が待機児童問題です。

さて、待機児童について知っておいていただきたいことがあります。

それは、待機児童数には公表された言わば表向きの数字と、潜在的ない

わば実質的な数字とがあるということです。厚生労働省が発表した
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1 合計特殊出生率とは一人の女性が 15～49 歳までに産む子どもの数の平均を示し
たもの。



2019 年⚔月⚑日の待機児童の人数は⚑万 6772 人です。過去 25 年間で

待機児童数が最も多かったのは、2004（平成 17）年の⚔万 3434 人ですか

ら実に半減したといえます。また、札幌市については、市が公表してい

る札幌市の待機児童数はなんと⚐人です。15 年前には 1500 人近くの待

機児童がいたのでこれは驚きの数字です。しかし、この数字には調査対

象の定義変更という事情が関係しています。待機児童とは文字通り「入

りたい保育園に入れない子ども」のことで、従来はその人数を待機児童

数としてカウントしていました。ところが、国は 2001 年に待機児童の

調査対象からいくつかの項目を除外したのです。これにより、表向きの

待機児童の数字は大幅に減りました。しかし、実質的には「入りたい保

育園に入れない子ども」、つまり潜在的な待機児童はまだまだ多いとい

う現実があります。札幌市の待機児童についても表向きはゼロですが、

除外項目をカウントした場合の実質的な待機児童数は 1869 人に上りま

す。これは市内の公立保育所の入園児数 2130 人とほぼ同等の数字です。

〈待機児童数の調査対象から除外された項目（抜粋）〉

・特定の保育所等のみを希望している場合

・幼稚園等における一時預かり・企業主導型保育事業・一部の認可

外保育施設を利用している場合

・求職活動を休止している場合（ハローワーク等の証明書類がない、

休職期間が 90 日以上に渡るなど）

・産休・育休明けの利用希望で予約している場合

・保護者の私的な理由により待機している場合（通勤や通園の利便

性、特定の保育所を希望するなど）

＊厚生労働省通知「保育所等利用待機児童数調査」（平成 28 年⚔月

26 日雇児保発 0426 第⚓号）より抜粋
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待機児童の問題を解決することは、安心して産み育て働く環境を整備

することですから、共働き世帯の支援に直結します。長期的には我が国

の少子高齢化を解決するための重要な要と言えます。

では、なぜ待機児童問題はなかなか解消しないのでしょうか。要因は

いくつかありますが、大きな要因のひとつとして保育士不足が挙げられ

ます。国は保育士の有資格者でありながら保育施設で働いていない「潜

在的保育士」が約 68 万人いるとして、こうした人材の活用を目指したい

という方針を示しています（2015 年時点）。では、なぜ有資格者が保育

士として働かないのでしょうか。また早期離職率が高いのでしょうか。

これも要因はいくつかありますが、大きな要因として専門性と責任の重
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図表⚑ 共働き世帯数の推移と待機児童数
注：各年⚔月⚑日現在。2001～06 年度は、保育所入所待機児童の定義の変更をうけ従来ベー

スと新定義の数値を並記。2007 年度以降は従来ベースの数値は公表されていない。新定
義では①特定の保育所を希望している場合、②認可外施設等で対応している場合、を除き
待機児童数としている。

出典：「共働き世帯」及び「専業主婦世帯」について 2001 年以前は総務省「労働力調査特別調
査」を、2002 年以降は総務省「労働力調査（詳細集計）」により作成。



さに対して賃金が安いという雇用条件があげられます。保育所は⚐～⚕

歳児の乳幼児が原則⚘時間を過ごす場所で、そこには食事とお昼寝が含

まれます。幼稚園は⚓～⚕歳児の幼児が標準⚔時間を過ごすので、生活

環境という意味では大きな違いがあります。赤ちゃんを含む幼い子ども

が長時間生活をするため、保育者は常に「生命の維持と情緒の安定（養

護）」を意識しなければなりません。特に⚐～⚒歳児は言語指示が利か

ないため、常時近距離での見守りが必要となります。こうした重大な責

任を負った専門家でありながら、収入を始めとした雇用条件は厳しいた

め保育士不足という事態が生じています。国は保育士の処遇改善の措置

を講じてはいますが追いついていないのが現状です。

⚒．教育・保育施設における安全の概況
ここまで保育施設を取り巻く問題の背景についてお伝えしてきまし

た。まとめると、資格保育分野は「仕事がない」という危機ではなく、

「働き手がない」という危機に直面してるのです。ですから、本日は保育

所の働き手を確保し保育産業が生き残るためのヒントについて考えたい

と思います。保育士の仕事は、子どもの命を守り情緒の安定を図る「養

護」と、多様な生活体験を通して自立を促す「教育」を柱としています。

ここからは、保育所における安全の概況と安全対策についてお話をした

いと思います。

まず、施設内における乳幼児の事故について概況を確認したいと思い

ます。厚生労働省の調べ（2018 年）では施設内の死亡は⚙件で、そのう

ち⚖件は認可外保育施設において⚐～⚑歳の午睡中に発生しています。

また重大事故2）については 1,212 件で、そのうち骨折が最も多く 974 件

74 75

令和⚒年度 北海道武蔵女子短期大学 武蔵教養セミナー 公開講座 働くよろこび／生き残りの知恵

2 重大事故とは、治療に要する期間が 30 日以上の事故、意識不明の事故の全て（平
成 27 年～）となっている。



となっています。なお、その他の事故については自治体への報告義務は

なく、各施設で把握し対応することとなっています。ここでポイントと

なるのは①認可外施設での死亡事故発生の割合が高いことと（認可外施

設における死亡事故発生率は認可施設の約 24 倍）、②死亡・重大事故を

のぞく事故は各施設に把握と対応が任されている点です。

まず、認可外施設での死亡事故が多い点ですが、この背景には、就学

前児童を預かる施設が多種類ありかつ運営基準にバラつきがあるという

事情があります。保育施設は、運営形態は設置者及び認可の有無によっ

て認可保育施設（公立保育所及び認可を受けた私立保育所）と認可外保
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図表⚒ 認可施設と認可外施設の運営基準（一部抜粋）

認可保育施設 認可外保育施設
運営基準「児童福祉の設備及び運営に関

する基準」
（厚生労働省令）

「認可外保育施設指導監督基準」
（厚生労働省通達）

設備 乳児又は満⚒歳に満たない幼児
のための乳児室又はほふく室、
医務室等、満⚒歳以上の幼児の
ための保育室または遊戯室、野
外遊技場等のほか、調理室、便
所等の設備を設けること。

乳幼児の保育室のほか、調理室
及び便所があること。乳児の保
育を行う場所は、幼児の保育を
行う場所と区画されており、か
つ安全性が確保されていること。

保育者 保育所には職員として保育士、
属託医及び調理員を置かなけれ
ばならないこととする（ただし
調理業務を外部委託する場合を
除く）。

「保育に従事する者」の概ね⚓分
の⚑以上は保育士または看護師
の資格を有する者であること。

職員配置 ○保育士の数
乳児：おおむね⚓人につき⚑人
以上、⚓歳未満児：おおむね⚖
人につき⚑人以上、⚓歳児：お
おむね 20 人につき⚑人以上、
⚔歳以上児：おおむね 30 人に
つき⚑人以上

保育に従事する者の数
保育に従事する者の数は、主たる
開所時間である 11 時間について
は最低基準で定める数以上であ
ること。ただし、常時⚒人を下
回ってはならない。11 時間を超
える時間帯については、原則と
して常時⚒人以上配置すること。



育施設とに区分されます。さらに各区分の中でも施設形態が細分化さ

れ、それぞれに独立した運営基準が設定されています。例として職員の

専門性について見ていきますと、同じ認可施設であっても職員の資格要

件は「全て保育士」「⚑/⚒保育士」「無資格者可」とに細分化しています

（図表⚓を参照）。また、施設環境でいうと園庭の有無や保育室の面積な

どに違いがあります。つまり、施設環境と職員配置には同じ保育施設で

あっても格差が存在するのです。これが、認可外保育士施設での死亡事

故率の高さにも関係していると考えられます。

次に、重大事故以外の事故への対応が施設まかせになっている点です

が、安全マニュアルの整備や避難訓練の実施はほとんどの施設が行なっ

ています。ただ、例えばヒヤリハットや事故の検証や、具体的な安全対

策については各園でバラつきがあります。また、子どもを見守るために

は職員数を増やすことも必要ですが、保育所の運営費は⚙割以上を国と

自治体の補助金に頼っており、運営費は最低基準の定める職員配置をも

とにしているため増員が難しい現実があります。例えば⚒歳児は子ども

⚖人に対して保育士⚑人、⚓歳児では子ども 30 人に対して保育士⚑人

という配置になっています。

もしも事故が起きると、その責任は事業者と保育士が負う可能性が生
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図表⚓ 保育施設数と職員配置に係る運営基準（2018 年）

認 可 施 設
（約⚓万）

認可外施設
（約 7,700ヶ所）

公立
（約 8,600）

私立
（約⚒万）

小規模保育所
（約 2,400）

家庭的保育
（約 9600）

⚑/⚓保育士
全て保育士

A 型：全て保育士
無資格者可B 型：1/2 保育士

C 型：無資格者可
＊（ ）は施設数。利用者数は認可施設が約 240 万人、認可外施設は約 22 万人である。「無資

格者可」とは保育士の有資格者ではないが所定の研修を受けた者となる。



じます3）。結果として、保育士という職業への回避や、子どもの自由を

制限したり行事の縮小化で安全を確保しようとする動きにつながりま

す。安全にはコストがかかります。子どもの安全を「保育士のがんばり」

「各施設の努力」だけで守ることは限界があります。保育現場で安心し

て働くためにも、子どもの安全を守るのに必要な予算や運営基準を国や

自治体が整備することが必要です。

⚓．遊びの自由と安全管理の両立
ここまで、子どもの安全の概況と安全対策におけるハード面の整備に

ついて考えてきました。ここからは、子どもの安全と成長に周囲の大人

がどう向き合っていくべきかというソフト面についてお話ししていきま

す。

子どもは遊びを中心とした多様な体験を通して成長します。ですか

ら、保育現場では子どもの自由でのびのびした行動を周囲の大人が認め

見守ることが大切になります。と同時に、大きな事故につながる危険か

ら守ることも必要です。ですから、子どもの活動や遊びを「危ないから

禁止」とするのではなく、自由と制限のバランスをいかに図るのかとい

う視点から議論することが大切です。子どもは、時には安全ではないこ

とや突飛なことを含む「遊び」によって、危機回避能力を身につけ成長

します。つまりリスク（危険性）のある体験から学習するのです。幼児

教育の祖と呼ばれるフレーベル（Friedrich Wilhelm August Fröbel,

1782-1852）は、子どもは「～せずにいられない」という創造的な存在（神

性）であると唱え、庭と遊具があり遊びを中心とする幼稚園（kinder-

garten）を設立しています。遊びは労作活動と異なり、目的を持たない

楽しさを本質とする活動です。1989 年に国連総会で採択された「児童の
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3 保育者は民法 415 条の規定による安全配慮義務を負っており違反すると損害賠償
責任が生じる。また刑法上の業務上過失致傷罪に問われる可能性がある。



権利に関する条約」では、子どもらしさを守るために休息と遊びの権利

を保障することが必要だとうたっています（第 31 条）。

子どもの健全な成長発達を支えるプロセスにおいてゼロリスクはあり

えません。しかし同時に、死亡や重度障害に至る大きすぎる危険は避け

なればいけません。ここで重要なのは、「危険か安全か」の二項対立では

なく、望ましくない事象が起こる可能性（リスク）をいかに低減するか、

という視点です。ちなみに、安全は客観的な指標で示せるものですが、

安心は主観的なものです。「何をどれくらい危険と感じるか／安全だと

感じるか」という個人の感じ方はさまざまです。ですから、許容できる

リスクには個人差があり、その違いがときとしてトラブルの原因にもな

ります。例えば死亡や重度障害はほとんど全ての人が許容できないで

しょう。しかし、怪我や打撲ならばどうでしょうか。または幼い子ども

が木登りをすることを「危ない不安だ」と感じる人もいれば、積極的に

ダイナミックな遊びをさせたいから「少々の危険や怪我は許せる」とい

う人もいます。こうした危険性に対する主観的な判断や態度をリスク認

知と言います。つまり、何をどれくらい危険または安全だと感じるかに

は個人差があるのです。また、一般的に専門家はリスクを低く見積もる

傾向があり、非専門家はリスクを高く見積もる傾向があることが知られ

ています。

子どもの安全とのびのびした環境の両立を図るためには、個人の主観

的な安全に対する感覚や気持ちにも配慮をする必要があります。そこで

大切になるのは、科学的な安全の確保とともに、皆が安心できるポイン

トを関係者間で見出す対話の充実です。日頃から保育士同士や保育士と

保護者が「どのような保育をしているのか／望むのか」「どこまで安全な

ら／危険なら許せるのか」について意思疎通を図り、信頼関係をつくっ

ていくことが大切です。こうしたリスクに関する対話をリスクコミュニ

ケーションといい、リスク管理を行う上で欠かせないプロセスとなりま
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す。保育所ではお友達との関わりの中で生じる怪我、お散歩など外で発

生する怪我など毎日いろいろな種類の怪我が生じます。どのような事情

があっても施設管理下で起きた事故や怪我は事業者の責任となりますの

で、子どもが怪我をすると保育士は保護者に謝ります。そのとき「いい

のよ先生これくらい」と許せる親と、「とても許せない」と責める親がい

ます。保育士はそうした認識の個人差があることをしっかり理解した上

で、誠意を持って丁寧に対応することが大切です。事故が起きた際、謝

罪や説明が雑だったり不備があると相手の不信感を招きます。ときには

訴訟など大きなトラブルに発展することもあります。また、保育士同士

であっても、安全対策についての意識や行動にはバラツキがあるもので

す。安全マニュアルを整備している施設は多いですが、例えば内容は管

理職しか読んだことがないとか、正職員は知っていてもパート職員はマ

ニュアルの存在を知らないといった状況も少なくありません。安全マ

ニュアルは現場職員が使うものですから、保育現場の実態と乖離しない

よう職員同士で検討と修正をし続けていくプロセスが大切です。可能で

あれば年に⚑回は全職員でマニュアルを読みながら確認し、内容の見直

しと改定を行えるといいですね。それから、医療現場や福祉施設が行っ

ているように、事故事例の共有やヒヤリハットの検討を定期的に行うこ

とも有意義です。また安全についての協議には、行政も参加することが

本当は望ましいです。しかし、民間の保育所でそうした協議の場を設け

ている自治体はほとんど無いのが現状です。

⚔．まとめ
本日は保育士不足をどう解消するかという観点から、保育所の安全に

ついて考えてきました。子どもの自由と安全を両立し、保育士が安心し

て働くためには、国や自治体による予算措置と運営基準の整備による

ハード面での安全対策と、関係者がリスクについて話し合うコミュニ
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ケーションが求められます。子どもたちが安心してのびのび遊び成長で

きる環境を、皆で話し合いながら守っていけることを願っています。

〔参考〕

横井敏郎編著（2020）『教育行政学─子ども・若者の未来を拓く』八千代出版

日本リスク研究学会編（2019）『リスク学事典』丸善
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北海道の鍛冶屋とその生き残りの知恵
～人とものをつなぐ鍛冶屋～

齋 藤 貴 之

⚑．はじめに
北海道武蔵女子短期大学教養学科の齋藤と申します。どうぞよろしく

お願いいたします。私の専門は、民俗学、文化人類学で、大学生の頃か

ら、日本の職人文化、特にトンテンカンテンの鍛冶屋さん、鍬や鋤といっ

た農具などをつくる「村の鍛冶屋さん」を対象として、今も営業を続け

ている鍛冶屋さんを見つけてはお話を伺いに行き、多くの鍛冶屋さんが

姿を消す中で、どのようにしてこれまで生き残ってきたのか、そして今

後どのようにして生き残っていくのかなどを調査しています。

今回は「北海道の鍛冶屋とその生き残りの知恵～人とものをつなぐ鍛

冶屋～」と題しまして、北海道の鍛冶屋を取り上げて、その変化と現状

から、鍛冶屋が今後も生き残っていくために必要な要素とは何なのか、

などについて少し考えてみたいと思っています。そして、最終的には、

鍛冶屋というのは絶えず変化を遂げながら人とものとをつなぐ役割を果

たすことによって、生存を図っていくという結論にたどり着くことがで

きれば、と考えています。

⚒．変化と生存とは
まずは変化と生存という話から始めていくことにします。「変化」と

「生存」は、私にとっては結構付き合いが長くて、なじみがあって、愛着

を持っている言葉ですが、そう思っているのは私だけかもしれません。

そこで、まずは変化とは何か、生存とは何かという言葉の確認と、これ

らの言葉によってどのようなことを伝えようとしているのかといったと
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ころから話を始めていきます。

2-1．変化とは

まず変化についてですが、変化というと「昔はよかった」、「すっかり

変わってしまった」というように、あまり良いイメージの言葉ではあり

ません。

ただ、例えば、ある村の祭りがあり、当初は男性のみで、古くからそ

こに住んでいる人たちだけが参加して、神事だけの厳かなものであった

とします。しかし、社会状況が変化する中で、少子高齢化、過疎化、あ

るいは地域の衰退などにより、このままでは続けていくことが困難な状

況に陥ってしまう。その時、もし今後も祭りを続けていきたい、あるい

は次の世代に残していきたいと考えたとしたら、おそらく、どうにかし

てそれを続けていくための何らかの方策をとると思います。

例えば、女性の参加も認める、新しく住み始めた人にも加わってもら

う、あるいは若者にも楽しんでもらえるようにイベント化するなど。

実は、それがまさに変化であり、変化というのは、社会状況の変化へ

の対応であるといえます。もちろん失敗に終わることもありますが、今

あるものが生き残っていくためには、こうした変化が必要不可欠です。

進化論で有名なダーウィン（Charles Robert Darwin）も「唯一生き残

るのは、変化できるものである」といったといわれていますので、これ

は生物の世界だけではなく、文化や産業などにも当てはまるといえます。

2-2．生存とは

続いて生存ですが、生存とは何かとなると、簡単にいうと生き残ると

いうことです。同じ「続く」という意味では継続という言葉もあります

が、生存には、継続とは少し異なり、例えば、ある事情によって続けて

いくのが困難な状況に追い込まれつつも、何とかして残していきたい、
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続けていきたいという明確な意志のもとで、続けていくための何らかの

方策がとられた結果として続いているものというように、継続よりも意

図的で、能動的で、積極的な意味が含まれています。しかも生存は変化

を伴います。

先ほどの村の祭りの例に当てはめてみると図⚑のようになりますが、

生存に向けた試みというのが変化であって、変化なくして生存はありえ

ません。

これらのことを踏まえて、今回の講演の趣旨を整理すると、今回取り

上げるのは現在を生きる鍜冶屋です。現在も営業を続けている鍛冶屋と

いうのは、多くの鍛冶屋が姿を消していく中で、何らかの努力と工夫に

より生き残ってきた鍜冶屋であり、その変化と現状からは生き残るため

の術、つまり生存のための技術や知恵を見いだすことができます。そし

て、それは、鍛冶屋はもちろん、そのほかのさまざまな産業や文化の生

き残りにもつながっていくと考えています。
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図⚑ 変化と生存



このことから、今回の講演が、皆さんの周りにある、続けていきたい、

あるいは次の世代に残していきたいと思っているものを生存させるため

の手がかりを提供することができれば、幸いです。

⚓．北海道の鍛冶屋の変化と現状
では、どうすれば今後も鍜冶屋は生き残っていけるのか、生き残って

いくためにはどのような要素が必要なのかということで、ここからは北

海道の鍛冶屋の変化と現状について取り上げて考えていこうと思いま

す。

3-1．鍛冶屋とは

改めまして、私が研究対象としている鍛冶屋というのは、いわゆる村

の鍛冶屋です。農具や山林用具などの仕事の道具から包丁などの家庭の

道具まで、さまざまな鉄製品を生産・修理し、人びとの暮らしに深く関

わってきた鍛冶屋です。

3-2．北海道の鍛冶屋の歴史と変化

北海道の鍛冶屋に関しては、昭和 17 年の「北海道野鍛冶鉄工業組合名

簿」というものがありまして、これによると、当時、道内には、1,000 軒

近くの鍛冶屋さんがあったことがわかります（表⚑）。

これがその後どうなったのかということで、2008 年ごろから少しずつ

調査を始め、⚘年ほどかかってなんとか道内の 179 市町村の調査を終え

ました。その結果、現在、営業続けている鍛冶屋は、わずか 11 軒に過ぎ

ず（図⚒）、単純に比較はできませんが、昭和 17 年からの減少率は著し

く、まさに絶滅寸前の状態です。

ただ、現在も営業を続けている鍛冶屋というのは、確かに存在してい

て、箱鞴（はこふいご）や鞴（ふいご）は電動送風機に変わり、機械ハ

84 85

令和⚒年度 北海道武蔵女子短期大学 武蔵教養セミナー 公開講座 働くよろこび／生き残りの知恵



ンマーも導入されて、電動化・機械化が進んではいますが、その生産技

術や生産工程に関しては大きな変化はなく、旧来の技術を利用しながら

地域の需要に応えています。
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支庁名 実数
(軒)

割合
(％)

渡島 67 7.2
檜山 31 3.3
後志（小樽市を含む） 90 9.6
石狩（札幌市を含む） 59 6.3
空知 115 12.3
上川（旭川市を含む） 132 14.1
留萌 39 4.2

表⚑ 昭和 17 年（1942 年）当時の北海道の鍛冶屋

支庁名 実数
(軒)

割合
(％)

宗谷 38 4.1
十勝（帯広市を含む） 81 8.7
北見（北見市を含む） 132 14.1
釧路（釧路市を含む） 34 3.6
根室 26 2.8
日高 52 5.5
胆振（室蘭市を含む） 39 4.2
全道 935 100.0

（『昭和 17 年 北海道野鍛冶工業組合名簿』より作成)

図⚒ 北海道の鍛冶屋の現状



3-3．北海道の鍛冶屋の特徴

北海道の鍛冶屋ならではの特徴というのもいくつかあり、例えば「あ

さがお」。これは、火床（ほど）につながる煙突のことですが、本州の鍛

冶屋の場合、その多くは、両側に、あるいは三方に仕切りがあり囲まれ

ていますが、北海道の鍛冶屋の場合は、煙突が宙に浮いており、その形

状から「あさがお」とよばれています。大型の製品をつくることが多かっ

たから、燃料の関係から、あるいは一度に複数の職人さんが使うことが

できるから、など、さまざまな理由が考えられますが、その理由は定か

ではありません。

また、燃料に関しても、本州の鍛冶屋さんは、もともとは木炭を使っ

ていましたが、社会的な燃料の転換によって石炭へ、そしてコークスへ

と変化を強いられました。しかし、北海道の鍜冶屋の場合は、歴史が浅

いこともあり、もともと石炭を使用しており、しかも夕張や釧路などの

炭鉱が比較的近年まで稼動していましたので、現在でも石炭を使ってい

るところがほとんどです。

それから、少し細かい話になりますが、鍛冶屋さんが刃物をつくると

き、軟鉄と硬鉄、地金と刃金を付ける際に、接合剤としてホウ砂やホウ

酸、それらに鉄粉を混ぜたものを使います。これはクスリともよばれて

いますが、それを商品化したものとして鉄蝋（てつろう）というものが

あります。「旭鉄蝋」や「火花印の鉄蝋」などがありますが、本州の鍛冶

屋さんは、これらは使いづらいからとあまり使いません。ところが、北

海道の鍛冶屋さんはほとんどがこれを使います。そんな細かな違いもあ

ります。

さらに、信仰などの精神文化に関しても違いがあります。11 月⚘日は

「鞴祭り」の日で、一般には鍛冶屋さんのお祭りとして知られています。

ところが、北海道ではほとんど行われておらず、その名前すら知らない

鍛冶屋さんも少なくありません。
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他方、⚑月⚒日は「仕事始め」で、たいていは火床に火を入れて、少

し仕事をして終わりというのが一般的ですが、北海道の鍛冶屋さんは、

その時に鉄製の御札といいますか、正月飾りをつくり、工場の柱や壁に

飾り付けるというところが多いです。

もともとは、武士と農民と商人を表す刀と鎌と蔵の鍵を形づくり、そ

れを漢字の「水」の字になるように配置するというものであったそうで

すが、それがさまざまな形に変化していきました。毎年、つくり替える

というところもあれば、中には⚑年ごとに増やし、工場中に並んでいる

というところもありました。

また、つくるものに関しても、北海道ならではの製品、道具もあり、

例えば、農具であれば、島田鍬と呼ばれる刃先が丸い鍬があったり、馬

に引かせて使う農機具として耕作用の「プラウ」や、土ならし用の「ハ

ロー」があったり、あるいは寒冷な北海道で水田稲作をするために開発

された、稲を苗から育てるのではなく直接田んぼに播くための直播器、

「タコアシ」とも呼ばれていますが、こうしたものなどがあります。

山林用具に関しても、「サッテ」と呼ばれる斧や、巨大な丸太を扱うた

めの「キリントビ」、冬の雪山から丸太を下ろすために、馬が引くソリ、

「バチバチ」などがあります。

漁具に関しても、北海道では、船の上から長い竿の先に道具をつけて

魚介藻類をとる見突漁、あるいは水覗漁と呼ばれる漁が盛んで、この漁

に用いられる道具、たとえば、アワビとり用の「カギ」、ウニとり用の「ハ

サミ」や「サンボンヤス」、昆布とり用の「コンブガマ」、「グリグリ」や

「バッカマッカ」とよばれるらせん状の道具。またテングサも、本州では

海女さんが海に潜ってとるイメージがあるかもしれませんが、北海道で

は水覗漁でとるため、櫛状の道具を使います。これらも鍛冶屋さんに

よってつくられています。

その他にも、冬の主要な交通手段として活躍していた馬そりのそり。
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そり全体は木製ですが、滑る所、ブレードの部分に鉄が貼ってあります。

それから、砂金採りに欠かせない「カッチャ」、炭鉱などで活躍していた

手掘り用の採炭用具、「ツルハシ」や「サバ斧」、「タガネ」など。さらに

は、食料を保存するための氷室をつくるときに使われていた、切った氷

をつかむ「氷バサミ」。こうしたものも鍛冶屋さんによってつくられて

いました。

3-4．北海道の鍛冶屋の現状

これまでの成果をもとに、北海道の鍛冶屋の現状、変化と今日に至る

経緯を大まかにまとめると図⚓のようになります。私が確認したかぎり

では、溶接や金属加工など、いわゆる鉄工関係の仕事に関わることなく

現在も営業を続けている鍛冶屋、鍛冶仕事だけで現在も営業を続けてい

る鍛冶屋はありませんでした。このため、変化、すなわち社会状況の変

化に対して何の対応もとらなかった、あるいは対応することができな

かった鍛冶屋の多くは姿を消していったと考えています。

農林業における機械化が進み、建築や土木でも鉄骨などの金属資材が

主流となる中で、農具や山林用具を中心に生産、加工を担ってきた鍛冶

屋のもとにもさまざまな依頼が舞い込んでくるようになります。例え

ば、溶接をはじめとする金属加工、重機や車輌などの修理や整備、ある

いはガス溶接などの関係から家庭用プロパンガスの委託販売、など。

鍜冶屋は、こうした地域からの新たな需要に応えるために、自らが新

たな技術を学んだり、あるいは後継者である息子や弟子にそれを学ばせ

たりしました。ただ、次第に鍛冶仕事よりもそれらの仕事のほうが主流

になってしまうわけですが、そうした状況の中でも、何らかの理由によっ

て、少ないながらも鍛冶仕事を続けてきたところだけが鍛冶屋の姿を今

も残している、そのような状況です。
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⚔．道具の身体化
これらのことをもとに、ここからは北海道の鍛冶屋の変化と現状につ

いて、道具の身体化という観点から検討してみたいと思います。

道具の身体化とは、単なるものである道具が、長年にわたって使い込

まれることにより、あたかも利用者の身体の一部であるかのように機能

するようになることをいいます。

具体的には、視覚障害者の杖などがあり、そのままではただの杖です

が、実際に使われることによって、手の延長として、時には目の代わり

として、まさに利用者の身体の一部として機能するようになります。そ

の他にも熟練ドライバーの車や、職人にとっての道具、あるいは武士に

とっての刀などもそうですが、鍜冶屋さんにとっての機械ハンマーもそ

のひとつといえます。
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図⚓ 北海道の鍛冶屋の現状



ただ、全ての道具が身体化するかというとそうではなく、たとえオー

ダーメイドであったとしても、すんなりと身体化されるというのはごく

稀で、何度か使っては直し、また使っては直し、それを繰り返すことに

よってようやく自分のものになり、使いこなすことができるようになる

わけですが、その過程で数回しか使われずに捨てられてしまったり、あ

るいはしまい込まれてしまったりという道具も数知れずあります。もし

かすると、皆さんの家の物置にもそうした道具が眠っているかもしれま

せん。

さらには、道具の中には、自分の力だけではつくり直したり調整した

りすることができないものも少なからずあり、その場合には誰かの力を

借りなければならなりません。鉄製品はその最たるものといえます。つ

まり自分の力だけではつくり替えたり調整したりできないものを身体化

するためには、その製品と使用者の好みや体形、使い方などに応じて、

その道具をつくり替えたり調整したりすることにより、道具の身体化を

媒介する存在、すなわち人とものをつなぐ接触媒体、「インターフェイス」

が必要になります。

⚕．鍛冶屋の機能と役割
このことを踏まえて鍛冶屋の機能と役割について考えていきたいと思

います。北海道の鍜冶屋は、地域からのさまざまな需要に応えるために、

北海道の産業や人びとの暮らしを支えてきたさまざまな道具を生産、供

給してきました。それとともに、社会状況の変化や、対象物との関係の

変化に応じて、新しい製品も開発してきました。こうした鍛冶屋の生産

や開発は、道具の身体化の過程で生じる「障害」、臓器移植であれば拒否

反応ですが、これをできるだけ少なくしようとするものであり、あるい

は、そうした「障害」が生じることなく身体化がなされている現在使用

中の道具に、できるだけ近づけようとする試みであると考えます。
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他方で、鍜冶屋は利用者の体格や好み、あるいはそれが使われる環境

に応じて、道具をつくり直したり、調整したり、あるいは利用者からこ

れと同じものをつくってほしい、誰々が使っているのと同じものをつ

くってほしい、そういった要望に応えるために見知らぬ道具の生産にも

取り組みます。こうしたことにより、新たな技術や道具を導入したり、

あるいは利用したりするためのサポート役も担ってきました。

こうした鍛冶屋による改良、あるいは導入、利用の支援というのは、

道具の身体化の過程で生じてしまった「障害」をできるだけ軽減しよう、

解消しようという試みです。つまり鍛冶屋は、人と道具をつないで利用

者の身体や能力を拡張する、あるいは道具の身体化を促す接触媒体とし

ての役割を担ってきたといえます。

先ほどお話ししたように、北海道の産業を支えてきた多様な道具類の

多くは鍛冶屋によってつくり出され、そして修理、改良されてきました。

つまり北海道の鍛冶屋は、接触媒体、インターフェイスとして、多様な

鉄製品とこの地に暮らす人びととをつなぎ、彼らの身体や能力を拡張さ

せることによって、北海道という厳しい環境に彼らを適応させるととも

に、その開拓や農林水産業の発達において重要な役割を担ってきました。

では、こうした役割を担う北海道の鍛冶屋が生き残るために必要だっ

たのは何だったのでしょうか。鍛冶屋は生業です。鍛冶屋が生活を営む

ための仕事であるかぎりにおいては、時代に応じた変化が必須であり、

変化し続けなければ生き残ることはできません。地域の需要の変化に応

じて、たとえその姿を変えてでも鍛冶屋としての役割を担っていくこと

が必要になってきます。

こうした観点から先ほどの北海道の鍛冶屋の現状（図⚓）を見てみる

と、鍛冶屋の変化、すなわち社会状況の変化に対する対応は、全て人と

ものをつなぐインターフェイスとしての役割を担い続けるためのもので

あったことがわかります。
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⚖．北海道の鍛冶屋の生き残りの知恵
それでは、まとめに入ります。現代の鍛冶屋の多くは、例えば重機や

農機具、車輌などの現代の道具と人びとをつなぐインターフェイスとし

て、昔と変わらぬ役割を担っています。

ある鍛冶屋さんが巨大な山林用の重機を指さして、「あれが現代のト

ビだ」とおっしゃっていましたが、その言葉が全てを象徴しているよう

にも思えます。

すでに多くの鍛冶屋が姿を消し、昔の面影を残すところも少なくなっ

ています。ただ、それは鍛冶屋という姿や伝統ではなく、鍛冶屋として

の役割、すなわち鉄製品を生産、修理することによって人とものとをつ

なぐ接触媒体、インターフェイスとして機能するという役割を担い続け

ることを重要視し、地域の需要の変化に応じて自らの姿を変えてきた、

その結果なのかもしれません。

ただ、役割だけを重要視してしまうと、鍛冶屋はどんどん姿を消して

しまうことになるかもしれません。では、鍛冶屋が鍛冶屋として今後も

生き残っていくためにはどうしたらいいのでしょうか。

鍛冶屋としての役割を担い続けるだけではなく、手仕事の道具を生産

し続けることが大事です。ただ、これまで鍛冶屋が中心として生産、加

工を担ってきた農具や山林用具は、機械化、大型化が進んでいるため、

農業、林業に代わる、手仕事の道具を必要とし、その身体化も必要とす

る職業、あるいはそれを担う人びとを見いださなければなりません。

例えば、切れ味もよく、負担の少ない剪定バサミを必要とする果樹農

家であったり、一度にたくさんの牛の爪を切るための削蹄包丁を必要と

する削蹄師であったり、少しの違いがその日の漁獲量を大きく左右する、

多様な道具を必要とする磯まわり漁師であったり、切れ味のいい優れた

製品を必要とする職人やアーティスト、例えば革職人の革切り包丁、家

具職人の仕上げ用の豆鉋（まめかんな）、あるいは彫刻家の彫刀などがあ
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ります。

つまり、鍛冶屋が鍛冶屋として今後も生き残っていくために必要なこ

とは、絶えず変化を遂げながら、鍛冶屋の製品とその身体化を必要とす

る利用者を見いだし、その生産や修理などを通して、それを担う人びと

とものをつなぐインターフェイスとしての役割を担い、機能し続けるこ

とではないかと考えます。

これを、これからの鍛冶屋の生き残りの知恵として提示することによ

り、私の講演を終えたいと思います。

ご清聴いただき、誠にありがとうございました。
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これからのビジネス教育に
求められるものは何か
─高等学校での商業（ビジネス）教育から考える─

髙 橋 秀 幸

はじめに
本講座では、最初に商業高校の現状を紹介し、その後いくつかの調査

（卒業生・在校生・教員への調査）結果の概要を報告し、最後に商業高校

のこれからについての考察を述べていく。

⚑．高等学校の現状と商業高校について
わが国の高等学校の現状をみていくと、学校数は 4,887 校、生徒数は

316.8 万人であり前年比で 6.7 万人ほど減少している（2019 年度「学校

基本調査」より）。この中で商業高校・商業科設置校（以下、商業高校）

で学ぶ生徒は 18.5 万人で全生徒の 5.9％である。最も多い普通科の生

徒は 73.1％、⚒番目の工業科は 7.6％であり、わが国の後期中等教育で

は普通科（普通プログラム）が多い1）。また、学科設置数をみても 1990

年度には 1,168 校に商業科の学科が設置されていたが、2019 年度は 655

校まで半減している。

高校の商業科は、農業科や工業科と同じく専門学科と呼ばれている。

専門学科は、生徒が卒業までに履修する専門科目数が 25 単位を下らな

いという条件があり、商業科はその中に外国語（英語・中国語等）を⚕

単位まで含めることができる。また、商業科で学ぶ専門科目は「簿記」

や「情報処理」をはじめ 20 科目あり、『高等学校学習指導要領』で示さ

れている2）。なお、学習指導要領はほぼ 10 年ごとに改定され、こうした

専門科目も変わっていく。
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商業高校は、こうした専門科目をとおして商業（ビジネス）について

学んでおり、その成果として様々な検定や資格を取得している。たとえ

ば、公益財団法人全国商業高等学校協会主催の検定試験は比較的取り組

みやすい内容であり、簿記検定⚑級では受験者の 30～40％が合格してい

る3）。この検定試験は合格率が高いことから生徒の学習意欲向上にもつ

ながっており、ビジネスに関する基本的な知識・技能を身につける上で

一定の成果をあげている。さらに、近年では国家資格も含めた上級検

定・資格を取得する生徒もいる。たとえば、経済産業省データベースス

ペシャリスト、日商簿記検定⚑級、税理士試験（簿記論、財務評論）合

格などがある4）。

また、検定・資格取得以外にも「実践的・体験的学習」にも積極的に

取り組んでいる。たとえば、学校外で商品を販売する「販売実習」や、

自分たちで会社を経営する「模擬株式会社経営」、あるいはオリジナル商

品を開発する「商品開発」、web 上で商品を販売する「電子商取引」など

である。さらに、最近ではキャリア教育として普通科も行っている「イ

ンターンシップ（職場体験）」も、商業高校は古くから職業教育の一環と

して取り組んでいる。

このように将来に向けて必要な力を身につけるため、商業高校は検

定・資格取得や実践的・体験的学習をとおして取り組んでいる。しかし、

商業高校の現状をみると、学校数・学科設置数や生徒数の減少、入試倍

率低下など世間からの評価は低迷している。そこで、どうすれば商業高

校が受験生や地域から選ばれ、生き残ることができるのかをいくつかの

調査結果をふまえて考えていく。

⚒．卒業生への調査から
商業教育の在り方については、河合・雲英（1991）が「商業教育も人

間形成が本質であり『不易』といわれる部分がある。しかし、職業教育
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の面から商業教育を考えると、社会や企業の変化に素早く対応していか

なければならない『流行』の部分も存在する」と述べている。そこで、

ここでは、この「流行」の部分を探るため、商業科の卒業生にアンケー

ト調査を実施した。調査対象は、筆者がかつて勤務した高校の卒業生（A

商業高校、B 高校商業科及び C 商業高校）で 105 件の有効回答を得た。

この調査では、商業高校での学びを 10 項目（①情報処理系科目、②簿

記会計系科目、③経済理論系科目、④ビジネスマナー系科目、⑤調査研

究系科目、⑥普通（共通）教科科目、⑦商業に関する行事、⑧学校全体

の一般的行事、⑨クラブ活動、⑩学外でのアルバイト）に分類し、「高校

時代に熱心に取り組んだものは何か（熱心度）」、「仕事で役立っているの

は何か（役立度）」、「もっとしっかりやっておけばよかったものは何か（後

悔度）」について尋ねた。結果は表⚑、⚒、⚓のとおりである。

それぞれ平均値を比べると、熱心度ではクラブ活動、学校行事、簿記

の順になり、商業高校生としての本音がうかがえる。次に役立度では情

報処理つまりコンピュータに関する科目、ビジネスマナー科目が上位と
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〈表⚑〉高校時代に熱心に取り組んだもの（熱心度）

取組内容／熱心度 とても
熱心

やや
熱心

あまり熱
心でない

熱心で
ない 平均値 標準

偏差 度数

⚑．情報処理系科目 31.7％ 41.3％ 17.3％ 9.6％ 2.95 0.93 104
⚒．簿記会計系科目 38.5％ 46.2％ 11.5％ 3.8％ 3.19 0.78 104
⚓．経済理論系科目 2.9％ 37.5％ 39.4％ 20.2％ 2.23 0.80 104
⚔．ビジネスマナー系科目 19.2％ 43.3％ 25.0％ 12.5％ 2.69 0.92 104
⚕．調査研究系科目 11.5％ 29.8％ 34.6％ 24.0％ 2.29 0.96 104
⚖．普通（共通）教科科目 4.8％ 49.0％ 35.6％ 10.6％ 2.48 0.75 104
⚗．商業に関する行事 18.3％ 52.9％ 20.2％ 8.7％ 2.81 0.83 104
⚘．学校全体の一般行事 41.3％ 40.4％ 13.5％ 4.8％ 3.18 0.84 104
⚙．クラブ活動 58.9％ 20.0％ 15.8％ 5.3％ 3.33 1.00 95
10．アルバイト 32.7％ 32.7％ 26.9％ 7.7％ 2.90 1.24 52

（平均値はとても熱心＝⚔、やや熱心＝⚓、あまり熱心でない＝⚒、熱心でない＝⚑として算
出した。また、クラブ活動とアルバイトは、未回答者を除いて算出した）



なり、これは後悔度とも一致している。また、「これから力を入れて指導

すべき項目」について尋ねた結果も、ビジネスマナー、情報処理、簿記、

商業に関する行事（実習や実践的内容）が上位にあげられた。
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〈表⚓〉もっとしっかりやっておけばよかったもの（後悔度）

取組内容／後悔度 とても
後悔

やや
後悔

あまり後悔
していない

後悔して
いない 平均値 標準

偏差 度数

⚑．情報処理系科目 55.9％ 33.3％ 6.9％ 3.9％ 3.41 0.78 102
⚒．簿記会計系科目 38.2％ 34.3％ 25.5％ 2.0％ 3.09 0.84 102
⚓．経済理論系科目 19.6％ 41.2％ 31.4％ 7.8％ 2.73 0.86 102
⚔．ビジネスマナー系科目 56.9％ 28.4％ 10.8％ 3.9％ 3.38 0.83 102
⚕．調査研究系科目 19.6％ 26.5％ 39.2％ 14.7％ 2.51 0.97 102
⚖．普通（共通）教科科目 24.5％ 35.3％ 36.3％ 3.9％ 2.80 0.85 102
⚗．商業に関する行事 26.5％ 32.4％ 34.3％ 6.9％ 2.78 0.91 102
⚘．学校全体の一般行事 24.5％ 32.4％ 33.3％ 9.8％ 2.72 0.94 102
⚙．クラブ活動 35.1％ 37.1％ 18.6％ 9.3％ 2.98 1.03 97
10．アルバイト 18.8％ 31.9％ 31.9％ 17.4％ 2.52 1.42 69

（平均値はとても後悔＝⚔、やや後悔＝⚓、あまり後悔していない＝⚒、後悔していない＝⚑
として算出した。また、クラブ活動とアルバイトは、未経験者も含まれている）

〈表⚒〉現在の仕事に役立っているもの（役立度）

取組内容／役立度 とても
役立つ

やや
役立つ

あまり役
立たない

役立た
ない 平均値 標準

偏差 度数

⚑．情報処理系科目 58.3％ 23.8％ 8.3％ 9.5％ 3.31 0.98 84
⚒．簿記会計系科目 21.4％ 34.5％ 26.2％ 17.9％ 2.60 1.01 84
⚓．経済理論系科目 9.5％ 27.4％ 40.5％ 22.6％ 2.24 0.91 84
⚔．ビジネスマナー系科目 44.0％ 39.3％ 9.5％ 7.1％ 3.20 0.88 84
⚕．調査研究系科目 13.1％ 16.7％ 41.7％ 28.6％ 2.14 0.98 84
⚖．普通（共通）教科科目 6.0％ 32.1％ 42.9％ 19.0％ 2.25 0.83 84
⚗．商業に関する行事 16.7％ 44.0％ 20.2％ 19.0％ 2.58 0.98 84
⚘．学校全体の一般行事 9.5％ 35.7％ 35.7％ 19.0％ 2.36 1.02 84
⚙．クラブ活動 16.9％ 44.2％ 26.0％ 13.0％ 2.65 1.09 77
10．アルバイト 25.0％ 38.6％ 20.5％ 15.9％ 2.73 1.35 44

（平均値はとても役立つ＝⚔、やや役立つ＝⚓、あまり役立たない＝⚒、役立たない＝⚑とし
て算出した。また、仕事をしている者のみが回答し、クラブ活動とアルバイトは、未回答者を
除いて算出した）



さらに、「今後の商業高校への期待」として自由記述からキーワードを

抽出した結果が表⚔である。

表⚔から「勉強や学習」、「専門性の深化」、「検定・資格取得」など勉

強や学び、知識・技能を習得することへの期待が大きいことがわかる。

また、「実習」、「インターンシップなどの体験」、「礼儀・挨拶・マナー」

という社会と関わる実践的な学習への期待も大きい。ここから、卒業生

からの商業高校への期待は、「勉強・学習の充実」と、「実践の充実」の

⚒点ととらえた。しかし、検定・資格取得を中心とした勉強・学習面は、

前章でも確認したとおり、これまでも一定の成果がでている。そこで、

ここからは「実践的・体験的学習」に注目して検討を進める。

⚓．インターンシップと販売実習の比較
ここでは商業高校で行われている実践的・体験的学習の効果をみるた

め、「インターンシップ」と「販売実習」という⚒つの実践に取り組んだ

⚒校の生徒を対象に調査し、有効回答 96 件を分析対象とした（これは日

本インターンシップ学会平成 23 年度高良記念研究助成を受けた調査結

果である）。
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〈表⚔〉自由記述から抽出されたキーワード
キーワード 件数

勉強、学習全般、広い教養 30
実習、インターンシップなどの体験的学習 25
専門性の深化、資格・検定の取得 23
礼儀・挨拶・マナーの習得 18
普通科ではできない経験 10
就職率の向上、就職対策 ⚙
その他（部活動の充実、楽しさ、人間関係、挑戦する姿勢、イメージ改
善など） ⚗

合 計 122



質問は、各実践に対して、「どれくらい熱心に取り組んだのか（熱心

度）」、「どれくらい満足しているのか（満足度）」、「どれくらい将来役立

つと思うのか（役立度）」を尋ねた。結果は、どちらもすべての項目で高

評価となり差はみられなかった。そこでここでは、インターンシップと

販売実習の効果の違いと共通点に注目した。表⚕の A から J までの 10

項目に対して、それぞれの実践が「役立つかどうか」を⚔件法で尋ねた。

項目ごとの平均値は表⚕のとおりである。また分析にあたり、両調査

の平均値（インターンシップは 3.26、販売実習は 3.07）を軸として四象

限に分類したものが図⚑である。

図⚑の右上の BEI の項目は、両方とも平均値が高い項目である。つま

り、インターンシップでも販売実習でも効果が期待できるものとして、

B「働く経験により社会を知ること」、E「ビジネスマナーや礼儀作法を

身につける」、I「社会のルールや決まりを守ること」があげられる。逆

に左下の FH 項目は、どちらも平均値が低く、効果が期待できないもの

である。さらに、それぞれの特徴的部分として、まずインターンシップ

だけ高いのが A「進路希望を具体化する」で、販売実習だけ高いのが G

「チームワーク・集団で協力する」である。自由記述をみても、インター

ンシップはよかった点として、仕事に関するコメントが多く、販売実習

はチームワークに関するコメントが多くみられた5）。

ここでは、⚒つの実践における共通の効果と特徴的効果が明らかに

なった。実践ごとに効果が異なるならば、商業高校としては複数の実践

に取り組んだ方が多くの力を育むことができる。しかし、実際には時間

的制約があり、様々な実践に取り組むことができないのが現況である。

そこで時間をかけずにできる短期実践について次の調査で検討する。

⚔．短期インターンシップについて
ここでは短期間の実践にはどのような効果があるのかを調査した。短
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〈表⚕〉インターンシップと販売実習の効果についての質問項目と結果

項目 質問項目 インターン
シップ

販売
実習

A 進路希望を具体化（行きたい企業や学校を決めるなど
の進路選択）すること 3.40 2.72

B 働く経験により社会を知ること 3.74 3.49
C 学校で学んだことが社会で役立つか確認すること 3.24 3.18
D 自分に不足している能力を知ること 3.13 3.01
E ビジネスマナーや礼儀作法を身につけること 3.61 3.48
F その後の学習意欲の向上や学校生活を充実させること 2.68 2.41
G チームワークや集団で協力して作業をやり遂げること 3.09 3.42
H 個人で目標に向けて作業をやり遂げること 3.05 2.66
I 社会のルールや決まりを守ること 3.59 3.29
J 課題を見つけて考えて解決すること 3.10 3.02

平均 3.26 3.07
（各平均値は「役立つ｣＝⚔、「やや役立つ｣＝⚓、「あまり役立たない｣＝⚒、「役立たない｣＝⚑
として算出した）

〈図⚑〉インターンシップと販売実習の効果（平均値）



期間のインターンシップ（⚑日もしくは⚒日間）に参加した生徒に、事

前調査と事後調査さらに⚑年後の卒業前の⚓時点で調査を行い、⚓つの

調査にすべてに回答した 187 件を分析対象とした。なお、質問項目は表

⚖の⚕つの観点についてである。結果は表⚗のとおりである。

表⚗から⚕観点すべてにおいて事後調査では事前調査より平均値が上

り、⚑年経過した時点（卒業前調査─事後調査の値）では下がっている。

しかし、卒業前調査と事前調査に注目すると「将来への展望」という観

点は統計的に有意に上昇がみられた。これは短期インターンシップで

あっても、将来への展望を持つことに対して気づき与えるなどの影響が

あるものととらえた。つまり、短期実践であっても実施直後には、すべ

ての観点で効果が見られ、とくに将来を考えることについては、卒業前
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〈表⚖〉短期インターンシップについての問い（⚓時点）
観点 ⚓時点での問い

①進路選択
の具体化

インターンシップは今後の進路選択に役立つと思いますか
インターンシップは今後の進路選択に役立つと思いますか
インターンシップは進路選択に役立ったと思いますか

②学習意欲
の向上

インターンシップは今後の学習意欲向上につながると思いますか
インターンシップは今後の学習意欲向上につながると思いますか
インターンシップは学習意欲の向上につながったと思いますか？

③マナー・
礼儀の
実践

インターンシップではあいさつや正しい言葉遣いができると思いますか
インターンシップであいさつや正しい言葉遣いができたと思いますか
インターンシップ後あいさつや言葉遣いに気をつけたと思いますか

④将来への
展望

今まで将来についてしっかり考えてきたと思いますか
インターンシップを終え将来についてしっかり考えたいと思いますか
インターンシップ後将来について考えるようになったと思いますか

⑤生活の
充実

将来に向けて残りの高校生活をしっかりと送りたいと思いますか
インターンシップを終え残りの高校生活をしっかりと送りたいと思
いますか
インターンシップ後高校生活をしっかり送れたと思いますか



まで効果が期待できると考えた。こうしたことから短期であっても商業

高校においてインターンシップをはじめとする実践的・体験的学習には

進路などを考える意味が含まれるといえる。

それでは、商業高校で取り組まれている実践的・体験的学習は、どの

ように指導されているのだろうか。その点を明らかにするために実際に

指導している商業科教員に対して聞き取り調査を行った。

⚕．先導的な教員に対する聞き取り調査から
ここでは、全国の商業高校で先進的な実践を指導している 22 校 27 名

名の教員に聞き取り調査を行った内容を紹介する（これは JSPS 科研費

104 105

令和⚒年度 北海道武蔵女子短期大学 武蔵教養セミナー 公開講座 働くよろこび／生き残りの知恵

〈表⚗〉⚓時点調査の差の比較

観点 差
対応サンプルの差 有意確率

（両側)平均値 標準偏差

①進路選択の具体化
事後－事前 0.23 0.75 ＊＊
卒前－事後 －0.89 1.06 ＊＊
卒前－事前 －0.66 1.03 ＊＊

②学習意欲の向上
事後－事前 0.27 0.79 ＊＊
卒前－事後 －0.72 0.94 ＊＊
卒前－事前 －0.44 0.89 ＊＊

③マナー・礼儀の実践
事後－事前 0.31 0.74 ＊＊
卒前－事後 －0.28 0.82 ＊＊
卒前－事前 0.03 0.86 n.s.

④将来への展望
事後－事前 0.97 0.91 ＊＊
卒前－事後 －0.52 0.78 ＊＊
卒前－事前 0.45 1.11 ＊＊

⑤高校生活の充実
事後－事前 0.12 0.65 ＊
卒前－事後 －0.68 0.80 ＊＊
卒前－事前 －0.56 0.93 ＊＊

（＊＊ p ＜ .01，＊ p ＜ .05，n.s.：有意差なし）



15K13244 の助成を受けた調査結果である）。なお、調査対象の概要は表

⚘のとおりである。
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〈表⚘〉聞き取り調査の対象校と概要
個人
No. 校名 地区 実践的・体験的

学習の担当内容
進学
者率 男子 女子 生徒

数
女子
比率

学科
数

創立
年

⚑ A 高校 北海道 地域と連携した
商品開発 37％ 6 470 476 99％ ⚓ 1990

⚒ B 高校① 九州 学校デパート 47％ 206 329 535 61％ ⚑ 1957

⚓ B 高校② 九州 模擬株式会社の
運営 47％ 206 329 535 61％ ⚑ 1957

⚔ C 高校 北海道
地元企業と連携
した調査研究活
動

72％ 262 274 536 51％ ⚓ 1948

⚕ D 高校 近畿 地域と連携した
調査研究活動 72％ 247 576 823 70％ ⚑ 2012

⚖ E 高校 関東 商品開発と模擬
株式会社 54％ 212 396 608 65％ ⚑ 1924

⚗ F 高校 関東
地域と連携した
進学指導、イン
ターンシップ

73％ 331 491 822 60％ ⚓ 1882

⚘ G 高校① 中部 学校デパートと
商品開発 44％ 200 637 837 76％ ⚑ 1900

⚙ G 高校② 中部
地元観光、総合
旅行業務取扱管
理者取得

44％ 200 637 837 76％ ⚑ 1900

10 H 高校 中部
地域と連携した
模擬株式会社の
運営

82％ 211 341 552 62％ ⚓ 1916

11 I 高校① 近畿
地域と連携した
企画、物産展開
催

72％ 402 529 931 57％ ⚓ 1985

12 I 高校② 近畿 地域と連携した
調査研究活動 72％ 402 529 931 57％ ⚓ 1985

13 J 高校 九州 学校デパート 59％ 393 709 1,102 64％ ⚔ 1895
14 K 高校① 九州 電子商取引 51％ 307 453 760 60％ ⚓ 1906
15 K 高校② 九州 起業家教育 51％ 307 453 760 60％ ⚓ 1906

16 L 高校 九州 学校デパートと
インターンシップ 46％ 0 392 392 100％ ⚒ 1950

17 M 高校 中部 株式会社経営と
起業教育 72％ 243 235 478 49％ ⚒ 1969

18 N 高校 中部 模擬株式会社の
運営と商品開発 38％ 149 731 880 83％ ⚔ 1902



この調査では、「実践的学習の取組内容」、「指導する時に何を大事にし

ているのか」、「あるいはどういう生徒を育てたいのか」について、60 分

程度で半構造化形式での聞きとりを行った。そこでの会話内容を録音し

逐語化したのち、類似例を集めてキーワードを抽出した。そこで共通

キーワードが⚓点、特徴的な個別キーワードが 18 点抽出され、それを⚕

つのカテゴリーに分けた。その結果が表⚙である。

まず、実践を指導するうえで大事にしているものとして多くの教員が

示した「共通キーワード」として抽出したのは、①「学びの場を作るこ

と」である。生徒が実践をすることで何かに気づいたり学んだりするた

めの場として、実践を行っている。次に②「地域や企業との連携」であ

る。当然のことだが、生徒が仕事を経験したり実践したりするためには、

地域や地元企業と連携を取らなければならない。そうしたことから、実

践においても地元で活躍できる人材を育てることを意識している。さら

に③「自分で考えること、自ら行動すること」である。これは指示待ち

ではなく、自分から動けるように働きかけているということである。た
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19 O 高校 四国
地域と連携した
商品開発、海外
事業の展開

50％ 266 537 803 67％ ⚓ 1909

20 P 高校 近畿 貿易に関する実
践 66％ 308 500 808 62％ ⚓ 1878

21 Q 高校 北海道 商品開発と調査
研究活動 50％ 195 511 706 72％ ⚔ 1922

22 R 高校 北海道 地域と連携した
商品開発 26％ 277 261 538 49％ ⚓ 1906

23 S 高校 中国 学校デパート 53％ 352 600 952 63％ ⚑ 1899

24 T 高校 東北
地域と連携した
オリジナル教材
の作成

54％ 295 410 705 58％ ⚒ 1902

25 U 高校① 東北 地域と連携した
調査研究活動 40％ 123 219 342 64％ ⚓ 1924

26 U 高校② 東北 模擬株式会社の
運営 40％ 123 219 342 64％ ⚓ 1924

27 V 高校 中部 学校デパート 64％ 252 463 715 65％ ⚒ 1900



とえば、何か任せたりする場面で、「あなたしかいない」という形で教員

が声をかけ、成功したことをきちんと褒めることを意識して指導してい

るということである。

次に表⚙の教員が大事にしている①から⑱の個別キーワードを⚕つの

カテゴリーに整理したものをみていく。

カテゴリーの⚑つ目は「学びの確認の場」として実践を使っていると

いうことである。これは、授業や検定取得で身につけたことを確認する

場、さらに実践したあとのやる気に繋げるために実践しているというこ

とである。⚒つ目は「学びを深める」ということで、ただ確認するだけ

でなく、学びを応用するとか発展させるという部分である。たとえば、

販売実習で「たくさん売ればいい」、「売り切れればいい」ということで

はなく、「価格を高く設定しても売上を伸ばす（利益を得る）にはどうし

たらよいのか」というところまで生徒に考えさせ、高校生だから売れる

という模擬的な実践にしないということである。⚓つ目の「つながり」

は、生徒間におけるチームワークはもちろん、先生と生徒あるいは教職

員間も含めたつながりである。たとえば、部活動などの小さい集団はユ

ニークことも取り組みやすいが、それを全校的なものとして広げ、学校

全体のものにしていくということである。⚔つ目の「コミュニケーショ

ン」は、話す、聞く、読む、書くという⚔技能を意識するのはもちろん、

生徒から周りの大人に積極的に関わっていくためのコミュニケーション

や、逆に地域の大人に高校生を頼ってもらえるような形を意識している。

⚕つ目の「責任感と自信」は、商業高校の生徒が入試の点数などを理由

に自信を持てずに入学してくることが多いため、実践の中で仕事を任せ、

それを達成していくことで責任感あるいは自信を持たせることを意識し

て指導しているということである。

さらにこの調査の中で、「これからの商業教育について」を尋ねたとき

には、「地域が期待する人材を育てる」、「教員が充実した指導をする」、
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〈表⚙〉個別キーワードと⚕つのカテゴリー

カテゴリー 1．学びの確認 2．学びを深める 3．つながり 4．コミュニケーション 5．責任感と自信
校
名

個
別
キ
ー
ワ
ー
ド
／
地
区

①
授
業
、
検
定
の
学
び
を
確
認

②
実
践
で
気
づ
き

③
海
外
と
の
連
携
、
語
学
力

④
ビ
ジ
ネ
ス
へ
の
興
味
、
役
立
ち
感

⑤
実
践
に
よ
る
応
用
力
、
工
夫

⑥
顧
客
志
向
、
顧
客
満
足
の
実
践

⑦
背
伸
び
を
さ
せ
る
、
困
難
に
挑
戦

⑧
会
社
組
織
運
営
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

⑨
生
徒
間
の
チ
ー
ム
ワ
ー
ク

⑩
学
校
全
体
の
一
体
感
、
教
科
間
連
携

⑪
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
力

⑫
発
表
す
る
、
話
を
聴
く
、
調
査
す
る

⑬
文
章
を
書
く
、
原
稿
作
り
、
読
書

⑭
大
人
、
社
会
と
の
関
わ
り

⑮
販
売
力
、
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ー

⑯
時
間
管
理

⑰
責
任
感
、
プ
ラ
イ
ド

⑱
達
成
感
、
成
就
感

A 高校 北海道 ○ ○ ○ ○ ○ ○
B 高校① 九州 ○ ○ ○
B 高校② 九州 ○ ○ ○
C 高校 北海道 ○ ○ ○ ○ ○
D 高校 近畿 ○ ○ ○ ○ ○
E 高校 関東 ○ ○ ○
F 高校 関東 ○ ○ ○ ○
G 高校① 中部 ○ ○ ○ ○
G 高校② 中部 ○ ○ ○ ○
H 高校 中部 ○ ○ ○ ○ ○ ○
I 高校① 近畿 ○ ○ ○ ○
I 高校② 近畿 ○ ○ ○ ○
J 高校 九州 ○ ○ ○ ○ ○ ○
K 高校① 九州 ○ ○ ○ ○ ○
K 高校② 九州 ○ ○ ○ ○ ○
L 高校 九州 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
M 高校 中部 ○ ○ ○ ○ ○
N 高校 中部 ○ ○ ○ ○ ○ ○
O 高校 四国 ○ ○ ○
P 高校 近畿 ○ ○ ○
Q 高校 北海道 ○ ○ ○
R 高校 北海道 ○ ○ ○ ○ ○
S 高校 中国 ○ ○ ○
T 高校 東北 ○ ○ ○
U 高校① 東北 ○ ○ ○ ○
U 高校② 東北 ○ ○ ○ ○ ○
V 高校 中部 ○ ○ ○ ○ ○

⚘ 10 ⚖ ⚖ 11 ⚕ ⚘ ⚕ ⚖ ⚘ ⚙ ⚖ ⚖ ⚖ ⚔ ⚔ ⚗ ⚔



あるいは「生徒の将来のため」という声が聞かれた。やはり教員にとっ

ては、商業教育を考えるというのは生徒の将来を含めて、地域で求めら

れる人材について考えることとつながっているのである。そこで、これ

からの商業教育では、実践的・体験的学習にキャリア教育の意味を持た

せながら展開していくのが一つの方策であると考えられる。

おわりに
それでは商業高校の生き残りに向けて、今後どのようなことが考えら

れるだろうか。⚑つ目は「学習面と実践面の充実とその往還」である。

これは検定取得を目指して一所懸命に勉強してビジネスに関する知識・

技能を身に付け、そこで身に付けたことを実践的・体験的学習をとおし

て確認し、自分が「できること」と「できないこと」を明確にして、そ

の後の学びにつなげていくということである。実践できなかったこと

は、学校に戻ってから学び直したり、上級学校での学びにつなげたりし

ていく。こうした学びと実践を行ったり来たりしながら専門性を深化さ

せるということである。

⚒つ目は「商業教育とキャリア教育の融合」である。これは、実践的・

体験的学習を通して得られる学びや気づきを利用し、その中のキャリア

教育とくに「将来を考える」という効果が含まれていることを積極的に

活用していくということである。この効果を商業教育に組み込んでいく

ことができれば、商業教育の魅力にもつながると考える。たとえば、学

習指導要領に記された商業科目 20 科目とは別に「ビジネス・キャリア」

として新しい科目を学校設定科目として設置して指導していくことも考

えられる。

また、ビジネス教育とキャリア教育の接点をみていくと、全米ビジネ

ス協会（NBEA）の『National Standards for Business Education』（2013）

では、ビジネスについて学ぶ領域の中に会計やコンピュータ、マネジメ

110 111

令和⚒年度 北海道武蔵女子短期大学 武蔵教養セミナー 公開講座 働くよろこび／生き残りの知恵



ントなどの商業高校と同じ内容の中に「キャリア形成」の領域が含まれ

ている。こうしたことからも、キャリア教育を組み込んだこれからの商

業（ビジネス）教育を考えていくことができるのではないだろうか。

そして何より、商業教育とキャリア教育を結びつける利点は、キャリ

ア形成や進路に関する取り組みは、教員も生徒も積極的に取り組む傾向

があることである。こうした点をうまく活用し、商業科目の専門性とし

てキャリア教育を組み込んでいくことで、教員も生徒も熱心に学ぶこと

となり、商業高校あるいは商業（ビジネスに）教育の魅力向上につながっ

ていくのではないだろうか。

註

⚑) OECD（2018）「インディケータ B3」では、OECD 加盟国の普通プログラ

ムと職業プログラムの各国の後期中等教育の卒業率を比較しており、日

本はアイルランド、カナダ、韓国についで普通プログラム（普通科）の

卒業率が高い国である。

⚒) 平成 22 年（2010 年）告示『高等学校学習指導要領』では、必履修科目で

ある「ビジネス基礎」「課題研究」に以下の 18 科目を含めた 20 科目とし

ている。「総合実践」「ビジネス実務」「マーケティング」「商品開発」「広

告と販売促進」「ビジネス経済」「ビジネス経済応用」「経済活動と法」「簿

記」「財務会計Ⅰ」「財務会計Ⅱ」「原価計算」「管理会計」「情報処理」「ビ

ジネス情報」「電子商取引」「プログラミング」「ビジネス情報管理」。

⚓) 令和元年度全国商業高等学校協会各種検定試験申込者・受験者・合格者

数集計表より。

⚔) 平成 27 年度高等学校産業教育担当指導主事連絡協議会聴取資料より。

⚕) 自由記述には他にも、インターンシップには、「進路を決める役に立った」

「あいさつやビジネスマナーを確認できた」「学校で学んだことが通用す

るか確認できた」「仕事を任せてもらえ責任感が身に付いた」などがあげ

られた。また、販売実習については「販売、接客という働く経験ができ
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た」「接客が向いているかどうか判断できた」「学校で学んだことが通用

するか確認できた」などがあげられた。
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討議と質疑応答
髙橋秀幸 それぞれの発表への感想から始めましょう。

明田川知美 鍛冶屋のお話し。道具も初めて見るものでした。求められ

る新しい道具にコミットしていくことが重要だという提言がありまし

た。第一次産業に関わる方の道具以外に、例えばデザイナーが使うよう

な道具と鍛冶屋の道具がどこで出会うのかということについて教えてく

ださい。

齋藤貴之 鍛冶屋の方から積極的に動けるといいのですが、既製品だと

物足りないということが多いですね。オーダーメードで作ってくれると

ころを探して、鍛冶屋に繋がることがあるみたいです。それが鍛冶屋の

生き残りでもあるのですが、鍛冶屋が減ったことで需要が生じるという

こともあるみたいです。また、企業が個別対応してくれなくなったとい

う現状もあります。

明田川 鍛冶屋も発信力が高まるといいのでしょうね。髙橋先生、これ

からの商業高校で、地域が期待する人材を育てるという観点、それと生

徒の将来を考えるという観点、このふたつが合致するといいなと思いま

す。生徒が地元から出たい、一方地元としては残ってほしい。生徒の気

持ちと地域が求めるものが違った時に、先生たちはジレンマを感じたり

しませんか。

髙橋 基本的には生徒の気持ちが大事です。今は、商業高校も進学者が

半分くらいですので、そういう生徒は自分の希望を追いかけます。地元

に残り、就職する生徒にどのような力が必要なのか、企業や地域の人た

ちと話し合います。やはり、教員には地元に貢献してくれる生徒を育て

るという視点が重要です。

官尾昌子（チャットの質問） 明田川先生へ。横浜は待機児童がゼロと

いうことですが、札幌と同じ状況なのでしょうか。どういう経緯でゼロ

になっているのですか。
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明田川 横浜は全国に先駆け待機児童の政策を打ち出し、15 年ほど前に

待機児童ゼロを実現しました。待機児童には認可保育所に入れず無認可

施設に通う子どもも含まれます。しかし横浜の場合、多くの無認可の施

設を、横浜市独自の基準を満たした認証保育園にしました。認証保育園

は認可保育所とは異なります。例えば、認可保育所は全ての職員が保育

士資格を持っていなければなりませんが、認証の場合、⚓分の⚑は無資

格者でも良い。また近くに公園があれば園庭がなくてもいい、部屋の面

積も狭くていいというように基準が緩和されました。このように横浜

は、本来、待機児童にカウントされる無認可の施設そのものを減らしま

した。

髙橋 明田川先生、これからの保育を考えるのに、関係者、保育士、保

護者、行政も含めコミュニケーションを取り、意志疎通を図るのが大切

とのことですが、今そういう場はないんですか。

明田川 例えば死亡事故や後遺症が残るような重大な事例では、行政が

調査委員会を立ち上げる場合もあります。専門家も入って原因究明し再

発防止のために報告書を作るというケースも増えています。例えば数年

前に私立保育園でプールでの水難事故がありました。私立の場合、市の

介入がないことも多いのですが、そのときは市が入って調査委員会を作

りました。ただ、痛ましい事故が起きてからのことですので、本来なら

ば、市と私立保育園が園児の安全や事故防止について話し合う場を設け

ることも大切かと思いますが、そういう自治体はわずかかと思います。

公立保育所は当然、市が管理しているので安全についても市が扱います

が、半数を占める私立保育所でも行政との話し合いというのは大切かと

思います。

官尾（チャットの質問） 齋藤先生へ。日本の素晴らしい技術を海外へ

進出させるという方法もあるのではと思います。技術輸出の現状はどう

なのでしょうか。
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齋藤 製品自体は、海外からの注文はあります。技術面では、そもそも

刃物の作り方が違うということがあります。海外では、硬い鉄と柔らか

い鉄それぞれ、それだけで刃物を作ります。日本の鍛冶屋の場合、硬い

鉄柔らかい鉄をくっつけて、刀と同じ製法で作ります。高度な技術を必

要とします。とてもよく切れるのですが、錆びやすく、もろい。使い方

も伝えなければなりません。そういう受け入れがたさがあります。です

から、日本の技術が輸出されるというのは難しい面があります。日本の

道具自体の良さは発見されつつあります。とはいえ、やはり海外の仕様

に合わせていかなくてはならないようです。髙橋先生、質問です。学生

のニーズに合わせて教育するという場合と、教員の方針との問題です。

商業高校のキャリア教育と商業教育を合わせるというのと、本学の場合

の、教養教育とキャリア教育を合わせるということには相通ずるものが

あり、興味深いと思います。地域からの需要、社会からの需要にはどの

ような変化があるのか、そして、その需要にどう応えていけばいいのか

についてはいかがですか。

髙橋 ひとつは卒業生の意見を聞くことです。社会人として活躍してい

ますので、何年かおきの追跡調査をしていけば探れるでしょう。また、

これからになりますが、卒業生が働いている企業の意見と、インターン

シップをやってくれている企業の意見を集めて調べてみたいと思ってい

ます。学生・生徒がやりたいということだけでは、教育は成り立たない

と思います。学生・生徒、教員、企業の思いをくみ取ってやっていきた

いと思います。

齋藤 その辺が、うまくマッチすると、直接就職とかにも繋がるし、キャ

リア教育としてもいい方向になりますね。明田川先生にお伺いします。

リスクコミュニケーションに、私も興味があります。例えば子育てで、

公園で子どもが遊んでいる場合。ある親は許しているのに、ある親は危

険だという。夫婦の場合、実家に帰ると良い悪いの基準が違ったりする。
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このラインは人それぞれだし、保育所によってもそれぞれ違うかもしれ

ません。このあたりの統一とかはいかがですか。

明田川 難しいですね。例えば保育士同士でも安全の認識は必ずしも一

致しないことがあります。厚生労働省が安全マニュアル作成の指導をし

ているので、マニュアルは整備されてはいます。でも全ての職員がマ

ニュアルの内容をしっかり読み込めていない場合もあるため、遊具の使

い方や食事の配膳など、細かなところで不一致が生じることも少なくあ

りません。ですから、マニュアルの読み合わせをするとか、現実的でな

いマニュアル項目を現場で確認するなど、話し合いの機会が必要です。

そうしてルールを共通認識として自分たちのものにしていく必要があり

ます。病院なんかでは医療事故を防ぐために、ヒヤリハットといって、

事故にはならなくともヒヤリとした、ハッとした出来事の検討をおこ

なっています。保育園でも、こうしたヒヤリハットの共有を、園長以下

仲間同士で行なう仕組みが大切だと思います。施設もそうですが、ご家

庭の場合も何より日頃からのコミュニケーションだと思います。安全や

危険についての齟齬は必ず起きますので、相手との信頼関係の構築が一

番重要だと思います。

齋藤 自己満足ではなくて、利用者とか社会とか学生とか、使う人との

コミュニケーションが大事なんですね。

佐々木惠美（チャットの質問） 高橋先生のご講演にありました「自分で

考えること、自ら行動すること」は、学生生徒の進路実現やキャリア形

成にも、大きく影響することと思います。この力の養成方法につきまし

て、ご講演の先生方が、ご自身の講義で実践されていること、工夫され

ていることがあればお教え下さい。

髙橋 例えば、私のゼミで北 24 条生鮮中央市場活性の取り組みをやっ

たことがあります。その場合、ちょっと難しいレベルに課題を設定する

ことで、自分で考え何かしなければならないなという方向に導いていこ
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うというようなことでしょうか。難しすぎると駄目なんですけれども

ね。

齋藤 直接キャリア教育に関わるか自信はありませんが、私の場合、

フィールドワークの面白さを伝えたいなと思っています。実物を見ると

か、実際にやってみるとか、そういう現場に学生を連れていく。そこで

学生は課題を見つけて、解決方法を考える。これはたぶん、社会に出て

からも、例えば自分の職場を良くしたいとか、売り上げを伸ばしたいと

かいう問題に繋がるはずです。だから、現場で人に接し、話を聞くこと

で、やり方を学んでほしい。札幌中央卸売市場や北大総合博物館とかに

連れていっております。

明田川 なるべくディスカッションの時間を多く取るようにしていま

す。教育学のゼミナールですが、学生は教師という職業に就くわけでは

ありません。例えば、結婚だったり、親になったりといった人生での役

割の問題として、考えてもらおうとしています。ボランティアで児童館

に行って、子ども達の安全上配慮すべき点はどこか、近隣を回ってマッ

プを作製したりとか、遊びの内容を考え、実際に遊んでみるわけです。

子ども達と触れ合い、教室でまたそれを振り返るということを行なって

います。講義では、人数が多いので、皆を連れ出すことは難しいのです

が、グループワークとして、望ましいパートナーシップについて意見交

換をしています。結婚や出産は個々人の選択ではありますが、若いうち

に様々な考えを聞いておくことが、いずれ役に立つのではと思います。

中澤千磨夫 鍛冶屋は最初になくなってしまうかもしれません。とはい

え、トヨタにしろ GAFA にしろ、現代の鍛冶屋だということも可能かと

思います。つまり、業態や業種を越えて、どのように変化していくか、

生き残っていくかということです。改めてお三方それぞれ、保育園、鍛

冶屋、商業高校をご自分になぞらえて、どのように生き残っていこうと

しているのか、お伺いしたいなと思います。
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齋藤 取りあえずは、変化しないと生き残っていけないのかなと思いま

す。例えば、授業にしても、大学での仕事にしても、絶えず社会の動き

に注意し、学生の要望を入れながら、やっていく。新しいものを見付け

たら、やってみる。失敗してもまたやってみる。そういう試行錯誤を繰

り返しながら変わっていくということでしょうか。

明田川 対話と信頼関係が重要だと思います。大学という職場でも、そ

れぞれの価値観は違いますが、皆がそれをシェアしながら全体が学生に

対し、より良い環境を作っていくことに努力を傾けていけるといいなと

思っています。

髙橋 専門性ですね。これを学び続けることと、それを使えるようにす

ることですね。活用出来るようにする、それを自分もやらなければなら

ない。机上の空論で終らないように、学び続けなければならないと思い

ます。

中澤 今回はオンラインという初めての試みでした。不安もありました

が、お三方の素晴らしいお話しで成功裡に終えることが出来ました。コ

ンパクトに、しかも密度の濃い論議を展開していただきました。その上、

お三人の教員としての覚悟も披歴していただいて、学生・生徒のみなら

ず、視聴していただいたギャラリーの皆さまにとっても、ご自分がどの

ように生き残っていくかというヒントを得られたのではないかと思いま

す。ありがとうございました。
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