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国民のビタミン A充足状態(2)

ビタミン Aと粘膜

ビタミン Aか1913年にアメリカのマ ッカラムにより

発見されてから、組織病理学者森縛士はその研究室に

行って、ピタミン A欠乏ラ ットの組織の変化を研究し

ました。そして欠乏ラ ットでは胃をおおう枯膜が枯液

を失い、皮のようなかたいものに変化していることを

発見しました。これはビタミン Aが欠乏してくると、

粘膜の表面にある粘液分泌細胞が退化して粘液を出さ

な〈な っているためです。

気管支の粘膜だと 、ここにある小さ なハケが正常な

らば細か〈動いて 、ごみや細森iを外部に押し出してい

るのですか、ビタミン A欠乏でハケが退化しそれがで

きなくなると、これらの病原菌に感染して風牙IIをひ〈

ようになるし、発ガン毒がここに付殆すれば咽頭ガン

にかかりやすくなります。

小腸壁では、粘液分泌細胞が退化して粘液が不足す

ると、食物の摩擦のため腸壁から出血するようになり

ます。体内で最も活発に枯膜を作っているところは小

腸壁であり、次にじん臓、肺や目がこれに続いていま

す。そしてビタミン Aか不足すると、これらの器官で

枯膜生成が半分以下に低下してしまいます。

わが国には戦前、腸に姻虫 （かいちゅう ）の ような

寄生虫、目の粘膜かトラコーマ、肺粘膜が結核菌にや

られ、胃粘膜にガンができやすかったのはビタミン A

の不足が広がっていたからです。

ナボレオンの時代に、 バ リ大学のマジャンジはイヌ

を砂糖と水だけで飼う世界最初の動物試験を行ないま

した。目的は 『動物は空気中の窒素ガスを利用できる

ので、たんぱく質なしで生きられる』 という当時の人

々の考えを確かめるためだったのです。三オの肥えた犬

元束北大学教授

殷学博士 小柳達男

は初めは l日に砂糖を150-200グラム食べて元気でし

たが 2週目には食欲を失ない、痩せて力がな〈なりま

した。 3週目には痩せがひどく、目の角膜にかいよう

ができて 2-3ミリの穴かあき、眼球内の水が流れ出

て目がつぶれて失明してしまいました。犬は32日目に

死にましたがこれは明らかにビタミン Aの欠乏です。

涙にはリゾチームという成分があ って、目に飛ぴこ

む化膿菌やi容連菌の細胞膜を溶かすので殺菌作用をも

っています。ビタミン Aが不足すると 涙の分泌細胞力ゞ

弱って涙がかれてしまいます。そうすると病原菌がま

ぶたの裏に住みついて眼球に穴をあけてしま うのです。

明治のころ日本に来た外人はこの国に眼球のない盲人

か多いのに黙いていました。 欧米の盲人は白内防、眼

底出血などで失明したので眼球があるのです。わが国

の盲人はピタミン Aの不足で目がつぷれてしまったの

です。

ビタミン Aとガン

アメリカ国立ガン研究所のチュウ女史はラ ット飼育

用飼料にベンツピレンのような発ガン毒を混ぜてハム

スターに与え、 1年後に 1部の動物の胃を調べると、

食道の表皮かおかし〈なっていました。そこで半分の

動物はそのままの飼料で飼い、残りの半分のほうはピ

タミン Aをた〈さん追加して飼い続けました。

こうして半年後に全部殺して胃を調ぺたところ、そ

のままの飼料で飼ったほうには食道のと ころにガンか

できていました。これに対してビタ ミン Aを10倍〈ら

い増やして与えたほうは、以前に表皮が異常であ った

ところは粘膜か薄〈なり角化層が表面に少なくな って

いましたが、ガンの発生はありませんでした。
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この飼育用市販飼料中には発育に適当な鼠のビタミ

ンAが配合されていましたが、その絨では発ガン毒か

加えられたときに発ガンを防ぐことができません。こ

れに対してビタミン Aを過剰なくらい与えると発ガン

が防かれたのです。

ビタミン Aは食道ガンばかりでな〈、発ガン毒を注

入したり塗ったりして肺ガンや子宮頸ガンを作ったと

きも、ビタミン Aか多く与えられると発ガンを〈い止

められることをサフィオ ッティが報告しています。

私の勤めている短大の先生のお母さん （当時64歳）

が巣団検診で胃にボリープ（粘膜に発生するキノコ状

新生物でしばしばガン化する ）ができていると診断さ

れました。都内の大学病院に行って診てもら ったとこ

ろ同じような診断で、半年後の検査でこれが増えるよ

うなら手術をしようという医者の慈見だそうでした。

先生は私に相談に来られたので、私の配合したビタ

ミン混合のほかに玄米かゆ （拙著ガンにならない食事、

潮文社）とレバーを毎週60グラムを食べ、そのほかビ

タミン A ドロ ップ (K社製）を服用することを勧めま

した。先生の一家はみな揃ってこれを励行したところ 、

半年後の検診ではポリープは増えていないということ

でした。さらに半年後にはボリープは小さくなり、さ

らに半年経過してからの診察ではポリープは消えてし

まったそうです。これはヒトの胃のポリープが栄養で

消えた世界でも初めての例でしょう 。

日本人には胃ガン、肺ガン、子宮頸ガンのように粘

膜にできるガンが非常に多いことはビタミン Aの不足

がひろくひろがっているからです。アメリカ人は肉を

主食とし繊維を食べないため乳ガン 、子宮体ガン、大

腸ガン、前立腺ガンのようなホルモン性のガンが多い

のに対し、日本人は粘膜にできるガンです。車を運転

する人は廃ガス中の発ガン毒にさらされているのです

から特別にビタミン Aの補給を心かけなければいけま

せん。

このごろじん臓やぱうこうの結石が増えているそう

ですがこれらの結石は粘膜にできるもので、そのきっ

かけは感染です。たとえばラ ットをビタミン A不足に

すると尿道から菌かはい って来て、 1ヵ月後にぽうこ

うに、 2- 3ヵ月にじん臓にまで侵入します。 ヒギン

スがほう こう結石のある人にビタミン Aを服用させた

ところ、 4ヵ月後にレントゲンで調べたと ころ石は消

えていました。またじん臓結石の人はビタミン Aを6

ヵ月飲んだら 323個の石が出たそうです。

ビタミン A資源

1日に必要なビタミン Aを満たす食品の羅を第 4表

に示しました。レバーは例外で他の食品はみな ビタミ

ンA含嚢か低く、 1日に牛乳 1本を飲み、卵 1個とパ

ター20グラムを食べても 1日に必要なビタ・ ミン A醤の

半分しか満たされません。

有色野菜のカロチンをビタミン Aにするには前にの

べたようにパントテン酸、ナイアシン、メチオ ニンを

含む肉を食べる必要がありますか、白米食の場合には

これらの栄養素が不足する場合か多いのが事実です。

したかってインド、ビルマ、ジャバ、フィリ ッピンおよ

び、日本のように米を主食としている国にビタミン A

欠乏が多いのです。

ピタミン Aの不足か我が国の学童にも広く存在する

ことは毎年冬になると風邪をひく生徒か多く 、学級閉

鎖するところも出ることで明らかです。世界の文明国

で風邪のため学級閉鎖をする国は 日本以外どこにもな

いでしょう 。これは乾布摩擦、うかいなどで防がれる

ものではありません。まずビタミン Aを補ってみる こ

とです。前述の新強化米の試験のあと母親から 『毎年

冬になると風邪をひいて学校を休むことが多かっ たが、

今年は 1回も風邪をひかなかった』 といって喜んでい

ました。試験の後半でビタミン Aを与えたのかよか っ

たのです。

ビタミン Aの補給には有色野菜を過信しないでまっ

先にビタミン A剤を摂取することです。それからビタ

ミン Aを補う必要があるかどうかは暗順応が正常であ

るかどうかで判断できます。そしてビタミン Aを補 っ

て暗順応か改善されればビタミン Aか不足してい ると

考えてよいでしょう 。

私は最近簡単な暗順応測定機を作って使っています

第4表 ビタミン Aの1日必要量を満たす食品絨

食 品 数塁グラム

ビタミン Aドロ ップ 1 (粒）

豚レバー 4 6 

ウナギ 70 

鶏 卵 5.6 (個）

バター 1/3 （箱）

チーズ 167 

牛乳 8.3 (本）

サンマ 580 

ニンジン 54 

ホウレンソウ 77 

カブの葉 100 

カボチャ 650 
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か〈あいよく作動しています。この測定機は全国視力

訓練普及協会 （世田谷区奥沢 5丁目光徳ビル （電03-

722-6523)で使用していますから御院にな って下さい。

なおビタミン Aだけで視力が正常にならない人は他の

栄蓑素の不足かあるのてすから、私の作った脱臭レバ

ー、ビタミンおよびメチオニンの混合物も試みてみる

とよいと思います。私たちの栄養状態は私たちかめい

めいも っている眼球の奥の網膜の感光度で、 10分間に

簡単に判定できるのです。

やる気のもとは『実体験』

子供の集中力持続時間が短くな ってきた

子育てや教育の面で苦悩する親や先生たちと長年つ

き合っていて、近ごろちょ っと気かかりな相談が増え

てきたように感じられます。それは 「昼あんどんのよ

うにボケ ソとしているわが子 （生徒）に、カツを入れ

るにはどうすればよいか」 とい ったもので、しかも、

ほとんどの親や先生か 「厳しくしないとシャ ッキリし

ないのではないか」と、効果的なムチを欲しかってい

る傾向の強いのか気がかりなのです。

親や先生か問題にしている 子供の症状は、 「勉強も

しないでゴロゴロしている 」 「勉強を始めても長続き

しない」「言わないとやらない」「言っ てもやらない」

「教師の話を真剣に聞かない」 「1時間目からボケ ッと

している 」 「保健室の世話によくなる 」とい ったもの

で、親も先生も子供か「物事に集中できない」 「学習

意欲かない」ところをひど〈気に病んでおられるわけ

です。

そこで子供たちの勉強、遊び、人の話を聞くといっ

たことに対する 「某中力の持続時間は何分はどですか」

と聞いてみると、はとんどの答えか 「15分」 ぐらいで

気が散ってしまうといわれるのです。

子供か勉強を始めても、 15分もするとマンガ本を手

に取って読みはじめる 。 ドッジボールを始めても、 15

分はどすると中の 1人か 「疲れたからやめよう 」 と言

い出して、それで遊びか終わりになる 。本を読み聞か

せていると、 15分もしないうちに脇見、いたずら 、お

しゃべりが始まるというわけです。

社会福祉法人 日本保育協会

家庭児童相談所 主任相談員

川 合月海

集中力の持続は、大人で 「1時間か平均」といわれ

ています。子供は大人より短いのは自然なことですか、

15分程度しかないというのは 「少し短いと思う 」とい

うのです。そしてその理由として、先生方は集中力の

持続か「30分以上」という子供もかなりあり、その子

たちは一様に、スボーツにも遊びにも勉強にも、活発

に生き生きと取り組む傾向かみられるといわれるので

す。

授業、遊び、物語りか、子供にと って 「楽しい」か

「楽しくない」かということか、持続時間の長短 と直

接関係しますが、その問題を一応別にして、ひどく持

続時間の短い子供の周辺を調べてみると、どうも 「こ

れか原因に違いない」と考えられる 3つの問題点かあ

り、それの解決に努めることによ って、かなりの改善

か見られます。

3つの問題点のうち最も大きいものは、家庭におけ

る親の子供に対する態度が、口数が非常に多く、その

言葉かほとんど｀命令 ・禁止型"であるということで、

それに加えてテレビを見る時間が多いことと、体を使

った遊びか非常に少なく、遊びは＇ 孤`立型"のひとり

遊びを好むという 3つの傾向か強いということです。

第 1の問題点としてあげた家庭における親の態度で

すか、 「 ああしろ • こうしろ」とい った命令、 「それは

ダメ • これはダメ 」という禁止の言葉か非常に多く、

しかもその言葉のかけ時は、子供が体を動かす前にば

かり掛けられているというのか共通の傾向です。
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命令や禁止の言葉はかならず子供の中に不快の心を

作ります。何かに心を集中しているときに親から何か

命令されると、その集中は中断しなければならない。

行動を起こそうと考えているときに 「早〈 • おそい」

とい った言葉が飛んでくると動〈のもいやになる 。こ

んな親子関係か幼い頃から長く続いているうちに、子

供はす っかりやる気を失い、 一つの物事に集中するこ

ともできな〈な ってしまうのは当然のことではないで

しょうか。

そんな親御さんに、口数を極力減らし、命令や禁止

の言葉は言わず、子供が動きはじめるまで待ちに待ち、

動き出したら喜び、競き、感動するとい った言葉を、

余るはど掛けるという触れ方に変えてもらうと、子供

のやる 気は次第に大きくなり、集中の持続時間も長く

なっていく例を数多く持っています。

また、集中力の持続時間の短い子供の親というもの

は、決ま って子供が不得意としている学科を、とくに

集中して学習させようとする傾向が強いものです。こ

こにも問題があります。集中力の弱い子供はみんな自

信を失 っていますから、まず、その子が得意とする学

科とか、製味を持っていることに栢極的に取り組ませ

るようにし、その熱中や上達に対して、親や先生か喜

び、競き、称賛を与えるように接触態度を改めてもら

うことによ って、子供が自信を持ち、意欲的になり、

巣中力もよくな ってい った例もまた数多くあります。

子どもはだれでも 「良くなろうとする力」 「良くな

ろうとする心」を持っています。その力や心は、そば

にいる親や教師から 「認められる 」 「喜ばれる 」 「驚

かれる 」 「励まされる 」 とい った接触を受けた時にだ

け大きくなるからではないのでしょうか。

第 2の問題としてあげた、テレビを見る時間が多い

という傾向は、第 3の問題としてあげた、遊び力ゞ"孤

立型" で、体を使わないという傾向とも関係し、この

2つから、子供の体力の低下、忍耐する、我慢すると

いう精神力の弱まり、慟〈、努力するという意欲の減

退とい ったことが起こ っていると考えられるのです。

テレビには15分ごとぐ らいにコマーシ ャルが入って

います。こんなことか習慣化して、集中力の持続時間

が15分刻みの小さな波動を持つようにな ったのかもし

れません。ただ、これの証明はできていませんか、次

々と情景の変化する画像や音声だけを追っているうち

に、子供の頭に種々雑多な知識、情報ばかりが詰め込

まれていることだけは確かです。

ところが子供が持ったこの知識、情報が曲者なので

す。たとえば、実物のハチを見た子どもが 「なんだ、

こんなに、ち っちゃくて汚いのか」 とつぷやいたのを

聞いたことがあります。この子供はテレビや図鑑など

でハチというものを先に知 っていたのです。 ところか

テレビに映っていたハチは拡大されていたため、実際

の大きさは知らなか ったし、図鑑にあ ったカラー写真

は美しくとれていたので、実際にはそんなに美しいも

のではないことを知らなか ったわけです。

実はテレビにばかりかじりついている子供の頭にあ

る知識、図鑑ばかりで知った子供の知識というものは、

すべて疑似体験、間接体験による知識であ って真実の

ものではないのです。 ところが人間の心というものは

疑似体験、間接体験とい ったものでは、強い｀跨ぎ'

とか,,感動,,がほとんど起こらないのです。「ふーん 、

そうか」 とい った軽い‘｀知る”という記憶に終るのが

疑似体験、間接体験による知識なのです。

心に強い‘‘席き ,,や ‘‘感動”が起こらない限り、そ

の人の中に 「もっとよ〈知ろう 」 「なぜだろう」 「ど

うな っているのか」 とい った、物事を深〈見つめ、考

え、疑問を解こう、自ら試してみようといった意欲は

湧き起こ ってきません。テレビ、図鑑、図書、お話し

などとい った疑似体験、間接体験による｀偽の知識”

の記憶ばかりをや っている子供たちの、学習意欲、思

考力、応用力、創造力、集中力などか、極端に減退し

ていくのは当然のことであるし、集中力の持続時間の

短 くなる原因は、実にここにあるといえるのではない

でしょうか。

子供のやる気を大きくし、集中力の持続時間を長〈

したいなら、実は質の良い実体験、直接体験の機会を

数多く持たせることか絶対条件たといえます。テレビ

から子供を遠ざけることは言 うは易しいけれど行うは

実に難かしい。 しかし子供の本当の幸せを願うなら、

親も教師も無い知恵をしばり出してでも、無理のない

形でそれを実行に移し、実際の人間の世界、実際の自

然の中に子供を置いてやらなければならないし、それ

を急がなければならないのです。

子供に実体験、直接体験の機会を多〈用意すること

は、家庭にあ っては子供に家事を手伝わせたり、家族

の役に立つ仕事を与えることが第 1にあげられます。

しかし「これをしろ、あれをしろ」では子供は反発し

ますから、親は 「力を借して、助けて、教えて」 とい

った形で子供に頼るという触れ方をします。この接触

を受けると 子供はかならず助けようとしますから、親

は子の助けに喜びと感謝を表わしつづけるのです。

この接触を続けているうちに、子供は 「自分を認め

ていてくれる、信じてくれている、頼ってくれる 」 と
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いった満足感に心楽しくなり、 「自分にだってできる、

自分にもよいところがある 」 と自信を持ち、それが更

に 「もっと喜んてもらおう、も っとかんばろう 」 とい

う意欲に姿を変えて、学習などにも力を入れるように

なるのは目に見えています。

子供には家庭の外にある世界でも実体験、直接体験

をふやさなければなりません。外の世界に飛び出し、

体を使った遊びに向け変えるには,,友人と友情”の大

切さを教えることか第一でしょう 。子供の選んだ友人

を大切にし、遊びは＇＇群れ型”で、 全身を十分に使う

ものをすすめ、けんかもよい体験と認め、 「自己中心

では友人かできない」と正しい人間関係の持ち方を教

えることではないでしょうか。

偽の知識の質量を計って差別と選別をする風潮か子

供たちの周囲に多い。そこから子供たちの中に同級生

はみんな"敵”という見方か生まれ、足をひ っばり合

って 「ずる＜立回 っても勝てばいい」という 気風まで

強ま っている 。子供の心に連帯感か乏しくな っている 。

何か問題が起こると、すぐに先生や親のところに持ち

込んで、友だち同士で相談して解決しようという光景

などか見られなくな ったのはその現れではないでしょ

うか。

親や先生かアメとムチを持ちたかっている限り、 子

供の中に内側からほとばしり出るような ‘‘やる気""積

極性＇＇は生まれないでしょう 。たとえ一時、 子供をそ

の気にさせることかあ っても、結局、長続きしないか

ら、絶えずそれを繰り返し使うことになるだけだと思

うのですか如何でしょうか。

心の健康をどう 考える

学校での「いじめ」を初めとして、「登校拒否」「自

殺」などの現代における子どもたちの問題行動を耳に

するたびに、心の痛まない者はいないであろう 。現場

の先生方の苦労は察するにあまりある 。

これらの問題行動にとどまらず、いわゆる 「しらけ」

族、 「はしゃき」世代などと表現されるような若者た

ちに至るまで、現代社会の病的側面をそこに見るよう

な思いかする 。

高度に機械物質文明か発達し、都市過密化の傾向と

ともに、 世の中万事金次第の経済中心にまわ っている

ような現代の日本の社会は、その反動としてどうやら

人間の心の健康を蝕んでいくようである 。誰かれの区

別なしに、音もたてずにゆ っくりと、その心の健康を

害しているような気がしてならない。

いじめ対策や自殺予防など、対症療法から根本の原

因を取り除くような指導に至るまで真剣に考えて取り

組む必要かあろう 。

秋田短期大学教授

松本 忠 久
（臨床発達心理学専攻）

しかしなから、そのような個々の問題行動への対策

については別の機会に譲るとして、ここでは、心の健

康をも っと基礎的で理論的な角度から述べてみたいと

思う 。できるだけ平易な記述を心かけるつもりである

か、理論というとどうしてもなじみにくい難解な専門

用語を用いることになるのをご容赦ねかいたい。

健康なパーソナリティ

心の健康とは、その人のバーソナリティの健康を意

味している 。パー ソナリティとは人格と訳されるが、

その人らしい行動の仕方をさしているとお考えくたさ

ればよい。生まれつきの性格の外に、成長につれて身

につけてきたその人独特の行動様式である 。

多様な苦労の経験をつみ、どのような生活場面に遭

遇しても、たじろぐことなく、的確に、多様でしかも

柔軟な対応行動のとれる人は、適応力の豊かなパーソ



7

図 l パーソナリティの構造と機能 （精神分析論による）
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ナリティをもつということかできる。このような人は、

いつも心を健康な状態に保つことが可能である 。

反対に 、甘やかされ、苦労しらずに育ち 、ちょ っと

したことにもすぐ挫折してしまうような人は、貧弱な

パーソナリティしかもちあわせていないと考えること

ができる 。

貧弱で脆いパーソナリティをもつ人は、虚弱な肉体

のもち主がとかく身体的健康を害しやすいのと同じで、

その心が不健康になりやすい。

フロイトの精神分析論

では、健康なパーソナリティを理論的に説明すると

どんなものになるであろうか。ここでは、 よ〈知られ

ているフロイトの精神分析論を借りて、まずパーソナ

リティの構造と機能とについて述べ、それから健康な

パーソナリティを考えてみることにしよう 。

フロイトは、人間のパーソナリティを 、① イド （本

能） ② 自我 ③超自我の 3つから成る構造をもつも

のとして考えた （図 1)。

① イドーーイドとは妙な名称だか、本能のことであ

り、フロイトは最初性欲だけを強調していたか、広く

衝動的なものをさすようにな った。ひたすら快楽のみ

を求めてやまない働きをもつが、生命力の根源でもあ

る。

② 自我― ィドの欲望を現実世界に合うような形で、

また次に述べる超自我とイドとの調整をし判断すると

いったような慟きをする 。

③超自我一~ ところであ

り、いわゆる良心の慟きをもつ。

パーソナリティの形成

イド、自我、超自我の 3つの心の働きは、出生後か

ら順次形成される 。

① 0歳一ー出生直後の新生児はまさにイドそのもの

である 。空腹や渇の不快感に対しすぐ泣いて、乳や水

分を求める 。満されれば快を得て安らぎの状態を示す。

イドの機能には個人差があり、強い子は生命力にあ

ふれ活気がみなぎっている。好奇心にみち、積極的に

何に でも手を出したがり、首をつ っこみたかる 。反対

にイドの弱い子は受身になりやす〈、消極的である 。

この年齢ではまだ自我や超自我の機能は認められな

し‘

②゚ 3歳頃ーー赤ちゃん時代のイドの機能だけの行動

の仕方では通らな〈なる 。つまり親が時と場合に応じ

て、その行動を制止したり他の行動をとるように命令

したりするようになるからである 。そこで当然子ども

と親との衝突が起こる 。いわゆる反抗期である 。これ

によ って子どもは、イドのままに行動することと親の

制止や命令に従 うこととの間に、妥協や調和をはかる

ことを試行錯誤的に学習する 。今、どうしたらよいか

判断しようとする 。これが自我と称される新しい心の

慟きの誕生である 。
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図 2 バーソナリティの形成

0 歳 •II ィド II (本能あるいは衝動の働き。）

↓ 
3 歳ー［三□三こ］ （こ戸已二三）

↓ 
5 歳 •I I 超自我の芽生え

• 
小学生

（親の倫理体系の反映。

良心の働き 。 ） 

ー 親 ・教師の助けを借りて、イドと

ヽりの自我コントロール (~ 門戸実世界との調整力を身）

↓ 
出：牛――—→II 自力での自我コントロールの試み II(誓ここ：脱。）

• 
健康な大人 ” 

③ 5歳頃ー一「やるべきこと 」や「やってはならな

いこと」を自ら理解するようになり、自分のイドの慟

きに対して、歯止めをかけ、その方向づけを吟味して

限定しようとする気持ちが生じてくる 。これか超自我

である。これはどの子にも自然発生するのではな〈、

それまでの親や身近な大人たちの倫理的道徳的慟きか

けの成果であり反映である。従って、そのような働き

かけかもし全くなかったとしたら、おそ らく超自 我さ

らに自我機能すらも発生しないであろう。本能の命じ

るままの人間など想像に難いのだが、現代ではどうで

あろうか？ この点において、親を見ればその子がわ

かり、また子どもを見ればその育て方がわかるのであ

る。

このような形成の過程を図に示したのが図 2である 。

ほぼ 5歳までに、自我と超自我の機能が出そろうこと

になる。

健康なパーソナリティの構造と機能

健康なパーソナリティの構造とは、イドと自我 ・超

自我の 3つがそろ って いるものをいう 。超自我の欠け

たイド人間はとかく反社会的行為に走ることが多く、

本能のままに快楽のみを求め、その結果として犯罪行

動になったりする 。反対に、超自我か異常に肥大し、

イドが弱められ抑圧されると、 ヒステリーやノイロー

ゼ、 神経衰弱等極めて不健康な心理状態の母胎となる 。

また、健康なバーソナリティの機能とは、イドと超

自我およぴ現実からの要請等をたくみに調整して、適

応的な行動を産出させる自我の慟きをいう 。

（自我のバランス感覚が

すぐれている 。 ） 

従って、心の健康を保つためには、イドという本能

的生命力をし っかりと育てる一方で、社会的生活に必

要な倫理観を教育して超自我を養い、そして、自我の

バランスをとる力を育てることが重要となる 。

1歳の小児が目の前のチ ョコレートを欲しかって泣

き叫んだり、嫌いなものを食べないのは、その子の自

我が強いのではなく、たまたま他の子よりイドの機能

が強いからにすぎない。まだ自我という調整機能はな

い。ここで大切なことは、その子を欲求不満や不快な

思いにさせないように気をつかう ことではな く、どう

したらチョコレートを少しの間でも我慢させられるか、

嫌いなものでも食べられるようになるかを考えること

であり、ちょ っとの我慢か先へいって、よりよい快（よ

いこと）を生むといった体験を与えることであろう 。

また、嫌いなものを食べたか らえらいという ことより

も、そういうイドの機能をその子なりに調整しようと

した心の動き （自我の働き ）の方にし っかりと目を向

けるべきである。

このような親か らの働きかけを経験しないで成長し

た子どもは、自分のイドの機能に歯止めをかけること

なく、欲望のみふくれあかった人間となってしまうで

あろう 。もしこのような子どもかいたとするならば、

こういう子どもには、自由で自主的な教育はど ういう

形で成立つのであろうか。元気だが行きすぎが多いだ

ろう 。その元気を失わせないように配慮しながら、道

徳心や公共心を育て、自分の欲望や感情をコントロー

ルする力を身につけさせることになるだろう 。

反対に、親がすべてに抑圧的であ って、子どもを指

図や命令、禁止などでもって口やかましく干渉して抑
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えつけてしまう 。そのために超自我だけが強くなった

子どもは、 何事にも消極的で自信がない。こういった

子どもの教育は 、むしろハメをはずすことの楽しさを

経験させ、生きるという ことのすばらしさを教えるよ

うなものになるだろう 。これによ って超自我との調和

やパランスがとれるようその子の自我を応援すること

であろう 。

おわりに

心の健康をどうとら えるか、フロイトの精神分析論

を借りて述べてみた。説明が不十分でご理解しに〈い

点があったかもしれない。しかし、自由自主教育を本

能奔放教育と混同しないように、また厳格な教育か単

に本能抹殺教育（戦時中の「欲しがりません勝つ まで

は」式教育など）に終ら ないよ うに願うこと切である。

倫理観に支えられながら、自已の欲望を適切にコント

ロールし、自己実現をはかろうとするそんな自我の働

き （判断力 ）が心の健康のバロメーターであるとい え

るのではないか。

宮城県における

保健主事の現状と諸問題

1. はじめに

昨年、保健主事の現状を把握するため県内の保健主

事にアンケートを送り、 地区ごとに集約したものをも

とに考察してみた。以下主な点を述べる 。

集約した学校数は小学校286校、中学校131校、高校

29校、計446校である 。

2. 性別からみた保健主事

女子274人(66.8%)、男子136人(33.2%)で、 7対 3

の割合。高校は 1対 9で男子が多い。

3. 年代別にみた保健主事（％）

以下（ ）内は、高校の％である 。

20代・・・・・・・..6.5( 6.6) I 40代・・・・・・・・・40.0(43.3)

30代・・・・・・・・・22.6 50代・・・・・・・・・30.9(50.1)

4. 教職経験年数（％）

宮城県仙台市立幸町南小学校

仙台市学校保健会常任理事

枡澤怜

5年未満…10.4

5 - 10・・・10.l(6.8) 

10 - 15・・・7.2(3.4) 

15 - 20・・・13.4(17.2) 

5. 現在校在職年数（％）

20 - 25・・・25.1(20.7) 

25 - 30・・・ 8.9(10.3) 

30 - 35・・ ・15. O(34. 7) 

35年以上… 9.9(6.9)

1 -2年・・・40.3(7.1) 7 -8年・・・11.0(3.6) 

3-4年・・・28.2(17.9) 9 - ... 3.1(57.1) 

5 -6年・・・17.4(14.3)

6. 保健主事としての通算経験年数（％）

1年・・・・..41.1(29.6) 7年・・・・・・・・・・・・ 1.8 

2年・・・・・・22.5(18.5) 8年・・・・・・・・・・・・2.6 

3年・・・・・・10.9 9年・・・・・・・・・・・・2.6( 3.7) 

4年・・・・..5.8(14.8) 10年・・・・........0.8( 7.4) 

5年・・・・..7.6(11.1) 11-15年・・・・・・ 1.0( 7.4) 

6年・・・・..4.2 

7. 分掌の多い保健主事
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保健主事以外に、ひとり平均 4つの他の主任等を兼

ねている 。 もっと分掌を少なくして専門の仕事に打ち

込む時間を与えなければならない。

8. 保健主事は必要か？ （％） 

絶対必要・・・・・・・・・・・・・・・・・・15.8 (20.7) 

必 要・・・・・・・・・・・・・・・・・・60.7 (69.0) 

どちらでもよ¥,,......... 16.3 (6.9) 

必要な¥,,.................. 7 .2 (3.4) 

9. 開かれていない学校保健委員会

0学校保健委員会は運営機構 （校務分掌機構）に位岡

づけられているか。(%)

しヽる・・・・・・63.9(72.4) I しヽなしヽ ・・・・・・36.1(27.6)

0規約の有無 （％）

ある・・・・・・32.8(62.9) I なしヽ・・・・・・67.2(37.1)

0年間開催回数 （％）

0回・・・・・・58.2(20.0) 3回・・・・・・・..7 .4 

1 回・・・・・・13.2(56.0) 4回・・・・・....0.5(4.0) 

2回・・・・・・18.7 (20.0) 5回・・・・・・・..0.3 

0議題例

・保健年間計画 ・学校保健環境の改善と充実について

・定期他康診断とその問題点 ・児童生徒の健康保持増

進 ・ 児童生徒の健康の状態 • 他康教育の反省と今後の

指針 ・児童生徒の体位 ・体力づくりについて ・健康優

良児 ・給食指導について ・欠席の状況 ・規約について

• インフルエンザ流行の状況 • 安全指導について ・虫

歯の予防 • 生徒指洋について ・視力について ・給食の

好き嫌いと食事指森について ・怪我の状況 ・保他室の

利用状況について ・蜆虫について ・た〈ましい心と身

体を育てるための計画と方法 ・事故防止について ・プ

ールの水の管理 ・登校下校の安全について ・皮府炎に

ついて ・各地区における悩みと要望 ・就学時健康診断

について ・反省会 ・講話

0学校保健委員会で話し合われたことが、保健活動の

推進に役立っていると思うか。（％）

思う ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82.9(95.0) 

どちらでもなしヽ・・・・・・12.2( 5.0) 

思わなしヽ ・・・・・・・・・・.....4. 9 

0学校保健委員会は必要か。（％）

必要である・・・・・・・・・・・・74.0(85.2) 

どちらでもよしヽ ・・・・・・21.2(14.8) 

必要と思わない・・・...4.8 

0学校保健委員会で困っている こと 。

・会合時間や校医の調整が難しい。 ・校医の協力が得

られない。 ・忙し〈て時間かとれない。 ・校医か多忙

て開催てきない。 ・話し合ったことの徹底が難しい。

・校医も PTAもあまり栢極的でなく日程か取れず開

かれない。 ・話し合う 内容かいつも同じにな ってしま

う。 ・全貝かそろ って開催できない。 ・会は 、いつも

夜にな ってしまう 。 ・会費制だか財源かない。 ・会を

うま〈運営できなくて困 っている 。

10. 児童生徒保健委員会について

0組織 (%)

ある ・・・・・・・..95.7(92.6) I なしヽ・・・・・・・..4.3( 7 .4) 

〇保健委貝会開催数 （％）

週 1回・・・・・・14.4(10.7) 月1回....--65. 7(46. 4) 

週 2回，.....2. 2(7 .1) 月2回----・・11.9(14.3)

毎 日・.....3. 9 その他・・・...1. 6(1.1) 

0活動状況（％）

活発，.....2s. 7 (4. 3) I不活発・.....9.2(43.5) 

やや活発…65.1(52.2)

0活動例 （小 ・中学校）

• 清掃状況調ペ ・保健ポ スター作成 ・流し場の清掃 ．

清潔検査 ・ペープサートによる集会活動ての保健指溝

・歯の衛生週間の呼び掛け ・保健行事の手伝い ・教室

の換気の呼び掛け ・学校行事の救護係 ・保健室の世話

・風邪の予防の呼び掛け ・保健新聞作り ・トイレの見

回り ・清掃用具の点検 ・諸検査の手伝い ・体位等 グラ

フ作成 ・石曲の補充 ・欠席調査 ・靴の整頓 ・ごみ捨て

の世話 ・健康観察カードの回収 ・保健意識を高める劇

・ 照度検査 ・ ペーパーの補充 • 虫歯治療完了者の表彰

• 水質検杏 ・放送による保健計画のお知らせ ・目の体

操 ・毎朝階段掃除 ・ハンカチ調ベ ・身なり検査 ・美化

コンクール ・牛乳の配布 ・鏡の清掃 ・文化祭への参加

・給食時のうかい ・消掃 コンクールの呼び掛け ・運動

着検査 ・給食献立のお知らせ ・点検結果表彰 ・給食コ

ンテナ整理 ・ユニセフ募金の世話 ・うがい水作り ・歯

磨きカレンター作り ・自転車安全点検 ・給食残菜調ペ

・給食係服装点検 ・白衣の調査 ・ジャボネ ット取り替

ぇ ・ 足拭マ ッ ト取り替え • 特別室の窓の開閉 ・ ヘルメ

ット腕章点検 ・トイレの窓の開閉 ・手ふきんの洗濯 ．

空気調べ

11. 保 健 主 事 は 研 修 を 望 ん で い る
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経験年数も少な〈、その学校に箔任して日も浅いの

に、保健主事にな っているケースが非常に多いので、

研修を望んでいる保娃主事は多い。

中でも具体的な実践例や、実務内容に関する研修の

希望が非常に多く、今後の保健主事の研修会で取りあ

げてい〈必要があるだろう 。

〇どんな研修を望んているか。（小 ・中学校）

・職務内容の研修 ・現在の学校保健関係の講演 ・活動

の情報交換 ・養護教諭部会との連携と話し合い ・実践

例の研修 ・ 養護教諭との仕事の振り分け • 他校視察 ·

市町村教育委員会主催の研修 ・法規の研修 ・日常の保

健指導について ・年間 ・月 ・週 ・日の具体的な活動内

容 ・保健主事の立場 ・応急処笥けがの処粧法 ・スボー

ツ医学に関する こと・保健主事に関する本の紹介 ・基

本的衛生週間の指導 ・保健の専門知識 ・全国の保健活

動の様子と今後のあり方 ・保健主事の心得 ・児童のか

かりやすい病気の予防 ・児童の健康に関する現状 ・学

校保健の望ましい指導のあり方 ・具体的な文書の作成

例 • 生涯保健につなかる指就のあり方 ・学校保健の原

理について ・アンケートを中心とした校医の指迫 ・予

防衛生について ・学校保健の抱えている課題 ・プール

の水質管理について ・心臓蘇生法などの訓練 ・心因性

の登校拒否児や保健室通いの多い児童に対する対策 ・

実践例

12. 保健主事は悩んでいる

保健主事の悩みを整理すると次の 6点に要約される。

(1) 保健主事として何をなすべきか。 （職務内容につ

いて）

(2) 多忙で、職務を遂行できない。 （余裕がない）

(3) 蓑護教諭との関わりについて。

(4) 学校保健委員会はどのようにすればよいか。

(5) 保健主事の研修はどうすればよいか。

(6) 保健主事はこれでよいか。 （保健主事のあり方）

13. 保健主事の悩みを読んで

保健主事の方々の率直な悩みを読んで、い〈つか、

感ずるところを述べてみたい。

(1) 保健主事として何をしたらよいか分からない。

このことについては 、あらゆる機会をとらえて自己

研修をする以外にないと思う 。研修会に進んで参加す

るのも必要である。適切な参考因も発行されている。

(2) 多忙で、職務を遂行できない。

現場は、確かに目の回る忙しさである 。しかし 、意

識の持ち方でItしさの度合いが大分違って〈るのでは

ないだろうか。校務分掌の偏りを是正していくことも

必要であるが、有能な人に多くの仕事が回ってくるこ

とも事実である。その中で、いかに仕事を合理的 ・計

画的に進めてい〈かによって道が開けてくると思う 。

養護教諭とゆっくり話せない毎日ではあるか、 一 日1

回は保健室に顔を出し、児童生徒の様子を観察したり

状況を話してもら ったりして把握するという配應を私

はしてきた。心がけしだいで養護教諭との連携がうま

く行く場合もき っとあると確信している。

(3) 蓑護教諭とのかかわりについて

このことについては、職務の分担を明らかにするこ

とも大切ではあろうか、お互いを葬重し、相補 う心逍

いを忘れてはならないだろう 。

(4) 保健主事はこれでよいか

登護教諭だけ知っていて保健主事が知らされないと

いう悩みがあ ったが、常日頃職貝から相談を受ける信

頼関係を作っておくことも大切である。ベテラン保健

主事については、ベテランでなければできないことも

た〈さんあろうと思う 。ベテランのよさを日々の実践

に十分生かしてほしいものである 。どんどん若返って

い〈保健主事部会のリーダーとして指祁的存在も必要

ではなかろうか。

14. 終わりに

今保健主事は、大変苦しい立場に立たされて、孤軍

布闘している姿が目に浮力~ぶ。 今も昔も、その重要性

と、職務内容は変わらないのに、何か活気が薄れる存

在にな ってきていると思う 。このような時にじっくり

充電して、職務の内容をもう一度確認し職貝に信頼さ

れ、なくてはならない存在として認識を新たにしてい

きたしヽ と思う 。

学校保健委員会も、今は極めて低調である。開催で

きない諸条件を一つ一つ克服し地道な努力を重ねてい

〈必要を痛感した。

養護教諭と手を携えて、学校保健のよりよい発展の

ために、前向きに歩む保健主事が今望まれる 。私もそ

の一人として、ささやかな努力を梢み重ねていきたい

と思う 。



昭和61年度年齢別身長・体重・胸囲・座高の平均値

区 分 身長 (cm) 体重 (kg) 胸囲 (cm) 座翡 (cm)

幼稚園 5歳 110.8 19 2 56.4 62 7 

1]ヽ 6 116 5 21.2 57 8 65.3 
7 122.2 23 8 59.9 67.8 

,子.u. 8 127.7 26.7 62.3 70.2 ， 132.9 29.7 64.7 72 4 

校
10 137.9 33.1 67.2 74 6 

男 11 143.6 37 0 69.9 77.0 
中

{12 
150. 2 42.2 73.0 80.1 

学 13 157.7 47.7 76 4 83.7 
校 14 163.9 53.3 80. l 87 1 

高等 {15
167 6 58 3 83.1 89.5 

学校 16 169.4 60.4 84.8 90.4 
17 170.3 61.8 86.2 90.9 

幼稚園 5歳 109.9 18 8 55.1 62.2 

小
6 115 8 20 8 56 4 64 8 
7 121 5 23.3 58 5 67 4 

学
8 127 1 26.2 60.9 69.9 ， 132 8 29.4 63.6 72.4 

校
10 138 9 33.3 66.7 75 2 

女 11 145 6 38 2 70.7 78.6 
中

{12 
151.0 43.4 75.0 81. 7 

学 13 154.4 47 .1 77.7 83.5 
校 14 156 3 50.0 79 8 84.5 

高等 {15
157 .1 52.1 81.4 85.1 

学校 16 157.5 52.8 82.l 85 .1 
17 157.7 52.8 82.2 85.1 

（注） 年齢は、昭和61年 4月1日現在の満年齢である 。 文部省調査統計課
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