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小 学校に おける通知表等所見の 現状
　 〜 教師の キ ャ リア 形成 と して 〜
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〈概要 〉 小学校 の 校務 の 中 で 通知表 の 所 見を書 くこ とは教師 に とっ て 非 常に負担 とな っ て い る．

そ こ で，通 知表等 の 所 見 の 書 き方 に つ い て 教師に ア ン ケー トを行 っ た，そ の 結果 ， 所見を どの よ

うに書 い た ら良 い か は ， 教員養 成 と して の 大学教育では扱われ て い な い ば か りか ，教育現場 にお

い て も具体的な所見 の 書き方 の 指導は ほ とん ど行われ て お らず，各 自で 学ぶ こ とが多い とい う現

状が分か っ た．教師 として 児童 に適切な所見が書けるよ うになる教師の キ ャ リア形成の 視点で 現

吠 の 問題点 を指摘 し，今後の あ り方 をさ ぐる，
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1 ．は じ め に

　筆者は昨年度全国 10小学校 176名 の 小学校教

職員を対 象に どの 校務に 負担感 を感 じ る か を

調 査 した （山崎 ，
2013）．そ の 結果，通知表 の 所

見 （以 卜所見とす る ）が最も負担感 が大 きい こ

ご が分か っ た．

　所 見 の 書き方に 関す る本 は い わ ゆ る文例集

こ して 数多く出版 され て い るが ， 純粋に 通 知表

を 研 究対象 と して い る先行研 究 と し ては西森

（2009）や細川 （2008）らの 研究などがあ る．し か し ，

こ れ らの 研 究は通知表 の 観点別評価 の 観 点項 目

に つ い て の 研 究 で 通 知表 の 観点 項 目 か ら学力観

の 変遷 を研究 し た もの で あ り，所見 に 関す る もの

で はな い ．

　そ こ で 、所見 に関 し て 教師 は何 を参考 に し
，

ど こ に 苦労 して い る か を具体的 に 調査 し た．

　 ま た ，通 知 表 を 受 け 取 る 側 の 児 童 は 所見 に つ

い て どの よ うに感 じて い るか を大学生 を対象

に 当時を思 い 出 させ て調査 し た．

　本研 究 の 目的は ，
こ れ らの ア ン ケ

ー
ト調査 の

結果 か ら，小 学校の お け る 所見 の 現状報告 をす

る と 共 に ，児 童 に と っ て 効果的 な 所見 を 書 け る

よ うに な る た め の 教 師 の キ ャ リア 形成支援 に

つ い て 検討す る こ と で あ る ．

2 ．調査方法

　（1）所見 を受け取る側 （児童）と（2）所見を書

く側 （教師）の 両面 か ら ド記 の よ うに質問紙に

よ る ア ン ケ
ー

トを実施 し た．

（1 ） 所 見を受け取る側
・
実施時期　平成 25年 6月

・実施対象者 　大学生　71名

（2 ）　所 見 を書 く側

・実施時期　平成25年6〜7月
・実施対象者

　 大阪府 と岐阜県 の 5 小学校教職員　59名

3 ．調査結果

（1 ）所見 を受 け取 る 側 （大学生）

「あな た は 小 中学生 の 時，通知表 の ど こ を
一
番

見 て い ま した か．」 とい う問 い に は 図 1の よ う

に 所見を
一
番 見 て い た と回答 し て い た学生 は，

図 1 通知表で一番見て い たところ n ＝ 71
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（
一．

般研究）教育課 題 と実践　1

小学生時で 14．1％， 中学生時 で 9．0％と低 く，

一
番

の 関心は，観点別評価や 中学生時では評定 とい

っ た い わゆる成績で あ っ た，

　次 に 所 見欄に 書か れ た担任教師 の 言葉 に つ

い て ど う思 うか を多肢選択 で 聞 い た の が図2で

ある．

　　　i　 …

　 4・・ s・・e 囲
図 2 所見 の 先 生 の 言葉に対する思 い n＝71

　所見 の 言葉で励ま され，自分が大き く変われ

た とい っ た学生 は 71人中4人 し か い な か っ たが，

そ こ まで はな くて も所 見 の 言 葉は 自分の 良 い

とこ ろを見っ けて もらえ，あ りがた か っ た と感

じて い る学生 はほぼ半数い た．

（3 ） 所 見 を書 く側 （教師）

　学 生時代 に直接教 え て もら っ た こ とが あ る

教師は図3の よ うに 59人中，大学の授業で は 1

人，教育実習で は 3人 し か い なか っ た ．ほ とん

どは教師 にな っ て か ら学んで い る ．

図3 所見の書き方を学生時代 に教えてもらっ たか n；59
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図4 何を参考にして所見を書い て い るか n＝59

　また ， 何 を参考 に所見を書 い て い るかに っ い

て 多肢選択で聞 い た結果 が 図 4に示す，所 見 の

書 き方 に関 して は過去 に 自分が書 い た所見を

参考に して い る教師が一番多く，次い で 管理職

の 指導，文例集 な どの 本 が多く ， 同僚や 先輩 の

教師か ら学ん で い る教師は 半数以下 で あ っ た．

4 、考察と今後の 課題

　所見 は年 に2〜3回 しか児童や保 護者 に配布

されな い が，受け取 っ た児童 の 半数ほ どは担任

の 先生 の 言葉にあ りがたみを感 じて い る．それ

だ けに 書く側 の 教師に は ，児童が少 しで もの び

るよ うな所 見が求め られて い るが，教師は所見

を書く こ とに 強 い 負担 感 を感 じて い る．

　と こ ろが ，教員養成期 に所 見に つ い て の 指導

は ほぼ皆無 で ある．さらに教師にな っ て か らも

管理 職か らの 指導は あるもの の ，日本語の 文章

的 な校 正 が多く ， 内容 に 関 わ る指導 は少 な い ，

　また，今回 の ア ン ケ
ー

トと共 に 多 くの 教師か

らの 聞 き取 りで
， 所見 に つ い て 学校内 で の 交流

など具体的な教師間で の研修は 非常に 少ない

こ と も分か っ た．そ の た め，同僚や先輩 教師か

ら学ぶ よ り ， 自分で 文例集な どを参考に学ぶ こ

と が多 く な っ て い る の が 現状 で あ る．

　そ こ で 現在，児童 にと っ て 効果的な所見 を書

くこ とが で き る 教師 の キ ャ リ ア 形 成支援を開

発 し て い る ．具体的に は教師が書い た 所 見をテ

キ ス トマ イ ニ ン グ処理 し ，他 の 教師 の 所 見 と比

較す る ．そ の結果，どの よ うな特徴単語 が あ る

か を具体的に知る シ ス テ ム で ある．今後，そ の

成果 を公 表 し て い く予 定 で あ る．
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