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小学校通知表所見 の 言語 分析に よ る教員の 力量形 成に つ い て

　　　　　　　　　　　 〜 所見記述 の一般的傾向と課題 〜
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〈概要〉経験年数に か か わらず ， 担任教員が通知表の 所見 を書 くこ と は 大変 な作業で ある．そこ

で ，筆者 らは所見記述支援 につ い て 取 り組んで きた．昨年，現場教員を対象 に通知表所見に関す

る ア ン ケー
トを実施 した ．今回 さらに複数教員に所見 の 実態に つ い て 聞き取 り調査を実施 し た．

調査か ら
一

般的な所 見記 載に っ い て の 傾向 と課 題に っ い て 報告す る．
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1 ．は じめに

　小 学校 の 校務の 中で ，通知 表 の 所見記述 は最

も負担感が高い （山崎，2013a ）．しか し，所

見そ の も の に 関す る先行研 究 は ほ とん ど見 ら

れない ．そ こ で ，筆者らは 所見記述に 関す る 実

態 を把握す るため ， 昨年度大阪府 と岐阜県の 7

校 ，84名の 教員対象に ア ン ケ
ー ト調査を実施

した．そ の 結果，教員が 所見 を記述す る 参 考に

して い る もの は，過去 に 自分が書い た 所見が
一

番多く，次 い で管理 職の 指導，さらに文例集な

どの 本で あ り，同僚や先輩の 教員か らの 指導助

言 を参考に して い る教員は 半数以下 で あ る こ

とが分か っ た （山崎ら，2013b ）．

ンラテベ識

曲
本集例文

ネ ・ ト

幽
同僚

・
先羅

管理 職

経験浅 い n ＝ 26 ベ テ ラン fi＝ 23

自分の 9 い たもの

一 躙
　 　 　 　 　 0 ％ 　　　　20％ 　　　40 守も　　　60 ％ 　　　80 ％ 　　　IOOOI．

　図 1　所 見を書 く ときに何 を参考に する か

（※ 実際に 所見 を記述 した 経験が あ り，経験年数をは っ きり

回 答 した 51名 の 結果 ）

　特に，経験年数が 多い 教員は，少ない 教員よ

り同僚 ・先輩教員の 指導助言 を参考に する割合

が少 な か っ た．

　そ こ で ， 今回複数教員 に対 して ， 聞 き取 り調

査 を実施 し，どの 程度所見デー
タを職員間で共

有し，他教員 の 所見 に つ い て どの よ うに利用 し

て い るか を具体的に調べ た．本研 究 の 目的は，

こ れ らの 調査 の 結果か ら，小学校 の お け る所見

の 現状報告をする とともに ，児童 に と っ て 効果

的な所 見を書 け る よ うにな るた め の 教員 の 力

量形成支援に つ い て 検討す る こ と で あ る．

2 ．調査方法 と結果

（1 ）調 査方法

　経験 年 数 が 1年 目か ら30年 目ま で 様 々 な経

験年数で勤務校 も全て 違 う教員6名に 対 し て ，

それぞれ下記 につ い て 聞き取 り調査 した．
・勤務校に お い て ，校内 LAN 等を利用 し，他教

　員 の 所見を閲 覧す る こ と が 可能で ある か ，
・他教員の 所見を閲覧で きる 場合は ，自分が所

　見 を記述す る際 に他教員 の 所見 を閲覧 し て

　 い る か ．そ の 理 由は何か ．
・今 まで 自分が書い た所見を どの よ うに参考に

　 し て い るか．
・
そ の 他 （所見記述 に つ い て 思 っ て い る こ と等）

（2 ）結果

　聞き取 り調 査か ら下記 の こ とが分か っ た．

  他 教員 の 所見 が 閲覧で きる環境に つ い て

　所見 の
一

覧を紙媒体で保 管して あ る学校は ，

学校用金庫等 に保管し施錠 して い る．管理職の

許可を得れ ば ， 各教員は こ の 金庫か ら他教員が
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今ま で に 書い た 所見 を 閲覧す る こ と は可 能で

ある．
一

方 ， 校内LAN が整備され て い る学校は ，

教員用 の 共有 フ ォ ル ダー内に過去 の 所見が保

管され て い る学校 が多い ．各所見には パ ス ワ
ー

ドが か け られ て い るが ，こ の パ ス ワ
ー

ドを他教

員に聞 くこ とで閲覧は 可能であ る．なお，学校

に よ っ て は こ の パ ス ワ
ー

ドは 共通 で あ る 場合

もあ っ た．し か し，地域 に よ っ て 校内LAN が整

備 され て い て も機密文書保護の ため ，所見 は共

有 フ ォ ル ダー等に保存 しな い 学校 もあっ た．

　 以上 の こ とか ら，ほ とん どの 学校で 紙媒体 も

しくは，校 内LAN で 他 教員の 所見 を閲覧する

こ とは可能で あ っ た．

  自分の 所見を書く際 に，他教員の 所見を閲

　　覧す るか ．

　初任者は ， 他教員の 所見 を閲覧する こ とはあ

る が
， あ る程度 の 経験が あ る教員は ， 仮 に校内

IAN 等で 自由 に他教員 の 所見を閲覧で き る環

境で あ っ て もほ とん ど閲覧 しな い こ とがわ か

っ た．そ の 理 由 として ，
・他教員の 所見 はそ の 教員の くせ が ある の で ，

閲覧 し て もあまり参考に ならない ．
・所見は提出期 日まで に書き上げなけれ ばなら

ない の で ，じ っ く り他教員 の 所見 を閲覧 して い

る 余裕がな い ，

　 つ ま り， 教員の 多 くは各教員に書き ぐせ が あ

る と認識 し てお り ， 自分 の 所見記述 に他教員の

所見データを直接参考に しない ．また，所見 の

生 デ
ー

タで 具体例は 分か るが，自分 が欲 しい 情

報 （ど の 児童には どん な書き方をすればい い か

等）を見つ け 出す の に非常に効率が悪い ため，

実際に は他教員の 所見 を参考 に す る こ と は 非

常に少 ない ．

  今 ま で 自分 が 書 い た所 見 を ど の よ うに 参

　　考に して るか ．

　 あ る程度 の 経験が ある教員は，過去 に書い た

所 見 を参考に して い る と答えた が ， その 場合 も，

現在 の 学級で担任 して い る特徴的な児童 の 所

見 を書 く際に ， 過去 に似た タイプ の 児童 を担任

した経験が ある場合の み ， 過 去 の 所見 を取 り出

し て ，参考に し て い る．それ 以 外 の 児童 につ い

て は 自分の 記憶 に ある過去 の 所見例 を基に 書

い て い ると答 えた教員が ほ とん どで あ っ た ，

  その 他

　校 内で 初任者 を指導する時には ， 指導教員が

よ い 所 見 と され る 例 を い くつ か 紙媒 体で 初任

者に提示 し， 所 見 の 具体的な書き方 の指導をす

る こ とが多い ．

　所見 はそ の 教員に よ っ て書 き ぐせ は ある．そ

の 点 ， 市販 され て い る文例集 は書きぐせ が ほ と

ん どない の で，参考にす るこ とは多い ．しか し，

文 例集の 所見 はそ の タイ プ の 児童 な らど の 児

童 にも通用する書き方が されて い るため，その

ま ま使用で きず，自分の 学級 の 児童に照 らし合

わせ て 表現等を変更す る必要が ある．

　 自分 の 所 見 の 書き ぐせ はあ る とは認識 し て

い る が
， 必ず しも全て を把握 して い るわけ では

ない ．管理職な ど他教員 か らの チ ェ ッ ク を受け

て初めて 自分 の 書き ぐせ に気づ く こ とが多 い ，

3 ．考察 と今後の 課題

　今回 の 調査で ， 所見 は共有で きる状況 に なっ

て い るが，生の 所 見デー
タは参考に な りに くく，

ほ とん ど活 用 され て い な い こ とが 分か っ た ．ま

た，経験 の ある教員は所見の 書きぐせ が ある こ

と も分か っ て い るが，自分で は そ の くせ を見付

けに くい こ とも分か っ た，

　そ こ で 現在，教員が所見を記述する力量形成

の た めに，自他の 所見デー
タ をテ キ ス トマ イ ニ

ン グ を用 い て 特徴的な単語 （特徴単語）を抽 出

し，提 示す る とい っ た教員の 学習支援に取 り組

ん で い る ．今後，そ の 成果を 公 表 し て い く．
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