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「生徒 に よ る授業 評価 」 へ の 対 応 にみ る教 員文 化 の

内 部構造 　稿 知 県公 立高校教員意識調査 をも とに
一

｝

1．本研究 の 問題意識

　 日 本 の 教 員集 団 の も つ 特性 は 、教 育 社 会 学 の

教 員 文 化 研 究 の 中 で さま ざ ま な角度 か ら 検 討 さ

れ て き た。そ の 中 で 、閉鎖 性 、保 守 性 、相 互 不

干 渉性 、権威性 、同 僚 と の 調 和 優先 な ど の 特性

が 指 摘 さ れ 、こ れ ら は 教 育 改 革 の 動 き の 中 で 、

変 化 を 拒 む 頑 さ と し て 批 判の 対 象 と され る こ と

が 少 な くな い 。一方 、教育行政 学
・
経営学 の 分

野 で は 、学 校 改 善 に 有 効 に 働 く教員 の 協働 性 や 、

組 織 文 化 を 変革 す る管理 職 の リ
ーダー

シ ッ プ に

近 年 注 目 が 集 ま っ て い る 。情 報 冗 長 性 に 注 目 す

る 議 論 も あ る，教育経営学 に 限 らず 、教員 の 協

働 性 に つ い て は 、近 年 め 欧 米 教 育 界 で の 教 員 相

互 の cellaboration 重視 の 動 向や 、privatizationに

よ る 教 員 の 孤 立 へ の 危 惧 か ら、日 本 の 教 育 関 係

者 の 問 で も取 り 上 げ られ る こ と が 多 く な つ て き

た ．教育社 会 学 に お い て も 、今 津 （2000） が 、

Hargreaves （1994 ） に よ る 教 員文 化の 形態 に お

け る 4 類 型 ［  個 人 主 義 、  グ ル
ープ 分 割 主 義 、

  協 働文化 、  策 定 され た 同 僚 問連携］ を 評価　　　　　　　　 　
し た 上 で 、日 本 の 集団 主 義 を 考慮 し て  共 同 を

加 え て 5類 型 と し、日本 の 教 員 集 団 を 検 討 す る

枠 組 み と し て 提 案 し て い る。 こ こ に は 、協働 へ

の 大 き な 期 待 が あ る。一方 、Fujita ら （1997）

は 、日本 の 学校 に お い て は collegialiこy は 革新 を

拒 む 保守 性 を 強 め る もの だ と い う 。

　 で は 、現 在 の 目本 の 教員集 団 の 内部 は 、実際

に ど う な っ て い る の だ ろ う か。教 員 文 化 の 内 側

で ．閉 鎖 性 や 保 守性 と 協働 性 は ど う関 係 し て い

る の か．協働性 と 同 僚 ど の 調 和優 先 と は ど うつ

な が っ て ．V
・る の か。教員集 団 の 自律性 と 閉鎖性

の 関係 は ど う なの だ ろ う か 。ま た 、今津 の い う

共 同 と協働 は ど こ で 分 か れ る の か。 二 の よ うに

問 う て み る と 、閉 鎖 性 ．保 守性 、同 僚 と の 調 和

優 先、相 互 不 干 渉性 、協働性 、情報 冗 長性 、自
幽

律 性 な ど の 諸 特 性 が 、現 実 の 教 員集 団 の 内 部 で 、

ど の よ う に 関 連 し 影 響 し 合 っ て い る の か に つ い

て は 、ほ と ん ど解 明 され て い な い 。 管 理 職 の リ

ー
ダ
ー

シ ッ プ と こ う し た 教員集 団 の 特性 との 関

係 に つ い て も、十 分 検 討 され て い な い 。

　 近年 の 急 激 な 教育改 革 の 動 きの 中、教員集団

は 、外 部 か ら さ ま ざま な 施 策 の 実行 を 求 め られ

て い る。 こ う し た 外部 か ら の 働 きか け に 対 し 、

　　　 吉 田 　美穂 （神奈 川 県立 田 奈高等 学 校 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ’
　教 員集団内部 で は 、どの よ うな 文 化 特 性 が 相 互

　に 影響 し 合 い ．対応 を 形 成 し て い るゐだ ろ うか 。

　そ の 構 造 の 解 明 は 、今 後 の 教 育 改 革 の あ り よ う

　 を 考 え る 上 で も重要 で あ る。

　2．　 分 析 の 枠組 と課 題 の 設 定

　　本 研 究 に お い て は 教員 文 化 の 諸特性相 互 の 関

・係 を 考察す る た め に 、学 校 組 織 文 化 を 分析 の 枠

　組 と す る。教員文 化の 特徴 とい わ れ て きた特性

　も 学 校 組 織 に よ っ て 濃 淡 が あ り、そ れ が 学 校 組

　織 文 化 の 違 い と し て 表 れ る。例 え ば 相 互 不
二F 渉

　性 と い う教 員 文 化
一般 の 特 性 が あ る と し て も、

　実 際 に は 目常的 に お 互 い の 授 業 の 様 子 を 語 り 合

　い 助 言 し合 う傾 向を もつ 1q 教員集団 もあれば 、

　互 い の 授業 の 内容 に
一

切 踏 み 込 ま な い よ うな 集

　団 も 存 在 す る 。 し た が っ て 、学校 組 織 文 化 の 違

　 い に 着 目 し 、施策 へ の 対 応 に 影 響 す る組 織 文 化

　 の 諸因子 とそ の 相 互 関係 を探 る こ と で 、と ら え

　 に く い 教 員文 化 の 内部搆造 に つ い て 考察 す る こ

　 と が で き る 。本 研 究 は 分 析 の 対 象 と し て 、「生 徒

　 に よ る 授業 評 価 」 へ の 教 員 の 意識 と 対 応 を 取 り

　上 げ る。「生 徒 に よ る 授業評価 」 は 、従来指摘 さ

　れ て き た 教 員文 化 の 閉 鎖 性 や 相 互 不 干 渉 性 、保

・
守 性 な どの 特 性 と葛 藤 す る 可 能性 が 高 い 施策 で

　 あ る と と も に 、教 員の 仕 事 の 中 核 で あ る 授 業 の

　改 善 を 目的 と す る ； と が 多 い た め 、他 の 教育 改

　革 の 諸施策 と比 べ 、教員 の 対応 が 反対
一

辺 倒 に

　な り に く い 性 質 を 持 つ て い る e した が っ て 、こ

　 の 施 策 へ の 対 応 は 学校 ご と に 違 い が 生 じ る 可 能

　性 が 大 き く、そ れ に 作 用 す る 学校 組 織 文 化 の 影

　響 、学校組織文化 の 因 子 相 互 の 関係 を 測定 しや

　す い と 考 え られ る。本 研 究 は 、教 員 文 化 の 諸特

　性 が 教員集 団 内 部 に お い て ど の よ う に 相 互 に 関

　連 し て 「生徒 に よ る 授業評価 」 導 入 へ の 対応 に

　影 響 を 及 ぼ して い る か を 学校組 織 文 化 に 注 目 し

　 て 解明す る こ と を通 して 、教員 文 化 の 内部構 造

　 を 明 ら か に す る こ と を 課 題 と す る 。
　　　　　　　　　　　　　　　　 ぼ
　3．　 研 究 方 法 と 調 査 の 概 要 　　　　　　　，　　 ・

　　 上 記 の 課題 を 明 ら か に す る た め 、高 知 県の 全

　公 立高校 の 全教員 を 対 象 と し た 質 問 紙 に よ る 意

　識 調 査 を 行 な い 、そ の データ を緯計 的 に 分析 し

　 た 。意識 調 査 は 2004 年 6 月 に 調 査 票 を 各学校 ・

　課 程 に 郵 送 し、校 内 で 配 付 、記 入 後 、ま と め て

　8 月まで に 返 送 し て も ら っ た D41 校 58 課程中、
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39 校 50 課程 の 協 力 が 得 られ 、回収 さ れ た 調 査

票 は 949 人 分 、回 収 率 は 全体 で 56．6％ 、協 力 の

得 ら れ た 学校
・
課程 で 60．4％ で あ っ た 。今 回 の

調 査 結 果 で は 、9 割 の 教 員 が 授 業 評 価 を 実 施 し、

2 回 実施 し て い る 教員 が 36．2％ と も っ と も多 い 。

授 業 評 価 へ の 意 識 や 対 応 を み る と、「授 業評 価 を

実施す る こ とに 意味 が あ る 」 とす る 教員 は、「ま

さ に 」 「だ い た い 」 を 合 わ せ て 6α7％、生 徒 の 指

摘 を 受 け て 授業 を 改 善 し た 教員 は 同 652 ％ と 高

い 率 に の ぼ っ て い る。た だ し、「新 し い 試 み を 積

極的 に 行 うよ うに な っ た 」 と い う項 目 で は 、同

354 ％ で あ り、授 業 評 価 が 目 に 見 え て 新 し い 授

業 づ く り に つ な が っ て い る と ま で は 言 え な い 状

況 も推察 され る。

5．　 学 校 組 織 文 化 お よ び個 人 の 属 性 が授 業 改 善

に 関す る 意識 ・取 り組 み に 与 え る 影 響

　 は じめ に 調 査 デ ータ か ら、所 属 校 の 学 校 組 織

文 化 を 問 う諸項 目 の 因 子 分 析 を 行い ．「民 主 協働

性 」
「向 上 協 働 性 」

「開 か れ た 運 営性 1 「多忙疎 外

（
一
）性 」 「硬直性 」 「親 和性 」 の 6 因 子 を抽 出 し

た。次 に 、授 業 評 価 に 関 連 す る 諸 項 目 の 因 子 分

析 を 行 い 、「授業改善意 欲 亅 「授業評価 コ ミ ュ ニ

ケ ー
シ ョ ン 」「授 業 改 善 行 動 i の 3 因 子 を 抽 出 し

た ，以 上 の 9 っ の 因子 と、授業評価への 意識 ・

対 応 や 学 校 組 織 文 化 と 強 い 相 関 を も つ 個人 の 属

性 で あ る 「年 齢 」 「勤務時 間 外 教材 研 究 時 間 」「生

徒中心 授業観 」 「職場外 の 所属集団 の 有無 」 の 4

変 数 、計 13 変 数 の 相 互 の 関 係 を 分 析 す る た め 、
「授 業改 善行 動 」 を 従 属 変数 と す る 共 分 散 構 造

分 析 を 行 い ．パ ス 図 を 作 成

し （図 1 ）．考察 を すす め た ，

6．2 つ の 協 働 性

　 教員集団 の 協働性 は 、民

主 協 働 性 と 向 上 協 働 性 に 分

け て 捉 え る 必 要 が あ る。向

上 協働性 は 、従 来 指 摘 さ れ

て きた 教員 文 化 の 保守性 や

相 互 不 干 渉性 の 対 極 に あ り 、

授 業改善 に む け て 積極 的 に

取 り組 む な ど．現 在 の 教 育

改革 の 中 で 教員集 団 に も っ

と も 期 待 され る 特 性 で あ る 。

民 主 協働 性 は 、こ の 向 上 協

働 性 と密 接 な 関 係 を 持 ち 、

親 和性 、開 か れ た 運営性 を

介 し て 向 上 協 働 性 を 育 む 基

盤 と な り、向 上 協働 性 に よ

っ て 、さ ら に 強 め ち れ る 関

係 に あ る。 し か し、集団 の

自律性 に もつ な が る 民 主 協

働性 は 、開 か れ た 運営性 が 低 い 場合 に は 、内向

き の 意 識 を も た ら し、授 業 評 価 コ ミ ュ ニ ケー
シ

ョ ン に マ イ ナ ス の 影響 を 与 え る こ と が 分 析 か ら

明 ら か に な っ た。民 主 協 働 性 は 、従 来 指 摘 さ れ

て き た 教員 文 化 の 閉 鎖性 ・保 守 性 ・相 互 不 干 渉

性 と して 機能す る 可能 性 を 合 わ せ 持 っ て い る。

民 主協働性 の 上 に 自己 変革 を 可 能 と す る よ うな

向 上 協 働 性 を 育 む に は 、親 和 性 や 情 報 冗 長性 に

よ っ て 相 互 不 干 渉性 を 脱 す る 環 境 を つ く る と と

もに 、管理職 と一
般教員 の 間 の 十分 な コ ミ ュ ニ

ケ
ー

シ ョ ン に よ っ て 開 か れ た 運 営 性 を 実 現 し、

保 守 性 ・閉 鎖 性 を 抑 え る こ と が 求 め ら れ て い る 。

学校 組 織 文 化 は 、教育 改 革 の 諸 施策 に 対 す る 教

員 の 意 識 や 対応 に 個人 の 属性 以 上 に 影響 を 与 え

て お り、教育改 革 を 考 え て い く 上 で 重要 な 要素

だ と い え る。
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図 1　 個人の 授業改善行動 を従 属 変 数 と した 共分散構造分析
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