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「職員室」
一

校舎改修 に み る現場の ニ
ー ズー

1 ．は じめ に

　近 年 の 小 、中学校 に み られ る教科や学年 ご との

分離型職員室やオープ ン な職員室 は、わ が 国 の 教

育シ ス テ ム に合致 して い るの か 。 教科教室型運営

の 中学校 の オープ ン な教科職員室 が 、運営方式 の

変更 とともに 空間改変が実施 され た 事例につ い て

は報告 したが
1）、再び改修 がな され た事例もあ る。

　本報は 、「職員室」
濁

の 歴 史的変遷 を辿 り、次

い で 職員室改修 の 実例 か ら職員室 の 機 能 を 再確認

し、今後 の 校舎建 築 に 資す る こ とを 目的 とす る 。

2 ．「職 員室 」 の 成立 と定型化

　学制 の 施行後 、「等 級制 」 が採用 され 、元寺 子

屋師匠等の 教師か ら、漸次 、有資格の 教員 に 移行

し、授業・試験は 「教場」 で 実施 され 、「生徒控

所 」 と 「教員控所」
・「教員詰所」等が休憩・食事

の場 と して 設置 され た。

　次 い で 、第三 次教育令 （Ml8 ）、第
．一・

次小 学校

令 （Ml9 ）、第二 次小学校令 （M23 ） に よ っ て 、 生

徒数 を基 準に した 「学級制」 に よ る授 業が 「教

室 」 で 開始 され 、校長 の 配属校が増え、職員会議

や校務分掌組織が芽生え、教員に は 、授業 の 他 に

教材準備や成績処理等 の 職務が課せ られ、休息に

加 え て、事務 ・校務 ・会議等 の 場、学校運営 の 場

として 「教員室 」
・「職員室 」 等が設置 され た 。

なお 、教員室が 2 ヶ 所設置 され た事例 もみ られ る。

　そ の 後 、第 三 次小学校令 （M33 ） 以 降は就学率

が急上昇し、同学年学級 の 定着が進み 、明治末期

以降 には 、 採光 ・通風等の環境条件が等 しい 四 間

× 五 間の 「学級教室 」 が 北側 廊 下 に並 び、運 動

場が見渡 せ る 校舎
一

階の 中央 ・玄 関付近 に 、校長

室 と 「職員室 」 が 近接 し た 片廊 下型校舎が定着

し て い っ た
21・3 ） 4 ｝

。

3 ．職員室の改修事例

　 A 中学校 は昭和 61 年に 、教科オープ ン ス ペ ー

ス に 腰壁 で 囲まれた オ ープ ン な教科職員室 とオー

プ ン な教科教室 が纏ま り、教科セ ン タ
ー方式の 運

営が開始 された が、開校初年度 に 、教科職員室 に

ガ ラ ス 張 りの 壁 が設置され、開校 5 年 目 （H2） に

は、生徒指導上 、学級経営上 の 問題 か ら特別 教室

型運営に変更 された。そ の 後、平成 12年 には、2

階と 3 階の 3 つ の教科職員室 が学年職員室 に 変更

された。次い で 、平成 18 年に は、1 階の 昇 降 口

と玄関ホ
ー

ル が改修 され て 、「職員室 」 が新設 さ

れ 、平成 20 年 、21 年には、教科教室 の 転用 によ

る学級教室 に 壁 と ドア が 設置 され た
5 ｝

。
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　次 に、B 中学校 は平成 4 年 に 、
2 階奥の 教務セ

ン タ
ー

と、2 階中央ホール の オ ープ ン な教科研究

セ ン タ
ー

に よる教科教室型運営が開始 され た。教

務セ ン タ
ー

に は 教頭席 と会議用 テ ーブル が 設置 さ

れ 、中 に 印刷 室、湯沸室 、ラ ウ ン ジがあ り、
一

方

の 教科研究 セ ン タ
ー

は教科 ごとに低 い パ ー
テ
ー

シ

ョ ン で 仕切 られ て執務机が 設置 され 、周 囲 の 通路

か ら内部が見え、生徒 は 自由 に 出入 り して い た
6 ）。

　平成 19 年 に は 特別教室型運営に 変 更 され 、 教

科教室 に 生徒用収納棚が 設置 され て学級教室 にな

り、昇．降 口 の 生徒 ロ ッ カ
ー

は 撤去 され た。

　また、教科研究セ ン ター
は、通路側 の パ ー

テ
ー

シ ョ ン だけ残 し て 、執務机が 教科ご と に 置 か れ た 。
一

方、教務 セ ン タ
ー

には教員の 大半が常駐 し、座

席は学年 ごとに纏 ま り、「職 員室 」 に近 い 空間に

な っ たが、執務空 間は 2 ヶ 所で あ る。

　次 い で 、平成 25 年夏 に は 、 教室 と教科研究セ

ン ターの 改修に よ っ て、壁 と ドア が 設置 され て 、

グラ ン ドが見える窓側 に、全教員が集合 した 「職

員室 」 が設置 され、印刷、作業・打ち合わせ ・
湯茶

ス ペ ー
ス も設置 された。な お 、教務 セ ン ターは 会

議室 に なり、室内の ラウ ン ジ には ドアが設置 され 、

教員の 休養室 を兼ねた空間に なっ た。

　 ま た 、小 学校 で も学年 教 師 コ
ー

ナ
ー

が廃 止 さ

れ 、教員 が 「職員室 」 に集合 した 事例が み られ る。

　さ ら に 、新設 の 施設
一

体型小 中学校 の 職員室は 、

教員の 要望 に よ り、当初は 計画 され て い な か っ た

壁 と ドア が 開校前に設置 され 、室内 の 出入 口側 に

はテ
ー

ブル とイ ス が置か れ 、教員の 作業や打ち合

わ せ 、生 徒指導や保護者 の 面談等 に 使 われ 、 カ ウ

ン ターの 奥の 執務空 間は 、生徒・
外 来者入 室禁止

で、会議 の 際は窓 の ブライ ン ドが降ろ され る
7 〕
。

　そ の 他、透明ガ ラ ス が設置された職員室 、校長

室、会議室、休憩室に、ブ ライ ン ド、カ
ー

テ ン 、

不 透明シー ト等が設置 され た 事例が み られ る。

　小 、中学校 の 「職員室 」 は飲食 ・休憩 の 場で あ

り、同時に 執務が錯綜 して お り、生徒 の 情報交換

が 随時、実施 され る 中学校 で は 、通 常、生徒 の 入 室

は制限 され 、定期試験期間 中は 入 室 が禁止 され る。

4 ．考察

　以上、教科・学習指導と 生徒・生 活指導を教育活

動 の 両輪とす るわ が国の 小、中学校 で は、教員の

協働性 、同僚性 が 重 要 で あ り
8 〕、教員の 行 動特性

か らは 、全教員が集合 した、閉じ る こ とがで きる

「職員 室 」 が優位 的であ る こ とが再確認 された。

・56 ・
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　 こ こ で、小、中学校教員 の イ ン フ ォ
ー

マ ル な会

話 で は、「教科 の 内容や指導法」 が 3 割前後 で あ

る の に対 して、そ の 約 2 倍 の 7 割前後が 「問題 の

あ る児童 ・生徒の話」 で あり、「学校行事」 が約

3 割 、「学級 経営 」 も 2 割 強 を示 して お り、生

徒 ・生 活指導 に 注力 し て い る こ と が 確認 で きる
9 ｝。

　 さらに、小 、中学校で は突発的な出来事が 日常

的 に発 生 し 迅速な対応 を迫 られ 、中学校 で は 10

分休 み 時間中にそ の 処理が なされ る こ とも少 な く

ない 。また、そ の 対応 に は 、通常、教頭 、教務主

任、学年主任 、生徒指導主任 等の 協議 が実施され、

生徒指導問題 の場合は、学級担任教員に学年教員

が 加 わ る。そ の た め 、教員 の 執務場所 が 教科ご と

に 分散 し て い る と、連絡に は移動が 必 要 に な り時

間 が か か り対処 が 遅れ る 。 また 、 教頭 、 教員間の

日常的なコ ミュ ニ ケ
ーシ ョ ン が 不足 し、人間関係

を築き に くく、学年 ・学校経営が困難に な る
1°）
。

　 改修例 に 示 した A 中学校 の 校長 は、学級 教室 の

壁 の 設 置に加 えて 、3 つ の 学年職員室 で は教員や

学校全 体の 動向の 把握 が不充分に な る と し て 、

　「職員 室」 の 設置 を市長や教育委員会に強 く要請

し実現 され た。「職員室 」 が設置 され た 平成 18年

に は 、 学年職員室 も併用 され て い たが 、 教室 の 壁

が 設置 された平成 20 年には、教材置き場 とな り、

全教員が 「職員室 」 に集合 し て い た。

　 次 に、平成 19 年 に B 中学校 に 着任 し た校長 は、

ア メ リカで多数 の 中学校 の 訪 問経験 が あ り、わが

国の 中学校 で は 教科 教室型運営が困難で あ る と判

断 し、行政に そ の説明 と説得を行っ て 、2 学期か

ら特別 教室型運営に変更 された。そ の 後、生徒、

教職員、保護者に ア ン ケ ー トを実施 し、特別 教室

型 運営の支持 が高い こ とを確認 し て い る 。

　 さらにそ の 後、平成 22 年 に着任 した事務長は、

教務セ ン ターが狭 く、個人机が設置された教科研

究 セ ン タ
ー

も使用 され て い て 教員が分散 し て い る

こ と の 問題性を捉 え、「職員室 」 の 新設 を発 意 し、

行政 との 折衝等 を経 て 平成 25 年夏 に実現 された。

　 なお、B 中学校 が設置 され て い る 県 で は、事務

長は、管理職と位置づ け られ て お り、こ の 事務長

は 以前に もい つ くか の学校の 改修を実施 して い る。

　すなわ ち、教員に加 え て 校長 等、学校管理職 か

らも、教員の監督 ・指導や学校運営
11）の 場 と し

て の 「職員 室 」 が必要 で あ る こ とが確認 され た。

　第二 次大 戦後、文 部省 と連携 し た 建築計画学研

究者 か らは 、 校舎 、 教育方法等 の 変 革が提 唱 され 、

さらに 、昭和 40 年代後半以降は、英国
・米国等

を範と したオ
ー

プ ン プ ラ ン 型 ス ク
ー

ル が展開され

て オ ープ ン な教室 が 提案 され 、小 学校 で は 学年 職

員室 、 中学校で は教科職員室 の 分離型職員室 とそ

の オ
ープ ン 化 も提唱 され た。また 、中学校 につ い

て は 、オ
ー

プ ン ス ペ ー
ス に教科職員室、教科教室

に よる教科セ ン タ
ー方式 の 運 営が 提案 され た

12｝。

　なお、学校建築 の 史的考察を行 い 、学校で の 使

われ方調査を重要視 し、学級教室が学校の最 も基

本的 な空問 とす る建 築計画学研 究 もみ られ る
13）
。

　 ま た 、オ ープ ン 型 教 室 に 関 して は 、近年 、取 り

止め を決めた 自治体もみ られ
14）
、「随時簡単に 閉

め られ る こ とが 重要 」 との 論 文
15 ｝

もみ られ る
一

方、近 年建設 され た小学校の オープ ン 型 の教室 に

開校初 年度 に カ
ー

テ ン が設置 された事 例 もあ る 。

　また
一方、教育学では、オ

ープ ン ・ス ク
ー

ル 論

に 関し て は 、歴史的に形成 され て きた学校の役割

を充分 に検討 せ ず、教育形態 の 革新 の みに着 目さ

れ た こ と が 疑問視され 、長年 蓄積 され て き た学級

集団指 導の 実践的成果を無 に す る 恐れ が あ り、 前

提 として人的・
制度的条件が 不可欠 として い る

16 ）。

5 ．おわ りに

　校舎 は
一

旦 建設 され る と、不 都合が あ っ て も、

改修 には費用 と時間が必要 になるた め、使用 され

続けね ばならず、校舎建築の 責任は 重い とい え る。

　過 去 に教科職員 室による教科教室型運営 を実施

した 中学校の 記念誌等に は、専用 の 学級教室 を 持

た な い 生徒の 問題行動に 加 えて 、「職員室 」 が設

置 されて い ない 教員 の 指導の 困難性 の 実態が記 さ

れ、特別教室型運営に変更後は学校 の 運 営が安定

した こ とか ら
17｝、わが 国 の 小 中学校 で は 、学級

教室 と 「職員室 」 が 基本的な空間 とい える。

　
一

方 、 教員 の 意見が 充分に 反映 され た 「職員

室 」 は休憩 室 が隣接 し、教員の 執務 と学年 ・学校

運営 が 円滑 に 実施 で き る 空間 に な っ て い る
18 〕。

　こ こ に 、学校校舎の 建設 に は 、わ が 国 の 教育シ

ス テ ム に合致 した計画が 必須で あ り、教員に 加 え

て、教育学研究者 の 参画が必要 で はなか ろ うか。

注）「職員室」 は 学年の 島型机配 置の 従来型 の 職 員室を示 す．
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