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教師 の 授業認識 に 基づ く

授業経営 の 個業性 と協業性
一 小学校に お け る学年会 の 位置づ けを中心に
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明
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1　 本研究の 課題 と方法

　我 々 は ，す で に 本学 会紀要第30号 （1988年）に お い て ， 「教師の 自己認識か ら

見 た職能成 長過程 と成長促進要因」 を 発表 し た 。 そ こ で は
， 比 較的若い 教 師 を

対象 と した事例調査を も とに し て
， 職能成 長観が 多様で あ る こ と と と もに

， そ

うした 多様 性 が教 師 の 職務 上 ある い は 私 生 活 上 の 様 々 な経 験 の 中か ら 形成 さ

れ ，そ の 形成 の 方 向が 教 師 の 自己認識 に 基 づ い て い る こ とを 明 らか に した 。 そ

の うえで ，教 師 の 自己認識 を 深 め ，そ の 的確性 の 度 合 い を 高め て い くこ とが ，

教師の 主 体的な 職能成長を 図る うえ で 必要で あ る こ とを論 じた 。 さ らに
， 木 岡

ら （1987年） は
， 小 ・中学校教師 の 勤務実態 を もとに

， 児童 ・生 徒の 指導に 要

して い る 時間 と指導の 準備に 要 して い る時間と の 比率 を 分析 し，勤務 時間 は 大

き く指導に 比重 が 置か れ て い る こ とを 明 らか に した
（1）
。

　で は
， 教 師の 職務生活 の 中心 に 位 置つ く　「授 業 」 を 教 師 自身 は い か に 認 識

し ，
い か な る 指導実践を 展 開 して い る の で あ ろ うか 。

　授業に 関する研究は ，
こ れ まで教育方法学や教育心理学に お い て 中心的 に 扱

わ れ て きた
 
。 しか し

， 学校 経営学 に お け る授業研 究 は ，九州 大学 教 育経 営学

研究室 が 行 っ た もの を 除け ば皆無に 近い 軌 九州 大学教育経営 学研 究 室 は
， 教

育課程編成 方式 と授業 様式の 類型 化 を 図 り ， 授 業実施 計画 の 作成方 法 と拠 り所

に 基づ い て 授業経営方 式の 類型 を設定 して 実態を分析 して い る 。
こ うした 分析

に よ っ て
， 授業経営 に お け る マ ネ ジ メ ン ト ・サ イ ク ル の 重要性 が 示 さ れ ，

「個

人作成」 型授業経営方式の 問題性が 指摘 され て い る暁
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教師の授業認識に 基づ く授業経営 の 個業性 と協業性

　本研究は ，
こ うした 研 究を ふ ま え て ， 小学校教 師の 「授業」 に 対 す る認識 の

特質を もとに して 学年会 が果 た し て い る役割 ・機能を 分析 し ， 授業経営 に お い

て 個 々 の 教 師 が担 う個 業 的側面 と組織的な 協働 を必 要 とす る協業 的側面 との 関

係構造を実証的 に 考察す る 。

　そ の た め
， 本研 究で は

， まず先の 1988年研究 との 連続性 を 確保す るた め に 同

じ基準で 対象を 限定 （国立教員養成系大学の 同
一

研究室卒業生） し ， さ らに 単

級 学年で は な い 学級担任 で 国公 立 小学校勤務者を 調査対象の 中心 に 置い た 。 そ

の うえで
， 彼や 彼女 らの 同僚教 師を も調査 の 対象 とし た 。 調査方法 は

， 質問紙

法 とイ ソ タ ビ ュ
ー法 を併用 した 。 質問紙 は ，現職教 師 （非質 問紙調査対 象者）

に 対する 事前イ ン タ ビ ュ
ー に 基づ き作成 した 。 そ し て ， 上 述の 卒業生に

一
括送

付 し ， 彼 （彼女）らを通 して 配布 ・回収 した ． 回収 した デ ー タ は 112件で ， うち

学級担任の 回答98件を本研究の 有効回答 と した （表 1参照）。 た だ し質問紙調査

か ら個別学校 の 学年会の 実態を把握 す る の は
， 当該学年会別回答数の 不 足 の 問

題 が あ り， それ を上 述 の 卒 業生 に 対す る イ ン タ ビ ュ
ー に よ っ て 補 っ た 。 し た

が っ て 本研究 で は
，

上 述 の 課題 を質問紙調査 の 結果 か ら ， 統計的に 検討 した う

え で 事例的 に 深め て い くこ とに す る 。

　　 　　　 　　　 　　　 表 1　 本 調 査 の 回答者の 属性

性　別 年 　 　齢 講 師歴
教職経験 年数

（講師歴除 く）

勤務経験校数

（現在校含 む）
担 任学年

20歳

代

1〜 5 年 目 lI1 枚 目 10

旨　　　　　　　 1

第　　 112

女

　
　

性

　 158

19 あ

り

6〜 7 年 目27
…

12 第　　 29

130
〜

34歳 33 8 〜 1 年 目 18

2枚 目 39

第　　 322

35〜

39歳

11〜 15年目 313 枚 目 36 第　　 416

3 男
　

　

性

40

な

し

6716 〜 20年 目 16 第　　 515

40歳

以上 16

1

21年 目以上 5

4 枚 目以 上

　 　 　 　 1

13

第　　 624
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　教 師は 「授業」 を どの よ うな もの と して 認識 して い る の か 。 こ こ で は 質問紙

調査 の 結 果 を も とに ，（1）理念 レ ベ ル と  実態 レ ベ ル との 差異 に 着 目 して ， 教師

の 授業 認識 の 特 質 を み て い く。 調査 に 用 い た質問項 目は ， 表 2 に 示 した30種60

項 目で ある 。 また ， 回答者が授業を 具体的に イ メ
ー ジ しや すい よ うに

， 理 系的

科 目を 代表す る もの と して 算数 ， 文系的科 目を代表す る もの として 社会の 2教

科を 設定 した 。 選択肢は 「全 く違 う」 「少 し違 う」 「ま あそ うだ」 「全 くそ うだ」

の 四 つ と し ， デ
ー

タ 処 理 の 便宜上 ， 順に 1〜 4 点を 配す る こ とに よ っ て 平均得

点等を 算出 した 。 そ し て
，
こ うした 平均値を もとに 理 念 と実態 との 差 の 検定 （t

検定 ：両側） を行 っ た （表 3参照）。

（1） 教師 の 授業理念認識の 多様性

　教師は
， どの よ うな 「理想の 授業」 像を抱い て 授業 に 臨ん で い る の で あろ う

か 。

　 まず ， 理 念 レ ベ ル に お け る 回答 の 散 らば りをみ て い こ う。 標 準偏差 （SD ）

は ， どの 項 目も0．5を 越え て お り ， 同 じ教科で あ っ て も ， 教師が理 想 とす る授業

の あ り方 は教師間で 多様 で あ る こ とがわ か る。 そ の 多様性 は ， 執 務態度 〔項 目

  「授業 の チ ャ イ ム が 鳴 り終わ る まで に は 必ず 教室 に 着 い て い る よ うに す べ き

で あ る 」 （算O．867
，社0．868）〕や授業 内容 〔同   「学習指導要領を か な り意識す

べ きで あ る」 （算0。814，社 0．815）， 同  「どの 子 ど もに も同 じ内容で 教え るべ き

で あ る」 （算0．809）， 同   「何か の 本 や話か らの 受 け売 りで 授業 を す べ きで な

い 」 （社 O．846）〕， 授業 方法 〔同  「子 ど もの 学 習進 度 に 応 じた 個 別 学 習 や グ

ル ー プ学 習をすべ きで ある」 （算0．812， 社0．802）〕 な どに お い て
一

層 ， 顕 著で

ある 。
こ の こ とは ，

「理 想の 授 業」像が 一
様な もの と して 教師間で 共有 され て お

らず ，
こ うした 事柄に つ い て 同一

歩調 を とる こ との 困難性が示 され て い る。

　た だ し ，年齢 との ク ロ ス 分析か ら，年齢 が低 い ほ ど理念 を 高 く掲げ ，逆 に 年

齢 が 増す に つ れ て 中庸 の 水準 に 落 ち着 い て くる 傾 向が見 い だ せ る （12項 目が 10

％有意）。
つ ま り ， 各 々 が こ れ ま で の 自己経験に よ っ て 形成 して きた 価値観が

各 々 の 授業指 針 とな っ て
， それ ぞれの 「理想の 授業」 が追及 され ， や が て

一
定

の レ ベ ル に 収 束 され て い くと考え られ る 。

　 もち ろ ん ，

一
定程度 ， そ こ に は 年齢を超え た 共 通性が 見 られ る。 算数 ・社 会

の 各教科に お け る理念 レ ベ ル の 各調査項 目に 対す る 回答の 平均値 と標準偏差を

もとに
， まず ， 回 答者 に 共通 （SD＜ 0．7） に 示 され た 肯定 的傾 向 （得 点 3 以上 ）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 教師 の 授業認識に 基づ く授業経営 の 個業性 と協業性

　　　　　　　　　　　　　表 2　 教師 の 授業 認識 に お け る理念 と実態一
質問項 目表

区 教師 の 授業 に 対す る考 え に つ い 教師 の 行 っ て い る授業 に っ い て

分
状　 況 　 ・　 条　件　設　定

て （授業理 念認識） （授業実態認識 ）

  自分 の つ く っ た プ リ ン トを た く さん 配 るべ き で あ る た く さん 配 っ て い る

授
  市販 の副教材 を よ く使 うべ きで あ る よ く使 っ て い る

業   学 習 指 導 要 領 を か な り意識 す べ き で あ る か な り意識 して い る

準

備
  上級学校 の 入試を か な り意識 す べ き で あ る か な り意識して い る

段   単 元 間 の 関 係 を よ く踏 ま え る べ きで あ る よ く踏 ま え て い る

階
に

  他教科 の 内容 と の 関連 を か な り意 識 した 授 業 構 成 を と る か な り意 識 した 授 業 構 成 を と っ て

関 べ き で あ る い る

わ

る   自分 な りの 教材解釈 を か な り行 うべ きで あ る か な り行 っ て い る

事   どの 子 ど も に も同 じ内容 で 教 え る べ き で あ る 教 え て い る

項
  ど の 子 ど もに も同 じ方 法 で 学習 さ せ る べ き で あ る 学習 さ せ て い る

  何 か の 本や 話か らの 受 け売 りで 授業を す べ きで は な い 授業を し て い る と こ ろ が あ る

  板書 す る 量 は か な り多くあ る べ き で あ る か な り多 い

  f ど も た ち が 既 に 知 っ て い る あ ま り す べ きで な い あ ま り し な い

知識 の確認 の た めだ けの 発問 は

授
  授業 の チ ャ イム が 鳴 り終 わ る 必 ず教室 に 着 い て い る よ う に す 必 ず教 室 に 着 い て い る よ う に し て

業 ま で に は べ きで あ る い る

実
施

  授 業 方 法 ・
ス タ イ ル は 自分 な りの 丁 夫 を す べ きで あ る 自分 な りの 工 夫を して い る

段   子 ど も を 授業中 よ く ほ め る べ き で あ る よ くほ め て い る

階
に

  子 ど もが ざわ っ い た と き は よ く叱 る べ き で あ る よ く叱 っ て い る

関
わ

る

  定期 テ ス ト前 に は子 ど もの テ

　 ス トの得点 を上 げ る た め に

出題内容 を か な り意識 した 授 業

を行 う べ きで あ る

出題 内容 をか な り意 識 した 授 業 を

行 っ て い る

事   子 ど もが 嫌 が っ て も 大事 だ と 思 うこ と は 必ず教 え る 大事だ と思 う こ と は 必 ず教 え て い

項
べ き で あ る る

  「手抜 き1 の 授業 は な くす べ き で あ る ほ とん ど な い

  子 ど も の 学習進度 に 応 じた 個別学習や グ ル ープ 学習 を す べ 個別学習 や グ ル ープ 学習 を す る こ

きで あ る と が よ くある

  授業 の や り方 は，年 々 う ま くな っ て い る べ き で あ る うま くな っ て い る と思 う

授
  自分 の 授業の 進 め 方 に つ い て 後 で検討 す る べ きで あ る 後 で 検討 す る こ と が よ くあ る

業   ど の 子 ど も に も同 じ水準 まで 学習 さ せ る べ きで あ る 学習 させ て い る

後
の

反

  結局 は受験 の た め の 授業を

  授業記録 を

か な りす べ きで あ る

採 る べ きで あ る

か な り し て い る

採 る こ とが よ く あ る

省
段

  他 の 先 生 に 自分 の 授 業 を 進 ん で 観 て も ら うべ き で あ る 進 ん で 観 て も ら う こ とが よ くあ る

階
に

関

  子 ど もに 授業 の 感想や 授業 へ

　 の 要望 を

求 め る べ き で あ る 求 め る こ とが 多い

わ

る

事

  授業終了 時や 単 元 終了 時 に は

  自作 の 教材や 指導案 の 整理 ・
確認 テ ス トをすべ き で あ る

行 き届 い て い る べ き で あ る

確認 テ ス トをす る こ とが よ くあ る

行き届 い て い る

項 管 理 が

  子 ど もの 個人別 カ ル テ を よ く整 備 し て い る べ き で あ る よ く整備 して い る
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表 3 教師の 授業認識 における理念 と実態

算 数 社
ム

広

調

査 （1〕理念 レ ベ ノレ （2）実態 レ ベ ル 差　の 〔1鯉 念 レ ベ ノレ （2）実態 レ ベ ル 差　の

項 検　定 検　定

目 平均値 S　 D 平均値 S　 D （t） 平均値 S 　 D 平均値 S　 D （t）

  2．550 ．6942 ．730 ．7610 ．052 ．570 ．7222 ．450 ．6630 ．17

  1．910 ．5822 ．250 ，7810 ，001 ．840 ，6071 ．950 ．7200 ．17

  2．380 ，8142 ，190 。8670 ，012 ，260 ，8152 ．120 ．7560 ，06

  1．690 ，7191 ．550 ．6970 ．031 ．650 ，6991 ．43O ．5950 ，00

  3．520 ，6162 ，850 ，6840 ．003 ，430 ．63D2 ．680 ．7620 ，00

  2．580 ．6502 ，320 ．694
　　　　　10 ，002 ，800 ，5632 ．・460 ．6850 ．00

  2．640 ，7352 ，730 ．66引 0，262 ，77O ，7282 ．730 ，5950 ．54

  2．450 ．8092 ，75 　　　　　「0．7710 ．OD2 ．640 ．7572 ．99O ．6760 ．00

  1．830 ．5742 ，380 ．7851
　　　　　 10

，0D2 ．150 ．68D2 ．860 ．7630 ．00

  2．600 ．8122 ，410 ，〔弼8i0 ，122 ，570 ，8022 ．51O ．6790 ．60

  2．030 ．6432 ，370 ，685 ．
　　　　　10 ，002 ．070 ，6232 ．35O ．7110 ．00

  2．190 ．7682 ，19 ・．餡21，002 ，270 ，7712 ．22O ．6330 ．48

  2．910 ．8672 ．340 ．900：0．002 ．910 ．8682 ．33O ．8860 ．00

  3．560 ，5583 ，020 ．5801
　　　　　…

0，003 ．610 ，5312 ．970 ．6060 ．00

  3．440 。6122 ，790 ．62810 ，003 ，460 ，6132 ．800 ，6560 ．00

  2．210 ．7532 ，740 ，6690 ．002 ，180 ，7432 ．680 ，6570 ．00

  1．870 ．6742 ，030 ．7560 ．011 ．880 ，7002 ．04O ，7630 ．01

  3．350 ．6993 ．260 ．6550 ．143 ．18O ．7753 ．12O ．7160 ．33

  3．430 ．6772 ，420 ．7770 ，003 ．430 ．6772 ．29O ．7390 ．00

  3，170 ．7432 ，740 ．7890 ，002 ，840 ．8462 ．26O ．7320 ．00

  3．210 ．6312 ．650 ．6150 ．003 ．210 ．6312 ．53O ．6150 ．00

  3．480 ．5622 ，670 ．6271　　　　　．0．003 ．500 ．5432 ．630 ．6200 ．00

  2，690 ．7302 ，46
　　　　　ト
0．6790 ，002 ．690 ，7152 ．650 ．7250 ．54

  1．540 ．6331 ．360 ．5630 ，011 ，510 ，6341 ．320 ，5310 ．00

  2．890 ．7051 ．870 ．7720 ．002 ．910 ．6931 ．840 ，7730 ．00

  3．160 ．6561 ，930 ．8070 ．003 ．130 ．6711 ．82O ．7500 ．00

  2，940 ．6592 ，160 ．85010 ，003 ．000 ，6292 ．15O ．8330 ．00

  3，310 ．6513 ，240 ．71810 ，211 3，090 ，7372 ．78O ，9150 ．00

  3．270 ．6542 ，180 ．7500 ，003 ，310 ，6512 ．08O ，7170 ．00

  3，270 ．7842 ，120 ．82010 ，DO3 ，080 ，7991 ．85O ．7410 ，00
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と否定的傾向 （得点 2 以下）を 読み 取 っ て い こ う。 授業方法 ・ス タ イ ル に 自分

な りの 工 夫を し （項 目  ）， 授業後に は 授業の 進め 方を検討 し （同   ） とい っ た

事柄に つ い て は
， 両 教科 と も特に 肯定的傾向が 強い （SDが 0．6未満 で 得点3．4以

上 ）。 単 元間 の 関係を よ くふ ま え （同  ），授 業 中 に は 子 ど もを よ くほ め （同

  ），
「手抜 き」 の 授業 を 行わ ず （同  ） とい っ た 事柄 に つ い て も，比較 的 ，肯

定 的傾 向が見 られ る （SDがO．68未満で 得点3．4以上 ）。 逆に
， 受験の た め の 授業

（同  ）や ， 入 試 を意識 した り （同   ），定期 テ ス トの 出題 内容 を意識 した 授業

（同   ）， あ るい は 市販の 副教材を用 い た り （同  ）， 同 じ方法で 教えた り （同

  ） す る こ とに は か な り否定的傾 向が 示 され て い る 。

　た だ
，

こ うした 共通 の 認識を示 しつ つ も ， 教 師間に は
， その 肯定 ない し否定

の 度 合 い に 差 異が 見 られ る の で あ る 。

　 さ らに 教科 間 の 差異 に つ い て 見 て い くな らば ， 社 会科 の ほ うが 算 数 科 よ り

も ， 上述 の 質問項 目  （3％有意） や ， 子 どもに 授業 の 感想や 要望 を求め た り

（同  ： 5 ％有意）， 自作教材や 指 導案等の 情報管理 を行 き届 か せ る （同  ：同

左）傾向が強 く ， 学習指導要領 （同  ： 1％有意）や 入試 （同   ： 3 ％有意）

を 意識す る こ とに 対 し て 否 定的傾 向が よ り強い 。 他方 ， 算数科は
， 子 どもの 学

習意欲 よ りも教 え る こ とが優 先 され （同  ）， 項 目    や 同   と い っ た 個 別 化

教育 へ の 指 向が 強 く （1 ％ 有 意 ），他 教 科 との 関連 を ふ ま え た り （同  ：同

左）， 教材解釈を工 夫 し （同  ： 3％有意）， 同 じ内容 ・方法 で 教え る （同  

  ： 1％有意） こ とへ の 否定的傾向が よ り強い
。

こ うした 結果は ， 教科に よ っ

て も 「理 想 の 授業」 像 が 異 な る こ とを 示 し て お り，理 念 と し て は ，教 え る こ と

の 個業性 が社会科の 授業に ， 学ばせ るた め の 個別 性が算数科の 授業に
一

層 ， 顕

著に 示 され て い る とと らえ られ る。

（2） 教師の 授業実態認識 の 多様性

　で は ， 各教師 は ， そ うした理 念認識を も っ て ， 実際に は い か な る授業の 展開

を して い る の で あろ うか
。 理念 と同様に

， 実態 レ ベ ル に お ける 回答の 散 らば り

を まず見 て み よ う。

　 こ こ で も，各項 目の 標 準偏 差 は すべ て 0．5を上 回 っ て お り，同一 教科 で も，実

際 に 展 開 され て い る授 業 の あ り方が 教 師間で 多様に 認識 され て い る こ とが わ か

る 。 すなわ ち ，
こ こ で も実際的な授業の あ り方が教師間で 共有 されて お らず ，

各教師の 自主的 ・自律的 な展 開に 大部分ゆだね られ て い る こ とを示 して い る の
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で ある
。

さ らに
， 標 準偏差 が 高 い （0．8以上 ）の は ， 社 会 の 授業終了時や 単元 終

了時 の 確認 テ ス トの 実 施 （項 目  ：0．915）， 授業 の チ ャ イ ム が 鳴 り終わ る まで

に 教室 へ 到 着 （同  ：算O．900， 社0．886）， 算数 の 学 習指導要領 を 意識す うこ と

（同   ：O．867）， 子 どもに 授業 の 感想 や要 望 を求め る こ と （同  ：算0．850， 社

0．833）， 子 ど もの 算数の 個 人別 カ ル テ の 整備 （同  ：0．820）， 他の 先生 に 算数

の 授業 を観て もら うこ と （同  ：0．807）で あ り ， 各教師の 自主性 ・自律性 と裏

腹 に ，仕 事の 多忙 さの 中で 様々 に 時間的な 制約に さら され て い る 教 師の 姿 が 示

唆 され て い る 。

　で は ， 共通 した 「実際の 授業」 像 は どの よ うな もの で あろ うか 。 前項 と同様

に 肯定的傾向 と否定的傾 向を 読み 取 っ て い こ う。 算数の 場合 ， 理念 と同様に 項

目  ・  に は 肯 定的傾 向が 強い （得点3．0以上 ）。 項 目  に つ い て は ， 算数の 場

合 ， 得 点が 高 く肯定的傾向が 見い だせ るが
， 標準偏差 も高 く否定的実態 も少な

くな い こ とが示 され て い る 。 た だ 両教科 と も ， 理 念 と同様 ， 項 目    に は か な

り強 い 否定 的傾 向 （得点 L6 未満）が示 され て い る 。 また ， 授業記録を採 っ た り

（同  ），他 の 先 生に 授業を観て もら っ た り （同  ）， 子 どもの 社会科の 個人別

カ ル テ を整備 す る （同  ） こ と ，
つ ま り授業を客観的 に 分析す る こ とも得点か

らは 消極的傾向が見い だせ る （SD は 高い ）。
こ うした 結果 は

， 教 師個 人が 自ら

行い 判断す る事柄で しか 共通指向が な く ， 協働 へ の 契機が 失わ れ て い る こ とを

示唆 して い る 。

　次 に ， 教科 間 の 差異 に つ い て 見て い くな ら ば ，算 数 科 の ほ うが 社 会 科 よ り

も ， や は り項 目  や 同   に 肯定的傾 向が 強 く （ユ％有 意），他教科 と の 関連を 意

識す る こ と （項 目  ）， 同 じ内容 ・方法 ・水準 （同      ）に 対 して 否定的傾向

が 強 い （同左）。 社 会科で は ， 入 試を 意識 しな い （同  ） もの の
，

「手抜 き」 を

し （同   ）， 単元間の 関係を よ くふ ま えず （同  ）， 自作 プ リ ン トや 副教材 を活

用せ ず （同    ）， 個別学習や グル ー プ学習を行 わ ず （同  ）， 自作 の 教材や 指

導案 ・個人別 カ ル テ を 整備 せ ず （同  ： 5 ％有意 ，   ）， 他 の 先生に も授業を観

て も らわず （同   ： 3％有意）， 年 々
， 授業 の や り方 が うま くな っ て い な い （同

  ）傾 向が よ り強い とい え る （有意水準 を 示 し て い な い 項 目は ， 全 て 1 ％有

意）。
こ うした 結果 も ， 教科 に よ っ て 授業の 実態 に 差異 が あ る こ とを 示 して お

り，社 会科 の 授業 に は ， 個 業性 と表裏を な す放漫性の 問題が示 唆され て い る の

で あ る 。
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  　授業 に お け る理 念 と実態 との 乖離

　 で は
， 授業 に つ い て の 理 念認識 と実態認識 は

， どの 程度 ，
一 致 し て い るの で

あろ うカ  理 想的に は
， 両者 が 完全一

致 し ， 理想 と して 描 く授業が 実際に 展 開

され て い る こ とが 望 ま しい
。 しか し

， 種 々 の 制約か ら ， 理 想は 実際に お い て 妥

協を迫 られ る と考え られ る 。

　表 3に 示 した ， （1）理 念 レ ベ ル と  実態 レ ベ ル の 平 均値を
， 対応す る項 目ご と

に 見比べ て い くな らば ， 多 くの 項 目に お い て 理念 と実態 と の 間 に 差 異 が あ る

（5 ％水準で 47項 目に 有 意差），
つ ま り ， 理 念が さ し示 す レ ベ ル に 大方 の 実態が

達 して い ない こ とがわ か る 。 理 想通 りの 授業は ， ほ とん ど見 られ な い の が 実態

な の で あ る ． 各個 人別 に 見 て も ， 理 念 と実態 の 一
致率 （

一
致 した 項 目数 ÷ 全回

答項 目数 x100 ）が 5 割 を越 えた 者 は
， 35．7％に 過 ぎず ， 各回答者 の

一
致率の 平

均は 47．4％で しか な い
。 他 方 ，個人別 回 答の 逆飫率 （理念 と実態 の

一
方が 「肯

定」で 他 方 が 「否定」〔項 目10に つ い て は 両 者
一

致〕の 項 目数 ÷ 全 回 答項 目数 ×

100） は
， 平均32．7％に の ぼ っ て い る 。 しか し ， 図 1 に 示 した よ うに

， 年齢が高

ま るほ ど
一

致 率が 上 昇 し
， 逆転率が下 降す る傾 向が 見い だせ る 。

つ ま り ， 年齢

と と もに 経験が増 すに つ れ て
， 理 念に 近 い 授業 を実 際に 展開す る よ うに な る こ

とが うか が え るの で ある 。 た だ し ，年齢 の 高い 教師が 掲げ る理念は
， 選択肢で

い えば 2 か 3 が 大半 で あ り ， 実現可能性 を 斟酌 し て 気負い の な い 理念 設定 が う

か が える の で ある 。

　さて
，

こ の 理念 と実態 との 落差 は
， 領域 と して は 授業準備 段 階 （項 目  〜

（％

60
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20歳代 　　　30〜 34歳　　 35〜39歳 　　 40歳 以 上

　 図 1　 年齢 の 変化 に 応 じた授 業理 念 と実際
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  ） よ り も ， 授業実施 段階 （同  〜   ） と授業後の 反 省段階 （同  〜   ） に お

い て 顕 著で あ る 。 そ の 中で も ， 特 に 授 業後の 反省段 階に お け る 落差が 大 きい 。

す な わ ち ， 理 念に 反 し て
， 教材に お い て 「単元 間 の 関係」 を ふ ま え られ ず （同

  ），授業方法 と して は 「同 じ方 法 」 つ ま り
一

斉 教 育か ら脱 せ られ ず （同  

  ），
「自分な りの 工 夫」 も加 え られ ず （同   ），ほ め る よ りも叱 りが ち で あ り

（同     ）， 執務 態度 に お い て も時間厳守 （同  ） や 「手抜 き」 の 排除 （同  ）

が で きて い ない の で あ る 。
こ うした 不 本意な授業の 実態を改善 し よ うに も ， 必

要性 は 認 め つ つ も授業後の 客観的 な反 省材料た る授業記録 （同  ）や 他の 先生

に よ る 授業参観 （同  ），子 ど もか らの 感想や 要望 （同  ）を 実際に は 求 め ず ，

自己管理 と して も情報 管理 （同    ） が不 十分 な の で あ る． そ し て ，授 業の 進

め 方を あ とで 検討せ ず ， （同   ），授業 の や り方に あ ま り進歩 が見 られ な い （同

  ）事態 とな っ て い る。

　公教育 と して の
一

貫性 ・責任 を担保 す る た め に は ，

一 定の 基準に 準拠す る こ

とは も と よ り ， 学 校 と して の 組織的な 協働が 必要 条件 とな る 。 そ うした 協働 的

側面 は ， 授業の 経営過程 に お い て は 授業計画 と授 業評価に お い て 具体化 され る

べ き もの で あ る 。 各教師の 専門性 は ， そ の 協働的 な計 画 ・評価 に お い て 発揮さ

れ る と と もに
， 協働的成 果 を ふ ま え た 創意工 夫 と授業実 践に よ っ て 自律 的に 具

現され る もの で あ る 。 本調査結果 で も，理念 レ ベ ル に お い て は 各 人 の 専門性 ・

自律性 と相互 研鑽を 指 向す る傾 向が表れ て い た 。 しか し ， そ の 理 念 に 比 し て
，

実態 レ ベ ル で は 専門性 ・ 自律性の 根拠が脆弱 で
， それ も授業改善を 導 く評価 に

お い て
一

層弱 く， また 協働的指向も乏 し い
。 す な わ ち ， 授業 の 経営過程 が 自己

管理 の 不 十分な実施 中心 の 個業 に と どま り ， 協業 性が 大 き く損 なわ れ て し ま っ

て い る の で ある。

　 し た が っ て ， こ うした 授業過程 が い か な る経営体制 の もとに 位 置つ い て い る

か を ，次 に 詳 し く見て い く必要が あろ う。

3　授業 に 関す る 意思決定 の 分業 と協業

　す で に 見て きた よ うな教師 間 ・教師 自身の 様 々 な授業認識の もとで
， 学校 ・

学年全体 と し て の 統
一

性 の 確保 ， 教師 間 ，学級 間の 相互 の 調整 は い か に 図 られ

て い る の だ ろ うか 。

　表 4 は ， 授業に 関す る事項 が誰 に よ っ て 決定 されて い る の か を 尋ね た 結 果 で
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表 4　 授 業 に 関 す る 事項 の 決定 主体

年間 の

授業計画

副教材

の 選択

教 具 の

購 入

長期 休暇

の 課 題 内

容

定 期 テ ス

トの 問題

日常的 宿

題 の 内容

単 元 内容

の 構成

指導案

（週案）

の 内容

指導上 の

留意点

校　　長   ，  ％ 1．1％ 1．1％ 0．0％ 0．0％ 0，0％
　 　 　 …

0．0％ 30 ．0％
　 　 　 1

0，0％

教　　頭 1．2％ 1．1％ 0．O％ 0，  ％ 0．0％ 0．0％ 0．0％ O．D％   ．0％

教務 主 任 lL6 ％ O．0％ 0． ％ 0』％ 0．0％ 0．0％ 3．4％ 0．0％   ．0％

学年主任 0．0％ 1．1％ 0．0％ 0．O％ 0．O％
i
　   ，D％ 0．0％ 1．1％ D．0％

教科主任 3．5％ 0．0％ 17．0％ 0』 ％ 12 ％ o』 ％ 2．3％ 0．0％ 0．0％

職員会議 9．3％ 0』 ％ 2．3％ 1．1％ O．O％ （Lo％ 3．4％ 0．0％ 0．0％

学 年 会 47．7％ 87．1％ 36．4％ 87．  ％ 84．5％ 7，5％ 43．2％ 20．7％ 20，9％

教 科 会 7．O％ 1．1％ 39．8％ 0．0％ 0．0％ 0．O％ 0． ％ 1，1％ 1．2％

教師個人 12．8％ 6．5％ o，o％ 6．5％ 11．9％ 92，5％ 43．2％ 66．3％ 72．1％

そ の 他 L2 ％ L1 ％ 3．4％ 0．0％ 1．2％ 0． ％ 2−3％ 1．1％   ．  ％

決 め な い 5．8％ 1．1％ D．0％ 5 ，4％ 11．2％ 0．0％ 2．3％ 9−8％ 5．8％

ある 。 調査 票 で は
， 各 々 の 事項 に つ い て 「実質的に 決定す る 主 体」 を

一
つ だけ

選ぶ よ うに 求め た 。

　い ずれ の 事項 に つ い て も，校長 ， 教 頭 ， 教務主 任 に よ る決定 の 割合が きわ め

て 低 く，多 くの 事項は 学年会や 教 師個 人に よ っ て 決定 され て い る こ とが 認め ら

れ る 。 さ らに ，学年会決定 の 占め る割合に 比較 し て
， 学年主 任 に よ る 決定 が ほ

とん どない （2 項 目の み ） こ とも特徴的で ある 。 副教材 の 選択 ， 長期 休暇 の 課

題 内容 ， 定期テ ス トの 問題 に つ い て は
， 学年会に よ る決定 が い ずれ も全体の 80

％ を越 え ，指導案 （週案） の 内容や 指導上 の 留意点に つ い て は ， 教師個 人に よ

る決定が そ れ ぞれ66．3％ ，
72．1％と高い 割合を示 して い る の で ある 。

　なお ， 中学校 ・高校 の 教 師 の 場合 ，学年会 に 代わ っ て 教科会 に よ る 決定の 割
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合が きわ め て 高 く ， 教 科担任制 を採 る こ と とか か わ っ て ， 教科 の 位置づ けや 学

年 の 機能が 小学校 の それ ら とは 異な っ て い る こ とが 明 らか に な っ て い る
 

。
こ

うし た 意思決定 の 状 況か らい っ て
， 小学校 の 場 合 ， 授業の 計画や 評価 に か か わ

る 授業の 大枠ある い は 条件整備的側面を もつ 事項に つ い て は ，授業 の 基準性 の

確保の た め に 教師間 の 協働が要請され る結 果 ， 主 と し て 学年会 レ ベ ル で 決定 さ

れ る
。

ま た
， 授業 に 直接 か か わ る 個別 ・具体的な事項 に つ い て は ， 児童 と対面

する 教 師個人 に よ る決定傾 向の 強 い こ とを指摘 で きる 。 換言すれ ば ， 授業過程

は 大別 して ， 個業的傾 向を もつ 「実施 」 段 階 と協業的側面 を もつ 「計 画 」 「評

価」 の 各段 階か ら構 成 され て い る。 こ れ ら個業 と協業を 有機 的 に 結合 した 授業

過程 を 確立 す る に は ， 個業を 自己完結 した もの と して だ けで な く ， 学年組織 と

して の 統一 性 ・基準性を保障す る た め の 「分業」 と し て も ， 位置づ け る こ とが

必要で あろ う。

　 しか し ， 意思 決定 に 見 られ る授業 の 個業性 と協業性 は ， 必ず し も明確に 区分

され て い るわ け で は な い
。 例 え ぽ ， 単元 内容の 構成 に つ い て は ， 学年会に よ る

決定 と教 師個人 に よる決定 が 二 分 され て い る 。 ま た
， 教 師個 人に よる決 定が 多

数 で あ る 指導案 （週案） の 内容や 指導上 の 留意点 に つ い て も ， 学年会決定が 全

体の 約20％を 占め る 。 決定され る事項に よ っ て は ， そ の 主体が学年会 と教師個

人に 分岐 して い る の で あ る 。

　で は ，
これ らの 決定 の 違 い は何に よ る もの で あ ろ うか 。 また ， 決定の 違い が

教師 に い か な る 影響 を 与え て い る の だ ろ うか 。 授業に か か わ る 事項の 決定が ，

教師 の 個業 性 と協業性 の 関係を示 す
一

つ の 軸に な りうる こ とを ふ まえ る と き，

次 に 学年会 と教師個 人 とい う決定主体へ の 注 目が 必要 となる 。

4　学年会決定に み られ る授業経営 の 特質

（1） 学年会決定 と学年 の 状況

　図 2（AXB ）（C）は ， 授業に か か わ る事項の 決定主体 と教師 の 属す る学年の 状況 と

の ク ロ ス 集計を ま とめ た もの で ある 。
「先生 の 勤 務 され て い る学 校 に つ い て お

尋 ね しま す」 とい う質問20項 目の うち ，学年 に か か わ る 5項 目に つ い て ， それ

ぞれの 回答を ，
こ れ ま で と同様に 得点化 して 平均得点を 算出 し た 。

　5項 目の うち ， 「学年主 任か ら ， 自分の 授業に つ い て の 有益 な指導 ・助言 が
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［学年状況 の 質問項 目］
1．同 じ学年の 先生 と， 授業の 進め 方に つ い て 有意義な 話 をす る こ とが よ くあ る 。

2． 同 じ学年の 先生 との 人 間関係は
，

か な り うま くい っ て い るほ うだ。

3．学年 主任 か ら ， 自分の 授業 に つ い て の 有益 な指 導 ・助 言が よ くあ る 。

4．学年会 議 で は ， 授業の 内容 ・方 法 に つ い て の 有意義 な話 し合 い が よ くな され る。
5．授業 に 関す る 予算 に つ い て ， 学年で話 を す る こ とが よ くあ る。

1　　　　　　　　　　 2　　　　　　　　　　 3　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　 5

3。
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学年会決 定

　　　　　　　　　図 2

一一一 個 人決 定

授 業 に 関す る事項の 決定主体 と学年状況
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よ くあ る」，
「授業 に 関す る 予算 に つ い て

， 学年で 話を す る こ とが よ くあ る」 に

対 して は
，

い ず れ の 回答の 得点 も2，5未満 と低 く，学年主 任 や 学校予 算 の あ り

方 に 対 す る 教 師の 関心 や 評価が 相対的 に 低 い こ とが うか が え る 。 そ して ， どの

事項 の 決定に お い て も，学年会 に よ っ て 決定を行 う教 師は ， 個 人 で 決定す る教

師 よ りも学年の 状況 を よ り肯定的に と らえて い る の で あ る 。 そ れ は
，

「授業 の

進 め 方に つ い て の 有意 義な話」 や 「人間関係が うま くい っ て い る」 とい う同学

年 の 教師 間の イ ン フ ォ
ー マ ル な 関係 ， あ る い は 学 年会 で の 授業 に か か わ る 話 し

合い に 対す る 評価 に 表れ て い る
。

と りわ け ， 指導上 の 留意点 とい っ た レ ベ ル ま

で 学年会 に お い て 決 定 され て い る と と らえ る 教師 の 場合 は
， 学年会 で の 論議 へ

の 評価 が ， 個人決定 を行 っ て い る教 師 の そ れ と較べ て
，
0．721も高い

． な お ，
こ

れ ら平 均 得点 の 差に つ い て は ， （B）に お い て 2項 目で 10％水 準 ， （c）に お い て 2項

目で 3 ％水 準の 有意差が認め られ た 。

　 こ うした 差 異が生 じる点に 関 して ，イ ン タ ビ ュ

ー
調査に よれ ば

， （A ）〜 （c）の い

ずれ もが 平 均を 大 き く上 回 っ て い る 学校 に 勤 務 す る 教 師M は ，勤務校や 学年の

状況 に つ い て
，

「20歳代 や30歳代前半の 若い 教師 が 多 く，教 職 員 組 合 へ の 加 入

率 が きわ め て 高 い 。 また ， 校 内で の 研 究活 動が 盛 ん で あ り ， 教職員の ま とま り

が か な り強 い と思 う」 と述べ て
， 組 合活動 を基盤 と した 教師の 協働性 の 強 さを

組織 的決定の 理 由に あげ て い た 。
こ れ に 対 して ， も っ ぱ ら教師個 人 に よ っ て 諸

事項が決定 され て い る学年 の 場合 と し て
，
Y 教 師は ，

「どの 担任 も30歳代の 中

堅教師 で
， 勤務経験 もあ り 。 そ うして 培 っ て きた 自分 な りの 授 業 ス タ イ ル や課

題 を も っ て い る 。 だ か ら ， そ れ ぞれが 抱 え て い る課題に つ い て 学年会 で 相談 す

る こ とは あま りな く ， また それ ぞれ の 経験 や学級環境を 背景に し た 難 しい 課題

で あ るた め
， そ れ を持 ち 寄 っ て も解決の 収拾が つ か ず ， 勢い

， 悩 み つ つ も
一

人

で 取 り組む ほ か ない 。 学年会で は ， した が っ て 各担任 の 生活指導上 の 連絡や 情

報交換 が 中心 で ， 授業 に つ い て は 各担 任 の 判断 に ゆ だ ね られ て い る 」 と答 え て

い た
 

。
こ うした 報告 を合わ せ 考 え る と き ， 学年状況 の 違 い に よ る 意 思 決定 の

相違は
， 授業 の あ り方 が い わ ゆ る学 年教師 団の 人間関係 の み な らず ， 問題 解決

を 果た せ る だ け の 経 営体制 や ス タ ヅ フ を備 え て い るか とい っ た
， 学年会等の 運

営状況や 人 員構成 に よ っ て も規定 され る こ とを示唆 して い る と と らえ られ る 。

（2） 学年会決定 と教師 の 授業認識

学年会 レ ベ ル で 授業に 関す る 意思決定を 行 っ て い る教 師の 学年 状況に 対す る
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評価 は
， 全 体 と し て 肯定 的 で あ り ， 学年 に お け る フ ォ

ー マ ル あ る い は イ ソ

フ ォ
ー マ ル な関係状況 が ，学年会 に よ る 決 定 と関 連 し て い る こ とが 明 らか と

な っ た 。 で は ，授業事項 の 決定様 式 の 違 い は ，教 師 の 授 業 認 識 と い か に か か

わ っ て い るの だ ろ うか 。 と りわ け ， 学年会決定は ， 個人 決定 と較べ て ，そ の所

属教師の 授業認識の どん な特質 と結び つ い て い るの で あろ うか 。

　 図 3（A）（B ）（C）（D）は ，
「単元時間の 編成内容」に つ い て 学年会 と教師個人 の 決定主

体 ご とに
， 先に 見た 授業認識 の 平均 得点の 差を示 した もの で あ る 。

これ は
， 算

数 と社会 に 対す る理 念 レ ベ ル と実態 レ ベ ル の 認識に つ い て
， 学年会決定の 場合

の 得点か ら ， 個 人決定 の 場 合の 得点 を 減 じた 結果 を表 して い る 。
つ ま り， プ ラ

ス 傾向ほ ど ， 学年会決 定を して い る ほ うが ， 質問項 目に 対 して ， よ り肯定的で

ある こ とを意味す る 。

　 まず ， 理念 レ ベ ル に お い て は
， 学年会決定で は ， 質問項 目  「どの 子 どもに

も同 じ内容で 教え るべ き」 とい う考え に
， 社 会科に つ い て 肯定的で ある （5 ％

有意）。 さ らに
， 個人決定 に 比 し て

， 同   「市販 の 副教材 を よ く使 うべ き」 （算
・社 と も10％有意）， 同   「学 習指導要 領 をか な り意識すべ き」 （算の み 1％有

意）， 同  「入学試験 をか な り意識すべ き」 （算 ： 5 ％ ，社 ：10％有意） とい っ

た受験志向や 「公式」 知識志向が 弱い
。

　 また ， 実態 レ ベ ル に お い て も ， 学年会決定型が 質問項 目  で よ り高 く （社

会 ： 5 ％有意）， 彼 （彼女）らが 全体 と し て 教育内容 の 平等性か ら公教育を 強 く

意識 して い る こ とが 見 て 取 れ る 。 それ に 対 して
， 同   （算

・
社 と も 1％有意），

同  （算の み 10％有意），同  （算 ： 5 ％ ，社 ：10％有 意）に お い て 肯定傾 向が

弱 く ， 入 学試験や学 習指 導要領 に よ っ た 内容を あ ま り重視 して い な い こ とが う

か が わ れ る 。 た だ し
， 社会 科に お け る 同  ・  に つ い て は

， 理 念 レ ベ ル よ り強

い 傾向が 見 られ （3 ％有意 ）， 個 人決定型に 比 して ， 自分 な りの 教材 解釈や 児童

に 応 じた 柔軟な対応が か な り弱い こ とが 示 さ れ て い る 。 な お ，
こ う した 傾 向

は ，図 2 に 示 した 他 の 二 つ の 事項 の 決定 に つ い て も，ほ ぼ 同様 に 見 られ る。

　 こ れ らの 結果 は ，学 年会決定 を す る教 師 と個人決定 をす る 教師 の 問で
， 自ら

が依拠す る授業の あ り方に 違い を 見せ て い る こ と を 示 す もの と い え る 。 それ

は ， きわ め て 単純化す れ ば ， 次 の よ うに とらえられ よ う。 すなわ ち ， 学年会決

定の 場合 に お い て は
， 学年会 とい う場を ベ ー ス とし て 授業を展開す るた め に

，

授業 の 目標 に ，
い か に 学年 と して の 共通性 を もた せ る か に 主 眼を 置 く。 そ の 結

果 ， 自分 な りの 教材解釈や 子 ど もの 実情に 即 した 柔軟な対応が 弱 ま りが ち で あ
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教師 の 授業認識 に 基づ く授業経営 の 個業性 と鵬業性

る 。
これ に 対 して

， 個人決定の 場合に お い て は
， 自分 とし て の 授業を追求 しな

が らも，それ を補 う形 で ，学年会 を飛 び越 えて ，学 習指導要領や 中学校 の 入学

試 験 内容 に 基 づ い た 授業 を行 うこ とに もな っ て い る e 個人決定型 の 教 師 の 場合

は ，授業 の 確 か さを 自分 自身に 求め つ つ
， 「公」的に 裏打ち され た 内容に よ っ て

もい るの で ある 。 しか し ， 授業に 関す る専門組織 と して の 学年会 の 位置づ け は

弱 く ， ど こ まで 専門的に 堀 り下げて 公教 育 の 水 準を維持 ・向上 さ せ て い るか

は ， 大 き く， そ の 教 師個人 の 力量 に 左右 され る こ とに な り ， 放漫な授業に 陥る

危険を 内包 して い る と い わ ね ばな らな い 。

　学年会 で の 授業 に か か わ る意思決定は
， 同学年教師の 公式 ， 非公 式な 場 に お

け る 良好な 人間関係 ， 有意義な 指導 ・助 言や 学年 レ ベ ル の 会議を基礎 とし て な

され る 。 そ れ は ， 学年 と して の 統
一

性を 高め
， 公教育と して の 基準性を 確保す

る うえで 有効に 機能す る。 しか し他面 ， 教 師個人 と して の 独 自性 を弱め ，多様

な児童や授 業 内容 へ の 対応を不十分な もの と しか ね ない
。 と りわ け社会科の よ

うな 教材解釈 を要す る科 目の 場 合 ， そ の 不 十分さは 明確に 現れ る。 それゆ え ，

これ まで 明 らか に して きた学年会 の機 能 をふ まえ ，学 習主体 や教育 内容 の 多様

性を 前提 に した
， 教 師の 個業性 と協業性 の 構 造化を 進 め る こ とが 必要 とされ て

い る の で あ る 。

5　 総　括
一

学年会を中心 と し た 学校経営の 課題

　我 々 は ， ま ず教 師の 授業認識 に 見 られ る共通性 と差異性 を 分析 し よ うと した 。

そ の 結果 ， 教 師 の 授業 認識に 差異 が顕 著 で あ る こ とを 明 らか に し た 。 す なわ

ち ， 教師の 考 え る 「理 想 の 授業」 は ，教職経験 や指導教科 に 応 じて 様 々 に 模様

されて い る の で あ る 。 そ うした 「理想の 授業」像に 比 して ， 「実際の 授業」は年

若 い 教師 ほ ど 自らが設 定 した水準に 達 して い ない
。 そ の ギ ャ ッ プを 感 じなが ら

も ， 各々 が抱 え る種 々 の 現実的制約 の もとで 日々 の 授業 を展 開 して い る の で あ

る。 こ こ で
， 先 に 行 っ た 「職能成長過 程」 研 究に 基づ き rP型モ デ ル 」 で い え

ば ，ギ ャ ヅ プが 若 い 教 師を 職能成長 へ と導 き ， や が て は年長教師に 見 られ る よ

うな 理念 と実態 との
一

致に た ど り着 くもの と考え られ る 。 しか し
，
rM 型 モ デ

ル 」 で い えばX ギ ャ ッ プが諦念を導 き ， や は り年長 教 師に 見 られ る理念の 下降

を引 き起 こ し か ね ない
。 だ か ら こ そ ， ギ ャ ッ プ を い か に せ ばめ

， 授業 を い か に

高め て い くか が 問題 とな る 。 そ こ に 影を 投げか けて い るの は
， 授 業 の 評価が 自
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律的に もま た 他者 的に も不 十分に し か な さ れ て い な い こ と で ある 。 した が っ

て
， 学校経 営は

， 各 教師 の 授業評価の 不十分 さを組織化作用 を 通 じて 補完 し ，

公教 育 と し て の 水準を 維持 ・発展 させ る とい う課題を 担 う。

　そ こ で ， 我 々 は ， 授業事項 の 決定の あ り方を軸 とし て 学校 が そ の 課題を ど の

よ うに 果 た して い る か の 分析を 試 み た 。 そ の 結果 ，授業 を巡 る 協業 と個業 の 問

題 が 意思決定 に おけ る学年会 と教 師個 人 との 役割分担 と して 現れ て い る こ と を

明 らか に した 。 た だ し，そ の 役割分 担 の あ り方は 明確に 区分 され た もの で は な

い 。 学年会の 運営が 円滑で ある ほ うが学年会決定の 事項に 拡が りが見 られ ， 他

方 ， 授業認識か ら うか がわ れ る 自律性の 高い 教師の ほ うが個人決定 指向を強 く

示 した の で ある 。
しか も ， 授業に お い て

， 学年会決定型教師は 学年間の 共通性

確保 の 姿勢を示 し
， 個人決定型教 師 は 自律性 と と もに 学校外 の 「公」 的基準 へ

の 準拠姿勢を 示 して い る。 つ ま り ， 両 型 と も
一 定 の 準拠枠 を 有 し て 授業 を 展 開

して お り ， 公教育か らの 逸脱 は そ の 準拠枠の 確 か さに よ っ て 防がれ よ うと し て

い る ととらえ られ る 。

　で は
，

こ うした あ り方に よ っ て ， 公教育 と して の 水 準が発展 され うるで あろ

うか 。

　学年会 とそ の 所属教師 との 決定事項の 分担は
， 授業経営に お い て

， た しか に

学年 と して の 協業性 と学級担任教 師 と して の 個業 性 を 同 時に 担保 して い く経 営

戦略 と して 重要 な問題 で あ る 。 しか し ，そ こ で 担保 され る 協業 と個業 の 内実 は

両義的 な 方向を は ら ん で い る 。 そ れ らが 噛み 合えば授業経営に お け る基準性 と

自律性を 高め て い くが
， 両者 が 分断 されて し ま うな らば ， 協業性 が 授業 に お け

る 硬直性 を 招 き ， 個業 性 が授業 に お け る 「反省な き実践 」 を 生 み 出 しか ね な い

の で あ る 。 両者 を 噛み 合わ せ る に は ，
「理 想の 授業」像を 学年会 で 共有 し て い き

つ つ
， そ の 理 想に 向け た 授業 改善に 学年会 の 協働的 な 活動 と して 取 り組 ん で い

くこ とが 必 要 で あ る 。 こ うした 協業 に よ っ て ， 何 を ど こ ま で 学年 と し て 共通 化

し何 を 各学級担任 の 専門性 ・自律性に ゆ だ ね うる か を 明 ら か に して い くこ と

が
， 授業経営に お け る基本的な 課題で ある 。 多様 な個性を育 て よ うとす る な ら

ば ， 教師自身は
， 育 と うとす る個性を包括 し うる 「公共性」 と育て うる 「専門

性」 を 高め ，教 師個 々 の 不足 を 補 う 「協働」 に か か わ っ て い く責任を 担 い ，そ

の 責任 遂行 を助長 して い くと こ ろ に 学校経 営 の 課題 が ある 。

〔付記〕　 本論文 は ， 木岡
・榊原の 両 名で 企 画 し ， 統計処理 は榊原が担い

， 執筆に 際 して
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教師の 授業認識に 基づ く授業経営の個業性 と協業性

は ，両者 で 協議 した うえ で ， 1 ・2 ・5 を木 岡が ，3 ・4を榊原が そ れ ぞれ 分担 し
，

木岡が表記等の 全体の 調整を行 っ た 。

〔注〕

（1） 木岡
一

明 ・中村節男
・山本宗昭 「勤 務時間に おけ る指導活動 と運営 活 動 の 時間 的

　 比率 と問題点」， 新井郁男編著 r（学校 改善全集 4）充実 した 授業を つ くる時間割』，

　 第12章 ， ぎ ょ うせ い
， 1987年。

（2） 例えば ， 水越敏行 『授業評価研究入門』 明治図書，1982年 。 辰野千寿他編著 『（実

　 践教育心理学 3 ）授業 の 心理』 教育出版 ，1981年 。

  　た だ し，教育課程経営 の 視角か ら授業の 問題を扱 っ た もの は少な い なが ら もある 。

　 例え ば ，中留武昭 r学校経営の 改善戦略』 （第
一

法規 ， 1989年）に お い て は ，経営的

　 視点 か ら 「授業づ く り」 の 問題が 取 り上 げ られ て お り，示 唆に 富ん で い る 。

（4） 高野 桂
一

編著 『教育課程経営 の 理論 と実際』教育開発研究所 ．1989年 。

（5） 榊原禎宏 ・中村節男 ・廣井清秀 「教師の 授業認識 とそ の 規定要因」 京都教育 大学

　 教育経営研究会編 『現代学校研究論集』第 8巻 ，
1990年 ，参照 。

  　こ うした 学校や 学年の 実態に つ い て は ， 前谷康孝 「小学校に お け る 教 師 の 個 性（1）

　 一職能成長 と学年 との 関わ り
一

」 （京都教育大学教育経営研究会編 r現代学校研究論

　 集』第 8巻 ， 1990年） に お い て ，詳 し く論 じられて い る 。 参照 され た い
。
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