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〈研 究奨 励 賞 の 部 〉　 受 賞 作 品

ア メ リカ に お け る個別学校の 裁量拡大 と

　　　　校内組織改編 に 関す る 一 考察
一

『教員 リ ー ダ ー 』の 位置 と役割に 着目 し て
一

　　　（『日本教育経営学会紀要第40号』1998年 ）

1　 自著紹介 筑 波大学 浜 田 博 文

　学 校裁 量 の 拡大 を もた らす 公 教育統治 機構 の 改 革 に よ っ て ， 学校 内部経 営 の

あ り方 は ど の よ う な変 容 を要請 さ れ ， 実 際 に そ の 変容 は ど の よ うな 態様 を み せ

る の か 。 過去 15年余 りの 問 に 先 進諸 国 で 進 行 し て き た 教 育改革 の 基本的趨 勢 を

捉 えた と き ，
こ れ は ， 学校経営の 実践 者 に と っ て も研究者 に と っ て も， 切 実 な

問い で あ る 。
こ こ 2 年ほ ど の 間に 学校経営改革が 急展開 をみ せ て きた 日本 に お

い て も， も は や 他 人事 で は な い
。 と りわ け校長 に と っ て は ， 拡 大 され る諸権 限

の 行 使 と ， 学校 内部 に お い て は た らか せ る べ き役 割機能 の 組織化 とを い か に う

ま く果 た し ， ア カ ウ ン タ ビ リテ ィ に 応 え て い くべ きか が 重要 な関心 事 とな っ て

い る 。

　 こ の よ うな問題 意 識 を基 礎 と して
， 積極 的 に SBM （Schoo1Based　Mana −

gement ， 学校 に 基 礎 を置 い た経 営） を導 入 して い る ア メ リ カ ・フ ロ リダ州 の

一
学 区 を対 象 と し ， 学 校裁 量 拡大施策 が 進行す る中で 生 み 出され つ つ あ る校 内

組織改編 の 動向を解明 し よ う と した の が 本論 文 で あ る 。 研 究作 業課題 は ， お よ

そ次 の よ うに 設定 さ れ た 。   同州 に お け る学校 裁量 拡大 関連施策 の 展 開経緯 と，

そ こ に お け る 学校 経 営 シ ス テ ム の 基 本構 造 の 把握 ，     で 把握 され た 学校経営

シ ス テ ム に お い て 校 長 に 要 請 さ れ て い る 役割 の 整 理 ，   「教 員 リ ー ダ ー

（Teacher 　Leader）」の 配 置 と い う具 体 的 動向 へ の 着 目 と ， そ の 組織 上 の 位 置

お よ び経 営上 の 役割 の 実態分 析 ，   学 校裁量 拡 大 に 対応 した校内組織改編 と い

う視 野 か らみ た 「教 員 リ
ー ダ ー

」配置 の 意 味 に つ い て の 総括 的考 察 。

　主要な研究方法 は
， 同州 に お け る SBM 施 策 の 導入 ・ 展 開 に 関連 す る第

一
次

文献 資料 の 収集 ・ 分析 と ， 現地 の 小 ・ 中 ・ 高等 学校 お よ び学 区教 育委 員会 に お

い て 実施 した イ ン タ ビ ュ
ー

調査 （校長 ， 教 員 リ
ー ダー

， 学区監督官対象） デー
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タの 分 析 に よ っ た 。 上掲   と   の 課題 に つ い て は文 献資料デ ー タ を ，   に つ い

て は イ ン タ ビ ュ
ー ・ デー タ を， それ ぞれ 中心 的に 用 い た 。 教員 リー ダー の 役割

実態 に つ い て は
， 対 象事例 と な っ た 各 学校別 に

， イ ン タ ビ ュ
ー ・ デー タ の 中か

らで き る だ け シ ン ボ リ ッ ク に 役割 実態 や 課題 状況 を示 して い る と思 わ れ る 内容

を浮 か び上 が らせ よ う と努め た 。

　結論 に お い て は まず， 教 員 リ
ー ダー

の 役割 実態 を次 の 二 点 と して 総 括 した 。

第
一

は ， 各教員 に 対 す る 教授能力 向上 の た め の 個別 的 支援 と
， 校 内で の 教 員研

修活動の 企 画 ・実施で
， 第二 は

， 教員間の 協働化 を進 め る核 とし て の 役割で あ

る 。 次 い で
，

こ の よ うな役割 を担 う 「非管理 職」 と して の 教 員 リ
ー ダー

の 配置

が 学校 レ ベ ル で 進 み つ つ あ る 背景 を ， 学校 裁 量拡大 の も と で の 校 長 の 役割 と責

任 とい う観点か ら考察 した 。 す な わ ち ， 教育 成果 の 確実な 向上 に 厳 し い 責任 を

課 せ られ た校長 に と っ て ， 校内に お け る教員 同士 の 助 言援助 的機 能の 組織 化 と

活 性化 は最重要課 題 と な っ て い る と い う こ とで あ る 。 また そ う した動 向 は ，

一

面 に お い て は公 教育 に お ける教 育専門職 統制 を強化 す る が
， その

一
方 ， 校 内教

員集団 の 問 に 階 層性 とい う官僚制 的性格 を もち込 む可 能性 も併 せ もつ 点 に 留 意

す べ きだ と述 べ た 。

　 本論 文 の 教育 経営研 究 と し て の 意 義 は
， 冒頭 で 示 し た学校経営 の 実践 と研 究

に と っ て の き わ め て 現 代的 な 課 題 に ， SBM 施 策が す で に 浸 透 し た 状 況 に あ る

米国 の 事例 を も とに
一

定の 見解 を提示 し た こ と に あ る と考 え る 。 しか し な が ら ，

本論文で と りあつ か う こ と の で きた 具体的 な課題 は ， な お 一
部分 に しか す ぎな

い o

　 米 国の SBM に お い て も 日本 で 今進 行 しつ つ あ る 学校 の 裁 量 拡大 施 策 に お い

て も， 個別 学校経営は 少 な くと も二 つ の 課題 に 対応 しな け れ ばな らな い と筆者

は 考 え て い る 。 す なわ ち ， 教 育委 員会 か ら校長 へ の 権 限委譲 に 伴 う教育 結果 貴

任 の 明確化 と ， 校 内 意 思 決 定 （形 成） の 共 同 化 で あ る （論 文 中の 注（1＞拙 稿 参

照）。 本論文が 主題 と し え た の は ， そ の うち 前者 の 課 題 に 対 す る学校 レ ベ ル の

対 応 で あ っ た 。 そ の キ
ー 概 念 で あ る 「ア カ ウ ン タ ビ リテ ィ 」が ，

こ の と こ ろ

「説 明責任 」 と い う用語 を も っ て 日本 に も浸 透 し ， 学校 経 営 の 実践課 題 と し て

の 「保 護者 ・地 域 へ の 説 明 」 に 関心 が 集 ま っ て い る 。 だ が 本 論文 の 結論 に 沿 っ

て ア カ ウ ン タ ビ リテ ィ の 明確化 に 伴 う学校経営の 実践課題 を考 え る な らば ， 教

育活 動 の 質 的改善 を継続的に 生 み 出す た め の 学校内部過程づ く りに ， まず も っ

て 高 い 関 心 が 注 が れ る べ き で あ ろ う。
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　残 さ れ た 後者の 課 題 に か か わ っ て ， そ の 後筆者 は対 象事 例 を広 げて 研 究 に 取

り組み ，

一
部 を論文 の か た ち に も し て い る 。 だ が ， 考 察 は未 だ 途上 に あ り， 今

後 さ らに 深 め て い き た い と考 えて い る 。

　な お
， 本論文 で 現地 調査 とい う研 究 方法 を採 る こ とが で きた の は ，

1996年 に

文部 省短 期在外研 究員 と し て 約半年間現 地 に 滞在 し， 学校関係者 との 関係 を築

くこ とが で き た こ と に よ る 。 だ が 課 題 を焦 点化 で きな か っ た 滞 米期 間 に は参 与

観察等の 機会 をつ くれ ず ， 帰 国後 に あ らた め て イ ン タ ビ ュ
ー 調 査 を実施 す る し

か なか っ た 。 筆者 の
一 方 的な依頼 に 快 く応 じて くだ さ っ た プ ロ ワ ー ド郡 学 区の

関係者 の 皆様 に ， 深 く感 謝 した い
。

2　 審査結果 の概要 広島大学 河 野 和 清

（1＞ 選考 ・ 審査 の 経過

　1998年度 の 厂日本教 育経営学会研究奨励 賞」が ， 浜田博文会 員 （筑波大学 ）

の 論文 「ア メ リカ に お け る個 別 学校の 裁量拡大 と構内組織改編 に 関す る
一

考察

『教員 リー ダー 』 の 位置 と役 割 に 注 目 し て 一 」 （『日本教 育 経営 学会紀 要』第40

号 ，
1998 年 ， pp ．68−81） に 対 して 授 与 さ れ た 。 本 「研 究奨 励 賞」 の 選 考 ・ 審 査

は ， 「『日本 教 育経 営 学 会褒 賞 制 度』選考内規」 （1996年 6 月 1 日施行） に 基 づ

い て 以 下 の 通 り行 わ れ た 。 先 ず ， 所 定 の 手続 に 従 っ て 募集が行 わ れ た と こ ろ ，

学会 奨励 賞 に 浜 田 博文会 員 （筑波 大学 ）の 1 名か ら応 募が あ っ た 。 推 薦者 は 小

島弘道 理 事 で あ る 。 こ れ を受 け て
， 佐竹 勝利会 員， 坂 本孝徳会 員 と私 が 審査 委

員 に 選 任 され ， 本論文 の 審査 に あた っ た 。 審査 は ， 応 募書類 を参 照 しつ つ
， 対

象論 文 に 対 して ，   「独創 性 」，   「論 理 の
一

貫性 」，   「理 解 の しや す さ」，

  「実証性 ・客観 性」，   「教育経営研 究 へ の 貢 献度 」，   「社会 的意義 」 の 6

つ の 観点か ら ， 5 段 階評 定 に よ っ て 行 わ れ た 。

（2） 審査結果の 概要

　審 査 は ， 上 述 の 6 つ の 観 点 ご と に 5 段 階評 定 で 行 わ れ た 。 3 名 の 審査 結果

（レ ン ジ 3 −15） は ， 次 の 通 りで あ る 。   「独 創性 」 14
，   厂論 理 の

一
貫 性 」 13，

  「理 解の しや す さ」 13，   「実証性 ・ 客観性」 13，   「教育 経 営研 究 へ の 貢

献度」14，   「社会 的意義」15。
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