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『「学校 の 自律性 」 と校長 の 新た な役割

一
ア メ リカの 学校経営改革に 学ぶ

一
』（

一
藝社 2007年）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 筑波大学 浜 田 博 文

1　 自著紹介

　「学校の 自主性 ・自律性の 確立 」 を標榜す る教育改 革の 進展 と と も に ， 組織

と して の 学校 の あ り方 を問 い 直 し
， 学校経営の 仕 組み を再構築 し よ う とす る施

策が進 め られ て き た 、、1998年 の 中教審答 申は ，
そ の 重要な エ ポ ッ ク を画 す る こ

と に な っ た 。 も ち ろん ， 行政改革 ・規制改革 の 流れ は す で に 1980年代 以 降続 い

て い た が
， 学校 絹織 お よび学校経営の あ り方 を具体 的な レ ベ ル で 大 き く問い 直

す 改革 は ， 長 い 間 な され て こ な か っ た e 職員 会議 の 法 制化 ，
「民間人 校長 」 の

登 用 ， 学校評議員の 制度 化 ， 地 域運 醤学校の 制度化 ， 主 幹教 諭等 の 制度化 ，

「学校組織 マ ネ ジ メ ン ト研修 」 の 展 開 ， そ して 学校評価 の 法 制化な どな ど ， わ

ずか 10年足 らずの 期 間 に ， 学校 経営 に 関係す る新 しい 仕組 み が 次 々 とつ くられ

て きた ， 学校経営の 実践 を と りま く諸条件 は 大 き く変化 しっ つ あ る 、， そ うし た

動 きの 中で ， 実践 ・研究 ・政策の い ずれ に お い て も焦 点の
一

つ と な っ て い る の

が校長 の 役割 で あ る 。 各学校 の ア カ ウ ン タ ビ リテ ィ に 対す る 眼差 しが 厳 し さ を

増 す 中で ，
い っ た い 校長が 果た す 役割 は ど うある べ き な の か ？

　本 書は ， 今 日の 日本 の 学校が 直面す る そ うした 課題 を解 決 す る た め の 手が か

りを得 るた め に 取 り組 ん だ研究 の 成 果で あ る。 具 体的 に は ，
198 年代 〜 1990年

代 の ア メ リ カ に お い て ， 「学 校 を 基礎 単 位 と し た 教 育 経 営 （School−Based

Management ：SBM ）」施 策 の 展 開 を受 け て ， 校 長 に い か な る 新 た な役 割が 要

請 され る こ と に な っ た の か を明 らか に す る こ とを通 じて ， 「学 校 の 自律性」 確

立 に お い て 必 要 と され る校長 の 役割 を解 明す る こ とを 目的 とし た 。

　 こ の 研究 をデ ザ イ ン す る こ と に な っ た 直接 的な き っ か け は ， 1996年 に 半年 間，

ア メ リカ で の在 外研 究の 機会 を 与えて い た だ い た こ とだ っ た 。 筆者は ， す で に

そ の 7 〜 8 年前の 時点で
， 大学 院の 研究 室に よ る共 同研究 の

一
環 として ア メ リ
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カの 校長職 に つ い て の 研究 を手が けた こ とが あ っ た 。本紀要第 31号 （1989年 ）

に もそ の
一 端 は掲載 され て い る の だ が ， その 時 点 で は ， 本書 の よ うな研究 に ま

で の 見 通 しは皆無 だ っ た 。 本書の 第 2 部第 4 章で 詳述して い る よ うに ，
1996年

前後の 時期 は ， 各学 区 ・学 校 レ ベ ル に お い て ， ア カ ウ ン タ ビ リテ ィ
・シ ス テ ム

の 再構 築 とそれ に伴 う学校組織 ・経営実践 の 改革 に 対す る取 り組み の 真 っ 最 中

で あ っ た 。 変化の 全体像 を ト分 に 掴む こ とが で きない 中で ， 「学校 の 自律性」

確立 へ 向けて 学校が 変わ ろ う と し て い る気 配 を
， 筆者 は 現地大 学院で の 授業聴

講 や， 受講生 との 議論 ， 管 理職研修 へ の 参加 な どに よ っ て 感じ取 る こ とが で き

た の だ っ た 。

　連邦 レ ベ ル の 教育改革 ， 州 に よる教育改革 ， 学区 レ ベ ル で の 施 策 ， そ し て 個

別 学校 内部 に お け る組織の 動 き 。 さ らに ， それ らをつ な ぐ時間の 流れ と教 育経

営シ ス テ ム 全体 の 変化 。
い っ た い ， そ れ らが どの よ うな っ な が りを もち なが ら

動 い て い るの か ？学校経 営の 実践 者レ ベ ル で 考 え ， 取 り組ん で い る限前 の こ の

動 きは ， は た して どの よ うな全 体像 の 中で 生 み 出 され て い る の か ？そ し て そ れ

らは ， ど こ へ 向か お うと し て い るの か ？一
っ ま り ，

「SBM に よ る制度 変化 は 学

校経営 に 何 を もた らし ， 校長 に どの よ うな役割 を求 め る こ とに な るの か ？」 と

い う問い 。 それ らは ， 在 外研究か ら帰国 し た後 に ，
「学校 の 自主性 ・自律性 の

確立 」を掲 げて 進み 始 め た 凵本の 教 育改 革の 現 実や それ を め ぐっ て 交わ さ れ る

諸議論に 触れ るた び に 大 き くな っ て い っ た 。

　 SBM を 対 象 と す る 日米 の 先 行 研究 で は ， 地 方 学 区 ・学校 間お よび 校 長 ・教

員 ・親の 間の 権 限 ・統制 関係 や， 教授 ・学習の 質 的向 Eに 対す る効果 の 有無等

が 明 らか に され ， 校長役割 の 重要性 と そ の 力量の あ り方は 数多 く議論 され て い

た 。 し か し
，
SBM の 導 入 ・ 展 開に 対応 し て 学校経 営が ど う変化 し

， 校 長 に ど

の よ うな新 たな役 割が 求め られ た の か と い う視角 で は 1”分な 考察が 行 われ て い

なか っ た 。 そ う確信 しっ っ も ， 前掲 の 問 い に 向 き合い
， 疑問 を解 き明か そ うと

す れ ばす る ほ ど， 追 究 す べ き対 象 の 範囲 は 広 が ら ざ る を得 な か っ た 。 SBM の

萌 芽を確か め る た め に は ， 1960年代 に ま で 立 ち戻 らな け れ ば な らず ， そ の 作 業

を した こ と に よ っ て ， その 展開過程をア メ リカ教 育改 革の 進展 と重ね 合わ せ る

こ とが 可能 に な っ た 。 事例州 で ある フ ロ リダ州の 施策 を対象化 す る過 程で は ，

ケ ン タ ッ キ ー 州な ど他 の 州 の 施 策 に つ い て も調査 を進 め ， そ の こ とに よ っ て 全

米動 向に お ける 位置 も確か な もの に な っ た 。 また ， 校長の 役割を 把握す る に し

て も ， 研究者 に よ る議 論だ け で は な く， 学校管理 職 の い くつ か の 専門団体 に よ
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