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東京都 に お け る人事考課制度 と教員給与 の 現時点

岩 月　 真也 （同志 社大 学大学院 ）

1 ，問題 意識

　本報告 は 、東京都 にお け る 人事考課 制度

と教員給与 とが い か な る し くみ で 連 結 され

て い る の か を探 ろ うとす る もの で あ る 。

　近 年 、 教師 の 働 き ぶ りを 評価す る 、
い わ

ゆる教員評価制度が 拡 大 して い る 。 さ ら に 、

い くつ か の 都道府県で は 、 教員評価制度 の

評価結果 に基 づ い て 給 与 を決定 しよ うとす

る し くみ をす で に導入 して い る 。

　教員評 価制 度は 2000 年に東京都で先行

実施 され 、現在、多くの 都道府 県で 実施 さ

れ て い る 。 教員評価 制度 に つ い て は 、協働

性 の 低下 の 可能性や 教師文化 の 展開 を抑 制

す る懸念が示 され 、能力や意 欲 の 向上 とい

う効果に つ い て も疑悶が呈 され て きた （堀

尾 ・浦野　2002 、勝野　2004 、藤 田　 2005 ）。

また 、 学校現場 レ ベ ル で の 教貴評価 制度 の

実態 に つ い て は 、 県 の 規 定通 りに評 価 がな

され て お らず 、 教師 の 成果 や業績だけで は

な く、教師た ち の 日 々 の プ m セ ス も加味 し

た評価 が な され て い た （岩 月　 2008 ）。

　 こ の よ うに教員評価 制度に つ い て は 様 々

に語 られ て きた けれ ど 、 教員評 価制度 が導

入 され 、 そ の 評価結果が い か な る し くみで

教師の 給与 へ と結び つ い て い る の か に つ い

て は 、 明瞭な像 を未 だ結 ん で い ない
。 今後 、

教員評価制度 に お け る評価 結果 が給与 へ 反

映す る し くみに つ い て議論 す る際 、 評価制

度 の み に焦 点を 当て る の で は 不 十 分で あ る 。

よ りよ い 制度を構築す る た め の 議 論 を展開

す る た め に は 、 現 に存在 す る教 員評価制度

と教員給 与 の 関連 を認識 す る こ と が重 要 で

あ る 。
これ が本 研 究 の 問題意識 で あ る 。

2 ．課 題 と方法

　本研 究 の 具体的 な課 題 は 、第
一

に 教員評

価 制度 の し くみ を把握す る 。 第二 に そ の 評

価結果が給与 へ 反映 され る し くみ を把握す

る 。 そ の うえで 、 第三 に評価結果 を給与 へ

反 映 させ る制度を促 し て い る思想 を捉 え る 。

　以上 の 課題 を次 の 方法 で 解 きた い 。 ま ず、

観 察す べ き制度 の 対象 は、他 の 道府県 に先

駆 けて 教員評価制度 の 評価結 果 を給 与 へ 反

映 させ た 東京都 と した 。 ま た 、 本研 究が意

図す る被評価者 は 、小 ・中学校 の 教諭に 限

定 し、管理職 や事務職 員 は含 まれて い な い 。

　 東京都 にお け る制度 の し くみ を把握す る

た め に、東京都 の 教職 員組合に 聞 き取 り調

査 を行 っ た。調 査時期 は 、 2008 年 7A か

ら 8 月、聞 き取 り調 査対象 は 、東京都 公 立

学校教職員組 合 と東 京都教職 員組合 の 2 つ

の 教職員 組合で あ る。なお 、本研 究 に 関わ

る資料収集 も同時 に 行 っ た 。

　 教職員組合 へ の ア ク セ ス 方法 は 、依頼文

を書 き直接お 顋 い した 。闘 き取 り調 査 で は 、

組合組織 、人事 考課制度の し くみ 、 給与制

度 の し くみ 、 組合 の 取 り組 み 等 の 項 目 に回

容 して もらっ た 。

3 ．人事考課 制度

　まず東京都 の 人事考課 制度 は 、 教師が 年

度当初 に 白己 目標 を設 定 し、年 度末 に そ の

自己 目標 に 基づ い て 業績評価 が行 われ る 。

こ の 業績評 価 の 第
一次評価 者 は校長 、最 終

評価者 は 区市町 村教 育委員 会教 育長 で あ る 。

業績 評価 は 学習指 導、生活指導 ・進路指導 、

学校 運営、特別活動 ・その 他 の 4 項 目に対
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し て 、そ れ ぞれ 能力 、情意 、実績の 3 要 素

が評価 され る。 第
一

次評 価 は 、 A 評価 （優

秀）、 B 評価 （良好）、　 C 評価 （も う
一

歩）、

D 評価 （奮 起 を期待） の 4 轂 階絶対評 価 と

な り 、 最終評価は 5〜1 の 5 段 階相対評価

とな る。評価結果 の 開示 に つ い て は 、第
一

次評価の 絶対評価 に 関 して の み 、希望者 に

対 して 開示 され るこ ととな っ て い る。

4 ．人 事 考課 制度 と教員給与の 連結部

　で は 、こ の 人事考課 と教師 の 給与 が どの

よ うに結 び つ い て い るの か。まず、 4 段階

絶 対評価 の 時 点 で D 評価 を とっ た者 は 、3

号昇 給 となる。標 準は 4 号昇給 で ある。ま

た 、 A 評価 と B 評価 の 教 師は 、 5 号昇給か

6 号昇給 に なる とい わ れ て い るが 、こ れ を

決 め る し くみ の 詳細 に つ い て は 、よ くわ か

らなか っ た 。 第
一

次評 価者 が 4 段 階絶対評

価を行 っ た後 、 何最終評価者が な ん らか の

方法 で 決 定 して い る よ うで あ る 。 こ の 点 に

つ い て教職 員組合側 は 、そ の し くみ の 公 表

を 要 求 して い るが 、 今もなお 明確な回 答は

な され て い ない 。

　 なお 、 2006 年度 以前 は第
一

次評価 者 が副

校長 、 第二 次評価者 が校長で あ り 、 絶対 評

価 は SABCD の 5 段階評価 で あ っ た 。こ

の 時点 で は 、 第
一

次評価者 と第二 次評 価者

が ともに C 評価 あ る い は D 評 価の 者は 3 ヶ

月 の 給 与延 伸 とな っ て い た。現在で は 、校

長
一

人が D 評価 を つ けれ ば 3 号昇 給 となる。

また、第
一

次評価 の 5 段 階絶 対評価 か ら 4

段 階絶対 評価 へ の 変化 に よっ て 、中間 の 評

価が な くな っ た 。

5 ．人事思想 の 変化

　教師 の 働 き ぶ りを評価 し 、 そ の 評価結果

を給与 へ と反 映 させ よ うとす る し くみ の 背

景に は 、い か な る思想 の 変化 が 存在 し て い

る の だ ろ うか 。それ は、勤続 年数 の 差 に よ

る給与 格 差 とい う思想か ら業 績 ・能力 の 差

に よ る給与格差 とい う思 想 へ の 変 化で あ っ

た 。 こ の 思想 の 変化 が教 員給与 の しくみ の

背後 に貫 かれ 、 現 時 点に 至 っ て い る。

　こ の 勤続年 数 の 差 に よ る給与格 差 とい う

考え方 か ら業績 ・能 力の 差 に よる給与格差

とい う考 え方 へ とい う思想 の 変 化 は、まこ

とに大 きな変化 で ある。あ る制度 が制度 た

りえ るた め に は 、当事者た ちの
一

応の 合意

を取 り付 け な けれ ば な らな い 。現時 点にお

い て 、
一

応 の 制 度た りえ て い る とすれ ば、

現場で働 く個 々 の 教師 た ちが業績 ・能 力 の

差に よる給与格 差 を実 は 是 とし て い る の か

も しれ な い 。 こ の 合意 の 程度 に つ い て は 、

今後 の 重 要 な課 題 とな ろ う。

6 ．お わ りに

　教 師の 給与 を決 定す る し くみ は 、 今後 も

変化 して い く と思わ れ る 。 そ こ で 、 ど の よ

うな し くみ にす る の か と い う制度構 築の 過

程にお い て 、 現場 の 教 師た ち の 声を反映 さ

せ る こ とは欠 か せ ない
。 合 意 なき制度 は安

定 した制度 た りえな い か らで あ る 。 だが 、

都教委 と都 教組間 におい て 、制 度構築に 関

す る協議 は 行われ て い ない の が現実 で あ っ

た 。

　 当 日の 報告 で は 、教員評 価制度 と教員給

与の 関連を よ り詳 細に検討 した い 。
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