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学校 に お い て 習得 させ る べ き

知識 内容 に つ い て の 調査研究
一 一 学 力 調 査 か ら

一

木　原　健 太 郎

1． 知識 ・学力 ・学力調査

　教育社会学 の
一

つ の 課題領域 と して ， 学 校 と外社会の 関係の 究明が あ げ られ る。

こ の 課題領域 に お い て は い ろ い ろ な ア プ ロ　一一チ の 仕方が ある が ， た とえ ぽ一
つ の ミ

ク μ な対象把握 と し て 「知識」 が ある こ とは ， 何人 も否定で きな い
。 「知識」 は ， マ

ヅ ク ス ・シ ェ ラ ー （Max　Scheller）の 「イ デオ ロ ギ ー と ユ ー トピ ァ 」　（Ideologie

und 　Ut 。pie ， 1929） もしくはそ の 前の 「科学 と社 会」 （Die　Wissenschaft　und 　die

Gesellschaft， 1926）以来大間題 で あ っ た 。 教育社 会学 の 母胎 の
一

つ に 社会学 が あ っ

た こ とは 周知 の 事実 で あ るが ，教育社 会学 が プ ラ グ マ テ ィ ッ ク な経 験的事実を フ オ ロ

ーする方 向に み ず か らの 機軸を転換 した り， 逆に 教育運動論 に 異 な っ た 関心 を示す に

及ん で ，学校の 側に お い て ，学校 と外社会の 接点に ある 厂知識」 の 習得様式に つ い て

分析する こ との 意味が しば しぽ見失わ れ が ち で あ っ た こ とは否 定で きない
。

　 「知識」を ， も っ と も平俗 なか た ちに 噛み み くだ くと ， それ は 「知 っ て い る こ と」，

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 い

もし くは 「知 っ て い る もの 」 の 謂 い で ある 。 こ の 種の 知 っ て い る 「こ と」 も し く は

「もの 」 に つ い て ， 教育社会学 の 隣接領域に ある 厂哲学」 は あま りに も 思 弁 的 で あ

り， 教育学は あ ま りに も これ を 軽蔑 しす ぎて ぎた き らい が な い わ け で は な い
。 と くに

教育学 に あ っ て は 厂物 」を知 っ て い る と い うこ と よ りも 「知 り方」 の 方が た い せ つ で

ある とい う風に考 える人が多 く， か え っ て ， 個 々 の 知 っ て い る 厂こ と」 や 「もの 」 の

適否 に つ い て の 正 確な判断を忌避 し て ぎた ぎらい が ある 。 その 結果 ， 今 日ま で の 少な

か らぬ教育方法 の 專攻領 域に お い て は ， 小学 校に お い て現在 用 い られ て い る教 材の 適

否 に つ い て判断 と指示を 与え る こ とがで ぎて も ， 中学校か ら高校 の 教 材に つ い て は ，

時 と し て 明確 な判断 を得 ない 場 合 が あ っ た 。

　筆者は ， ぎわ め て 不完 全で は あ っ たけ れ ども ， 1964年に ある研究 物を上梓 した （「教

育の 可 能性」， 明治図書）。 当時 「学 力テ ス ト」 は 係争 の 最中に あ っ た が ， 学力 テ ス
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　　　　　　 サ　　　サ　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ト，もし くは 学力検査 ， 学力調査は ， 用 い 方い か ん に よ っ て は ， 学校 と して の 知識習

得の レ ベ ル を客観的に 測定す る 目安に な る の では あ る ま い か と 考 え た 。 また ， も し
コ
　　
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　ロ

学校に お げ る 最終到達 目標 と ， それ へ の近接値が測 り得るな らば ， それ に よ っ て社 会
　　　　　　　　　　　　　 ■　　　　　　　　　　　■　　　ロ
とそ の 中に 包み こ ま れて い る学校の 関係が 明確に な るの で は あ るま い か と も 予想 し

た 。 こ うした考 え と， それ に も とつ く試行は ， 全 国学力調査が政治的な問題 に な り，

か つ 教育運動 の 渦中に 没す るに 及 ん で ほ と ん ど省み られ る こ とがな くな っ た 。 しか し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　
なが ら ， 1973年の 声を 聞 くと ともに ， 学校に お け る知識習得を 助長する シ ス テ ム がは

　 　 　
ロ
　　サ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 リ　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 こ オE

た し て 社会の 要望 ， 児童生徒本 人 自身 の願 い ， 親の 期待に応え てい る か ど うか が ， 厳

し くチ ェ ッ ク され る よ うに な る 。 それが 「学習到達度」 調査へ の 志向で あ る 。

　 「学習到達度」 とい う表現に は ， あ る種 の あい まい さが あ る 。 すで に 時効 に な っ て

い るか らあえて 言 うの で あるが ， それを 「学力」 と称 して も本質的に は ， さ した る違

い は ない 。 もっ とも 「到達度」 の 「度」 に つ い て い うと，た とえば寒暖計の よ うに は

信頼性 も妥当性 もも っ た もの で は ，今の とこ ろ ，あ り得な い
。 もと も と 「は か り」 は

教育関係の 学問で は 禁忌 され る 場合さ え あ っ た
。

だ か ら， 「学力」 の 概念規定も百家

斉放に な る 。 こ うし て ， 「学習到達度」 も， 「学力」 も，と もに きわめ て不 安定な ，

操作的な概念規定で ある に とどま る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　ロ
　 「知識」 の 存在理 由は ， 社会的に 見て 必然的な も の で は な く， 今 日の 教育制 度の 視

点か らする な らぽ ， 相対的な もの で ある 。 そ の 成立 の 根拠もま た相対的な もの で あ っ

て ， 絶対的な もの で は ない
。

と くに わ が 国の 場合 ， 「学習指導要領」 に よる規制が あ

る 。 学習指導要領が法的拘束性を もっ て い る か らで ある。
こ の 「要領」を もとに し て

「指導書」 が つ くられ ， 民間で 制作 され る教科書 も， 「要領」 を ベ ース に し て い るか

ど うか が まず チ ェ ッ
ク され る 。 行政 的に は 文部省の 教科書検定の 関門を通過 しなけれ

ば な らない
。 現場 の 学校に 採 用 され る教科書は ， 記載 され た か ぎ りに お ける個 々 の 知

識の 面で は か な りの 差異を示す 。 しか しなが ら， 個 々 の 断片的な知識を もとに し て き
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　ロ
ずか れ る 内容全般は ， それ ぞれ の 教科の 枠内で

一
定の 志向性を もた なけれぽ な らぬ 。

す なわ ち ， 学 習指 導要領 の 「精神」 に 則 っ て い る こ とが必要な の で あ る 。

　知識とい うもの を ， 平俗に ， 「知 っ て い るこ と」
・ 「知 っ て い る もの 」 とい うと ，

それ だ けで は 誤解が残 る 。 そ の 残 り方 ， も しくは残 し方は 人に よ っ て さ ま ざ ま で あ

る 。 手 許 に あ る 「the　American　Heritage　Dictionary　 of　 the 　English　Language」

で は ・ か りに わた しが 「知識」を も っ て 「knOwledge」 に 置 き換えた と きの 「ナ リ
ッ

ジ」 に つ い て ， 次 の よ うに 説明 して い る 。 第一は ， 知 っ て い る状態もし くは 事実 で あ

る （the　state 　or 　fact　of 　knowing）。 第二 は ， 経験 も し くは 勉強に よ っ て 精 通 し て

い る こ と ， 気づ い て い る こ と ， 理 解 して い る こ と （familiarity，
　awareness

，
　or　 unde

−

rstanding 　gained 　through 　experience 　or 　study ．）。 第 三 は知 られ た もの （that 　wh −

ich　 is　known ．）， 第四は ， 学問 もし くは学 殖 で あ る （learning；erud 三tion．）。 こ うし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 リ　　　サ
た説明の 仕方 の 上で 問題 に な る の は ， お そ らくは 「知 っ て い る状態」 で あ り ，　 「理
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解」 の 仕方で あろ う。 学習導指要領を ベ ース に した知識習得の させ 方に つ い て ， 教科

書は ， 個 々 に 筆者や 発行所 の 違 い は ある に して も 「
一

定の 志向性」 を もた らせ られ て

ぎて い る 。 それ が実情 で ある とい うの は ， あ なが ち過言 で は な い
。

　 もっ と も，学校に お ける知識 の 習得は ， あ くまで も教師の 力を直接に する もの で あ

るか ら ， 教科書が も っ て い る規制枠か ら知識の 習得の させ 方は 自由で ある ， とい われ

て い る 。 しか しなが ら ， 学校 の 現実を 見る と ，遣憾なが ら ， 児童生徒 の 知識習得が学

習指導要領や 教科書か らま っ た く自由な と こ ろ に ある とい うこ とは む つ か しい
。 それ

が多 くの 学校の 実際で ある 。

　 さ て本稿 の 副題で あ る 厂学力 」に か え る 。 「学力」 に つ い て の 規定は さま ざま で ，

そ の 解釈に は ， 倫理的 に し て教育的な 観念 が多様に 反映す る 。 け れ ど も ， 「学 力調

査」 の 「学力」 と し て 具 体的 に あ らわれ る と こ ろ を見 る と ， そ れ は ， 教科書に お い て

記述 され た知識が どの程 度記
1
噫され て い るか ， とか ， どの 程度それ を 応用す る力があ

るか ， とい っ た ， 記憶量 とこ の 応用の 幅を意味する に近 い 。 そ して ， 提示 され る 問題

が ，当該教科の 枠の 中で 必要 とみ な され る方向に 配列 され ， か つ そ の 配列 の 志向性に

児童生徒 の 反応 が結果 と して適切に 対応 した と き， そ の 対応 の 仕方を も っ て ，児童生

徒 の 身 に つ い た 学力で ある ， とい っ た 風に ， 出題者 の 側が評価す る 。 も し出題 され る

知識 内容を個 々 に 組み 合わせ て 構成 され て い る論理が異 な っ て くるな らぽ ， 掌力の 構

造 も変化 し て くる 。
こ の よ うに 見て きて 明 らか な よ うに ， 世に 言 う学力調査の 「学力」

は ， さま ざ ま な教育者 の 群が ， これ に 参加 し （take　part）， 相対的に 評価 し た だけの

もの で あ るに す ぎない 。

　学力調査が 長 らく係 争中で あ っ た聞 ， 「学 力1 に 関 し て 種 々 の 論議が交わ され た 。

そ の 渦中に お い て 学力の コ ン ト ロ ー ル の 問題 が話Wt　lCな っ た こ とは 事実で ある 。 すな

わ ち ， 児童生 徒の 記憶の 容量 と応用 の 幅の 全体的な シ ス テ ム を ど の 方向に お い て 評価

する か ， で ある 。
こ うした志向性の イ デオ ロ ギ ー論か らみ ずか らを遠 ざけ る ため に ，

多 くの 学力調査 の 担 当者は ， 出題す る問題を ， 要素的 な記 憶量 に ウ エ イ トを置 ぎ ， た

か だ か ， 記憶 され た 各要素間 の 関連を基 盤 に した推理 力 や理解力 ， さ らに は ，

一
定の

枠 内に セ
ッ トされ た 未知 の 問題に 対する解決力 とい っ た か た ち に ， み ずか らを局限化

して きた 。 今 日 の 学 力調 査の 多 くは ， そ の よ うな 様式性を お び て い る とす る の は 過言

で は ない
。 これか ら紹介 し よ うとす る 「学習到達度調査」 も し くは 広 い 意味に お け る

「学力」調査の
．一・一つ も ， そ うした性格を もつ もの で ある 。

こ の こ とを ， あ らか じめ ，

しか も明確 なか た ちで 記 し て お きた い
。

2． 国研 ・学 習到 達度調査の概 要

　表題の 調査報告書は 本文 156 ペ ージ ， 別冊 の 調査は 116ペ ージ の もの で あ っ て ， こ

れ を 限 られ たか た ち に集約す る こ とは む つ か しい 。 また わ た し に 与え られ た テ ーマ と

もそ ぐわ ない 面が 多い の で
， そ の 多くの 部分 を省略 した い 。 市販 の 若干 の 雑 誌に は 小
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稿 が掲載 され て い るの で 暼見 され る とあ りがた い
。 た と え ば 「現代的教育科学」，昭和

52年 5 月号 ， 70− 86ペ ージ の 「国立 教育研究所 の 学習到 達度調査」が それで あ っ て ， 以

下記す とこ ろ も ， 上 と一
部重複 して い る 。 ただ し ， 概要の ポ イ ン トだ けは摘記 しなけ

れ ばな る ま い 。 そ こ で 最少限に 簡約す る と次 の よ うに な る 。

　（1） 教科は ， 国語 。 社会 ・ 算数数学 ・理 科 ・ 英語 （小学校を 除 く）。

　（2） 学年 は ， 小学校 6 年 ， 中学校 3 年 ， 高校 2 年。

　（3＞ サ ン プ ル は 全 国 か ら抽出 した 6 県 ， 88校 ， 合計17
，
456 名の 児童生徒 と ， そ の

　　教 師。

　〈4） 学習到達度調査の 特徴は ， 校種別に も拘わ らず ， タ テ に 同一
領域 だけ で な く，

　　同一
問題を 児童生徒 に 課す場 合さえ あ っ た こ とで ある 。 こ れ に よ り， 校種別 ・ 学

　　年別 の 学力の 伸び 具合 い を見 よ うと した 。

　（5） 実施 時期は 1975年11月末か ら12月上旬に か け て で あ る 。

　（6） 問題作成に 際 して は ， 所内の 関係室長を 当該教科 の キ ャ ッ プに 願い ， データ の

　　 と りま とめ に あた っ て も らっ た 。 くわ し い こ と一切 は ， こ こ で は 割愛 し ， 報告書

　　 「学習到達度 と学習意識 に 関す る調査
一 特別研究 r生涯教育の 観点か らみ た 学

　　校教育課 程 の 評価 に 関す る基 礎的総合研 的究』　　第
一

次報告」 に 委ね る よ り外

　　 ない P

　各教科 の 問題作成 は ， 教科教育の 専門家に 依頼 した 。 教科 ご と に 約 10名の 委員が 問

題の 作成 に あた っ た が ， 出題 の ね らい に つ い て は ， わ た し の 方か ら とくに 指定 しなか

っ た 。 率直な とこ ろ ， 問題作成 に つ い て は わ た した ち の 方で は ， 社会科を除 い て は 素

人 とい うに 近 い
。 そ こ で ， 現行学習指導要領 に 準拠 した とき履習 して お くこ とが望 ま

しい と思わ れ る 知識 内容が テ ス トされ る こ とを期待 した 。 ま た ， 厂生 涯教育」 とい う

観点に 立 つ が故 に ， ある
一

定の 評価基準は ま だ もち得ない と して も ， ある種 の 知識内

容が小学校 6 年で どれ くらい 未習で あ り，中学校 3 年で は どれ だけ既 習 され ， か つ ，

高校 2 年で は ， どれ くらい 世に い う 「落 ち こ ぼれ 」 て い るか を 見 よ うとす る場 合 もあ

っ た 。 こ うした 新 し い 観点 に もとつ く問題が全体 の 中で 占め る比率に つ い て は ， 各教

科 グ ル ープ に ま か せ た 。 そ の こ ろ ， 所 内の
一

部の 研究者 が調 べ た と こ ろ で は ， わ が国

に 「生涯教育」 と銘 打 っ た文献がす で に 2千種を越え て い た の で あ る 。 しか し ， 構成

され た 問題 が ， 本稿 に お い て すで に わ た しが記述 し て きた 視界の 中 に あ っ た こ とは指

摘で ぎる 。

　 5 教科の 中 ， わ た しが最終段 1s皆で 直接 に タ ッ チ した の は 国語 で あ っ た 。 そ こで ， 国

語 の 学習到達度調査の た め の 出題 の ね らい を ， 報 告書 11− 13ペ ージ か ら引用 す る 。

　　（1） 全 体 の ね らい

　口常生活中の 中で よ く目に ふ れ る程度の 説明的文章 ， 文学的文章を 素材 と して ， 各

学校段階で 必 要な国語の 基礎的能力を 測定 し ， 診 断す る。 また ， 日常生 活の 中で 使胴
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さ加 る 漢字 の 読み 書 ぎに つ い て ， 学校段階に応 じた 能力の 発達状況を み る 。

　　（2） 各間の ね らい

　　　〔小学校〕

  日常生 活中で 児童が接する程度の 説 明的文章を読 ん で ， 表現に 即 して ， 内容を正

　 し くと らえ る能力をみ る 。

12345夊章 の 中心 的題材 を と らえる能力

丈章の 組 み立 て を と らえ る能力

段落の 中の 要点を表す部分を と らえ る能 力

段落 と段落 との 関 係 を と らえ る能力

文章全体の 要 旨を とらえ る 能力

  児童の 日常生活 の 中で 読む機会の 多い 文学的文章 を ， 表現に 即 し て 読み 取 る能力

　を み る 。

123456

 

　

　

　

　

　

　

 

表現の 細部に 注意 して ， 登 場人物の 気持ち を と らえ る能力

表現に即 して ， 情景を と らえ る能力

文章 の 裹現か ら筆者 の 人柄を推定す る能力

文脈 の 中で 語句の 意味を理解す る能力

登場人物の 言動か ら，その 人 の 心情 を推 しは か る能力

表現全体を とお し て 主 題 を と らえ る能力

6 〜 10は ， 中 ・高 と共 通問題 で ある 。

〔中学校〕

  日常生 活に 関係する題材か ら採 っ た平 易な説 明的文章を読ん で ， そ の 内容を 正確

　に読 み 取る 能力をみ る。

123456文章の 中心 的題材を と らえ る能力

文脈に即 して筆者 の 考え方を とらえ る能力

夊章 の 論理 的な組み 立 て を 正 確 に と らえ る能力

文脈に 沿 っ て 適切な語句を選 ぶ 能力

交脈を整理 して 内容を 正 し くと らえ る能力

文章の 中で 他の こ とば に 言い 換え られ て い る表現を正 し く読み 取 る能力

  生活に 関係す る題材を あつ か っ た 丈学的文章 （随想）を 読 ん で ・ 語旬の 意味や筆

　者の もの の 見方 ・ 感 じ方な どを正確に と らえる能力をみ る 。

12345

 

　

　

　

　

　

 

丈脈 の 中に お ける語句の 意味を理 解す る能力

叙述 や描写な どの 表現に 即 して 内容を 読み 取 る能力

登 場 人物の 発言 を通 し て ， そ の 心 情を推 しは か る能力

文章の 展開か ら登場人物に 対す る筆者の 気rv　V，を 読み 取 る能力

文章 の 展開や特徴か ら性格を と らえ る能力

1〜5は ， 小 ・ 高と共通 ， 9 ・ 10は 高 と共通 の 問題 で あ る 。
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　　　〔高等学校〕

  　 B常生活 に 関 係す る題 材か ら採 っ た 平易な説明的文章を 読ん で ， そ の 内容を的確

　に とらえ る能力をみ る
。

123456文 脈の 中で の 語句の 意味 ・ 用法の 違い を とらえ る能力

文章の 展開に 即 して 適切な こ とばを選ぶ 能力

交脈に 即 して 適切な 内容を 正 し くお さえ る能力

文章の 中で 他の形に 言い 換え られ て い る こ とばを正 しくと らえ る能 力

論旨の 展開に 即 して ，文章の 構成を的確に と らえ る能力

文章全 体を 通 して ， そ こ に こ め られた筆者 の 気持ち を正 し くと らえ る能力

  生活に 関係す る題材 を扱 っ た 随想的文章を読ん で ， 語句の 意味や筆者の もの の 見

　方 ・ 考え方な どを的確に とらえ る能力をみ る 。

　 1　 比 喩的表現 の 内容を ， 主題 との 関連で 的確に 読み 取 る 能力

　 2 ・ 3　 日常的な慣用 ， 比喩的な表現の 意味を前後 の 文脈の 中で 的確に と らえ る能

　　力

　 4　 文章に は 直接表現 され て い ない 内容を ，文脈か ら正 し く推 しは か る 能力

　 5　 語句本 来の 意味と文脈 と の 両面か ら ， 短い 語句に 圧 縮 された 内容を 的確 に と ら

　　える能力

　6　文章全体を通 して ， 筆者の もの の 見方 ・ 考え方を的確 に とらえ る能力

    　1〜5は 小 ・中 と共通 ， 9 ・ 10は 中 と共 通問踵 で あ る 。

　次に 小学校 6年用の 国語問題の
一

部を 示す 。 これ は ， 別冊の 調査票 の 3〜5ペ ージ か

らの 引用 で ある 。 ○印は ，
コ ン ピ ュ

ータ 打ち込み の た め の もの 。 漢字 の 読み 書 きの 正

答は 山 口 忠信室長の もの で ある 。

　次の 文章を読 ん で ， あとの 問い に 答えな さい
。

　わ た しが歩い て い る の は ， 海抜 800 メ ー
トル ほ どの 高原だ っ た 。 そん な高 さの と こ

ろ で は ， 6 月 の 末 と い っ て も，風 は まだ冷たか っ たが ， 見 る 限 り目の さめ る よ うな若

葉 で ， 山道 の 道ぽた に は ， と うぎぼ うし と い う名の ， うすむ らさ きの 花がな らん で さ

い て い た 。 ま る で 花 の ろ うか を歩い て い る よ うだ っ た 。 わ た しは リ ュ ッ
ク サ ッ ク の ほ

か に ， テ ン トもか つ い で い た の で ， 背なか 塑 め た けれ ど ， 一籔蠡2奎るが る と ， そ の

花 の 道を 歩い た 。

　道は や がて ， 林の 中へ とは い っ て い っ た Q 道ば た に せ い の 高 い もみ の 木 やす ぎの 木

が しげ っ て い て ， そ の 下は 深 い 日か げを つ くっ て い た 。 そ の か げの 中へ
， 日の 光が こ

ぼれ て い る の で ， 風がふ い て 木の 葉が動 くた び trこ　， 光が ち らち ら とひ らめ くの が ， ま
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 げん と5

る で 幻燈の よ うだ っ た 。 そ ん な幻燈の よ うな光の 中 で ，なに か が ち ょ っ と動い た よ う

だ っ た が ， わ た しは ， 日 の 光が動い た の だ と思 っ て通 りす ぎた 。 しか し ， 1 キ ロ メ ー
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トル も歩い て か ら，

　 「さ っ きの は ， ど うも 日の 光で は な さそ うだ 。 何か 鳥だ っ た か も知れな い
。 」

とい う考 えが ， だ ん だ ん 強 くな っ た 。 と もか くも ど っ て み よ うとわ た しは 思 っ た 。 そ

う して ， もとの とこ ろ へ 引 き返 した 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 す

　は た し て ， そ加 は 鳥 の 巣だ っ た 。 ヤ マ ドリが ， 地 べ た に こ し らえた 巣 の 中で ， か わ
四（1）

一．
　 　

．一一

い い ひ なを だ い て あた た め て い た の だ っ た 。

　ヤ マ ド リの 巣は ，地 べ た を 少 し くぼ め て ， そ の 上 に ， 落ち葉やか れ 葉を くわ え て ぎ

て ， しぎつ め ただ けの もの だ 。 が ， そ こ で ひ なた ち を だ い て あた た め て い る親鳥の 羽

の 色 が ， 茶色 の ぶ ち なの で ， あた りの も の と， ま ぎれて しま う。 め す親の ほ うは ， お

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 四 （2）

す親 の よ うな長 い 尾を 持 っ て い な い の で ， なお わ か りに くい 。 ち ょ うどか れ 草 の 中

へ ，フ ラ ン ス パ ン を こ ろが した よ うな もの な の だ 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 す

　お まけに ， ヤ マ ドリは 人 がそ ぼを通 っ て も， ほ か の 小鳥た ち の よ うに ， あわ て て 巣

か ら飛びた つ よ うな こ とは しない 。 た だ じ っ と して い る だけ だか ら ， 人は気 が つ かず

に ， そ ぼを通 りす ぎて しま う。 た ぶ ん ， こ うして じ っ と動か ずに い る と気が つ か れ ず

に す む の で ，ひ な の た め に ， か え っ て安全だ とい うこ とを よ く知 っ て い て ，そ う して

い る の だろ う。

　それ で もこ の ヤ マ ド リ は ， わ た しがそ こ を通 っ た ときに ， お どろ い て ち ょ っ と首を

曲げて ， わ た し の ほ うを 見た もの ら しい
。 そ の 首の 動 ぎが わ た し の 目に とま っ た わけ

で あ っ た 。
1 キ ロ メ ー トル も歩 い て か ら ， わ た しが気がつ い た こ とは ， や っ ぱ りそ の

とお りだ っ た の だ 。

　 わ た しは ヤ マ ドリ の す ぐそば に し ゃ が み こ ん だ 。 手 を の ぽせ ぽ と どきそ うな と こ ろ

で ， 写生 を始め た 。 ヤ マ ドリは ， こ わ ごわ わ た しを じ っ と見 て い たが ， 屋に は 落 ち つ

か ない 不安 の 色 が あ っ た 。
つ ば さ の 先が か すか に ぶ る ぶ るふ る えて い る の は ， も し も

わ た しが 手をの ば した りした ら ， 飛 び た と うとい う用意 らしい
。 それ で も ヤ マ ドリ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ぎ

は ， ひ なが た い せ つ だか ら ， い よ い よ最後の 危険が身 に お よぶ まで は ， 飛 び た た ず に

じ っ とわ た し の よ うす を見 て い るの だ 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 す

　 わ た しは ， 山 の き こ りが ， 山 の 木 を切 っ て い る うち に ， こ うい うヤ マ ドリの 巣を見

つ け て は ， 自分の 着て い る は ん て ん で ， 親 鳥をか ぶ せ て しま うこ とを思い 出 した 。 な

るほ ど ， こ の ヤ マ ド リ の よ うすで は ， は ん て ん を か ぶ せ て つ か まえ る こ ともで きるだ

ろ うと思 っ た 。

　 が ， わ た し は き こ りの 早わ ざな どよ りも，こ ん な危険に の ぞん で もなお ， ひ なを ま

もろ うとす る親 鳥の 愛情 の ほ うに ， どれ だけ感心 する か しれ ない
。

わ た し は ， 写生を

半 分で や め て しま っ た 。 そ うし て 急い で そ こ を 立 ち去 っ た 。

1　 背 なか が重か っ た げれ ど ， 気 もか る 力蚤 雲一
一 とあ りま すが ， どん な 気 分を言 っ て

　 い る の で し ょ うQ 次の 中か らい ちぽん よ い もの を
一

つ え らび ，そ の 番号に ○を つ け

　 な さい
。
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1， 海抜 800 メ ー トル ほ どの 高原を歩い て い る の び の び と した 気分

2，　 6 月 の 末 とい っ て も高原の 風が ま だ 冷た くて す がすが しい 気分、

  高原 の 若葉や花に か こ まれ た道を歩 い て い る うっ と りした 気分

4． 高原 の 風 と若葉がね む たさ を忘 れ させ て 目の さめ る よ うな気分

2　そん な幻燈り壁L至な光り中で 一 とあ ります が ， それ は 日の 光 の ど ん な よ うす をい

　っ て い る の で し ょ う。 次 の 中か らい ちぽん よ い もの を一つ え らび ， そ の 番号に ○を

　つ け な さ い
。

　L 　林の 中に さ し こ む ま ぶ し く強い 日 の 光

  木の 葉の 動 ぎ と と もに ゆれ動 く日の 光

3． 深 い H か げの 中 へ 弱 くさ し こ む 日の 光

4． 鳥が とぶ た び に ち らち らゆれ る 日の 光

3　 1 キ 卩 メ ー トル も歩い て か ら， もとの とこ ろ へ 引 ぎ返 した と い うこ とか ら， 作者

　が どん な 人だ とい うこ とがわ か ります か 。 次の 中か らも っ と も合 っ て い る と思 うも

　の を
一・．一つ え らび ，その 番 号 に ○をつ け な さ い

。

  鳥 へ の 興味や知識 の あ る人 　 2 ． 高原の 植物に 興味の ある 人

3． 山歩 きを たの しん で い る人 　　　4． 高原の 写生 に こ っ て い る人

4　 次 の 語句 は ， こ の 文章 の 中で ど うい う意味 に使わ れ て い ますか 。 次の 中か らい ち

　ば ん よ い もの を 一
つ え らび ， そ の 番号に ○を つ けな さ い

。

　（1） は た し て

　　1．　 まちが い な く　　　 2． 思 い がけな く

　　  思 っ た とお り 　 4． じっ と見 る と

  　ま ぎれて

　　1， ま っ た くお な じに な っ て 　 　 　 2．　ど こか に 見えな くな っ て

　　3． な ん とな しに まちがえて 　   くべ つ が しに くくな っ て

5　 わ た しが写生 を半分 でや め て ， 急 い で 立ち 去 っ たの は なぜ で し よ う。 次 の 中か ら

　い ちぽ ん よ い もの を一一つ え らび ，そ の 番号 に ○を つ け な さい 。

1． ヤ マ ドリの つ ば さの 先 が ぶ る ぶ るふ るえて ， 写生 が しに く くな っ た か ら

  ヤ マ ドリの お か あさん を心配 させ て い るの が ， か わ い そ うに な っ た か ら

3． 木 こ りがは ん て ん で ヤ マ ドリを とる 話を 思い 出 した りし て 気 がち るか ら

　4． 写生が終わ る まで に ヤ マ ドリが飛び た っ て しま い そ うな感 じだ っ たか ら

6　 こ の 文章全体を とお して ， 作者が も っ とも読者に 伝 えた い と思 うの は どん な こ と

　で し ょ う。 次の 中 か ら い ち ばん よ い も の を一つ え らび ， そ の 番号に ○を つ け な1さ
　い o

 

9臼

3

自分 は ど うな っ て もひ なを ま もろ うとす る ヤ マ ドリ の しん け ん さ

海抜 800 メ ー トル の 高原に 生 きる ヤ マ ドリ の 生命力の すば らしさ

若葉や花に 包 まれ た 高原で ヤ マ ドリか ら感 じる 自然界の ふ しぎさ
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　4． ヤ マ ドリを見 つ け て 写 生を す る と ぎの 苦労 を乗 り こ えた た の し さ

  つ ぎの 一 をひ い た 漢字の 読み 方を ひ らが な で 書 きな さ い 。

　 1．　 こ と しの 4 月 に ， 知事の 選挙が あ っ た 。

　　　資料を 基に する。23456789

わ た しの 町 で は ， 治水工 事が お こ なわ れ て い る 。

ぼ くは ， 鉄ぽ うが 苦手で す 。

試合に 敗れ る 。

貴重品を ， な くさ な い よ うに 注意す る。

わ た しの 父は ， 外科 の 医 者 で す 。

虫め がね で ， 拡大 して．見る 。

険 し い 山道を 登 る 。

10．山田 さん は ， 父 の 親 しい 友 人 で す 。

  つ ぎの 読み 方に 合 う漢字を匚コに 書 ぎ入れ な さい
。

1357

・

Q
）

　 　 　 　 　 かん そ く　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　　 ゆ そ
「
J

月 の 動 ぎを匚コ した 。 　　 2．　 ト ラ ッ
ク で ， み か ん を匚コ した 。

　 　 りよ こ う　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　　 　　 　 は や

修学［：］に 出か けた 。 　　 4． 新幹線 よ り口 い 列車は あるだ ろ うか 。

　 　 　 しら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ う えんか い

辞書で ロ ベ る 。　　 6。 午後 1 時か ら ， 日本 文化に つ い て の 匚 ＝コが開か れ る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 かん しん 　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　り え き

父 は ， 社会の で きご とに 匚コ を持 っ て い る 。 　　 8， 商売 で匚 ：］を あげ る 。

　 　 　 ととの 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あず

服装を〔 コえ る 。　　 10．お 金 を銀行 に 口 け る 。

　 こ の よ うに 作成 され た問題群に は ある種の 構造 が ある。 それ は ， 学校 とい う， 国民

的資質を形成 す る に 必要な場 に お い て ， 基礎的に 啓 培 し て お くこ とが肝 要で ある とい

うもの で ある 。 これ は ， あ るい は 他の 教科 よ りも も っ と根深 い もの で あ るか もしれな

い ． しか し ， 国語の 学 力観 とは何ぞ や とな る と， 出題者がか 切 こ10名あ っ た と して も

10名 それ ぞれ に違 うで あろ うし ， それ らの 合意 に よ っ て 作成 され た 問題 と学力観が内

的関連性を十 二 分に も っ て い たか ， とな る と ， 懸念 もまた残 る 。 さ らに ， 児童 た ち の

解答 の 分析結果 がは た して そ こ に い わ れ る学力観 と ど の よ うな関係を もつ か ， そ の 解

釈 も多様に 分岐 して い くで あろ う。 加 え て ， た とえ10名 の 入 の 総合 的な判断 と解釈が

な され る と し て も ， それ が ， 現代社会の 多 くの 人び とに よ っ て 要請 され る学 力観や知

識観 とど の よ うに 対応 して い る か ，実は 最も大切 な こ と 問題 に 対す る適切な対応 の す

べ を もた な い の で ある 。 そ こ に学校教育を教科教育の レ ベ ル に ま で 具体的に 展開 した

とぎの 諸種 の 未解決の 課題 の
一

端 を見出すゆ え ん で ある 。

　そ の よ うな こ とを背 景 に もち なが ら ， 国語教育 の 立 場か らの デ ー
タ解釈は ， た とえ

ぽ 次の よ うなか た ち で 示 され る 。 こ れ は 報告書の 17ペ ージか らの 引用で ある。

各漢字 に つ い て （当該漢宇の 頭 書ル ビ は ， 提出学年を 示す 。 ま た ＊ 印に つ い て は学
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習指導要領の 「別表」 を参照 の こ と）
　 　 　 2　　 3

　1． 知 事 分解 して も ， 「チ 」 厂ジ 」 と蔭読 み に なれ て い る し ， 新 聞 ， テ レ ビ な

　　　　　　　どで もよ く接す る の で ， 91．3％ と よ い 成績な の で あろ う。

　 　 　 6※ 　 4

　2． 資 料 正 答率95．2％ ， 正答率が 高い の は 日常 の 学習用語 と して ， よ く接す る

　　　　　　 か らで あろ うQ

　 　 　 4　　 1
　3． 治　水 　正答 率29．6％ ， 「治チ 」 の 読み が特殊で ある 。 「治水ジ ス イ 」 とい う

　　　　　　 読み あや ま りが多い 。 また ， 日常性 も うす い
。

　 　 　 3　　 1

　4． 苦　手 　両方 の 漢字が ， 比較的低 学年で 提出 され る の で ， よ く読め た の で あろ

　　　　　　　う。 ま た ， 「に が手」は 児童 の 日常生活用語 で もある 。 正答率81．2％ 。

　 　 　 5※

　5 ． 敗 れ る　正 答率82．2％ ， 特に むずか しい 訓読み で は ない 。 ス ポ ーツ な どで ， 児

　　　　　　 童 の 生活用語で もある。

　 　 　 6　3　3

　6． 貴重品　正 答率79．6％ 。 「重 チ ョ ウ 」 とい う音読み に つ まず きやすい
。 　「キ ジ

　 　 　　 　 　 　 ュ ゥ ヒ ン 」 とな りやす い
。

　 　 　 2　 3※

　7． 外 科 正答率62．so／o 。 よ く目にふ れ て い る が ， あま り正 し く読め な い 熟語 で

　 　 　　 　 　 　あ る 。

　また ， 学年別の 能力 の 変化 は ， 漢宇の 場合 ， た とえぽ下の 左 表の よ うに 表示 され る

（報告書27ペ ージ よ り）Q

　 さ らに ， 学 年別能力の 推移 の
一

端は 下 の 右表の よ うに グ ラ フ 化 され る 。 （報告書 ，

26ぺ H 一ジ よ り）。

漢字 の 読み 書 き能力の 平均正 答率 （％）

翻 　項 口

読

　
み

黷
谿 罐

鏨1轟セ欝 麩

小 6 中 3 高 2

79．693 ．798 ．6

62．582 ．694 ．3

83．598 ．499 。2

89．696 ．598 。7

66．682 ．288 ．6

　わ た した ちの 調 査 の 中 ， 学習到達度調査は 「A

票調査」 と略称 され ， 児童生徒 の 学習生活 の 実態

に 関連 して 彼 ら自身 の 意 見を 聞 く調査は 「B 票調

査」 と称 され た 。 小学校 6 年生に 関す る A ・ B 両

調査の デ ータ の 相関性を もと め た 表は 次頁 の よ う

に な る 。 これは 報告書36ペ ージ の もの で あ っ て ，

同僚の 石坂和夫氏 の 協力 を得 た 。
コ ソ lt

°
　
。 ．

　一タ は
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点

100

08

06

04

02

図 1

　 　小　 　 　中　 　 　岡

　 　 6　　　 3　　　 2

漢字の 読み 書 き能 力 の 推移

（
各学 年 と も 100点満点 に

換算 した 得点 ）

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Japan Society of Educational Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Sooiety 　of 　Eduoational 　Sooiology

学校に お い て 習得させ る べ き知識内容に つ い て の 調査研究

e
ρ

3
樋

冥
岬

£

飃
司

9

栂

醫
駆
レ
飜
鴎

蠏
曇
髄

仰
腎
琶

静

3
緬

魯
ゆ

経
黶
・
経
齢
音）

。

躯

爬
剣

陥
綱
麗
饑
糎
．

蝕

嵌
p鳶

　

　
　
　
　

　
　
　

黷
麗
e
綱

鰓
遡
製
嗣
臨
紳
、

竺

陥
く

霜
〕

O

蕊。
O

80
っ．

OO

鵠．
O

囓っ

〇一
．

O

譽

鵬

゜。

O，
O

曇

OO

一．
ON9

．
O

欝
O ．
色

静

O

蕊．
O

寸

う゚

偶 ．
Oo

っ
黷
．

O8

瓠 ．
O

 

苫．
O

呂
O ．
O

艇

卜

8．
O

蔚

（

舞
翫
钁
§

卜

゜ o
° 噸，
O

 

自
、

O

斜
O ．
 

管

噸

目
．

O

霧
O ．
O

管

め

〇一．
O

誌
四 ．
OO

蕊．
OO

営．
Oo

ゆ

oD笛．
O6

°う．
O

ト

qD
° ，．
O

苺
偶 ．
O

ゆ゚
゜ 9
【 ．
O

（

響
凄
濕
）

§

O

器，
O

据
O ．
Oo

う
8．
O

管

呂
一 ．
O

゜◎

°。

O ，
Oo

◎

8．
O

菅

鵠
  ．
O

露
  ，
O

お
  ．
O

后
国 ．
O

ゆ

爲．
O

ぜ

羃．
OO

嵩．
O

（

螽
蟲
書

塰
・

蠱

零
蔚 ．
O

瞬

8，
0

引｝

農
一 ．
O

一

コ，
O

霧
O ．
O

国

爲．
O

齶
  ．
O

謹
O ．
O

 

鶉
．

 

 

8。
O

管

゜08

．
 

瀞

08

．
〒

静

（

．

曇
魁
齟
）

…

o ◎

舘．
O

儒

錯．
O

苺
O ．
O

尊
O．
O

聾

博

ト

O ．
OO

 

一 ．
O

自う

8．
O

曇

O
鶉
．

O

霧
O 。
O

噺

奏
G ．
O

帯

ε
O ．
 

畳

（

爲
冒

叢

轟
鰐
）

〔
・

O

旨．
O

輪

雲．
O

＄
軸．
OO

°っ

“ ．
ON

罸．
On

雲．
O

お
O．
O

卜

臼．
O

卜

嵩
．

O8

州．
O

（

淫
き
帥

攤
）

ヨ

騷ρ口

【

扁．
O

ま
O、
O8

偶 、
O

，｝

蒜．
O

 

8．
O

骨

蕊
O ．
O

瀞

守
O ．
O

導←

器
O．
O

蔚

08

．
O

砦

（
二
ゆ

抽

ん
蛍
e
似
ξ）
（
o。）

鸛
O．
OO

ト

一 ．
O

 
O
  ，
O

 

Oe
。．

O

蕊【．
O8

  ．
O

゜ 。

q 。

夙 ．
OO

錆
．

O

（

蕊
懸
恥

懲
）

奪

 

8．
O

蕁
州 ．
O

 

龠．
O08

．
O

噸

＆．
O

ト

翼．
OO

鴇．
O

（

郎

翻
灘
駅
Y

蠱

怒蕊鰹潜
〆

マ

閉
弱 ．
O
−

卜

蕊．
O

鬥
oQ同．
Oq

。

蕊．
O

寸

〇一
。

O

目

留
．

O

（

戀
呱

鯊
e
瓢

齢
黯
圃
）

° 辺

麗

 

認．
O

 

奚．
O

誌
一 ．
O

回

菖
．

OO

σっ一．
O

（
杣

農
翻
躰

齢
）

蠱

蕊
o゚．
O

塗
゜。，
O

ゆ

＄．
O

謌
  ．
O

（

毳
籬
晒
）

叢
鑿

8
頃 ．
O

゜唱

鴇．
O

 

黠，
O

（
9

鱗
椥

軅
e
弊

選
寸

誕

卜

O
嶋，
OO

等．
⇔

（

9

疑
瞭

縄
e
聾
攤
〉

° っ

匝

蝶く

お
゜7．
O

（
　

“

　

）
則

邏

（
只

盤

邏
回

邏

（
斜

ε
寸

匯

〔
O｝

（
ε

（
寸）

（
9

§

（
H

あ

駸

 

　
霞

円

　
霞

罪．

纏

》

　
霊

゜ っ

　
湿

儒

　

誕

回

　

誕

糠

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　
　
ロ含

蹄

　

　

　

　

　

く

　

蝋

偲

　

穩
　
虫

　
軽．

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

凶

　

帯

巾

凶

怒
》

 

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

鰹

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　
赫
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　’
マ

怒

嚇

一 27 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japan Society of Educational Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Soolety 　of 　Eduoatlonal 　Soolology

東 大計算機セ ン タ ーの もの を使用 さ せ て もらっ た 。

　わ た した ち が 意外 と した こ と は ， 国語 に 関す るか ぎ り， 「好 きこ そ物 の 上手なれ 」

と い うと して も ， そ の 率は きわ め て 低 い こ と ， 爾余 の ， わ た した ち の 調査設計の 枠外

に数 多 くの 要因が ある らし い こ とは否定 で きない 。

3． 学校か ら見た 「教え るべ き もの 」

　以下は共 同研究を 離れ た 研究で あ る 。

　報告書の 各教科 の ま とめ に 記載 され た コ メ ン トの 中tlこ は ， は た して 学校で 習得す べ

き知識内容 か ， それ と も学校外で 習得す る の が 適切で あるか ， も しくは ， あえ て習得

す る必要す らな い もの か ， 人に よ っ て 意見が異 な る と思わ れ る もの が数十箇所 ある 。

そ こ で ，あ らか じめ ，各校に だ け配布 し ，

一般 に は 流布 しない 詳細 な報告書を 1977年

1 月 9 日に 被調査校に 郵送 した 。 対象 と して 前回の 88校 の 中か ら72校を抽 出 し ， 各校

ご とに 教師 を 5 名ず つ
， 経験年数に 偏 りがな い よ うに 校長依頼 した 。 ま た ， 別に 某指

定大都市 の 小 ・ 中校をサ ン プ リ ン グ し ， こ の 方は 各校 2 乃至 3 名宛の 教師を対 象 とし

た
。

こ の 都市 は ， 元来は 保守的 で ある が首長 が革新系 で ， 間 もな く改選期を迎え る同

に）小学校六年で 「治水工事」 が読め ，

「講演会」 や
「
関 心」 が書 け る こ とが必要か 。

要す
べ

て

の

者
に

必

要大
部
分
の

者
に

必

　 　 　 　 　 名　 　 　 　名
ノ亅、　学　　校 　　34〔36．9〕　　38〔41．3〕
中 学 校 14〔15．0〕 53〔56．9〕
高　　　　　校　　39〔27．4〕　　46〔32．3〕
N市小・中学校　 13〔33．3〕　 16〔41，0〕
　　言卜　　　　100〔27．3〕　153〔41．8〕

高は必　　高は必 　　 高 こ

校す要 　 校大要 　　校 と

卒 べ 　　　卒部　　　 をだ

業 て　　　業分　 　　 出
ま tt）　　　 まの 　　　　た

で 者　 　 で 者　 　　 後
に に に に の

名　　　　名　　 　　名
14〔15．2〕　　4〔4．3〕　　0〔　　0〕
10〔10．7〕　　2〔　2．1〕　　0〔　　0〕
31〔21．8〕　　12〔　8．4〕　　0〔　　0〕
7〔17．9〕　　3〔　7．6〕　　0〔　　0〕
62〔16．9〕　21〔　5，7〕　　0〔　　0〕

　社要
　会 は

　 に な

　出い 　　 　 計
　 て

　 も
　 必

名　　　　名

0〔　　0〕　　90〔97．8〕
0〔　　0〕　79〔84．9〕
0〔　　0〕　128〔90．1〕
0〔　　0〕　　39〔99．8〕
0〔　　0〕　336〔91．8〕

（2） 小 学校高学年の 国語指 導で，筆者 や主 入公 の 心 1青を細 や か に 読 み取 る こ とが必 要か。

小　学 　校

中　学 　校

高　　　校
N市小・中学校

　　計

要す
べ

て
の

者

に

必

名
21〔22．8〕
10〔10．7〕
15〔10．5〕
5〔12．8〕
51〔13．9〕　161〔43．9〕

　大要
　 部

　分
　 の

　者
　 に

　 必

名
49〔53．2〕
35〔37．6〕
52〔36．6〕
25〔64．1〕

高は 必

校 す要

卒 べ

業 て

まの

で者
に に

名
正0〔IO．8〕
16〔17．2〕
36〔25．3〕
4〔10．　2〕
66〔18．0〕

　

　
　
　
　

　

　

コ

コ
コ
　

コ　
コ

必

要

　
　
　
　
　
　
溜

過

2
謁
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学校 に お い て 習得させ る べ き知識内容に つ い て の 調査研究

年 3 月を ともに 調査時期 と した 。 回収率は ， 前者 の 場合 ， 学校 レ ベ ル で 94％ ， 個人 レ

ベ ル で 78 ％ ， 後者は ， 学校 レ ベ ル で 100 ％ ， 個人 レ ベ ル で 90％ で あ っ た 。 そ の 調 査に

お け る問題 と回答率の
一

部 を簡約 して記載す る と次 の よ うに な る 。 なお ， 各裹の 横計

欄 の 母 数は ， 小学校93名 ， 中学校94名 ， 高 校は 143名 ， 指定都市 （本項 で い うN 市）

は 40名で ある 。 　「計」 の 〔 〕内の 数字が 100．0を越 え る の は ダブ ル ア ン サ ーの ためで

ある。

（3J 小学校六年の 社会科で
，

「古墳 は死者 をともらい 祭る た め に作 っ た もの で ある」 こ とが

　わ かる こ とが必要か 。

す要
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て

の

者
に

必

名
／」、

　挙　　ホ交　　52〔56．5〕
中 学 校 24〔25．8〕
高　　　　　才交　　49〔34．5〕
N 市小・中学校　18〔46．1〕
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名　　　　名　　　　名
4〔　4．3〕　　5〔　5．4〕　　0〔　　O〕
5〔5．3〕　　3〔3．2〕　　0〔　　0〕
10〔　7．0〕　　17〔11．9〕　　2〔　1．4〕
4〔10．2〕　　2〔　5．1〕　　0〔　　0〕
23〔　6．2〕　27〔　7．3〕　　2〔0．5〕
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　　 0〕　104〔　113〕
　　　　 70〔75．2〕
2〔　1。4〕　127〔89．4〕
0〔　　0〕　39〔99．8｝
2〔　0．5〕　340〔92．8〕

（4） 小 学校六年の 社会科で ， 選挙制度や ， 国会 に お ける法律案の 順序が わ か る こ とが必要

　 か 。
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名　　　　名
28〔30．4〕　37〔40．2〕
18〔19．3〕　33〔35．4〕
24〔16．9〕　　55〔38．7〕
10〔25．6〕　　13〔33．3〕
80〔21．8〕　138〔37幽7〕
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22〔23．6〕　　1〔　1．O〕
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6〔15．3〕　　3〔7．6〕
65〔17．7〕　　9〔　2．4〕

（・） 小 轍 六鵯 8壱一・暑淵 算で ぎる こ と祕 要か．
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0〔　　　0〕　　77〔82．7〕
0〔　　0〕　127〔89．4〕
0〔　　0〕　39〔99．8〕
1〔　0．2〕　331〔90．4〕
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　は た して ， 斯 くま で も ， 知識 内容は ， 学校教師が 手 と り， 足 と り習得 させ る べ きも

の で あろ うか 。 研究方法上 の 問題 ， 研究結果 に つ い て の 筆者 の 解釈な ど ， 学会 も し く

は他 の 機会に 発表 して い きたい 。
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