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A 　b 　 i　 l　 i　 t 　 y

　関 す る 一 考 察

Grouping の 教 育 効 果 研 究 に

名 古 屋 大 学 　川 嶋　 太 津 夫

0 ，は じめ に

　近年，我国に お い て 「習熟度別 学 級 編成 」 や 「学 力 別 グ ル
ー

プ 」 に よ る 教育指導が ，児 童．生 徒の 個入 差 に 対応 す る た め の

一方策 と し て 推奨 され る 一方で ，こ れ らが 児童．生徒 の 閭 に 「

差 別 」 を もた ら す との 批 判 も多 く．議 論 が 賛否両 論 に 分 か れ て

沸 縢 して い る．しか し未 検 証 の 理 論 や 印象 に 基 く議 齢 は さら な

る 混乱を もた らすだ け で ある ．

　 そ こ で ，本発表で は 「習熟度別学級編成 」 や 「学力 別グ ル
ー

プ 」 は と もに 学 校 教 育 に お け る
”Organi2ational 　Differen −

tiation　 ef 　Students
’

「児童。生 徒 の 組織 的 分化 」 （Sorensen ，

19TO） の 問 題，あ る い tt’Grouping 　 of 　 Students 　 for　 lnstruc−
．
tion

’
〔Barr　 and 　 Dreeben ，1983；Whipple，1936） の 問 題 の 一

現 象

で あ る との 認 識 の 上 に ，そ の な か で も と くに 「あ る 客 観 的 ，主

観的 に 測 定 さ れ た 能 力 に 基 い て 一教 科 あ る い は 数教科 の 教 授 の

た め に 児 童．生 徒 を 学 級 や サ ブ，グ ル
ープ に 分割 す る 」児 重 ，

生 徒 の 組 織 方 法 を
”
Ability　 gro 叩 ing”と定 義 し，こ の

’Ability

Gro叩 lng
’

を め ぐる 諸 問 題．と りわ け そ の 教 育効果 に つ い て の

議 踰 を 整理 し 再 検討 し て み た い ．

1．’Abillty　Grouping”を め ぐる 諸問 題

　 上 紀 の よ うに 定 義 され た
”
Ability　Greuping

’
に Cまア メ リカ の

高 校 で の Tracking や 小 学 校で の Reading　6roup ，イ ギ リ ス で の

Streaming な ど が そ の 具体例 と し て 含 ま れ る こ と は 明 らか で あ

ろ う．こ の よ うtj　”Abi］i　ty　Grouping’をめ ぐ っ て の 議 諞 は 大 き

く二 つ の テ
ーマに 集 約 され る ．SU− t：

bAbility
　 Grouping

’
の 「

選別．配 分」 機能を め ぐって の 問題 で あ り，第 二 に そ の r社 会

化 」 機能 に 関する 輪鐘 で あ る ．

　よ り具体 的 に 曾 えば，前者 に つ い て は 児 童．生徒 の 各グ ル ー

プ ．ク ラ ス ．ト ラ ッ ク へ の 配 分と グ ル
ープ間．ク ラ ス 間．トラ

7 ク 間 の 移 勤 に 関 し て の
’neritocratic　 vs ．　 Revisionist

”
の 論

争 で あ り，後 者 は ，P 学葉 成績 へ の 効果 を め ぐって の 脇 争 と

2 ） 学粟 成 綬以 外 の モ チ ベ
ー

シ ョ ン や 自 己概 念への 影 響 に つ い

て の 議 論 で あ る．

　 当然 なが ら こ れ らの 問 題 は同 じ
”
Ability　Grouping

”
を め ぐ っ

て の 議論で あ り両 者 は密接に 関 連 して い る こ とは論 を ま た な い

が 時 間 の 制 約 もあ り，今 回 は 「社 会化 」機 能 の 1｝，即 ち ，
”
Ability　GrOttping’の 学 梁 成 績 へ の 影 響 を め ぐ る問 題 を中 心 と

して 論 じ る こ と に す る ．、
2．

’
Abiliy 　Greuping

°
の 教 育 効果 を め ぐ る 諸問題

　今ま で の と こ ろ
’
Ability　Grouping

’
の 教 育 効果 に つ い て は賛

否 両 論 に 分 か れ 未だ 確定的な 結鵠は 出て い な い ．こ の 背景 に は

”
Abi ］ity　Grouping

”
　の 定 義 自体 の 多 様 性 ．あ い ま い さ と，そ

の 効 果 が 生 み だ さメ カ ニ ズ ム を 説 明 す る 理 詮 の 欠如 が 指 攝 され

る （Barr　 and 　 Dreeben，1983；Dahllof，19Tl）．

2．　1 ．定 義 の 多 様 性 と あ い ま い さ

　 過去，多数の 研 究者 が 各種 の 教育組織の 教育効果に 関心 を寄

せ て きた．あ る者 は ク ラ ス 内 で の サ ブ．グ ル
ー

プ の ．あ る 者 は

ク ラス を 単位 とす るStream の ，ま た あ る者 は複 数 の ク ラス か ら

な る Track の 教育効果 に つ い て 研究 して き た，し か し．こ れ ら

は全 て 異 う た現象 と して 個 々 に 扱わ れ て きた，例 え ばFindley

とBryan （1971） は ，ク ラ ス を単位 と す る Grouping を
”
Ability

6rouping
”

と 定義 し ，ク ラ ス 内で の Grouping を そ れ に 含 め な か

った ．ま た，Tracking に つ い て も，あ る 研 究 者 は，生 徒 の 興 味．

関 心 に 基 い て の Grouping 故 に
”
A
’
bility　Grouping

’
と は異 った 現

象 で あ る と み な し た （Goodlad ．1960；Heathers ，1969；Findley

end 　Bryan，1971）．し か し な が ら．実 際 の 生 徒 の 各 ト ラ ッ ク へ

の 配 分 は生 徒 の 能 力 を 基 準 と して い る ため に （Heyns，1974；

Alexander 　 and 　 McDiH 、1976）．　 Curriculum　 Trackingも Abi−

1ity　 6rouping も同
一

現象 と 考え た 方が よ い （R。 usenbaum ，

1976）．

　 こ の よ うな
”
Abllity　 Grouping

”
の 定義め ぐう て の 多様 性 や あ

い ま い さが 畿 論を 複雑に し て き た 要 因 の 一
つ で あ り，こ の 点 に

関 して は ク ラ ス 内，ク ラ ス 間 を 間 わ ず Reading　Group，Tracking，

Streaming は，学校 とい う組 織 が 児 童．生 徒の 多様性を 処理 す

る た め に ．ど の よ うに 畢童．生捷を分類 し組 織す るか と い う 「
．

児 童．生徒の 組 織的 分化 」 とい う現 象 の う ち，と くに あ る 能力

を基準 と し て 児 童．生徒を分類 し同質 的 に 組 織 す る こ とを指 す

”
Ability　 Grouping

”
に 全 て 包摂 さ れ る と理解 する こ と が 問題 の

整 理 の 第
一

歩 とな る．

2．2．理 論 の 欠 如 と新 た な分析 枠組

　　 従来の
’
Ability　 Grouping

”
の 教育効果 に つ い て の 実証 研究

は相 矛 盾 す る請 結 果 を 生 み だ して い る ．例 え ば，高 能 力 者 に は ，

わ ず か で は あ る が 良 い 結果を もた ら す （Xulik　 and 　 Kulik ，1982）．
あ る い は 能 力 の 低 い 児 童．生 徒 に よ り多 くの 恩恵 が あ る   tto，

1950） との 報 告 が あ る
一

方で ，能 力 の 砥い 児 童．生 徒に は マ イ

ナ ス の 影 響 し か な い と の 指蹄 もあ る （Borg，1966；Esposite ．1973；
Findley 　and 　Btyan，19T1；Heathers ，1969）．

　 こ の よ うな 枹反 す る 結 齢 が もた らさ れ た 原 因 と して DahHof

（1971）や Barr とDreeben （1983） は ．　 Abitity　Grouping に よ っ て

教育 効果 が実際 に 生 だ さ れ る メ カ S ズ ム を説 明す る理 踰 が 欠 如

して い た こ とを指籀 して い る．つ ま り，従来 の 研究 は，単 に 「

同質 的 （homogeneOUS ） 」 に 編成 され た グ ル
ープ ．ク ラ ス の 生捷

の 学 藁 成 綬 と 「異 質 的 （heterogeneous ／mixed ）」 あ る い は ラ ン

ダ ム に 編成 され た グ ル ープ．ク ラス の 生徒 の 学槃成績を単に 比

鮫す る に 止 ま り，一実 際 に ど の よ うな 教 授 活一S 　（lns　tructionel
A・ ri ・ity） が ，そ れ ぞ n の 編成慮 理 の もと で行 わ れ た かに は 全

く考慮を払わ なか っ た．換言す れ ば，6roupine それ 自体 の 勃果

“

’

マ
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を 測 定す る に 止 車り，Gre叩 i惚 と い う 説 明 変数 と学 篥成 績 と い

被説 明変数 と をつ な ぐ媒 介 変 数 （こ の 場 合，教 師 の 教授 活動）

へ の 視 点 が 欠 けて い た と い う こ と で あ る ．

　 こ の よ うに Grooping と 教授 活 動 （lnstruction ） が互 ‘、に 独 立

し て 学叢成績 に 影響 し．う る とす れ ば，一
方 の 変 数 を 無視 し た 研

鑽 果 麩 確定な の も 当 然ヱLあろう．
　 以 上 の よ う な 観 点 に 立 って Grouping と 教 授 活 勤 （よ り具 体 的

に は ．赦 師 が，ど ん な 教育 内 容 を，ど れ だ け児 童．生 徒 に ．提 示
　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
した か置℃ entent 　Coりeredb ｝

．
を研究 の 視 野 に 入れ た 場合，

Grouping そ れ 自体 よ り
．
も教授 活魴 （Content　 Covered ） の 方 が 学

璽成綬 へ の 直接効 果 は 大 きい と の 結 果 もで て い る （Alexander

and 　Cook，1982；Berr，1973−74；Barr　aOd 　Dreeben，1983）．

　．実際ドは it 能力 別 にグ 牛．
−
iノ編 成 され た 鞘合，各 グ ル

ー
プ の

平 均能力 レ ベ ル と教師 に よ ， で提示 され た教育内 容の 量の 間 に

は 々な り の 相関が み られ る の で （Barr　 and 　Dreeben、1983） 結 果

と して 批判臨者の 指摘す る よ うに 学彙成績に 格 差が生 じ る ．し

か しな が ら こ の 研 究 結果 頃．能力 別 に グル
ー

プ や ク ラ ス を 編 成

して も教 師 の 教 授 活 動次 第 で は，能 力 の 低 い 児 童．生徒 に も同

程度 の 学 習 内容 を 習 得 ざせ る こ とが 可能 であ る こ と も同 時 に 示

して い る と言え よ う．

3 ．ま と め

　
”
Ability　 Grouping

”
は ，児 童．生 徒 の 個 人 差．多様 性

．
に 各種

の 踴 約 条 絆下 （胴 え ば 教 師 数 》．に お い て 学校 が と り う る 一
つ の ・

便法 で あ る ．つ ま り，児 童．生 徒 の 異 質性．多 轍 性を で き う る

励 砂 させ て 鱒 可 能 （T・・c・・blb｝．
に ま で 剛 匕rせ よ う と

す る 学 校 の
一

つ の 組 織 的 塚 行 動 で あ る ．　 　 　 　 ．

　最近 の 知見 は ．能力別に 児 童，生 徒 を Grouping す る こ と・自体

の 効 果 よ り も，そ の なか で 教 師 が ど の よ う な教 授 活 動 を 行 うか

の 方 が 学 羣 成 績 に は ，よ り直接的な 効 果 を も つ と 捲摘 し て い る ．

っ まり，日本 の よ う に ラ ン ダム に 児 童．生 徒 を 学 級 編 成 して も

薮節 の 教授活勤次第 で は 学彙成績を階層化 させ る 可 能性 もあ る

し ，逆 に 能 力 別 に グ ル
ー

プや ク ラ ス を 編 成 し て も，逆 差 別 的 な

鍛授 活 動 に よ っ て 平 等 な学桑 達購を も た らす こ と も可 能で あ る ．

　最後 虻こ れ か ら の 課 題を 二 点あ げて 本発 表 の む す び と し た い ．

まず箪
一

に ，日本 で も，授 藁 の 際 に 免童．
．
生 徒 が実 際 に ど の よ

うに 組織 され て い る の

．
か，そ して どの よ うな 教 授 活 勤 が そ の な

か で 行 わ れ て い るの か を 実 証的 に 研 究す る必 要 が あ る と い う こ

と が あ げ られ る ．管 見 に よ れ ば ，こ の 種 の 研 究 は我 国 で は非 常

に 少 い （逆 に 冒 う と，本 当 に 日本 で は どの 学 校 ．教 室 で も、r一

斉 画
一

」 な 授 粟 が 行 わ れ て い る の で あ ろ うか） ．第 二 に は，錬

室 内 とい

．
う ミ ク ロ な レ ベ ル で の 「教 育機会 の 均 等」 と は 何 か が

聞 わ れ ね ば な ら な い とい う こ と で あ る ．従来 こ の 問題 は社会階

層．と の 閨連 で 論 じ られ て き た が ，今 後 は 歌 育 の 実 践 の 場 で あ る

教 室 内での 鍛 膏 楓会の 配 分 に も．我 々 は 目を な け る べ きで あ る．

｛注） 参考文献 の リス トを含む 資料 1ホ当日配 布 の 予定で す．
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