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　 カ テ ゴ リー変 数 の 背後 に は 直接 に は 観察 で き な い あ

る 運 続 量 が 存 在 し、そ れ に も とつ く一定 の 応 答 過 程 を

経 て 所 与 の 分 類 結 果 が 碍 ら れ て い る と 考 え て み よ う。

教 育 達 成 の よ う に カ テ ゴ リ
ー

が 自 然 な 順 序 を な し て い

る と き は．こ の 観 点 か ら 各 々 の カ テ ゴ リーの 間 に 闘 値

（threshold ） を 想 定 し た モ デ ル が も っ と も ら し い 理

解 を 与 え て く れ る だ ろ う。心理 学 の 世 界 で は 、テ ス ト

理 論 や 態 度 瀏 定 の 領 域 を 中 心 に そ う し た 発 想 が 古 く か

ら 展 開 さ れ て き た が 、社 会 研 究 の な か で こ の ア イ デ ィ

ア が 実 際 に 適 用 さ れ た 例 は 少 な い 。

　 数 少 な い 分 析 例 の
一

っ と し て McCann 〔1977） が あ る 。

彼 は 、職 業 技 能 の 潜 在 的 な 優 位 度 を 出 身 階 層 ご と に ペ

ータ 分 布 を 用 い て 表 わ し、そ の 分 布 を 共 通 の 分 割 点 で

区 切 っ た も の が 現 実 の 世 代 間 移 動 表 に 合 致 す る こ と を

示 し て い る 。ま た 、Halsey，Heath，　and 　 Ridge （1980）

は、中 等 教 育 段 階 の 選 抜 が lQ を基 謹 に メ リ トク ラ テ

ィ ッ ク に な さ れ て い る と 想 定 し、そ こ か ら 期 待 さ れ る

分 布 と 実 際 の 進 学 結 果 と を 突 き合 わ せ て 進 学 先 を 区 分

す る 閾 値 に 出 身 階 層 に よ る バ イ ア ス が 齢 い て い る こ と

を 間 接 的 に 示 し て い る 。具 体 的 な 分 桁 例 は 少 な い が 、

こ う し た 発 想 は わ れ わ れ に も馴 染 み や す い も の と 言 っ

て よ い だ ろ う 。
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　 出 身 階 層 X 教 育 達 成 の ク ロ ス 表 を 念頭 に 具 体 的 な 分

析 方 法 に つ い て 説 明 し よ う。まず．教育 達 成 に 関 す る

潜 在 的 な 優 位 度 X が 連 続 量 と して 存 在 し、そ の 分 布 を

複 数 の 分 割 点 で 区 切 る こ と に よ っ て 各 カ テ ゴ リー
へ の

到 達確率 が 定 ま る も の と す る 。x は 、各 人 の 能 力 や 意

思 、家 庭 の 経 済 的 あ る い は 文化 的 な 背 景 、地 域 や 学校

の 教 育 的 環 境 、具 体 的 な 教 育 政 策 な ど さ ま ざ ま な も の

に 関 連 す る と み な せ る が 、こ こ で は そ の 中 身 を
一

切問

わ な い こ と に す る 。た だ 単 に 綜 合 的 な 指 榎 と し て 教 育

達 成 に 関 す る 優 位 度 が 停 在 し．母 集 団 に お い て 連 続 し

た 分 布 を な し て い る と 仮 定 す る 。し た が っ て ．結 果 の

解釈 に お い て そ れ を IQ や そ の 他 の 具 体 的 な 概 念 に 結

び つ け て は な ら な い こ と を 断 っ て お く。そ う し た 関連

は ま た 別 の 文 脈 で 検 討 さ れ な け れ ば な ら な い 。

　 っ ぎ に ．こ の 仮 定 の 現 実 性 を デ ー
タ 上 で 検 討 す る た

め に 、優位度 分 布 に つ い て 何 ら か の 関数族 を 当 て は め

る必要 が あ る 。McCann は そ れ を ペ ータ 分 布 に 求 め た わ

け だ が、こ こ で は そ の 累 積 分 布 を ロ ジ ス テ ィ ッ ク 曲 線

で 近 似 し て み る こ と に す る 。そ れ よ り、出身階層 j の

子弟 が k 番 目 以 下 の 教育段階 に 留 ま る 確 率 R 、 、は 、各

出 身 階層 の 優 位度 分 布 の 中 心 を u 、（j・ 1．2，…　 ， n ）、

教 育 段 階 k と k ＋ 1 を 区分 す る 聞値 を τ k （k・L2、…、

m ） と し て 、つ ぎ の よ う に 表 わ さ れ る 。

R 、、； Pr （X 」 く τ 、）

　　 ＝　1 ／ 〔1 十 eXp 〔− aj （ZL 一
μ 」〕 〕 ）

　 α ．は ロ ジ ス テ ィ ッ ク分布 の バ ラ ツ キ に 対 応 し て お

り、心 理 学 者 が テ ス ト項 目 の 議 別 力 を 問 題 に す る と き

に 注 目 す る パ ラ メ ータ で あ る。通 常 は、 a ．＝1 と す

る こ と が 多 い が 、出 身 階 層 に よ る 優 位 度 分 布 の 疎 密 に

も 関心 が も た れ る の で 、こ こ で は α 、 ≠ 1 の 場 合 も モ

デ ル に 含 め て お く こ と に す る 。 い ず れ に せ よ 、所 与 の

連 続 し た 分 布 に 対 し て 共 通 の 閣 値 が 当 て は め ら れ る と

こ ろ に こ の モ デ ル の 特 徴 が あ る。

　 x を メ リ ッ ト ｛＝能 力 ＋ 努力 ） と 等 値 し な け れ ば 、

こ れ を メ リ ト ク ラ シ ーと 呼 ん で も 差 し 支 え な い が ．や

は り語 弊 が あ る の で 客観的 な 用 語 で 悶 値 モ デ ル と 呼 ん

で お く こ と に す る 。た だ し、悶 値 が 物 を 誉 う と い う だ

けで な く、ど の 出 身 階層 に も共通 の 基準が 当 て は め ら

れ る と い う メ リ トク ラ シ
ー

の 形式的 な 倒面 に 対 応 し て

い る 点 に 注意 し て ほ し い 。

　確率 モ デ ル と し て 多 項 分布 を 操 用 す れ ば 、こ の モ デ

ル の も と で の 対数 尤度 は 次 式 で 与 え ら れ る （RJn ＝O ．

R 掴
＝ 1 で あ る ， 。

1nL ； 定 数 十 Σ 3Σ 7n 、Lln 〔R 」 h
− RJ ．匡

一
： ）

　 こ れ を も と に 尤度方 程 式 を 構 成 し、各 パ ラ メ
ー

タ の

値 を 最 尤 推 定 す る こ と に な る 〔た と え ば Bock，1975 ）。

た だ し 、R に 関 す る 先 の 式 は 任 童 の 定 数 を用 い て ど の

よ う に も 変形 で き る の で 、パ ラ メ ータ を一意 に 推 定 す

る た め に 、Haj ＝1 、Σ μ J
＝ 0 等 の 制 約 が 必 要 と な

る 。詳 し い 計 簍 方 法 は 省略 す る が ．方程 式 の 億 系 が 定
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ま れ ば ．ニ ュ
ート ン 法 な ど の 標 華 的 な 最 適 化 法 を 用 い

て 容 易 に 解 を 求 め る こ と が で き る 。モ デ ル の 自 由 度 は 、

α ．i ＝1 の 場合が （n − 1）〔m
− 2〕、 α ．、≠ 1 の 場 合 が

〔n
− 1）（m

− 3〕 と な る 。よ っ て 、教 育 カ テ ゴ リー
カ灘

ま た は 4以 上 で あ れ ば こ の 方 法 を 用 い た 出身階層間 の

比 較 が 可 能 と な る 。
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　 具 体 的 な 分 析 結 果 は 当 日 に 報 告 す る と し て ．こ こ で

は こ の 分 析 法 の 狙 い に つ い て も う 少 し 説 明 し て お く。

　 闘 値 モ デ ル の 最 大 の 特 微 は 、変数 間 の 顕在的 な関連

を 計 里 化 す る 従 来 の 分 析 法 と 異 な り 、潜 在 的 な 応 答 の

プ ロ セ ス を よ り積 極 的 に モ デ ル 化 し て い る 点 に あ る 。

し た が っ て 、関連 に 変化が 見 ら れ る 場合、そ の プ ロ セ

ス に 即 し た 直 鏡 的 な 解 釈 が 可 能 と な る 。た と え ば 、今

日 の よ う な 高 等 教 育 の 大 衆 化 は 、教育達成 に 閨 す る 優

位 度 分 布 の 改 善 に よ っ て 実 現 し て い る の か （機 会 の 平

等化〕、そ れ と も 分布樽造 は
．一

定 の ま ま た だ 単 に 定 員

構 造 が 変 わ っ た た め に ｛闥 値 の 低 下 〕 も た ら さ れ た も

の な の か 。こ れ は 変 化 の プ ロ セ ス に つ い て の 関 心 で あ

る か ら 、本来 、そ の プ ロ セ ス を 適 切 に 表 現 し た モ デ ル

に よ っ て し か 答 え る こ と が で き な い 。闊 饐 の 発 想 が 妥

当 か ど う か は と も か く、プ ロ セ ス を モ デ ル 化 す る 狙 い

は ．何 よ り も こ う し た 変 化 を 吟 味 す る と こ ろ に あ る 。

　 闘 値 モ デ ル が も っ て い る こ の 解 釈 上 の 利 点 は 趨 勢 分

析 の み に 限 ら れ な い 。 た と え ば 、 「女 子 は 男 子 と 同 じ

能力 を 持 ち な が ら 不 当 に 差 別 さ れ て い る 」 と い っ た 類

の 仮 説 も 、　「男女 の 優位度 分布は 等 し い 」 と い う文字

通 り の 意味 に お い て 検討す る こ と が 可 能 ど な る 。 優 位

度分布 は 等 し い と 仮 定 で き る の に 、男 女 の 教 育 達 成 が

異 な っ て い れ ば 、そ の 責 め は
一

方 の 性 の 教 肖 機 会 を 制

限 し て い る 学 校 制 度 の 側 に 求 め ら れ る だ ろ う 。反 対 に ．

異 な る 分 布 が 同 じ 悶 値 で 区 切 ら れ て い る の が 現 実 な ら

ば 、家族 に お け る 扱 い の 違 い な ど 優位度 に 差 を も た ら

す 学 校 外 の 理 境 に 原 因 が 求 め ら れ る こ と に な る 。

　 こ れ ら の 仮 説 を 閥 値 モ デ ル を 屠 い て 検 討 す る に は 、

つ ぎ の 4 つ の 状 況 を 区 別 す る の が 有 効 と な る 。

分 布 樽 造 同 じ

　 〃 異 な る 广
一W h ’i−一一’d　　　　　　　　　　　　　　　 ＿L．．L」

．　T ．．．
　 閾値構造同 じ

i　 　 s1

〃 異 な る 　…
　 　 ．．一一
　 S ：

映 さ せ れ ば よ い 。他方 ，S ？ は μ 1 の 繕 成 を一定 に し て

お い て 闘 儕 パ ラ メ
ータ rL を 上 下 に 変化 さ せ た 場 合 に

対 応 し て い る 。そ の 状 況 は 、時点 ま た は 集 団 t を 区 別

し た 3 重 ク ロ ス 表 に お い て つ ぎ の モ デ ル が 当 て は ま る

か ど う か を 確 か め る こ と か ら 検 討 す る こ と が で き る 。

R 、」 a
＝　Pr 〔x ， 、く τ 、 t ）

　　　＝ 1 ／ （1 十 exp （一α 1 （TLk 一
μ ， ） 〕 ）、

　 S4 の 場 合 は 、分 布 構 造 ，閾 値 携 造 と も に 異 な る の

で 、そ れ ぞ れ の 集団 に 個別 に 闘 値 モ デ ル を 当 て は め ．

そ の 結 果 が 綜 合 さ れ る こ と に な る 。

　 い ず れ に せ よ IS ：
− S2 − S4 の 系列 お よ び St − S ：，

− Sd の 系 列 は パ ラ メ
ー

タ の
一部 に 制約 を 施 し た だ け

の 違 い で あ る か ら 、闘 領 モ デ ル が 適 合 し て い る と い う

条 件 の ドで 尤 度 比 検 定 な ど に よ り仮 説 を 系 統 的 に 比 較

検 討 す る こ と が で き る だ ろ う。
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　 も っ と
一般 的 に 言 え ぱ 、こ こ で 取 り 組 も う と し て い

る の は つ ぎ の よ う な 問題 で あ る 。 1〕 教 盲 達 域 の 分 布

が 潜 在 す る 何 ら か の 連続量 よ り帰 結 して い る と す る 理

解 は 妥 当 か ．2） メ リ ト ク ラ シ ーの よ う に 、あ る 分布

を 共 通 の 尺 度 で 区 切 っ た も の が 現 実 で あ る と み な して

よ い か 、3） 教 育 達 成 に お け る 時 聞 的 な 変 化 や 男 女 間

の 相 違 を デ ータ内在的 な 視点 か ら ど れ だ け 合 理 的 に 記

述 す る こ と が で き る か ．4）一
定 の モ デ ル を 前 提 に 将

来 に 対 し て ど ん な 事 態 を 予 測 す る こ と が で き る か 。

　 こ う し た 問 題 関 心 に 答 え る に は ．明 ら か に 観察 さ れ

た データ を 要 約 す る だ け で は 不 十 分 で あ り、ま して や

何 ら か の 「理 諭 」 に 依 り な が ら 新 し い 解 釈 を 重 ね て も

ど れ
一

つ と し て 確 か な こ と は 言 え な い だ ろ う。や は り、

事 象 の 全 体 に 何 ら か の モ デ ル を 当 て は め 、デ ータ が 生

成 さ れ る メ カ ニ ズ ム を 特足 し て か か ら な け れ ば な ら な

い の で あ る 。本報告 の 目的 も、そ れ を 示 す こ と に あ る。

L＿一一＿一一一：＿ ．．．一．．」 L．．．＿＿．一．．．

　 St と S ，の 場合 は 、同 じ 閾 値 が 当て は ま る の で τ 、

の 値 は 同
一

と し、分 布 構造 が 同 じ で あ る こ と 、ま た は

そ れ が 異 な っ て い る こ と を パ ラ メ
ータ μ ．、の 構 成 に 反
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