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大学生の 読書文化 に 関す る研究

一文系・理系の 比較を通 じて 〜

　　　　　粒来 香 （東京工 業大学）

○石島　繁裕 （東京工 業大学大学院）

1．教養教育と読書

　新制大学 は専門研究と教養教育と を二 本柱と し

て 発足 した 。 旧制高等学校が教養教育を担 っ て い

た戦前 に関して は、筒井 （1995）・竹内 （1997 ）

などが 明らか に して い る ように、教養を身に つ け

る うえ で 決定的 な の は 読書 で あ っ た 。 旧制高校 の

「教養主義」とは 読書
二を通 して 西欧の 哲学や 文学

を修得し人格の完成をめ ざす態度だ っ たの で ある 。

とこ ろが 、教養形成 と深 く関連 して い る読書行動

に つ い て、新制大学生を対象と した研究は極め て

少ない 。前掲 の 筒丿1・ （1995 ） は 「教養主義」が

昭和四〇 年代 に 衰退 した と して い る が、その 後、

どの よ うな変化があ っ たかは 明らか に して い ない
。

こ の 時期 の 大学生 の 読書行動に つ い て は 「京都ノ〈

学卒業生意識調査 亅（1996）が貴重な成果である

が、対象が文系学祁に限られ部分的知見に とど ま

っ て い る と言わ ざる を得ない 。

　以上を踏まえ本研究 は 、1969− 88 年卒の 東京

工 業大学 （以 下、束 コニ大）理 学部卒業生 と京都 丿く

学 （以 下、京大）埋学部卒業生を主な対象 とし、

1960 年代後半からの 読書行動の変容を明らか に

する こ とを目的とする。前述 の 京都大学教育学

部 ・経済学部を対象とする調査デ
ー

タ との 比較も

行 い つ つ 1970 年代以 降の 変化を探 る
D
、，デ

ー
タ

の 概要 は表ユに 示 した 。 また 、読書が卒業生 の 現

在と どの ように 関わ っ て い るか も考察す る。

　分析 に 当た りサ ン プル を以
．
トの 3 世代に区分

した 。 全共闘世代 （1969〜75 年卒）・大衆化世

代 （1976〜82 年卒：）・共通
一次世代 （1983 〜88

年卒）で ある 。

表 1 デ ータの 概要

　 ．黒

、ll：：にli31

［
　

卩
：；

　　 『．

．馴 烹墅勸 の 螽緬

　 鞍臣や臓聞とし［

囮唱　　　釦 　　　陥　　　　躡

… 蕪
｛、1到：；：

　 縄：；

　 嵩
旨　 　 ．職
1　 ・・

1＿−一、−c「t

辻再Lの紅雄F亘fitとLて

　 　 np．± v

　 　 呂議聲
　 　 N

・t　 d・・　 ev ．　 蕨
一

1・c・，1

識 ・技能に プラ ス 」と評価す る活動が異 なっ て い

る と考えられ るが、い ずれも読書 に
一

定 の 評価を

与えて い る 点は 注 凵される。それ に 対 して
一tt
般教

養の 評価 は概 して 低い
。

3，読書行動の 世代変化

　在学 中の 読書が 「熱心」「ど ちらかとい えば熱

心 だ っ た」とす る比率はどの学部で も過半数を超

え る 。 読書は時代とともに減少した とい わ れるが、

こ うした読書実感の 変化は 必ず しも一・
貫 した傾向

に は ない 。 こ れ は 読書実感 と結びつ く読書 ジ ャ ン

ル が世代 で 異る こ と と関連 して い る 。 各ジ ャ ン ル

と読書実感との相関係数を調べ た と こ ろ 世代 に よ

っ て認識に差異が あ る こ とが 分 か っ た 。 ど の 1吐
代 ・学部で も読書実感をともなうの は、思想書、

日本文学、外国文学、教養書 （純読書グル
ー

プ〉

で ある。逆 に常 に読書実感をともなわない の はマ

ン ガ、ビ ジ ネス書、趣味 ・娯楽書 （非読書 グ ル
ー

プ〉 とな る 。 その 他 の ジ ャ ン ル （中間読書グル
ー

プ） は世代 ・学部に よっ て異な る 。

　次に 、読書量の指標と して各ジ ャ ン ル ご と に「よ

く読ん だ」か ら順に 4〜1 点で得点化し、12 ジ ャ

ン ル の合計を総読書得点と した 。 全共闘世代の 京

大は東工 大 よ りも総読書得点が 高い が 、共通
一・・

次

世代に な る と その 差 は な くな る （図 2 ）。総読書

得点の 内訳 をみ る と （図 3 ）、全共闘世代 で は 大

学
・
学部 に よ っ て 異 なっ て い た読書 の 型が大衆化

世代 で多様化し、その後共通
一
次世代で は ジ ャ ン

ル の 分布が 似通 っ て お り、理系 ・文系を問 わ ず画
一
化したと考え られ る。

　友人 との 会話に つ い て は理系の み を分析対象と

す る 。 両大学とも、友人 との 会話で読書を話題 に

−

」
1
口

刮
」

「

目

ー

向があるが理系に比 べ 導

門知識 の 評価が低 い ．，

「仕事上の知識 ・技能に

プ ラ ス 」 に つ い て も読 誹

の 評価 は 高 い 。文系で は

読書に次い で友人 との交

際が高 く評価され て い る

の に 対 し、理系で は読書

と同等もしくはそれ以 ．ヒ

に専門的な知識が評価 さ

れ て い る 。 文系と理系 と

で は卒業後に 就 く職業 が

違 うた め 「仕 事上 の 知

「
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2．大学で の諸活動に対する卒業生の評価

　大学 で の 諸活動は卒業後どの ように評価さ れ て

い るだ ろ うか。調査で は 11 の 項目につ い て 「教

養 や話題」「仕事 1’．の 知識 ・技能」とい う二 つ の

視点で 質問 した 。 図 1 は世代 を 分け ず に 、「プ ラ

ス に な っ て い る」 「ど ちらか とい えば プラ ス に な

っ てい る」の 比率 を学部ご とに示 した もの で あ る 。

　 「教養 や話題 に プ ラ ス 」として い ずれ の学部で

も高 く評価され て い る の は読書と友人 との 交際 で

ある。理系で は、それ に 専 門的な知識 （専 門 講義 ・

専門 ゼ ミ ・卒業論 文）が続く。 文系で も同様の 傾
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した頻度が高い ほ ど

総読書得点も高く、

東工大よ りも京大で

会話頻度が高 くな・
丿

て い る 。 京大は東 1、

大 よ りも同大学同学

科の 友人と読書を話

　 　 　 図 2 読書得点の 世代 変化
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み る とどちらの 大学で も会

話頻度 は減少して い るが 、

東工 大 で の 減少が よ り顕著
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で ある。 両大学 と も同大学 1司学科や同大学理系の

友人との 会話が減少す る一t
方 で、京大理学 の 共通

一
次世代 で 同大学 文系の 友人が増加す る 。 これ が

京大 で の 会話の 減少をある程度 くい 止めたと思わ

れ る 。

4．読書と昇進

　学生時代 の 読書経験 は現在 の 仕事 と ど の ような

関係にあ る の だ ろ うか。こ こ で は 1961年 3 月 31

日以前の 出生者に 限定 し、サ ン プル数を確保す る

た め 京大
・東工 大 の 理学部 を合計 した 。 「昇進が

良 い 方だと思 う

か 、良くな い 方

だ と思 うか」と

い う質問 に対す

る回答 を、良い

竃 系
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　図 4 は 「学生時代

の 総読書得点」 「現

在 の 総読 書得点 」

「昇進得点」をバ ス

解析した結果である。
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認め られない 。 同様 の 作業を各ジャ ン ル に つ い て

行っ たとこ ろ、どの ジ ャ ン ル に つ い て も直接効果

はみ られなか っ た，ただ し間接効果の 有無はジ ャ

ン ル に よ っ て異な る 。 現在の 読書が昇進に影響が

ある の は教養書と ビジネス 書を除い た中間読書グ

ル
ープで 、純読書 グ ル ープ は 有意 に 働 い て い ない

。

　 さらに 12 ジ ャ ン ル を学生時代 「読 ん だ」「読

まな い 」と現在 「読む」「読 まない 」の 2 分位で

「継続型」「離脱型」「参入型」「無関与型」に 4

分類 し、各タ イプ ご と に昇進得点の 平均を求め た。

こ の 4 タ イプの 平均昇進得点を各ジ ャ ン ル の変数

と して ク ラ ス ター
分析した結果、文系 5 グル ープ、

理系 4 グループの ク ラ ス ターが 得 られ た （表 2 ＞。

文系で は、無関与 と継続の 双方が昇進 に マ イナ ス

に働 くジ ャ ン ル が多 く、つ まり浅 く広 い 読書が要

求 され て い るもの と思われる。理系で は昇進 にあ

ま りかかわらない ジャ ン ル が多い が、実用的な ビ

ジ ネス 書 ・専門書 ・教養書、サ ラ リ
ー

マ ン 的趣味

に つ なが る歴史小説
・
趣味娯楽書 とい っ た ジ ャ ン

ル が昇進に プ ラ ス の 影響を与えて い る 。

5 まとめ

　若者の 活字離れを嘆く声は多い 。第 2章で読書

が高 く評価 され て お り、教養 ・話題 として も、仕

事の 上 で も役に立 っ て い る と思 わ れ て い る こ とが

判明 した 6 第 3章で は い つ も 「最近の若者は…」

とい わ れ るが 、その 内実は変化して お り、そ の変

化が大学
・
学部間 の 差異を縮 め る 方向に向か っ て

い るこ とが判明 した 。 続 い て第4 章 で 昇進 と の 関

連を分析 した結果、昇進 とい う視点に関 しては 自

分 で読書と認識す る ジ ャ ン ル が あまり昇進 に はつ

なが らず、逆 にあ ま り認識 しな い ジ ャ ン ルの 方が

昇進 に つ なが っ て い る こ とが示唆された 。 文系で

は幅広い 読書が、理系で は現在実用的な読書が、

昇進に プ ラ ス に働 い て い る 。

　 学生が本を読 まな くな っ た こ とは事実で ある が、

　「活字を読 むこ と＝良 い こ と」の ような単純な図

式は 成立 して い ない 。昇進 に 限っ て い えば、読書

へ の 適度な関与の 仕方が あ る とい うこ とだ 。 もち

ろ ん読書だけ が学生 の活動で は な い
。 大学にお け

る教養形成 を論 じる た め に は、他の諸活動との 関

連を踏 まえて研究 を深め て い く必要 が あ る だろ う。

1）京都 大 学
・
東京工 業 大学 卒業生 調査 は平成 9 ・】0年度 科

学研究費 （研究代表者　山口 健二 ）の 補助を受けて 実施 され た。

京都大学卒業生意識調査の デ ータ使用に 当た っ て は京都大学教

育学部の 許可を受け た。
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