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1．問題の 設定

　 こ れ ま で 、日本の 教育社会学研究 に お い て 、

政策科学的研 究 の 重要性 がたび た び指摘 され

て き た。 し か し、過去 に お い て 提唱 され 、実

際に 行われた研究の 多 く は 、統計的シ ミ ュ レ

ーシ ョ ン な ど を用 い て 将 来予 測 を行 う こ と

で 、政策の 立 案に貢献 しよ うとする も の が ほ

とん どであ っ た。

　 政策科学的研 究には 、も う
一

つ の 役割 が あ

る 。 実施 され た政 策が、ど の よ うな成果 を も

た ら し、い か な る 意図せ ざ る 副作用 を生み 出

し た か と い う、政策評価に 重点を 置 い た 研 究

で ある。 し か し、政策評価研究は十分に行わ

れ て きた とは 言 い 難 い 。 とりわ け、本研 究が

焦点 を当て る 、「授業 レ ベ ル 」 で の 教育改革

を迫 る政策課題 に つ い て は 、そ の評価を実証

的に行お うとする試み は 、ほ とん ど行われ て

い な い 。なか で も、児童生徒 の 学業達成 を測

定 し た データ を用 い て 、教育改革 の もとで 変

化が 予想 され る学習 状 況 と学業達成 との 関係

に焦点付 けた研 究は 、 矢継ぎ早 に教育改革が

実施に移 され る現状 にお い て そ の 重要性が高

ま っ て い る に もかか わ らず、ほ とん ど行 われ

て い ない。

　 他方で 、学校週 五 日制や 「総合的な学習の

時間 」 な どを盛 り込 んだ新学習指導要領 の 実

施 と前 後 し て 、教育改革が 、実際に ど の よ う

に 教育 を改善で き る の か 、あ る い は 新た な問

題 を 引 き起 こ す の か に っ い て の 議論が広 が っ

て い る。「学 力低下論争 」 と呼ばれ る もの が 、

そ うし た議論を リー ド し て きた よ うに 見え る

が 、そ の 多くは 、学校五 日制に 伴 う授業時数

の 削減や教育内容の 削減 と い っ た 、い わ ば教

授 ・学習 の 「量的側面 」 に 注 目する議論が ほ

とん ど で あ っ た 。 しか も、「学力低下 」 へ の

賛否 に かか わ らず、
一

部 の 例外を除 い て 、実

証的な研究をふ まえた議論は ご く少数 に と ど

ま る 。 そ れ に 対 し本研 究 で は 、 教育改革 に含

まれ る授 業や 学 習 の 「質 的側 面 」 の 変化 に着

目 し、そ の 影 響を実証 的に とらえよ うとす る

試み で ある。

　 90 年代初頭 の 「新 しい 学力 観」 の 導入 以

来、こ の 十年近 くにわた る教育改革は、授業

レ ベ ル で の 授業観 ・学習観 に大 きな変更 を迫

る もの で あ っ た 。 義務教育段 階、と りわ け小

学校 レ ベ ル で は 、 生活 科 の 導入 や体験学習 の

広 が りに見 られ る よ うに、また 、今回の 学習

指導要領 の 骨格 を決 めた教育課程審議会 も認

め た よ うに、「新 しい 学力観 に 立 っ た教育が

展 開し て い る 」 とい われ る。

　 に もか かわ らず、い まだ に 児童生 徒 の 学習

が 「受 け身で 覚 え る こ とは得 意だ が
、 自ら調

べ 判 断 し、自分 な りに考え を もちそれ を表現

す る力 が 十分 に育 っ て い な い 」 （教 育課程 審

議会答 申、1998） との 認 識 に基づ き、今回 の

改訂 で は 、さらに学習者 の 体験や活 動 を重視

し た 「総合的な学習の 時間」 が 正 式な時間枠

と して、小 学 3 年生か ら高校 生に まで導入 さ

れ る こ とに な っ た。そ こ で は 、子 ど もた ち の

興味 ・関心 の 喚起 を重視 し、「自 ら学び 、自

ら考える力 」 ＝ 「生 き る力 」 の 育成 を 目指 し

た授業観 ・学習観に立 っ 教育が
、 よ り

一
層求

め られ て い る 。 ち なみ に 、 こ うした 「生 き る

力」 の 教育が、新学力観 の 延長線上 に位置つ

くこ とは、すで に専門家や文部省 の 担当者の

認 め ると こ ろ で もあ る （苅谷 2002 ）。

　 こ の よ うに み る と、教育改革の 問題 は 、た

ん に授業時 数や教育内容 の 削 減 とい っ た量 の

問題 に と どま らず 、授 業や 学習 の あ り方 に大

きな変更を加 え る質的変化 を含 ん で い る 、 と

い え る 。こ うし た授業 レ ベ ル で の 教育改革 は 、

子 どもた ち の 学 習 の あ り方 、 学習 へ の 意 味づ

け （「学習 レ リバ ン ス 」と呼ぶ ；詳細は後 述）、

さ らには学習の成果 に、どの よ うな影 響を及

ぼ して い る の だ ろ うか 。 知識 の 伝達 を重視 し

た授 業か ら、体験や活動 、「調 べ 学習」 や児

童生 徒に よる発表 などを取 り入 れ た授業に 重

点 を シ フ トさせ る こ と で 、 子 どもた ちの 学習
の あ り方は どの よ うな影 響 を受け る の か 。

　 こ の 研 究は、現在進行中 の 教育改革が、授

業や学習に 質的変化を もた らす もの で あ る と

の認識 に 立 ち 、 小 中学校 にお ける授業 の あ り
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方や、児童生 徒の 授業今 の 取 り組みや意味づ

け に 焦点 を当 て 、学業達成 （ア カ デ ミ ッ ク ・

ア チーブ メ ン ト）の構造 を明 らか に しよ うと

する もの で あ る 。 小 中学生 の 学習の あ り方や

意味づ け の 違 い は 、学習 の 成果が生 み出 され

る 「達成 」 の プ ロ セ ス に、ど の よ うに 影響 を

及 ぼ して い る の か を、学習到 達度調査 と質問

紙調査 を用 い て集 め られ た デー
タ を分 析す る

こ とに よ っ て 、実証 的に 明 らか に しよ うとす

るの で あ る 。

　 具体 的 に は 、 本研 究 で は 、次 の 3 つ の 問題

を設 定 し、下記 に述 べ る調査 デ
ー

タを用 い て 、
こ れ らの 問 い に解答を与 え よ うとす る もの で

あ る 。

1 ） 新 しい 学力観 の 導入以 前 と以後 とを比

べ る と、小 中学生 の 学業達成 に は、どの よ う

な変化が 生 じて い る の か 。 ま た、そ の 変化は 、

通 塾 の 有無 や学校外で の 学習時間な どの 学習

状況 とど の よ うに 関係 し て い る の か 。

2 ＞　 小 中学校 に お ける 授業 の あ り方 は、ど

の よ うに類型化 で きる の か。知識伝達を重視

する 伝統的な教授 ・学習 の あり方 と、子 ど も

た ちの 活動や発 表な どを重視ずる新学力観 的

な授 業 ・学習 の あ り方 と は 、ど の よ うに組み

合わ され 、授業の タ イ プ を構成 して い る の か。

また、こ うし た 授業 ・学習の あ り方の 違 い に

よ っ て 、学業達成に どの よ うな違 い が生 じ る

の か。

3）　児 童生 徒た ち の 学習 への 意味づ け （学

習 レ リバ ン ス ） の 構 造 は、ど の よ うに構成 さ

れ て い る の か 。ま た、そ の 構造に 影響 を 与 え

て い るの は、い か なる要 因 なの か 。さらに は 、

学習 レ リバ ン ス の 違 い に よ っ て、学業達成 に

ど の よ うな違 い が生 じる の か 。

2 ．調査データの 概要

　以 下 の 分析で 用い る の は 、私たち の研究 グ

ル
ープ が 2001 年 11 月に 関西大都市圏で 実施

した、学業達成 と学習状況 に 関する調査 で あ

る 。 こ の 調査 は、 1989 年 に大 阪 大学 の グ ル

ープ （代表 ： 池田寛教授）が 実施 した 「学力

・生活 総合実態調査」 をもとに して い る 。

　阪 大 の オ リジナル 調査は 、「学力テ ス ト」

と 「生活 と学習に つ い て の ア ン ケ
ー

ト」 の 2

種 を、小学校 5 年生 2100 名 あま り、中学 校

2年生 2700 名 あま りを対 象 に実施 した もの

で あ る。私 た ち は 、こ の 調 査 で 用 い られ た 「学

力 テ ス ト」 の 問題 を ほ ぼそ の ま ま使 い 、採点

につ い て も過去 の マ ニ ュ ア ル に した が っ て 忠

実に 行 っ た 。 ま た 、
「生活 ・学習ア ン ケ

ー ト］

に つ い て は 内容の 修正 を施 した うえで 、前回

調査 の 対象校に 個別に 依頼 した。結果的に小

学校 16校、中学校 H 校 （前回対 象校 の約 7

割 に あた る） の 協力 を得た 。 有効回 答数は 、

小学 5 年生が 921 名 、中学 2 年生 が 1281 名

で ある。

　国語 と算数 ・数学か らなる今 回 の 「学カ テ

ス ト」 の 問題 は 、89 年 時点 で の 学習指導要

領に も と つ い て 、当時調査 に協力 した教師 た

ちが 「ひ と学年 前 ま で の 教 育内容」 か らピ ッ

ク ア ッ プ し た も の で あ る 。 ちな み に 、92 年

の 指導要領 実施に 伴 い 削 除され た内容 は 問題

には含まれ て い な い
。

　出題 した 問題 の 内容 と して は、国語は 「長

文 読解」 「文 章構成」 「文 法 」 「漢字」、算数

は 「数 と計算」 「量 と測定」 「図形」 「数量関

係」、数学は 「数 と式」 「図形」 「数量 関係 」

とい っ た領域であ る。前回調 査 にお い て 、全

体の 正 答率はお お むね 70〜 80 ％ とい う値 で

あっ た。こ の 正 答 率の 高さか ら見 て 、用意 さ

れた問題は 、ご く基本的な学習項 目であ る と

い え る。今回分析 を行 うの は、 こ の 「学力 テ

ス ト」 と児童生徒 の 学習 状況 質問紙調 査 の デ
ータ で あ る。

3．1989年か ら2001年へ の変化

　 「学力テ ス ト」 データ を用い た記述的な分

析 に つ い て は、すで に 私たちの 研究 グル ープ

が他 の 場所 で発 表 して い る （苅谷 ・志水 ・清

水 ・諸田 『論座』2002 年 6 月号 、7 月 号）。

そ こ で は 、1989年か ら 2001 年 の 問に 、小 中

学生 の 「学力調査 1 の 正 答率が 全般的 に 低下

する と同時に 、正 答率の 散 らば りが大 きくな

っ て い る （下方に シ フ トし て い る）こ と、「学

力調査」 の 正答率の み な らず、 「調 べ 学習」

や児童 生徒 の発表 を取 り入 れ た授 業 な ど の 、

い わ ゆ る 「新 学力観 」 的 な授業への 関わ りに

お い て も、学校外 で の 学習態度や行動 にお い

て も、家庭 の 文化的環境 の 差が現 れて い る こ

と な どが 明 らか とな っ た 。

　今回 の 発 表で は 、すで に 報告 し た知見 をふ

ま えつ つ 、新たに 重回帰分析を用 い て 、学業

達成 （正答率） を従属変数に 、それ を規定す

る要因 の 変化 を 89 年 と 01 年 とで 比 較 し た 。

こ こ で 独 立 変数 と し て用 い る の は 、 性 別 、 通

塾の 有無、家で の 勉強時間、宿題 を よ くや る

か ど うか 、小 さい 頃 の 親 の 読 み 聞 か せ経験 の

有無 とい っ た項 目で ある。 こ れ ら基本的な要
因 に よ っ て 、学業達成 を規定す る 要 因 が こ の

12 年 間で ど の よ うに 変化 した の か を と らえ
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よ うと し た の で あ る。

　詳 細 な資 料 の 配布 と報 告 は発 表 当 日行 う

が、こ の 分析 に よ っ て 以下 の こ とがわ か っ た 。

第 1 に 、小 学校国語 の 場合 、89 年で は通 塾

の 有無に よ る 正答率 への 影響は 小 さく、統計

的に も有意 で は なか っ た の に 対 し、Ol 年 で

は通塾の 有無 の影響が大 き く、統計的 に有意

にな っ た 。他方 、算数 に つ い て は 、通塾 の 影

響に大きな変化は 見 られ ない が 、家で の 学習

時間 の 影響が 89 年 に 比 べ 01 年 で 小 さ くな っ

た。

　第 2 に 、中学生 の 場合 、国語 に つ い て は 、

通塾の 有無 の影響力 が Ol 年で 増大 し、か わ

っ て 家 で の 勉 強 時 間 の 影響 の 縮 小 が 見 られ

た 。 また、数学に つ い て も、通塾の 有無の影

響力 が増大 し、家 で の 勉強時間 の 影響の 縮小

とい っ た傾 向が顕著 とな っ た。中学生 に つ い

ては 、か つ て は家 で の 勉強時 間に よ っ て 学業

達成 が 左 右 され る度合 い が 強か っ た の に対

し、01 年で は 、通 塾 の 有無 に影響力 が シ フ

トし た こ とが伺 われ る。

　そ こ で 、通塾 の 有無 に よ っ て児童生 徒を分

け、それ ぞれ に つ い て分 析を行 っ た。そ の 結

果 、第 3 に 、小 学生 の 場合、国語 で も算数 で

も、塾に 行 っ て い な い 児童で は 、89 年 に は

家で の 学習時間の 影響が 有意で あ っ た の に対

し 、 01年で は学習時間 の 影響が小 さ くな り、

有意 で もなくな っ て い た 。 塾に行 っ て い る児

童 の 間で は こ の よ うな顕著な変化は見 られ な

か っ た。

　第 4 に 、中学生 に つ い て は 、89 年 の 場 合

には 、通塾 の 有無 に よ らず 、学習時 間 と宿題

をや る こ ととが 、数学 の 学業達成に 有意 に影

響 して い る こ とが わ か っ た。そ れ に対 し Ol

年では 、塾に 行 っ て い る生徒 の場合には 、 家

で の 学習時間も宿題 をや る か どうか も、 数学

の 正答率 に影響 しない こ と、さらに は 、塾に

行 っ て い ない 生徒同士 を比 べ た場合、宿題 を

や る こ と の 影響が弱ま っ て い る こ とが わ か っ

た 。

　 こ れ らか ら、89 年 当時 は、塾に 行 っ て い

なくて も、家で の 勉強や学 校 の 宿題 を し っ か

りや っ て い れ ば、あ る程度 の 正答率が維持 で

きた の に対 し、01 年 で は 、塾 に行 っ て い な

い 場 合、家で の 学習や 宿題 だ けで は正答率を

維 持 で きな い こ とが 推測 され た。そ の 背景に

は 、 学校で の 学 習 の あり 方 の 変化 がある と予

想 され る が 、そ の 点 に つ い て は、新たな 分析

を交えなが ら発表 当 日報告 し た い 。

　　　　　　　　　　　　　　 （苅谷剛彦 ）

4 ．「授業タイプ 」の 構造と影響

（1 ）問題 関心 と分析課題

　本 節で は 、「授業 タイプ 」 とい う観点で 、

そ の構造 と学業達成な どに対する影響に つ い

て検討す る。今 回の 調査 で は、小学生 ・中学

生 ともに、国語 と算数 ・数学の 授業に つ い て 、

  教科書や黒板 を使 っ て 先生が 教え て くれ る

授業、  ドリル や小 テ ス トをす る授業、  宿

題 が出 る授業、  自分で 考えた り、調 べ た り

す る授業 、  自分 の た ち の 考 え を発 表 した り、

意見を言 い あ う授業 、と い う 5 つ の タ イ プ に

つ い て 、そ れ ぞれ の 授業が どの くらい あ るか

を尋ね て い る 。

　       は 、い わ ゆる 「伝 統的」 な授業 を、

    は 「新学力観的」 な授業をイ メ ージ し、

子 どもたち の こ うし た タイ プ の 授 業 へ の コ ミ

ッ トの 程度 を把 握す る こ とが調査 者の ね ら い

で あ っ た。こ れ まで に、こ の 回答 を もとに、

調 査 対象 ク ラ ス の 類 型化 を試 み て き て い る

が 、結果的 に は 「伝 統型」 や 「新学力観型 」

ばか り で な く、「伝 統 的」 な 授業 も、「新学

力観的」 な授業 も同 程度に 「よ く」 行われ て

い る 「全力型 」 や 、
「あま り」 行 われ て い な

い 「あ い ま い 型 」 とい っ た型の 授業 も抽出 さ

れ た （苅谷他 2002）。っ ま り、10年間続 い た

学習指導要領 の も とで、授業は 「伝統的」か

ら 「新学力観的」 へ の転換が起 こ っ ただ けで

な く 、
「新学力観 」 の 導入 に よっ て 授 業の タ

イ プ が多様 化 し、それ ぞれ が全力で 押 し 進 め

られ る場合 もあれ ば、逆に 多様化が あ い ま い

さを生 み だす 場合 もある こ とが確 認 され た わ

け で あ る 。 さらに、詳細に 検討 を進 め て い く

と、「新学力観」 の 導入は 、国語 と算数 ・数

学 とい う教科に よ っ て 、ま た、小学校 と中学

校 とい う学校段階に よ っ て異 な る影響を及 ぼ

し て い る こ とも うかがわ れ た。

　 こ こ 数年 の 「学力低下 」 を め ぐる論争 の も

とで は、振 り子 の よ うな学力論 の 影響 を受 け

て、授業実践 の 報告 も 「伝統的 」 な方向に 顕

著に振れ たもの もあれ ば、「新学力観 的」 な

方 向 を頑 なに擁護する も の も ある 。 しか し、

問われ るべ きは、教師 の 意図 を越 えた と こ ろ

で 、「子 どもた ちが 、ど の よ うな授業 を受け

て い る と感 じ て い る の か 」 「そ れ が学 業達成

に ど の よ うに 影響 し て い る の か 」 とい っ た 、

子 どもの 実態 を把 握 し論 じ る こ とで あ り、今

後の 授業実践 の 展 開に お い て も こ の 点は必 要

不可欠 と思 われ る の で あ る 。

　 以上 の よ うな問題関心 に よ り、本 分析 は、

　「新学力観 1 の影響 を、教科や学校段階に よ
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る 相 違に 着 目 しなが ら 「授業タイ プ 」 を抽出

し、学業達成 な どとの 関連 を検討す る こ とを

課題 とす る。

（2 ）分析方法

　先に も述 べ た よ うに 、今回 の 調査で は、小

中学生と もに、国語 と算数 ・数学 の 授業に つ

い て 、  教科書や黒板 を使 っ て 先 生が 教えて

くれ る授 業 （以 下 「教科書学 習 」）、  ドリ

ル や 小テ ス トをす る授業 （以下 「ドリル 学習 」、

  宿 題 が 出 る授業 （以 下 「宿 題 D 、  自分

で 考 えた り 、 調 べ た りす る 授 業 （以 下 「考え

調 べ 学習 」）、   自分 の た ち の 考 え を発 表 し

た り、意見 を言 い あ う授業 （以下 「意見発 表

学習」）、とい う 5 っ の タイプ に つ い て 、そ れ

ぞれ の 授 業が ど の く らい あ る か を尋 ね て い

る。

　こ の 回 答を も と に 、「よ くあ る 」 を 4 点、

「とき ど きあ る 」 を 3 点 、「あ ま りな い 」 を

2 点 、「ほ とん どな い 」 を 1 点 と し て 、そ れ

ぞれ の 回 答に つ い て 、ク ラ ス ご との 平均を と

っ た ア グ リゲイ トデータ を作成 し、授業 ク ラ

ス を分析単位 とする分析 を行 っ た 。 こ のデー

タ に 、主成分分析 を適用 し、抽出 され た成分

を参考に し な が ら、授業 の 類型 化を試み た。

　調査対象 ク ラ ス は 、小学校 32 クラ ス 、中

学校 38 ク ラ ス で あ る 。 なお 、学業達成 との

関連に つ い て は 、授業 タイ プを調査 対象者デ

ー
タに反映 させ 検討 して い る 。

（3 ）分析 結果 （詳細は 当 日 配布 資料 を参照）

  小学校算数

　 主成分分析 の 結果 、抽出 され た成分 は 2 つ

で ある 、第 1 主成分 は 「考 え調 べ 学習1 「意

見発 表学習」 が多 い 授 業で あ り、第 2 主成分

は 「ドリル 学習」 「宿 題 」 が 多い 授 業 で ある。

い ずれ の 場合 に も、教科書 の使用頻度に差は

な い
。

つ ま り、小 学 校 の 算数の 授業は 、「教

科書学習」 を ベ ー
ス に しなが ら、「考 え調 べ

学習 」 や 「意 見発表 学習 」
へ 発展 させ る 「教

科書発展 型」 授業 と、「ドリル 学習」 「宿題」

で反 復する 「教科書反復型J 授業が対極 とな

る 。 さらに 、それ ぞれ の 平均 を原点 とした 4

象限 （前者を縦軸 ・後者 を横 軸）をつ くる と、

第 1 象限か ら 「教科 書反復 発 展型」 「教科書

発 展型」 「教 科書の み 型 」 「教科書反復型」

と類型化 で き、調査対象 ク ラ ス は 、それ ぞ れ 8

ク ラ ス （25，0％ ）、6 クラ ス （18．8°

／。）、7 ク ラ

ス （21．9％ ）、11 ク ラ ス （34．4％ ）に分布す る 。

  小 学校国 語

　 小 学校国語は 「教科書学習 」 に加 え て 「考

え調 べ 学習」 もベ ース とな っ て い る傾向 が見

られ る 。
つ ま り 、 調査 対象 ク ラ ス の ど こ で も

「教科書学習」 「考 え調 べ 学習」 は 行われ て

い る の で ある。そ して 、「意見発 表学習」 へ

発 展 させ る 「教科書調べ 発展 型 」授業 と、「ド

リル 学習」 「宿題 」 で 反 復す る 「教 科書調 べ

反復型 」 授 業が 対極 とな る。 さ らに、小 学校

算数 と同様 に 4 象限 を つ くる と、第 1 象 限 か

ら 「教科 書調 べ 反 復発 展型」 「教科 書調 べ 発

展 型 」 「教 科書調 べ めみ 型 」 「教 科書調 べ 反

復型 」 で、そ れぞ れ 5 ク ラ ス （15．6％ ）、12 ク

ラ ス （37．5％ ）、6 ク ラ ス （18．8％〉、9 ク ラ ス

（28．1％ ）に 分布す る。

  中学校 数学

　中学校段階にな る と、小 学校 に 見 られ た 「教

科書学習」 をベ ース とす る傾向は な くな る 。

主成分分析の 結果、抽 出され た 2 つ の 成分は 、

第 1 主成 分が 「教科書学習 」 「宿題 」 「考 え

調 べ 学習 」 「意見発表 学習」 が 多 い 授業 で あ

’
り、第 2 主成分は 「ドリル 学習 」 が多い 授業

で ある。つ ま り、
一方に 「教科書学習」 を も

とに 「宿題 」 を出 し て 定着を させ な が ら 「考

え調 べ 学習」 や 「意見発 表学習」 へ 発展 させ

る 「教科 書宿題 発 展型」 授業が あ り、
一

方 に

「ドリル 学習 」 で 徹底的 に 反復 を させ る 「反

復型 」 授 業が ある。さ らに 、 こ れ ま で と同様

に 4 象限 を つ くる と、第 1 象限 か ら 「反復発

展型 」 「教科書宿題発展型 」、第 3 象限に は、

い ずれ の 学習に対 して も積極的 な生徒の コ ミ

ッ トが見 られ な い 「漠然型」 が位置 し、第 4

象限 の 「反 復型 i とな る 。 調査 対 象 クラ ス の

分布 は 、9 ク ラ ス （23．7％ ）、8 ク ラ ス （21．1％）、

15 ク ラ ス （39．5％）、6 ク ラ ス （15．8％）で あ る。

  中学校 国語

　国 語 に 関 し て も、小 学校 に 見 られ た 「教科

書 学習」 「考 え調 べ 学習」 をべ 一
ス とす る傾

向 はな くな り、主成分 分析の 結果 、抽出 され

た の は 、第 1 主成分が 「考 え調 べ 学習」 「意

見発 表学習」 が多 い 授業で あ り、第 2 主成分

は 「教科書学習 亅 「ド リ ル 学習 」 「宿題」 が

多 い 授業で ある 。 中学校国語 の 授業 にお い て

は 、い わ ゆ る 「伝統型 」．授業 と 「新学力観型」

授業が対極に ある。こ れ ま で と同様 に 4 象限

を つ くれ ば、第 1 象 限か ら 「伝統新学力観融

合 型」「新 学力観型」 「漠然型 」 「伝統型 」で 、10

ク ラ ス （26．3％ ）、8 ク ラ ス （2Ll ％ ）、　 ll クラ

ス （28．9％）、9 ク ラ ス （23．7％ ）と い う分布で あ

る 。

  学業達成 との 関連 ．

　 抽 出 し た授業 タイ プ ご との 、今 回の 調 査の

教 科 ご と の 得点 は 、、小学校算数で は 、「教科
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書反復発展型 」 67．7 点、「教科書発 展 型」 74．0

点、「教科書の み 型」69．4 点、「教科書反復型 」

63．9 点で あ る 。 小 学校 国語 は 、「教科書調 べ

反復発 展型」72．0 点、「教科書調 べ 発 展型」73．0

点、「教科書調べ の み 型 」 69．6点、「教科書調

べ 反復型」67．9 点 で あ る。中学校数学は、「反

復発展 型」 66．3 点 、「教科書宿題発展型 163 ．7

点、「漠然型 」 62．5 点、「反 復型 」 64．4 点 、中

学校国語は 「伝統新学力観 融合型 」 69．0 点、

「新学力観型」69．4 点 、「漠然型」64．4 点 、「伝

統型 」 65，8 点 で あ る 。 小 学校 の 場合 、 算数 に

お ける 「教科 書学習」、国語 に お け る 「教科

書学習」 お よび 「考え調 べ 学習」 に 加 え て 、

発 展的な学習 を展 開する こ とで 得点が高 くな

るが、一方で 、反復が多い 場 合には得点は低

くな る 。 中学校の 場合に は 、数学 ・国語 を生

徒 の 授業 へ の 積極的な コ ミ ッ トが見 られ な い

「漠然型」 の 得点が低 い 。教科 の 特色 と し て

は 、数学で は 、反復 させ る傾 向に あ る方 が 得

点が高 くな る の に対 し、国語は発展 的 な学習

を展 開 させ る方 が得 点が 高 くな る傾 向 に あ

る。　　　　　　　　　　　　　 （清水 睦美）

5．「学 習 レ リバ ン ス 」の 構造・背景 ・帰結

（D 問題 関心 と分析課題

　本節で は 、「学習 レ リ バ ン ス 」 とい う観 点

を新た に 導入 し 、 そ の 構造 と規定要因 、 そ し

て学業達成や意識に対 す る影響に つ い て検討

する 。 こ こ で 「学習 レ リバ ン ス 」 と呼ん で い

る の は 、「子 ど も に と っ て 学 習が ど の よ うな

意味や意義 を も っ て い る か 」 とい うこ と で あ

る。学習 の 「意 味や意義」 は個 々 の 子 どもに

よ り無限に 多様 で あ り得る が 、本分析で は 特

に 「レ リバ ン ス 」 を構成す る時間軸 を重視す

る こ と に よ り、「現在的 レ リバ ン ス 」 と 「将

来的 レ リバ ン ス 」 とを基本的 な
一

対 の 類 型 と

し て 設定す る 。
「現在的 レ リバ ン ス 」 とは、

子 どもが学習 を行 っ て い る その 時点 で感 じら

れ る 「レ リバ ン ス 」 で あ り、具体的 には 学習

そ の もの の 「面 白さ」を指 して い る。また 「将

来的 レ リバ ン ス 1 とは 、学習を行 っ て い る時

点 よ りもず っ と後の 時点 で 生 じる こ とが 予測

され て い る 「レ リバ ン ス 」 で あ り、具体 的に

は学習が 将来何か に 「役 立 っ 」 と い っ た 感覚

を意味 し て い る 。

　 こ の 二 つ の 基本類型か ら成 る 「学習 レ リバ

ン ス 」 に 本分析 が 着 目す る理 由は 、次の 三 点

にあ る。第
一

に 、学習 の 「レ リバ ン ス 」を 「現

在」 と 「将来」 の い ずれ に 見出す か 、とい う

こ とは、 こ こ 数年の 「ゆと り教育」 対 「学力

低下 」 論争 にお け る もっ とも重 要 な論 点の
一

っ とな っ て い る 。
「現在 」 か 「将来 」 か と い

う対 立軸は 、「プ ロ セ ス 重視」 か 「結果重視」

か と い う軸 とほ ぼ重な る 。
「ゆ と り教育」 が

学校 の 中で 日 々 進行 し て い る教育 の プ ロ セ ス

を よ り快適で 充実 した も の にす る こ と で 子 ど

も の 能動性を 引き 出そ う とする立場 に 立 っ の

に 対 し、「学 力低 下 」 論 者は 「少 々 退 屈 な学

校 で あ っ て も」 そ の 後の 学習に とっ て 基盤 と

なる 知 識 の 理解 や定着 を優先す る こ とに よ

り、そ の 成 果 が 長期的に 「役立 つ 」 も の で あ

れ ば い い と考え る （広 田 200228 頁 ），
こ れ

は 大人 の 間で の 論 理 や価値観 の 対 立 で あ る

が 、それ を単な る水掛 け論 に 終わ らせ な い た

め には 、当の 子 ども自身に とっ て 「現在的 レ

リバ ン ス 1 ＝・「プ ロ セ ス 重視 」
＝ 「面 白さ」

と 「将来的 レ リバ ン ス 」
＝ 「結果重視」

＝ 「役

立 ち感 」 とが どの よ うな関係 に あ り、ど の よ

うに 形 成 され 、どの よ うな帰結 を もた ら し て

い る の か を経験 的に検証 す る 必 要 が あ る。

　第二 に 、 教育達成 の規定 要因 に 関す る従来

の 諸研究は 、客観的変数 とし て の 家庭 の 経済

的 ・社会 的 ・文化 的諸特性や学校等 の 諸 特性

だ け で な く、保 護者や本人 の 教 育的 ・職業的

ア ス ピ レ
ーシ ョ ン とい う主観的 変数 を も分析

に取 り入 れ 、実際 にそれ らが重 要 な媒介効果

を発揮 して い る こ とを示 して きた （直井 ・藤

田 1978な ど）。 しか し主観的変数 と して、ア

ス ピ レ
ーシ ョ ン の よ うな手段 的 ・戦略的な教

育意識 に限 らず、子 ど も に と っ て よ り 自然的

・日常的な教育の 感 じられ 方、い わ ば現象学

的 な教育意識 と して の 「学習 レ リバ ン ス 」 に

も注 目する必要が あ る と考 え る。

　 第三 に、先進諸国で は 生涯学習の 重要性 へ

の 認識 が近年ますます 高 ま りつ つ あ る が、個

人 が 生涯 に わた っ て 学習を継続す るか否 か は

学習 へ の 姿勢な ど主観的な要素に大 き く左 右

され る こ とが指摘 され て い る （OECDl996 ）。

それ ゆえ子 どもが い か な る 「学習 レ リバ ン ス 」

を どれほ ど感 じ る こ とが で きて い るか とい う

こ とは 、そ の 子 ども の 現 時点 で の 教 育達成 の

み な らず 、長期的な学習行動 をも規定する と

考 え られ る た め、重 要 な研究課 題 とな る。

　 以 上 三 つ の 観点か ら、本 分析 は 「学習 レ リ

バ ン ス 」 に 焦点 を 当て 、そ の 構造 ・背景 ・帰

結 に っ い て 検討 を行 う。 なお 、「学習 レ リバ

ン ス 」 に関す る調 査項 目は 1989 年調査 に は

含 まれ て い な い ため 、今回 の 分析 は 2001 年

調 査単時 点 の 結果に 限 られ る 。

（2）分析 結果 （詳 細は 当 日配付資料 を参照）
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  「学習 レ リバ ン ス 」 の 構 造

　　「現在的 レ リバ ン ス 」 に っ い て は小 5 の 6

割 、中 2 の 7 割強が 否定 し て い るの に対 し、

　 「将来的 レ リバ ン ス 」 に つ い て は小 5 の 7 割

強、中 2 の 6 割が肯定 して お り 、 全般 に 勉強

を 「面 白い 」 とす る感覚 よ りも 「役立 つ 」 と

す る感覚 の 方が 広 範で あ る。こ の 両者を ク ロ

ス す る と、サ ン プル は 「両 方 肯 定 」、「将来

的 レ リバ ン ス の み （以 下 「将来の み 」と略記）」、

　 「両 方否 定」 の 三 者 に 大 別 され （「現在的 レ

リバ ン ス の み 」 は 約 5 ％ と小 数）、小 5 と 比

べ て 中 2 で は
・「両方 肯定 」 が減少、 「両方否

定 」が 増加 し て い る が 、それ は 女子 で 著 し い 。

す なわ ち 、子 どもの 間に は勉 強を 厂役立 っ 」

と思 えるか否 か で まず断層が あ り、それ に加

え て 「面 白い 」 とま で思えるか否 か で さらに

分化 が 存在 し て い る 。

  「学習 レ リバ ン ス 」 の 背景

　　「両方 否定 」 を基 準 と した とき の 「両方肯

定」 と 「将来 の み 」 の それ ぞれ の 規定要因を

多項 ロ ジ ス テ ィ ッ ク回 帰 に よ っ て 分析す る

と、全体 と して 小 5 よ り中 2 の 方 が、また 「将

来 の み 」 よ りも 「両方 肯定 」 の 方 が規定要因

の 構 造が 明確 で あ る。中 2 に つ い て み る と、
「両方肯定 」とポジテ ィ ブ に関連する要 因は 、

男子 で あ る こ と、家族 に勉強 をみ て もらうこ

と、小 さい 時絵本 を読ん で もらっ た こ と、母

親が専業主婦で あ る こと、家で の 勉強時間 の

長 さ とテ レ ビ や マ ン ガ の 時 間の 短 さ、塾 日数、

生活 習慣 、小 学時成績、現在の 授業理解度、

親や 教師の 理解 で あ り、また 「将来 の み 」 と

ポ ジテ ィ ブに 関連 す る要因 は 、男子 、家族 が

　「勉 強 し な さ い 」 と言 うこ と、家族 が パ チ ン

コ に 行 か な い こ と、家に コ ン ピ ュ
ー

タがな い

こ と、勉強時間、 ドリル 型の 数学授業、先生

の 理 解 な どで ある。すなわ ち、「勉強が役 立

ちか つ 面 白い 」 とい う感覚をもた らすの は 、

親の 熱心 な関与 と構造化
・秩序化 された生活

環境 を基盤 とす る学習 の 熟達化で ある 。 他方

で 「勉強は役立 つ か もし れ な い が面 白 くな い 」

と い う感 覚を も た ら し て い る の は 、生活環境
’a8k い 構造化 ・秩 序化を伴 わ な い 厂勉強 しな

さい 」 圧 力 と い わ ば 「地味で実直な」 家庭文

化で あ る と い え る 。

  「学習 レ リバ ン ス 」 の 帰結

a ）学業達成 に対 し て ： 学業達成を 「学習 レ リ

バ ン ス 」 の 類型別 に み る と、小 5 ・中 2 、通

塾者 ・非通塾者、数学 ・国語 の い ずれ につ い

て も、「両方 肯定 」 〉 「将 来 の み 」 〉 「両方

否 定 」 と い う関係 が 見出 され る 。 数学 と国語

の 学業達成 を従属変数 と した 重回 帰分析に よ

る と、「学習 レ リバ ン ス 」 が 「両方 肯 定 」 な

い し 「将来の み 」 で あ る こ とは、こ れ ら の み

を説 明変数 と して投入 した モ デ ル で は学業成

績 に 有意な影響 を与えて い る が、他 の 説明 変

数 を追加的に 投入 す るに従 っ て 「両方 肯定 」

の 影響力は顕著 に後退す る 。 そ れ に 対 し て 「将

来 の み 」 の 影響力は 強固に残 っ て い る。他 の

変数 で 学業達成に強 く影響 し て い る の は、父

大卒 、家に コ ン ピ ュ
ー

タがあ る こ と、塾 日数 、

家で の 勉 強 時間 と遊 び時 間の 少な さ、小学校

時代 の 授 業 の 「伝統」 性 （＋ ） と 「新 学力」

性 （一）、小 学時 成績 、中学 の 授業 タイプ 、

授 業理解度 、本人及び親の 教育ア ス ピ レ
ー

シ

ョ ン で あ る。

b＞生 涯学習を促進する意識 に対 し て ： 既存 の

研究で は、問題 解決能力や 自己肯定感な どが

生涯学習を促進す る こ とが 指摘 され て い る た

め、今回の データ か らそ うした意識 を著す 項

目を抽出 し、「生涯 学習促 進意識 」 ス コ ア を

作成 した。それ を従属 変数 と した重回 帰分析

に よ る と、「学習 レ リバ ン ス 」 の うち 「両 方

肯定」 は 有意に 正 の 影響 を及 ぼ し て い るが 、
「将 来 の み」は有意な影 響 を及 ぼ して い な い

。

それ 以 外 に有意な効果を も っ 変数は、男子 、

家に本が た くさん あ る こ と 、 小 学時成績、特

定 の 授 業タイ プ、授業理解度、親や先生 の 理

解な どで あ る。

（3）考 察

　以 上 の 結果か ら、次 の よ うな 結論 が 引き出

され る 。 第
一

に 、「将来 的 レ リバ ン ス 」 （役

立 ち感）が 「現在 的 レ リバ ン ス 」 （面 白感 ）

の 基盤 に な っ て い る 。
こ こ か ら、役立 ち感 を

抜き に し て 面 白感 の み を子 どもに与 え よ うと

する企 図は成功 しに くい こ とが 予測 され る 。

第二 に 、「将来的 レ リバ ン ス 」 は ま っ た く 「レ

リバ ン ス 」 が感 じ られて い ない 場合 と比 べ る

と学業達成 を 引 き上 げる独 自の 効果 を もつ

が 、それ だ け で は 限界 が あ り、「現 在的 レ リ

バ ン ス 」 を も伴 っ て い る場合 と比 べ る と学業

達成や生 涯学習促 進意 識 へ の 効果 は劣 る 。第

三 に 、子 どもが 「現在的 レ リバ ン ス 」 （面 白

感 ） を感 じる か 否 か は、幼少時か らの 親 の 関

与や生活環 境の 構造化 ・秩序化 に 大 き く左右

され て お り、表層的な勉強圧力で は効果は薄

い 。　　　　　　　　　　　　　 （本 田 由紀 ）
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