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イギ リス 継続 ・高等教育に お ける 「獲得すべ き技量 ・ 力量」 観

沖　清豪 （早 稲田 大学）

1 ．課題 設定

　本研究は過去 20 年を つ うじて 、 英国にお い

て 継続 ・高等教育段階にお い て 、職業と教育と

の 関係 をめ ぐ る言説や実際の 力量形成に対す る

観 点が どの よ うに変遷 し て い っ たの か に つ い て、

い くつ か の 視点か ら考察す る もの で あ り、 本報

告はそ の
一
部と して 1980 年代か ら 90 年代の 議

論 と実態 とを検証 す る こ とで 、議論 を深 め る に

あた っ て の 若干 の 視座 を提供 し よ うと試み る も

の で ある。

　近年高等教育研究にお い て 、米豪英にお い て

generic　skill 等 と呼ばれ る技能形成が重視 され

て お り、そ うし た状況が 日本 の 初年次教育や学

士課程教育改革 をめ ぐる議論 に も
一定 の 影響を

及 ぼ して い る こ とが知 られ て い る 。 特に英国に

お い て は 、1997 年 の デア リ ン グ報告書、特に そ

の 補章 4 にお い て その 必 要性が 言及 され て 以降、

い くつ か の 大学 に お い て 職業 との 接続 の 基盤 と

な りうる技能 ・力量形成に っ い て の プ ロ グラ ム

が提 供され る よ うに な っ て お り、その
一

部は 日

本 国内で も紹介 され て きた と こ ろ で あ る 。

　 こ うした高等教育機関内部で の 教育課程改革

の 文脈 とは 少 し は なれ て 、英国 内で は 特 に 1970

年代後半以 降、初等 ・中等教育段階だけで な く

継続 ・高等教育 にお け る教育内容や水準 に対 す

る疑念 として ア カ ウン タ ビ リテ ィ （成果 達成 ・

説 明責任）が求め られ て お り、1980 年代 に入 る

と MSC （Manpower 　Services　Commission）の 活

動な どに お い て 、労働 力の質 の 育成 が求め られ、

さら に それに応 じ た全国職業資格 の 導入 も進 め

られ、現在に至 っ て い る。

　 こ うし た状況の 中で職業 と教育 との 関係 を理

解す るた め に は、英国 （イ ン グラ ン ド）の 場合、

特に 1992 年以降 の polytechnics の 大学昇格に

よ る
一

元化 の 影 響を無視す る こ とは で きな い
。

そ の 点で 、単に高等教育 の 文脈 だ けでは な く、

改め て継続教育 の 文脈 も合わせ て 現在 の 状況 が

生 じ て い る背景 を確認す る こ とが必 要で はな い

か と思 われ る。特に 1980 年代以降の 英国で は 、

Adult　Literacy，　Basic　skills な どの 要請 と合 わ

せ て職業資格 の 導入 が進ん で い るこ と も合わせ

て 、
こ うした従来型 の skill と generic　skill と

呼ばれ る技能 と の 異同も確認 し て い く必 要が あ

る。

　 以 上 の よ うな問題 意識 を持 ちつ つ 、今 回 は

1980年代 か ら 90 年代 にか けて の 状況 の 変化 を 、

第一
にポ リテ ク ニ ク で 検討 ・実践 され て い た 「職

業全 般 に適用可能な技能」 獲得の た め の 教育内

容を確認 す る こ と、第二 に 大学 へ の接続 ル
ー

ト

として機能 して い る シ ッ ク ス ス ・フ ォ
ーム ・カ

レ ッ ジ （SFC）の 機能変容 を確認す る こ と で 、把

握す る こ とを試み た い 。

2 ．1980 〜90 年代 にお ける技能 ・力 量形 成

　英国内にお い て継続 ・高等教育にお け る職業

全般 に適用可能 な技能に関す る議論 を具体的に

取 り 上 げ た の は 、 1980 年 代 前 半 の

NAB （National　 Advisory 　Body 　for　Public

Sector　Higher 　Education ）を端緒 とす る よ うで

ある。NAB は 1982 年 に設 立 され、ポ リテ ク ニ

クや高等教育カ レ ソ ジで提 供 され るア カデ ミ ッ

クなプ ロ グラ ム に つ い て 、教育科学省大臣 に助

言 を 行 う こ と が 目的 と され た 。 そ の 題 目 に

TPS （Transferable　Personal　Skills）を冠 した報

告書（NAB 　1986）で は 、教育ス キル の概念 を、特

定の 学問領域的ない し特定職 業的 ス キ ル と、
一

般的（general）ない し移転可能 な（transferable ）

ス キ ル とに分け（NAB 　 1986 ： 1）、一
般的で把握

が容易で あ り、か っ 他 の 職業に 移転が容易で あ

る
一般 ス キル を重視 した教育課 程 の 重要 性が 強

調 され て い る 。

　こ の TPS として
一般的技能 ・力量 を把握 し、
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それ を高等教育実践に取 り入 れ る実践は特 にポ

リ テ ク ニ ク で 行 な わ れ て い る 。 例 え ば 、

Newcastle・upon ・Tyne　Polytechnicで 教鞭を と

っ て い た Hind （1989）は 、　TPS を 「多様な状況

で使用す る こ とが で きる個 々 人 に とっ て個別 の

ス キル 」 と単純化 した形 で定義 し 、 従来 コ ミ ュ

ニ ケ
ー

シ ョ ン ス キル 、人 間関係 ス キ ル な い し社

会ス キ ル と呼 ばれ て い た もの と して 引用 され て

きた もの を個人の ス キ ル として 再統合 した もの

と整理 して い る。こ うした実践はそ の 多くが産

業界出身の教員が就職率の 向上や実践的人材の

育成 とい う観 点か ら TPS の 習得 を強調 し て い

るも の とな っ て い る。

　
一

方 で 、教育機能改善 とい う側 面か ら技能 ・

力量形成に着 目し、実践 を積み 上 げて きて い る

ポ リテ ク ニ ク を見 る こ ともで きる。例えば 1992

年 ま で Oxford　Polytechnic で あ っ た Oxfbrd

Brookes　University は そ の 教職員 （学習）開発

セ ン タ
ー

を中心 と して 1980 年代か ら現在 まで 、

移 転可 能 な 技能（transferable 　 skills ）1こつ い て

研究 を進 め て い る。

　例え ば Jenkins ＆ Pepper （1987）は、学内で 地

理学科 に所属 す る学生 に対 して 、パ ーソナ ル ス

キル
、 ノ ン ア カデ ミ ッ ク ス キ ル 獲得の 重要性 を

示 し、被雇 用力 （employability ）と呼 ば れ る技

能 ・力量形成 に つ い て議論 して い る。 さ らに

Gibbs　et ．aL （1994）は 、 やや 学習技術 に特化 し て

い る在学生向け教材で あ るが 、そ の 中で チーム

ワー
ク ス キル 、 プ レ ゼ ン テ ーシ ョ ン ス キ ル お よ

び影響を及 ぼす力 量 とい っ た移転可能な ス キル

の 訓練実践 も紹介 し て い る （表 1 参照 ）。 本 書で

は こ うし た技能 ・力量の 捉え方 の 変遷 を、1970

年代の 学習 ス キ ル 重視 の 傾 向か ら 1980 年代 に

おい て労働 の 場 で 求 め られ る技能 ・力量 と研

究 ・学習 ス キ ル との 間で の 共通 点が 見出 され る

よ うにな り 、 移転可能な技能観 が成 立 したの で

ある として い る （Gibbs　et ．aL 　1994 ：3）。

　ただ し、こ うし た議論 は元 ポ リテ ク ニ ク にお

い て特 に 重要視 され て きた もの で あ り 、
い わ ゆ

る old 　university に影響 を及 ぼすに は 、デア リ

ン グ報告を待たね ばな らな か っ た の で ある。

表 1　移 転可 能 な ス キ ル （Oxford　Brooks　University＞

コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン レポートを書 く等

グル
ープ ・ワ

ー
ク リーダーシ ッ プ、チ ーム ワ ー

ク 等

個 人的 独立、自律、自 己 信頼等

人 閤 関係 影響力、カ ウン セ リ ング、聞 く力 等

組 織 時間管理、企画 管理、目標設定等

指導 と訓 練 学 習の 必 要性明確 化、コ
ー

チ ン グ等

学習 柔軟 な読み 方、文 献調 査 レ ビ ュ
ー等

情報 収 集 情報 ソ
ース の 探索、情報 の 抜出等

問題 解決 問題分析、創 造的問 題 解 決等

言語 オ
ー

ラル 技術、外国 語の 使 用等

IT ワ
ープロ 、データ ベ ー

ス 、等

企 業 精 神 計画 を設定す る、機 会確保、創造 性

出 典 ：Gibbs 　et．al．1994：9 の
一

部

3 ．1990 年代にお ける SFC の機能変容

　 高等教育進学 へ の 主 要なル
ー トの

一
つ で ある

SFC は 、し か し 1990 年代 には従来 の よ うな進

学 の た め だけ の 教育課程 を提供 し て い る の で は

なく、急速に職 業資格に つ な が っ て い くプ ロ グ

ラ ム を提供す るよ うに なっ て お り、進学 目的 の

みの プ ロ グラム を提供 し て い る機 関は 3 割程度

（31 校）に 留ま っ て い た。また こ の 31 校 内 で も

提供 し て い る教育課程 の 水準が本来期待 され る

L3 か ら低 下する傾向にあ り、ま た人文学系 の プ

ロ グ ラ ム が大幅 に減少 し 、逆に ビ ジネス 系 の プ

ロ グ ラ ム が増加 する傾 向が 見 られ る。 こ れ は 当

然継続教育プ ロ グラ ム の 多様化 を示 す もの で あ

る と とも に 、 大学入 学水準 の 低下や必要 とされ

る力 量の変化 を示 す も の とな っ て い る の で あろ

う。

表 2　教育水準 の 低 下 傾 向 （進 学 特化 SFG内）

水準 1995年 2000 年

L1 2 7

L2 16 12

L3 81 78

L4 0 0

その 他 2 3

単位 ： ％　出典 ：FEFC　l996 ＆ 2000
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