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1．問題設 定

　本発 表 の 目的は 、 中学校 にお け る習熟度別

指導が、生徒 の 学力 お よび 学力 の 階層差に与

える影響 を明 らか にす る こ とで あ る。

　生徒 の 理解度や意欲に よ っ て 授業ク ラ ス を

分化 させ る 「習熟度別指導」 は 、義務教 育の

中で 近年急速 に普及 して い る。 しか し、現 時

点 にお い て 習熟度別 指導 の 効果 に つ い て は諸

説 あ り、見解 の
一致 を見て い な い 。学力 が 向

上 し、学力 の 階層差が縮小する とい う主 張も

あれ ば 、ま っ た く逆の 主張 も存在する。

　
一一
方で 、ア メ リカ に お い て は、習熟度別 指

導の 効果に 関す る実証研究が豊富に蓄積 され

て お り、そ の 多 くは、習熟度別 指導 は平均 の

学力に はそれ ほ ど効果 が な く 、 学力 の 階層差

は拡大 させ る こ とを示 して い る。 しか し、こ

れ ら の 知 見 をそ の まま 日本に適用す る こ とは

で きな い だろ う。なぜな ら、加藤 （2004）が

指摘す る よ うに 、 日本 の 習熟度別 授業は 、学

習指導要領 に よ る制約 と平等志 向 の 学校文化

か ら、基礎 ク ラ ス で 学習に 遅れが 出ない こ と

が 最優先に され る 傾向があ り、そ の こ とが習

熟度別指導の 効果の E本的な特徴 を生み 出 し

て い る可能性が ある か らで ある。

　そこ で 本発表 で は 、TIMSS2007 の 日本 の 中

学 2 年生デー
タを用 い て、習熟度別 指導が 学

力および学力 の 階層差に与える影響を実証 的

に検討す る。教科は数学に着 目 し、学力 ス コ

ア は便宜 的 に国内偏差値に換算す る。

2，分析 手法

　習熟度別指導 の効果 を見 出そ うとす る とき、

習熟度別 指導を行 っ て い る学校 と行 っ て い な

い 学校 の 学力偏差値 の 平均値を単純に比 較す

る こ とは ほ とん ど意味が な い
。 なぜ な ら、両

群 では習熟度別 指導以 外 の 諸条件 も異な るか

ら で ある 。
こ の 問題 を ク リア で き る分析手法

が 、 IPW法に よ る傾 向ス コ ア 補正 で あ る 。
　 IPW

法 の 大 まか な手順 を示 す。

手順 1 習熟度別 指導を実施す るか ど うか を

従属変数 とす る ロ ジ ス テ ィ ッ ク回帰分析を行

い
、 各学校 が習熟度別 指導を実 施す る確 率 を

推計 す る 。 こ の 確率 が傾 向 ス コ ア で あ る。

手順 2　習熟度別指導を行 っ て い る学校 に つ

い て は、傾 向ス コ ア の 逆数で重み付 けを し、

行 っ て い な い 学校 に つ い て は、1一傾 向ス コ ア

の 逆数で重み付 け をす る 。

手順 3 重み付 け を した状態 で 、習熟度別 指

導 を行 っ て い る学 校 と行 っ て い な い 学校 の 、

生徒 の 学力偏差値 の 平均値 を比 較す る 。 傾向

ス コ ア の 算出が 高い 精度で 行わ れれ ば、こ の

平均値 の 差が 習熟度別指導 の 効果 となる

3．分析結果

　まず、習熟度別指導 の 実施 を従属 変数 とす

る ロ ジ ス テ ィ ッ ク回帰分析 （学校単位）を行

っ た結果 が表 1 で ある 。

表 1 習 熟 度 別 指導 の 規 定 要 因 （ロ ジ ス テ ィ ッ ク 回 帰 分 析 ）

回 帰 係 数 有 意 確 率

哩 科偏差値の 平 均値 0．0230 ．742
瑚 科 偏 差 値 の 標 準偏 差 0、162o ．254
年 間 授 業 日数 0．063O ．077
教 師 の 生 徒成 績 へ の 期待 0．3460 ．366
地 域規模 100000 〜5000DO 人 ダ ミ

ー 04990 ．377
地 域 規模 50000 〜100000 人 ダ ミ

ー 一
〇．6980 ．290

地 域 規摸 15000〜50000人 ダ ミ
ー O，5820406

地 域 規模 15000人 未 満 ダ ミー 一17600075
学年 規模 一

〇 〇〇50 　 191

私 ウ ダ ミー一 一
正 0500449

両 親 教 育年 数 の Ψ 均 値 弔 　1340 ，724
〔定 数 〕 一14．827O ，088

Ka即 lk巳rk 已決 定係数 o．201
予 測 的 中 率 715 覧

有 効 度数 145

一 110 一
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　なお 、習熟度別 指導の 実施 を規定する 要因

と し て 、習熟度別指導以前の 学校 内の 学力分

布は必 要不 可 欠で ある。 しか し、パ ネル 調査

で は ない TIMSS には 当該変数が含 まれ て い な

い
。 そ こで今回 の 分析 では 、習熟度別 指導が

ほ とん ど行わ れ て い な い 教科で ある理科 の 学

力の 平均値お よび標準偏差を、習熟度別 指 導

以 前 の 学力分布 の 代理変数 と し て 用 い た 。

　表 1 の 分析か ら算出 された傾向 ス コ ア で 補

正 して、習熟度別 指導の 効果 を推定 した結果

が表 2 と表 3 で ある。表 2 は生徒全体を分析

した も の で、表 3 は 文化 階層 ご とに分析 した

もの で あ る 。 文化階層指標 は 、 家庭 の 蔵書数

とイ ン タ
ー
ネ ッ ト ・地球儀 の 有無をカ テ ゴ リ

カ ル 主成分分析で 統合 し て 設定 した 。

表 2　習 熟度別 指導 と学力偏 差 値 の 関係

　 　 　 　 　 　 平均 値　 　 　 　 　 　 　 　 　 効 果 量

習 熟 度 別 あ り　 　 　 　 　 　 49776
　 　 　 　 　 　 　 　 　 0033
習 熟 度 別 な し　 　 　 　 　 　 49743

有 意 確 率

0920

表3　文化 階層 ご と の 習熟度別 指 導 と学力偏 差値 の 関係

平 均 値 効 果 最 有 意確 率

習 熟 度 別 あ り 53．033
階層 上位

習 熟 度 別 な し 54．048
一1．Ol50 ．070

習 熟度別 あ り 50，669
階 層 中位

習 熟 度 別 な し 50．219O
，4500 ．416

習熟度別 あ り 46．752
階 層 下位

習 熟 度 別 な し 45．797o
，9550 ．058

　まず 、 表 2 か ら 、 生徒全体 の 学力 水準に対

し て は 、習熟度別 指導は正 の 効果 も負 の 効果

ももた らさない こ とが 分か っ た 。 そ して 表 3

を見 る と、10％水準 を許容 すれ ば、習熟度別

指導は 階層上 位の 学力をわずか に低下 させ 、

階層下位の 学力 をわずか に 向上 させ る とい う

結果で あ っ た。習熟度別指導を受けて い る生

徒だけ抽出す る と、階層 上位 と下位 の 学力偏

差値の 差は 6．28 で あり、習熟度別 指導 を受 け

て い な い 生徒 だ け抽 出す る と 8．25 で ある の

で 、習熟度別指導は学力 の 階層差 を偏 差値に

して 2 程度縮小 させ る と考え られ る 。

4．考 察 と結論

　わずか で は あ る が
、 習熟度別 指導が階層上

位 に とっ て負 の 効果 、階層下位 に とっ て 正 の

効果 とな っ た理 由 を考察す る 。 確率 的には 階

層上位 の 生徒は発展 クラ ス に 、 階層下位 の 生

徒は 基礎 ク ラ ス に所属す る こ とが 多い で あ ろ

うか ら、発展 クラ ス と基礎 クラス で そ れ ぞれ

何が起 こ る か を考 え て みた い 。

　まず、発 展 ク ラ ス に お い て 、ハ イペ ー
ス で

応用 的な学習を進 め る こ とがで きる こ とは論

を待 たな い 。 しか し、習熟度別指導に反対す

る多くの 論者が指摘す る よ うに、それ は皮 肉

に も 「深 い 学習」 の 機会が減少 す る こ とに も

っ な が る。た とえ ば、生徒た ちが 学習塾な ど

で 解法 をすで に 暗記 し て い る場合、その 意味

に つ い て 深 く考え る とい う授業過程 は省 略さ

れ る こ とが少な くなく、授業 は応 用問題 の 演

習に傾斜 し が ち に なる 。
こ の と き、授業 の 両

輪と され る 「探究サ イ ク ル 」 と 「習得サイ ク

ル 」 の うち 「探究サ イ ク ル j が失われ る こ と

にな るの で 、中長期的 に は学力 に対 して 負の

効果 とな る こ とが考 え られ る。

　
一一．
方 で 基礎 ク ラ ス に お い て は 、ク ラ ス 編成

当初 に、生徒の 学習意欲の 低 さが 課題 となる

こ と が 少 な くな い だ ろ う。ま た 、授業進度 に

遅れ が生 じて、定期試験 に支 障が出 る とい っ

た こ とも懸念 され る 。 多くの 学校は こ れ ら の

事態 に 対処す る た め、基礎 クラ ス に対 して ベ

テ ラ ン教師を配置 し た り、テ ィ
ーム ・テ ィ

ー

チ ン グ を 実施 し た り と い っ た 、種 々 の 工 夫を

行 うこ と に なる と考 え られ る。実際、梅原 ・

小 寺編 （2005）な どが示 す習熟度別指導の 実

践事例 の ほぼす べ て は、基礎 ク ラ ス に重点的

に資源 を配分 して い る。そ の 結果 として 、基

礎 ク ラ ス にお い て
一

定程度 の 学力 向上が 達成

され る の で はな か ろ うか 。

　もちろん 、以上 の 考察は 、 今 回の デー
タに

よ っ て 検証す る こ とは で き な い た め、
一

っ の

試論に す ぎない 。本分析で 示 された こ とは 、

日本に お ける習熟度別指導 は、階層上位の 生

徒 に とっ て 不利で あ り、階層下位 の 生徒 に と

っ て 有利で ある よ うに機能 し て い る 可能性が

高 い とい うこ とで ある。エ リー ト教育 と し て

批判 され る こ ともある習熟度別 指導の 、補償

教育 として の 側 面 を 見 出す こ とができた。習

熟度別指導の 学力以外 へ の 影響 を分析す る こ

と、傾向 ス コ ア の 算出の 精度を上 げる こ とな

どが今後 の 課題で あ る。

　　　　　　　　 （引用文献は 当 口 に 示 す）
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