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1 問題設定

　カ リキ ュ ラ ム を 「あるが まま 」 に 捉 え、実

証的に描 くこ とを特徴とするカ リキ ュ ラム社

会学は 、
1960 年代半ば 、

「新 しい 教育社会学」

と関連 して、イギ リス で起 こ っ た。

　 10 年を経て
、 わが国で も 、 教育社会学会第

29 回大会 （1977） におい て 、「教育内容の 社

会学」 と題 した課題研究が 行われた 。 学力調

査が旧来 の 知識観に よ っ て 行われて い るこ と

を明 らか にす る木原 （1977 ）、「教育文化」 の

構 造 と教授学習過程 にお ける相互 作用体系が

教育経験の 体系 として の カ リキ ュ ラ ム 化 につ

なが る こ とを指摘す る池 田 （1977 ）、地域 の

視点か らみて 、カ リキ
ー
ユ ラ ム が都市志 向で あ

る こ とを述 べ る溝 口 （1977）が み られる。

　 『教育社会学研究』第 34 集 （1979）で は、

わが 国の 高等学校 の カ リキ ュ ラ ム を題材 に、

カ リキ ュ ラ ム 仕会学 の 理 論的視座の 有効性 を

検討 した 田中 （1979）が ある。田中は そこ で 、

教師が隠れた カ リキ ュ ラム を伝達する なか で 、

規範的 コ ン トロ
ー

ル を行使 して い る こ とを述

べ る 。

　 『教育社会 学研究』第 37集 （1982）で は、

カ リキ ュ ラム 社会学 に焦点 を当て る柴野 、片

岡がみ られ る。柴野 （1982）は 、教室 の相互

作用 にみ られ る教師の 潜在的メ ソ セ
ー

ジが評

価 的意味合い を含む こ とに着 目 し、隠れ た カ

リキ ュ ラム を 「適切 な生徒行動 を規定する よ

うな暗黙の 価値ない し態度」、「ス ク
ー

リ ン グ

の 隠された構造を通 して 生徒に伝達 され る と

こ ろ の 『言明 され ない 』価値、規範、信 念」、

「特定化 され ない 自明の ル
ー

ル 」 と捉 え る。

片岡 （1982）は 、 カ リキ ュ ラ ム 社会学の 「あ

い ま い な」 カ リキ ュ ラ ム概 念に よ り、隠れ た

カ リキ ュ ラ ム が生ま れ た こ とを批判す る 。

　 教育社会 学で の カ リキ ュ ラム 社会学 へ の

関心 は近年 、 弱ま っ て い る 。 隠れた カ リキ ュ

ラム に関心 を向ける研究領域も、「ジ ェ ン ダー

と教育」 研究 へ と移 り変わ っ て い る 。

　そ こ で 本発表 は、隠れたカ リキ ュ ラ ム を再

考す る こ とに よ り、カ リキ ュ ラ ム社会学を再

評価する こ とを 目的 とする 。

2 カ リキ ュ ラム 社会学における隠れ たカ リキ

ュ ラム へ の着 目

　カ リキ ュ ラ ム 社会学にお い て 、最初に隠れた

カ リキ ュ ラ ム に着 目した の はバ ー
ン ス テ ィ ン で

ある （Bernstein　1977）。
バ ー

ン ス テ ィ ン は、

幼児 の 教育方法 として 、目に見えない 教育方法

に着 目する。目に見 えない教育方法 の 特徴は 、

子 どもの行動、コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン などを明確

に規定するこ ともなく、特殊な技能を伝達する

こ とが強調 され る こ と もな く、教師か らの 統制

は暗示的である （弱い 分類弱い枠組み）。しか し、

実証的に研究す る と、強 い 分類弱 い 枠組み を特

徴 とする、見 えない 教育方法 の 隠れた カ リキ ュ

ラ ム が存在する 。

　 バ ー
ン ス テ ィ ン は、目に見えない 教育方法が

現場 で 実践 され る際に、評価方法 と評価内容に

関 して 、明 らかに され る部分 とか くされた部分

が つ くられ る こ とによ り、教師の 権力が強 くな

り、強い 分類弱 い 枠組み とい う特徴 をも っ た教

育方法に変化す る こ と、それ が 隠れた カ リキ ュ

ラ ム で ある こ と、を指摘する。

　 Eggleston （1977）は、隠れたカ リキ ュ ラム

が隠れ て い る理出 の
一

つ と して 、教室統制を挙

げ、隠れ た カ リキ ュ ラム が教師 と生徒 との 交渉

か ら生 じる こ と、教師 と生徒双方 に対す る過度

の 要求か ら彼 らを守る こ と、教室論理 を確立す

る こ とに よ り、公 の カ リキ ュ ラム を包含す る こ

とを論 じる。

3 隠れ たカ リキ ュ ラム の 捉 え方

　　「隠れた 」 とされ る内容、ある い はそ の 内容

に伴 うr．次的結果に よ り、隠れたカ リキ ュ ラム

の捉え方を整理す ると、大 き く次の 8 つ に分け

る こ とがで きる 。   生徒が学ぶ学習内容、  教

師が教える教育内容、  価値 ・規範 ・信念 ・態

度、  メ ッ セ ージ、  学校文化
・学校 の 性質 、

  解釈 ・意味付与 、  隠れ たカ リキ ュ ラ ム へ の
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対抗、  隠れた機能。

　    は、教授 ・学習活動を通 して教育 ・学習

され る内容 に着目して お り、表裏
一

体の 内容で

あ る。     は、    の 教育 ・学習 される内容、

あるい はそ の 内容 を規定するもの とい える。

  は、教授 ・学習活動が学校の なか で 行われる

とい う点、学校が個々 の 生徒 ・教師と学校外社

会とを結ぶ役割 を して い る とい う点か ら、    

の 外的ある い は内的要因 で ある。  は、教授 ・

学習活動 として焦点化され る教師一生徒、生徒

間の 相互作用 の なか で 構築され る もの で ある。

  は、「隠れた1 とされ る内容を 「問題」 とみな

し、それ ゆえ に 、隠れたカ リキ ュ ラ ム に対抗す

る こ とを主張す るもの で ある。  は、正機能で

あれ、負機能で あれ、隠れたカ リキ ュ ラ ム に隠

れた機能 がある とみ なす もの である。

　 「隠れ た」 とされ る内容に 絞る と、隠れた カ

リキ ュ ラ ム は教授 ・学習活動を通 して 教育 ・

学習される内容 とまとめ る こ とが で きる。

Por七elli （1996）は、教師によ っ て意図 され 、

教師 ・生徒に よ っ て認識 され るもの も 、 隠れ た

カ リキ ュ ラム と捉える。こ の 隠れ たカ リキ ュ ラ

ム は、実際の カ リキ ュ ラム （actual 　curriculum ）

の
一
部で はあるが、公式的カ リキ ュ ラ ム

（o册 cial　cu   culum ）の
一

部で は ない とい う意

味で 、い まだ隠れて い る。つ ま り、公式的カ リ

キ ュ ラ ム と隠れたカ リキ ュ ラ ム とを分か つ も の

は何か を探究す る こ とが求め られ る。

4　 カ リキ ュ ラ ム社会学の 再評価に向けて

　先 の バ ーン ス テ ィ ン の論 を応用す るな ら、 公

式的カ リキ ュ ラ ム と隠れたカ リキ ュ ラム とを分

か つ もの は、カ リキ ュ ラ ム の 伝達過程 の 強 さと

弱 さと考える こ とがで きる。それゆ え、公 式的

カ リキ ュ ラ ム と隠れたカ リキ ュ ラム との 境界は

あ い ま い で ある。

　そ こ で 、カ リキ ュ ラム 社会学は 、 隠れた カ リ

キ ュ ラ ム の 「あ るがまま 」 の 姿を明らか に し て

い くこ とが求 め られ る。
一

つ の 方策として 、発

表者は教育 ・学習され る内容を規定する メ ッ セ

ージの 背後に ある、コ ン テ ク ス トを明 らか にす

る こ とを提起 した い 。

コ ン テ ク ス トは、発信者が発信す る コ
ー

ドと、

受信者が受信す る コ
ー

ドとにずれ が ある よ うな

場合に、伝達 内容を正確に受信者 に受信 させ る

働きをす る。例えば、セ クシ ズ ム 的なメ ッ セ ー

ジが伝達され る コ ン テ クス トとし て 、教師 ・生

徒の 立 ち位置、ジ ェ ン ダ
ー ・バ イ ア ス が浸透し

て い る世界、学校形態 を挙げ る こ とが で きる 。

　こ れ らの コ ン テ ク ス トは、教材分析、教授 ・

学習活動にお ける相互 作用分析を通 して見 出す

こ とがで きる。っ ま り、実証的に明らか にする

こ とに よっ て の み 、隠れたカ リキ ュ ラム は析出

され る、こ の よ うな課題 に、カ リキ ュ ラ ム社会

学が取 り組むこ とに よ り、カ リキ ュ ラム 社会学

は今 日に お い て も、意味の ある もの となる こ と

が で きるだ ろ う。
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