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学問的に思考す る能力

一
国際バ カ ロ レ ア の 実践 か ら

　　　　　　　　　　　　　　御手洗 明佳 （早稲田大学大学院）

1．問題 の 所 在

　本発表は 、学問的に 思考する と は何を意味し

て い る の か 、国際 バ カ ロ レ ア （以下、IB とす

る ） の 授 業実践 を通 し て 明 らか に す る。

　学問 （science ）とは 、
一

定の 理 論に 基 づ い

て体系化 され た知識 と方法 （広 辞苑第 6 版）、

と記 され て い る。こ の 定訳 に従 うな らば、こ れ

ま で 小 中高 の 教育現場 で は学問 の 知識 や方法

を習 う場所で あ っ て 、どの よ うに 思考すれ ばよ

い か 考 え る場所で は な か っ た 、 1989 年の 改訂

以降、新学力観 （思考力 ・判断力
・
表 現力）が

示 さ れ る よ うに な っ た もの の 、中等教 育 の 最終

試験 ともい えるセ ン タ
ー

入試 問題 で は、未だ
一

つ の 解 へ た どり着 く結果 の み を問われ て お り、

解 にた どり着い た思考力 の 是非を問われ る こ

とは ない 。
一

方 の IB デ ィ プ ロ マ プ ロ グ ラ ム の

最終試験 で は、解が一
っ に限 られ て お らず 、結

果 よ りもそ の 経過 を重視 し て い る こ とがそ の

特徴 とい え る。本発 表 で は 、「総合 学習 を柱 の

中心 」 （浅 野 ，1998 ：3）に お き、「人間形成 の プ

ロ グ ラ ム とい うよ りも学問的思 考の 訓練プ ロ

グ ラ ム 」 （西村，1998：15） とい われ る IB の教

育プ ロ グ ラム に焦点をあて 、「学問的に思考す

る 」 と は 何 か 、IB の 教 育実践 か ら明 らか に し

て い くも の とす る。

2．調 査 概 要

2・1．対 象 校 ・対象者

　本発表で 扱 う対象校 は、日
・英 ・

仏 にお ける

IB 実施校 4 校で あ る。 日本 2 校、英 国 1 校、

フ ラ ン ス 1 校で あ り、日本 の IB 校 は、第 1 条

校 の 私 立 学校、英国 、フ ラ ン ス はイ ン ターナ シ

ョ ナ ル ス ク
ー

ル で あ る。対象者は 、IB デ ィ プ

ロ マ 言語 A1 （母 語 の 授業）をお こ な っ て い る

11年生 お よ び 12年生 の 生徒 とそ れ を教え る教

員で あ る。

2・2．調査方法

　分析に扱 っ た もの は 、主 に （1）授業参観で

録音 した データ で ある。そ の 他に は 、2）授業

中に配布 され たププ リン ト、（3）授 業 シ ラバ ス 、

（4） テ ス ト問題 、 （5） ヒ ア リン グデ
ー

タ 、 も

使 用 し た 。 調査 実施 期間は 、2008 年か ら 2012

年で あ る。IB デ ィ プ ロ マ は 6 教科 とそ の 教科

間を繋 ぐ 3 要件で 教育プ ロ グ ラ ム が構成 され

て い る。本発表 で は 、生 徒 の 母語 に 当 た る言語

Al の 授 業を分析 対象 として い る 。

4．調査 結 果

　デ ィ プ ロ マ 言 語 A1 の 授 業実践 で扱 う作品 は 、

世界文学、精読、物語
・
小説 ・自由選択 （日本

の 学校で は古文 をお こ な う）で あ る。以下、授

業で お こ なわ れ た 実践で ある。

a ）文学的 の 分析

　文 章 の 分析的な読み と構造 の 理 解を する た

め、必ず
一

冊 の 文 章、また は 詩が課題 に 出 され

る。こ れ は 、言語 A1 の 狙 い が 多様 な形式 と文

脈 に 慣れ 、さ らに 獲得す る こ と で ある か らとい

える。文学作 品等 を用 い て
一

連 の 物事 には 「構
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造」 が ある こ と を理 解 させ て い る 。

b）批判 的思考 と独創性

　表 現する 力 の 向 上 を 目指 し て い る た め、作文 、

口 答試験で は 論理 性 と説得 力 の 有無 が 問 われ

る。文章の 分析や 、調 べ 学習か らエ ビデ ン ス を

探 し 出す作業をお こ な う。

c）関連 する参考文献 の 使 用

　表現する 力 の 向上 を 目指 して い るた め 、作文 、

口 答試験で は論理性 と説得 力 の 有無が 問 わ れ

る 。 文章 の 分析や 、調 べ 学習か らエ ビ デ ン ス を

探 し出す作業 をお こ なう。

テ ス ト問題 で は、「比 較」 の 問題が多く出題 さ

れ る。共通 点 と差異点 を見っ け だ し、自分の論

理 を補完す る 手 段 と し て扱 う。

d）論証 し評価する能力

　論文を書 く、デ ィ
ベ ー

トをする 、口 答発表す

る 等、「（他者 へ ）伝 え る」 こ と を狙 い と位置づ

け る IB に とっ て 、
こ れ を評 価す る 方法も 評価

対 象に含まれ る。
一

定の 理論 に 沿 っ て い るか を

評 価す るの であ るが 、それ を可能に し て い るの

は 、教育プ ロ グ ラ ム の 3 要件 の 中の
一

つ で あ る

「知識の 理 論」 とい える。

4 ．考察

　 IB デ ィ プ ロ マ 言語 A1 が繰 り返す
一連の 作

業に は どの よ うな意 図 が 隠 され て い る の だ ろ

うか 。 そ の 背景 には、IB プ ロ グラ ム の 学問体

系 の 中心 に 「知識 の 理論 」 が 据え られ て い る こ

とに起因 して い る。

　 宮腰 に よ れ ば、「知識 の 理 論 」 は フ ラ ン ス の

リセ で 教え られ て い る哲学をもとに 、
6 科 目で

習得 した知識 を体系 的 に再構 成する こ とを狙

い と して い る と い う。　 リセ で 教え られ る 哲学

の 目的は、既成 の 価値観に と ら わ れ ず、自由で

自主 的に物事 を考 え判断で きる能力 を身 に つ

け させ 、またそ の 自主的な判断を で きる だ け正

確 な言 葉 を用 い て 論 理 的にき ち ん と表現 する

力を っ けさせ よ うと し て い る 点 にあ る （白井 ，

2006）。こ の 目的は 、IB 教育 の 根 幹 を貫 い て

お り、母 語 を学習する こ とを 日本 の 「国語 」 を

学習す る こ と と同等に 捉え て し ま うこ と に 大

きな誤 りが生 じて し ま う所以 とい え る。

6．結語

　本発表で は 、IB デ ィ プ ロ ア 言 語 A1 の 授業

実践 で お こ な わ れ た 実践 を示 し、また、言語

A1 の み な らず IB プ m グ ラ ム の 根底 に は フ ラ

ン ス リセ で 実施 され る哲 学教育の 系譜が脈 々

と引き継がれ て い る こ とを明 らか に した。総合

学習 を 柱と し、調 べ 学習 ・体験学習 ・創造性あ

る学 習 とい っ た教育体験を 「学術的 に 支 える」

も の は、昔 か ら引 き継がれ て きた哲学的思考法

で あ っ た。「能力観 」 の 養成は 世界の 先進諸 国

の 教育現場に お い て 大 きな関 心 ご と で あ る （松

下，2010 ）。IB の 教育実践は 、 こ の 能力形成に

と っ て 明確 な理論の 形成の 方法 を教授す る こ

とが 重要 で あ り、そ の 道筋と して 哲学 を中心に

す る
一

つ の 重 要な事例 で あ る と い え る。
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