
Japanese Educational Research Association 

11/20150511141421_014440_KJ00009395544.pdf_mod

Japanese 　Educatlonal 　Research 　Assoclat 二lon

176

国際バ カ ロ レ ア に み るグロ ー バ ル 時代の

教育内容 と社会化

渡　邉　雅 　子
＊

　本稿 は 「国際標準 の カ リキ ュ ラ ム 」を謳 う国際 バ カ ロ レ ア （IB） を例に 、 グ ロ ーバ ル 化で

理 想と さ れ る教育内容 と そ の 受容の 形態及 び IB 導入 が もた らす公教育 へ の 影響 を分析 す る。

IB の 教育内容 は近代型 の 学校知 とは
一

線を画 して お り、世界的な知 の 二 極化の 象徴 に な っ て

い る 。 そ の 受容形態 は 国 に よ り様々 だ が
、 日本は IB を通 し て既存の 教育内容を再評価 し つ つ

組替え て お り、ナ シ ョ ナ ル な教育 と の 融合 の 可能性 を示唆 して い る。

は じめ に

　 グ ロ ーバ ル 化の 教育内容 へ の 影響 は 1990年代後

半 か ら世界各 地で 顕著 にな っ て い る 。 OECD に

よる世 界規模の 教 育調査 の 結果 と提言 は ナ シ ョ ナ

ル な教育 に様々 な形で影響 を与 えて お り、知識 の

習得か ら汎用 力獲得へ の シ フ トはそ の 大 きな流れ

の ひ と つ で ある 。 グ ロ ーバ ル 化で求 め られ る能力

が 知識の習得よ りもそ の 汎用性で ある と定義され

て い る に もか か わ らず 、 グ ロ ーバ ル 化 に お け る

「教育内容」を問 う こ とは逆説的 の よ うに 聞 こ え

る 。 しか し こ の パ ラ ド ッ ク ス を解 く こ と には意味

が あ る 。 なぜ な ら、汎用す べ き情報や知識 は常 に

「価値」を帯びて お り、どの よ うな知識が い か な

る方法で 体系化 され る の か に は政治 ・経済 ・文化

的な意図が反映 され て い るか らで ある 。 特に学校

に お い て は 、教 えられ る知識 を通 して認知の 方法

か ら行動の 規範 まで もが 形成され、児童 ・生徒が

社 会 に 適 応 す る た め の 「社 会 化 （socializa −

tion）」が 行わ れ て い る 。 国民 国家の 枠組み を通

し て 知識 と価値観 を統合 し統制 して きた近代 の学

校 は 、グロ
ーバ ル 化の影響を受 けて どの ように変

容 し て い る の か 。 そ こ で は何 が価値 ある知識 と さ

れ 、価値あ る知識は どの よ うに配分 されて い る の

か
。 そ し て グ ロ ーバ ル 化さ れ た教育内容を通 して

い か に 生徒 の社会化が行われて い る の か 。 本稿で

は、 日本に お い て も導入 が 試 み られ て い る国際バ

カ ロ レ ア （International　 Baccalaureate
、 以 下

IB） を例 に 、グ ロ ーバ ル 化の 中で 理 想 と さ れ る

教育内容の エ ッ セ ン ス とそ の浸透の形態、お よび

IB 導入 が もた ら す教育 と社会 へ の 影響 を考 え る 。

以 下 で は、文献及び IB校 と文科省 に よ る IB指

定校で の 授業観察 と イン タ ビ ュ
ーをもと に 考察す

る 。

　 結論 を先取 りすれ ば、IB は 2000年以 降世界各

地で 爆 発的 に 参加校 を増や し て い るが
1

、
ヨ ーロ

ッ パ や ア ジア、中南米 をは じめ、ア メ リカ と カ ナ

ダに お い て さ え 、 多 くの 学校で 行われ て い る の は

IB の 部分 的 な導入、ある い は IB をモ デ ル に 英

語 をべ 一ス とした 「国際的な教育 」 と呼ばれ る も

の で あ り、IB に よる教育 資格 の標 準化が世界的

な規模で 進 ん で い る とは い い が た い
。 国際的な教

育 プ ロ グラム として の世界 的な認知 は確立 しっ っ

も、大 学 入 学 資格 が 取 得 可 能 な プ ロ グ ラ ム

（IBDP ）の提供校及 び在籍 者は極端 に数が限 ら

れ て い る （Tarc 　 2009）。 しか しなが ら IB は 「グ

ロ ーバ ル 時代 の教育 モ デル 」 と して、確実 に各国

の教育政策 とカ リキ ュ ラ ム 改革に影響 を及 ぼ して

い る　（Resnik　 2012）。

　た とえ ば IB の 導入 は、　OECD が推奨 する動的

汎用 力を推進 し 、 近代の 学校に特徴的な教科毎に

独立 した知識体系 と講義形式の 教授法の 変革 を迫

っ て い る。そ の
一方 で 、IB 導入 は教育 内容 の 世

＊ わ た な べ 　 まさ ご　　 名古屋大学

キ ーワ ー ド　 国際バ カ ロ レ ア／国際標準 の カ リキ ュ ラ ム ／教育資格 の 国際標準化／グ ロ
ーバ ル

　　　　　　 とナ シ ョ ナル の 緊張 と融合／ 知識 内容 の世界 的二 極化 ／ 「ア クセ ス と平 等」 か ら

　　　　　　 「レ リバ ン ス と二 極化」 へ
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界的な 二 極化 の引き金に もな っ て い る 。 近代 の 教

育の 中心的な議論は、い か にす べ て の子 ど もが教

育 に ア ク セ ス し等し く教育を受け る事に よ っ て 社

会的な平等が実現す る か で あっ た 。 他方グ ロ ーバ

ル 化に お い て は 、
い か に 世界規模の 経済競争 に勝

ち残れ るか が課題 と な り、教育 内容 と将来の職業

と の 関連性及び社会生活に お ける教育 の意義、す

なわ ち教育 と将来の実生活 と の レ リバ ン ス （関連

性 ・ 意義）に重点が置か れ る こ と に な っ た。そう

した文脈で 、 国際標準 とい われ る新 しい 枠組 み の

教育 を受 けて 将来複数の 国を渡 り歩 くグル ープ と、

近代型の 学校教育を受 け続 けて 国内に留ま るグル

ープ と に線引 きさ れ る 2極化が起 こ りつ つ あ る 。

「アク セ ス と平 等」か ら 「レ リバ ン ス と 二 極化」

へ の シ フ トが、IB 導入 を通 し て 、ひ とつ の 学校

の中で 、国内で 、また世界の 中で 現象 として見 ら

れ る よ うに な っ て きた の で ある （Resnik 　 2008、

Ochoa　 2013）。 そ うした世界的な動向の 中、日本

に お い て は IB を通 し て 既存の 公 教育を再評価 し

つ つ 変革 し て い く新た な受容の形が 見 られ る 。

1 ．lB の 教育内容 と生徒の 社会化

（1） IBの 歴史が語るグ 目 一バ ル化

　 IB の 歴史 を紐解 け ば、グ ロ ーバ ル 化 の 本質 と

教育 へ の影響 の 縮図が 見 えて くる 。 IB は 、
ヨ ー

ロ ッ パ の 国際機関で慟 く人々 の子 弟の高等教育 と

の 接続 を考えて、ス イ ス の イ ン ターナシ ョ ナル ・

ス クール の教員が試行錯誤の中か ら作 り上 げたプ

ロ グ ラ ム で あ る
2

。 将来 国際的な機 関で 働 く事を

念頭 に、全人教育 と国際理解を教育理念 として掲

げ 、
1960年代後半 に大学入学の 資格試験 とし て 完

成した 。 それ が大き く変化した の は 、
1980年代中

頃か ら顕著 に な っ た グ ロ ーバ ル 化の影響で ある 。

冷戦 の 崩壊 は資本主 義 とネ オ リ ベ ラ リズム を政

治 ・経済 ・社会統合の 唯一の 選択肢 に する と同時

に 、情報技術 の 革新 はグ ロ ーバ ル な経済 と労働市

場 を産 出 した。OECD と世界銀行 に よ り推 進 さ

れ た ネオ リベ ラ ル な教育政策は世界中に広が り、

学校選択制、各校 に よる学校経営、教育 シ ス テ ム

の 分権化は、程度の 差 こ そあれ 多 くの 国で 適用 さ

れ る よ うに な っ た 。 こ の よ うな背景 の も と、IB

に代表され る特別なプ ロ グラム は、顧客で ある保

護者 を惹 き付 ける格好 の 広告塔 と し て マ グ ネ ッ

ト・ス クール 等の市場志 向の学校で積極的に取 り

入 れ られ る よ うに な っ た （Resnik　2012、　 p．256）。

　特 に IB の 教育理 念 と内容 は 、グ v 一バ ル 企 業

の管理職 として 成功す るた め に 必要 とされ る能力

や 技術 と 高 い 親和 性 を 持 っ て い た （Resnik

2008）。 それ らは、OECD が 推奨す る 21世紀型能

力 と それ を育む 教育の 新た な形 と も合致 した
3
。

当初 は私立学校や特別プ ロ グラ ム を持 つ 公立 学校

に 散発的に取 り入 れ られ て い た IB は、グ ロ
ーバ

ル 化に対応す る教育モ デル として各国の政府が教

育改革に 取 り入れた事か ら、教育内容 と方法か ら

す る と本来 は馴染まな い 公立学校に も浸透 し て い

っ た 。
こ れ らの状況が IB の 爆発 的拡大の 素地 を

作 っ た の で ある 。

　さ らに組織 と して の IB も世界的な ブラ ン ドカ

を確立す る中で そ の 戦略 を変 え、裕福な子弟 へ の

奉仕か ら 、 世界的に認知 されたプ ロ グラム及び国

際的な大学入学資格 として 、拡大 ・浸透路線を追

求 し て い る （Bunnell　2008）。 国際バ カ ロ レ ア機

構 （以下、IBO）は今や多国籍 企業 と し て 、組織

としての効率性 や経済的な費用対効果 に も心 を砕

くよ うに な っ た と い わ れ る （Resnik 　 2012、　 p．

264）。 5年毎 に新 た な目標 を立 て 、そ の 目標達成

に 向か っ て組織 と して の 戦略 を練 っ て お り、2014

年 は、国際的な教育 に お けるグ ロ ーバ ル リ
ーダー

に な る こ と を戦略 と して掲 げて い る
4

。 初代 はオ

ッ ク ス フ ォ
ー ド大学の 教授 で あ っ た IBO の 代表

を、2006年か ら はグ ロ ーバ ル 企業の 元 CEO が務

め る よ う に な っ た こ と も （2006年 〜 2014年 1 月現

在） IB の 質的 ・量的変化 を象徴 して い る とい え

るだろ う。

（2） IB 一 国際標準の カ リキ ュ ラム とは

　で は IB の 教育 内容 とそ の 特徴 は どの よ うな も

の だろ うか 。簡単 に プ ロ グ ラ ム の 全体象 を見た後、

コ ア要素 を近代 的な教科内容 と比較 し なが ら考察

した い
。

　高等教育機関 へ の 入学資格が取得で き る高校最

後の 2年間の プ ロ グ ラ ム （IBDP ） は、 6 つ の選

択教科グ ル ープ （第 1言語 と して の 母国語に よ る

文学 、 第 2言語 、 人文 、 実験科学 、 数学また は コ

ン ピ ュ
ーターサ イエ ン ス 、芸術） と 3 つ の コ ア要

素か ら構 成され て い る
5
。 生徒は選択教科か ら上

級 レ ベ ル 3科 目 （240時間） と標準 レ ベ ル 3科 目

（150時間）を履修す る こ と に よ り 、 人 文 と科学の

領域をまんべ んな く学習す る事が 求め られて い る。

　 3 つ の コ ア 要素 は 全員 必 修 で 、「知識 の 理 論
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（Theory 　of　Knowledge 、以 下 TOK ）は 「知識」

そ の も の の 成 り立 ち と 限界 を学ぶ （100時間）。

「課題 エ ッ セ イ （Extended 　Essay）」は、 6 っ の

教科グル ープ の中か ら
一

教科を選 んで 、 生 徒が テ

ー
マ を決め、文献に あた り、実際 に調査 や実験 を

行 っ て その考察を 4千語以 内の英語 また は 8 千語

以内の 日本語 に ま とめ る。教師か らマ ン ツ
ー

マ ン

の 手ほ ど きを受け なが ら 2年間か けて エ ッ セ イを

仕上 げる過程 は、大学 の 卒業論文 と酷似 して い

る
6
。「CAS 」と呼 ばれ る 体験活動 は、　 Creativity、

Action、　Serviceの頭文字を取っ た もの で 、美術

や音楽等の芸術実践 と ス ポ ーツ や ボ ラ ン テ ィ ア活

動を通 して 、 創造性 と身体的 ・社会 的ス キ ル の 育

成 を 目的 に して い る （150時間）。
こ の コ ース の み

が 生徒 の 自己評価に よ っ て成 り立 つ 。

　科 目毎の筆記試験 と、そ れ に TOK と課題 エ ッ

セ イを加 えた内部 と外部 に よる評価 の点数が基準

を満 た す と、修了証 明 （大学入 学資格 を兼ね る）

が 与え られ る こ と に な っ て い る
7

。 言語 は英語 、

フ ラ ン ス語、 ス ペ イ ン 語か ら選択で きる 。

（3） 知識 を疑い 創出するた め の 知識 一 TOK

　IB に は 存在す る が
、 近代の 学校 に は存在 しな

か っ た 教育内容が あ る 。 そ れが TOK で ある 。 フ

ラ ン ス の 高校で 教 えられ る哲学をモ デル に 作られ

た とい わ れ るが 、 IB の 教科書 や 実際の 授 業 を見

る限 りそれ と は異質な もので ある。 フ ラ ン ス の哲

学の 授業で は 、 有名 な古典 の 抜粋 を読 み なが ら哲

学 的な もの の 考 え方 を学ぶ の に対 して （Delatte

2001）、TOK で は時事 問題 を材 料に、教 師の 問

い と生徒の 討論 に よ っ て授業が構成 され るた め、

概念を主 た る 内容 とし て扱 い つ つ も、常に 「今 ・

こ こ」の世界 へ の適用 を深 く考え させ るセ ミナ ー

と して 成立 し て い る 。

　TOK で は 、 「私達は どの よ うに知 る の か」 と

い う大 きな 問 い の もと、知識 を得 るた め の 方法 と

各学問領域 の 知識の 特質 を学ぶ事 を通 し て 、「知

識の 実体 と本質」を生徒 に 考 えさ せ る こ とを目標

に して い る （Lagemaat　2011）。 教科書で は、知

識 を得 る 4 つ の方法、「言語」、「感覚」、 「推論」、

「感情 」 と、 6 つ の 学問領域 一 「数学j、「自然科

学」、「社会 科学」、「歴史」、「芸術」、「倫理 と宗

教」一 そ れ ぞ れ に一章 を割 き、そ れ らを通 し て

どの よ うに 私達は この 世界 を知 る事が で きる の か 、

同時に い か に 知識を得る方法が 諸刃 の剣で 私達 を

意図せ ざる誤謬 に導 くの か を様々 な実例 を通 し て

説明 し て い る 。 こ うし て 知識が生 まれ る か らくり

を理解 した 後に 、 「知 識の 妥当性の 基 準」や 「知

識 と情報、知恵の違 い 」、厂評価 の役割」と い っ た

知識 に つ い て の 知識、つ ま りメ タ知識を学ぶ 。

　 TOK の特徴 は、教科書で提起 され た 問 い の ほ

とん どが明確な答え を持た な い こ とで あ り、それ

が 教 科 書 に も 明 記 さ れ て い る こ と で あ る

（Lagemaat　2011）。 近代 の 学校 で は初 等か ら後

期 中等教育に 至 るま で
、 知識は 「教科」 とい う学

問領域 で 区切 られたカ テ ゴ リー毎 に体系化 され 、

客観的か つ 絶対的な もの と して教 えられ て きた 。

そ うで あるか ら こ そ国家に よ る知識の 統制 が可能

に な っ た 。 他方 TOK を通 し て 学ばれ るの は 、 知

識は常に 社会 ・文化 ・歴史的 に構築 され更新 され

る ダイ ナ ミ ッ クな も の で あ り 、 正 確に 世界を写し

伝え る もの で もな い とい うこ とで あ る 。 そ うで あ

る な らば、そ の 中で い か に 理 に か な っ た判断が で

きるのか 、 良質な質問を問 い
、 的確な言葉 を使 っ

て まとま りの ある議論が で き るの か、そ の 方法 と

基準 を生徒 に 持たせ る こ とが TOK の 最終 目的で

ある。

　 こ うした メ タ知識 は、 こ れ まで大学で規範 的に

学 ばれ て い た もの で ある 。
TOK を通 して知 識創

出の 学際的な全体像 を見 る機会 を得 る こ と は、大

学 に お ける学びの本質 を先取 りす るの み な らず、

「ル ー ル に 従 う人 間」で な く、「ル ール を創 る人

間」の育成 に寄与 す る と考え られ る 。 「創造 とは

既存の も の の 新た な組み 合わせ で ある」 と は 経済

学の所説で あ るが 、 多 くの メ ニ ュ
ーを持つ こ とは 、

それ だ け創造 の 幅 を広げる こ とに っ なが る。さ ら

に は 、 相手が どの よ うな原理 に 拠 っ て考え て い る

か　　経済原理な の か 政治原理 なの か 、社会原理

なの か等々　　 がわ か れ ば 、 領域独自の 考え方の

長所 ・短所 を理解す るこ とで 的確 に批判 した り、

故意に領域 をず らす こ とで 自分の 土俵に議論 を持

っ て きた りす る こ と も可能 に なるだろ う。

　付言す れ ば、TOK の 教科書 で 述 べ られ て い る

「自然科学」 と 「社会科学」に関す る 2 章は、「科

学哲学 （philosophy 　of　science ）」 と して、欧米

で は後期博士課程の社会科学を学ぶ 大学院生 に は

必修 とされて い る内容で あ る 。 必修 とされ る理 由

は 、後期博士課程に お い て は 先人が築 い た 蓄積の

上 に新た な知識 を創 出す る事が期待 され て お り、

そ の 為 に は 、 現在の 知の 支配的パ ラ ダイ ム で ある
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科学的な認識論 とその 方法、及びそ の 限界を学ぶ

こ とが不可欠 とされ て い るか らで あ る 。

　TOK で教え られ て い る の は 、知識 を疑 うた め

の知識で あ り、知識 を創出するた め の知識で あ る 。

こ れ らは明 らか に近代的な学校知 と は
一

線を画す

もの で ある 。

（4） 書 く 「材料 」 と して の 知識

　「課 題 エ ッ セ イ」の 存在 は、各教科の 内容 とそ

の 構成に直接的な影響 を与 えて い る。 IB に お い

て は、テ r マ を決めて 「書 く事」 を前提に教科書

の 知識が 再編成され て い るので ある 。 さ らに 教科

毎 の修了試験 は 論文 の 形式で 行われ るた め 、 教科

学習 も常 に 調査 し書 く事を意識 し て行わ れ る 。 実

際に書 く訓練が 授業時間に 占め る割合も大き い
。

で は書 く事 を意識す る と どの よ うな内容編成に な

る の か 。 歴史を例に取 る とわか りやすい 。

　人文 グル ープ の ひ と つ で あ る 「歴 史」の IB 教

科書 は、時系列で はな く、テ
ー

マ 、ある い は トピ

ッ ク毎に歴史的事象が ま と め られ て い る 。
こ こ で

は伝統的な 「
一

国の 歴史」や 「文明の歴史」を超

えて 、「問 い 」 に導 か れた 多様 な トピ ッ ク に よ り

様 々 な地域 の歴史的事象が統合された形 で提示 さ

れ て い る （Oord　2007）。 例 えば 「
一

党政治体制

の発生 と統治」の トピ ッ ク で は 、 生徒は異 な る地

域の
一

党政治支配 を比較す る こ と に よ り、
一
党政

治 に通底する統治の 特徴の 分析 まで を行 うこ と が

期待され て い る 。 複数の地域や時代 の比較 を行 う

事 で 、「一党政 治」「国家」「宗教 」「イ デオ ロ ギ

ー」等の抽象的な概念を理解し説明する こ とが求

め られ て い る
。 ト ピ ッ ク で 編集され た教科書を通

し て 示 され て い るの は 、 現代史 に お い て 意味 の あ

るテ
ーマ とは どの よ うな も の で、歴史事象を組み

合わ せ て い か に抽象的な概念分析 を行 うか の 分析

と解釈の モ デ ル で あ る 。 こ こ で は個別具体的 な知

識 は書 くた め の 材料 と捉え られ て い る （Rogers

and 　Thomas 　2008、2012）。

　歴史の みな らず、 実験科学や文学に お い て も同

様のア プ ロ ーチが取 られて お り、 教育 内容は従来

の 教科学習 に典型的に み られた学問領域 に沿 っ た

静 的で 整然 とした体 系で は な く、「問い 」 に よ り

導か れ、調査 や実験 を通 し て 動的 に展 開し、問 い

へ の答 えで終 わる編集方法が取 られ て い る 。
こ れ

らはす べ て、各教科の修了試験及 び課題 エ ッ セ イ

へ の準備 にな る と同時 に高等教育 を受 ける基礎 を

作る 。

  　IB の 知識内容と生徒の 社会化一い か なる人 間

　 と能力 を育て て い るか

　IB の カ リキ ュ ラ ム を通 し て 養われ る認知的、

情緒的、倫理的側面 は 、 多国籍企業の管理職に 必

要 とされ る能力 と社会性 に親和的 と分析 されて い

る が （Resnik　2008、2009、2012）、　 IB に 特徴的

な教育 内容 は、ビ ジネス に特化 して い るわ けで は

な い
。

プ U グラ ム の 内容分析で 見た よ うに 、将来

の キ ャ リア として 、アカ デ ミ ッ ク、ビ ジネ ス
、 政

府機 関 、
NPO

、 芸術 ・文化等の 幅 広 い 選択肢 を

視野 に 入 れる こ とが可能 で ある 。 IB で 強調 され

る 「抽 象化」、 「体系 的 思考」、「実 験」、「共 同作

業」は、グ ロ
ーバ ル 化 された世界 で 先端的な仕事

をする 際に必 要とされ る シ ン ボル （表象）分析 の

4 つ の基 礎能力 と して ラ イ シ ュ （Reich　I991）

が挙 げた もの で ある 。 こ うした認知的志向と異な

る文化的背景 を持つ人々 と臆せ ず交われ る環境 は、

「コ ス モ ポ リタ ニ ズ ム 」 と呼 ばれ る新 し い 形 の 文

化 資 本 を 形 成 し て い る と 分 析 さ れ て い る

（Wagner 　1998；Weenink 　2008）。

　 実際 IB 履修生 は高等教育機関で の 自己 の能力

の開花に期待 しつ つ 、多様なキ ャ リアを思い描い

て い る 。 し か し共通す る の は、将来国際的な機関

や 海外で働 く希望 を持 っ て い る事 で あ る
8

。 そ の

長期計画の 第
一
歩 とし て 、 海外の 大学進学や短期

留学を考え る生徒 も多 い
。 IB は そ うした キャ リ

ア パ ス を身近 に感 じ られ る教育内容 を提供 して い

る 。 世界で 主流 とされ るア カデ ミ ッ クな議論 に触

れ、主要 な時事問題 を知 り、それ らの 問題に 切 り

込 む議論の 方法 と議論を支え る共通教養が 身に つ

くように プ ロ グ ラ ム が 組 まれ て い る 。 と りわ け

TOK の イ ン パ ク トは 、 知識を覚え る事 よ り も、

理論化するこ と の 方が重要で ある と生徒 に感 じさ

せ る こ と に あ る と 分 析 さ れ て い る が （Ochoa

2013）、 こ うした認知的な傾 向 は欧米 の 大学で 好

まれ る も の で ある 。 欧米の 教育背景 を持た な い 生

徒に とっ て は 、 主流文化 に とけ込 め る態度と共通

教養 を短時間で 内面化 させ る に は効果的なプ ロ グ

ラム で あ る とい え る 。 アメ リカ に お い て も、ア ジ

ア系 ア メ リカ人 が IB を履修す る事 に よ っ て 主流

文化 に同化 して い く過程が 明 らか に さ れ て い る

（Ochoa　2013、　P．74）。

　 TOK を学び 、 課題 エ ッ セ イ を完成 さ せ た経験
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は、大 学入 学の 際 に IB 履修 生 と 「そ れ 以 外」の

生徒の差別化の機能を果た す 。 ひ と つ の テ
ー

マ を

深 く調査 ・ 分析 した 経験 は、面接 や志望動機の エ

ッ セ イ に期待 され る豊か で 個性的な内容を提供 す

る か らで ある。さ らに ソクラ テ ス 方式の 授業と教

師の 手厚 い 個別指導 は、周囲の高 い 期待を内面化

し、エ リ
ー

トと して の 自覚 を持た せ る と同時 に

「特別 に 扱われる事」へ の期待 を も涵養す る と い

わ れ て い る （Ochoa　2013、　 p．　67）。

　 し か し、IB を履修 した事で 失 うもの も当然 あ

る 。 獲得 する知識量 か らすれば、世界 の多 くの高

校の 教育課程で学ぶ 方が そ の絶対量 は 多 い と い わ

れ て い る
9

。 し か し、問題 に な る の は知識の 絶対

量 よ り IB が 提供す る知識の 「質」で あ ろ う。
IB

の 教育 内容 と そ こ か ら形成 され る思考法 は否応無

く彼ら を差別化し、同じ学校の 中で 既存の 教育課

程 を受 けて い る生徒や地元 の コ ミ ュ ニ テ ィ
ーと切

り離す 。 「国際 的」「異文化理 解」 を掲 げ る IB の

履修生が 、 彼 らの小 さな コ ミ ュ ニ ティ
ーに閉 じこ

も り目線 を海外 に 向ける事で 、同 じ学校 で普通 課

程を受 け て い る生徒 の存在す ら目に入 らな くなる

と い う現実は皮肉な パ ラ ドッ ク ス で ある （Ochoa

2013、pp．77−80）。
　 IB が社会的な

一
体感 を損ね る

こ とへ の 懸念は早い 時期か ら指摘 されて い たが、

教育内容が エ リー トで ア カ デ ミ ッ ク で ある認識 は

もはや覆 す こ とが難 し くな っ て い る （Bunnell

2008）。 また 国際的な カ リキ ュ ラ ム を謳 い な が ら、

その 内容が西 洋中心 主義で ある こと 、 特 に 認識 レ

ベ ル で はプ ロ グラ ム を充実 させ れ ぼ さ せ る ほ どそ

の傾 向が強化 され て い る こ と も指摘 され て い る

（Oord　2007）。 英語圏の アカ デ ミ ッ ク ・コ ミ ュ ニ

テ ィ
ー

へ の 参加 は IB に よ っ て 容易にな る
一

方 、

日本を は じめ とす る 自国の 大学 へ 進学 した場合 は、

そ こ での 文化的再適応が 求め られ る可能性 は高 い

だ ろう。

2 ．世界の受容パ ターン と浸透度

（1） 1B受容の 4 つ の パ ターン

　で は IB は世界で どの よ う に 受 け入 れ られ て い

る の だ ろ うか 。 各国の 事情 に よ り様々 で ある が 、

そ こ に は幾つ か の パ タ
ー

ン が見られ る 。 本稿で は

以下 の 4 つ の パ ターン を取 り挙げ、日本 で の受容

と比較す る 。   教育改革、特に後期中等教育改革

の 牽引 として IB を利用 し つ つ グP 一バ ル 化 へ 対

応す るケ ース （イギ リス ）、  学校選択制 に お け

る広告塔 とし て 受容す る ケ ース （ア メ リ カ ・カ ナ

ダ）、   国策 として国際競争力 を つ けるた め 導入

す る ケ ース （中国）、  遅 れ て ス タ ー トした近代

的学校の グ ロ ーバ ル 化 へ の キ ャ ッ チア ッ プ と して

部分的に取 り入 れ るケ ース （モ ン ゴ ル ）の 4 パ タ
ーン で あ る 。

　 まず教育改革の ひ とつ と して 政府資金 を投入 し

て IB を公立学校 に 導入す るパ タ
ーン を見 る。後

期中等教育 は、普通 教育の完成 と高等教育 へ の 接

続 として 重視 され るに もか か わ らず 、 既存の 中等

教育修了試験や大学入学資格試験 の 枠組 み に縛 ら

れ て、グ ロ ーバ ル 化へ の対応を 目指 した改革が進

まな い の が 多 くの 国に 共通する悩 み で あ る。イ ギ

リ ス は こ の 問題 解決 に IB を起爆剤 に 用 い た 。 イ

ギ リス は、高等教育に 接続す る A レ ベ ル 試験 （大

学入学資格試験 の 上級 レ ベ ル ）の 改革 をこ の 50年

間議論 し続 け て きた と い われ る。1990年か ら の 10

年あ ま りを見て も30以上 の 提案が 異な る 団体か ら

出 されたが、どれ も強力な推進力を持た なか っ た

（Bunnell　 2008、　 p．154）
10

。 こ の 流 れ が 大 き く変

わ っ た の は2004年以 降で あ る 。 IB が大 学入学資

格を伴っ た総合的な プ ロ グ ラ ム と して 世界 的に認

知 され て きた こ とと 、 ナ シ ョ ナ ル ・カ リキ ュ ラム

の中に国際志向を強化する効果が あ る と考 えられ

た こ と か ら 、 イ ギ リス 政府が IB 保持校 を 国内 に

200校作 る事 を提案 し、公的資金 が費 やさ れ る事

に な っ た の で あ る 。
こ れ に よ り、すべ て の 教育認

定地区で 少 な くと もひ と つ の公立学校が IB の デ

ィ プ ロ マ プ ロ グラ ム を持 て る よう に な っ た 。 公 的

資金 に よ る IB 導入 はナ シ ョ ナ ル ・カ リキ ュ ラ ム

に も影響を与 え、前期 中等教育 に 「批判的思考」

が 導入 され る際に は TOK の 内容 をべ 一ス に カ リ

キ ュ ラ ム が 組 まれ （Resnik　2012）、部分的に IB

の プ ロ グラ ム を取 り入れた折衷型 カ リキ ュ ラ ム も

現れ た （Bunne12008、　 p ．158）。

　イ ギ リ ス に特徴的 なの は 、
IB を既 存の 大学入

学資格認証 シ ス テ ム の 中 に組 み入れ た こ とで ある 。

こ れ に よ り、
IB が 大学入学資格 として定着した 。

花井 （2011）に よれ ば 、 イギ リス （イ ン グ ラ ン

ド） で は 、大 学 ・カ ン ッ ジ入学機 構が 作 成 す る

UCAS 　 Tariffと呼ばれ る統
一

換算表 に よ り、す

べ て の後期中等教育修了段階の 学修成果の 認証が

計量 的 に位置 づ けられ て い る 。
こ の 統

一
換 算表 に 、

2008年か ら IB を加 えた た め、国内の資格 と同一

の 尺度 で IB の評価 が可能 に な っ た 。 これ に よ り、
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イギ リス 国内の高等学校 で IB を取得 した 生徒が

イ ギ リ ス の 大学に進学す る こ とも可能に な っ た

（花井 2011、 pp．　69−70）。 イ ギ リス の 例 は 、 特に

公立学校 に お い て IB を定着 させ る際の モ デ ル 、

ひ い て は国内の 制度 と教育内容 をど うグ V 一バ ル

化に適応させ るか を検討す る上で の ひ とつ の モ デ

ル に な る だ ろ う
11

。

　 2 つ 目の パ タ
ーン は 、 学校選択制にお ける魅力

的 な ブラ ン ド ・プ ロ グラ ム と して IB を利用 す る

ケ
ー

ス で ある 。 ア メ リカで は学校選択制 にお ける

耳 目を集 め る特別 プ U グ ラム として、「市場開拓

の た め」の 「ブラ ン ド」 （Resnik　2012、　p．260）

として導入が進 んだ。ア メ リカ は、世界 の IB 校

で 圧倒的 な数 を占め る 。 全世界 の IB 校 の 約 3 分

の 1強を アメ リカが 占め 、 と りわ け大学入学資格

を認 証 で き る 完 全 な プ ロ グ ラ ム （Diploma

Program 、以下 DP ）を持つ 学校の 割合が非常に

多い
12

。
こ の 背景 に はメ デ ィ ア の 影響力 もある 。

メ デ ィ ア報道に よるア メ リカ の 高校 ベ ス ト10や ベ

ス ト100に 占め る IB 提供校の高 い 比率 は、　 IB の

質 の 高 さ と認知度 を高め る役割を果た す と同時に 、

さ らな る IB 導 入 の 推進 力 と な っ て い る （Bun −

nel12008 ）。
　 IB の 導入 は他 の 学校 と の 差 別化 を

はか り 、 優秀な生徒 を集め る に は最 も効果的だ と

考 えられて い る （Ochoa　2013）。

　 し か しなが ら IB はア メ リカ の 公教育 の 教育 内

容 に直接影響 を与 えて い る とは考 えに くい
。 む し

ろ国策 として推進 され て い るの は、ナ シ ョ ナル ・

ス タン ダー ドを設定 し て 多様な グル ープ 間の 達成

度の ギ ャ ッ プを埋 め る こ とにあ り （Gamoran 　ed．

2007）、IB が 目指す教育理念 と実践 と は 逆の 方 向

を指 し示 して い る。 事実公 立学校 にお い て は、

IB とそ れ以外 の プ ロ グラム の 断絶が 教育の 二 極

化の 象徴 として捉え られて い る （Ochoa　 2013）。
　 3 つ 目の パ ターン は国際競争力育成の た め に 国

策 として導入 され る ケ
ー

ス で ある 。 中国はす で に

1970年代末か ら国是 として 教育の 国際化 に取 り組

ん で お り、
IB 校 の 数で は ア ジ ア で ト ッ プ を 占め

て い る （2014年 1 月現在）
13

。 中 国で は 国策 で 市

や 省 の 重点校 に IB を導 入 す るた め、　 IB 校 は名

門公立 学校 に 集中 して い る （黄 2013）。 重点校 に

は国の資源が集中的 に注入 され、優秀 な人材を効

率的に 養成す る と と もに、重点校 は実験校、モ デ

ル 校と して地域の教育の 牽引役 も果た して い る 。

IB を導入 した重点校 は経済開発が 進 ん だ東部沿

岸部 に 集中 して い るが、重点校が地方の 教育局 と

協働 して分校や付属校 を設立 して グル ープ化する

こ と に よ り、質の 高い 教育 を地方へ 拡大させ る仕

組み が構築 され て い る と い う （黄 2013、 pp．154
−156）。 特筆す べ き は 、 重 点校で は IB の 他 に A

レ ベ ル や AP （Advanced　Placement）等の 英米

の 高等教育に 接続す るプ ロ グ ラム や、豪州、ニ ュ

ージー
ラ ン ド、カ ナダ へ の 留学 プ ロ グラ ム 、中国

語の IB 中等課程が並存 して い る こ とで あ る
14
。

IB は こ うした多様 な国 内外 の 高等教育接続 プ ロ

グラ ム のひ とつ の選択肢 として提供 され て い る。

さ らに中国で は、海外へ の留学 を目的に 英語で 欧

米諸国の カ リキ ュ ラム を提供する英語専攻と と も

に 、 海外か ら の 留学生の た め に
、 中国語 と中国の

大学入試 に向けた指導 を主 として 行 う中国語専攻

が あ り、 こ の 2 つ を中等 教育に お け る 「国 際課

程」 と呼んで い る （黄 2013、p．153）。

　 こ の よ うに 中国で は、グ ロ ーバ ル 化 へ の 対応が 、

留学及び留学生 の受け入 れ、海外 の大学 ・高校 と

の 提携 プ ロ グラ ム 、重点校の 多彩 な接続メ ニ ュ
ー

と、 極め て多様な形態で行われ て い るのが 特徴で

ある。世界 中か ら留学生 を受 け入 れ る体制 を整 え

る
一

方 、 中国人生徒が向か う先は英語圏に 焦点化

されて お り、英語圏の 大学進学 を睨 ん で 初等 ・中

等教育の 教育制度 ・内容に も今後変化を もた ら し

て い くもの と考 えられ る 。 し か しなが らそ の変化

は、付属校の 仕組みが機能し続けた として も 、 東

部沿岸部の公立名門校 に と どまる と考 えられる。

IB を始め と した接続 プ ロ グラ ム の 認証 と運用 に

は、多大な費用 と手間が か か るか らで ある 。 中国

に お い て もグ V 一バ ル 化に よ る教育内容の 二 極化

は顕著で あ る 。

　 4 つ 目の パ タ
ー

ン は 、 国際的に認知され た プ ロ

グラ ム を全国規模で導入す る こ とに より、遅れ て

始ま っ た近代的な教育 を
一

気に グ ロ ーバ ル 化に対

応 さ せ る ケ
ース で あ る 。 例 え ば モ ン ゴ ル で は 、

IB と ともに 国際標 準 の カ リキ ュ ラ ム と し て 知 ら

れ るケ ン ブ リ ッ ジ ・プ ロ グ ラ ム が 2011年か ら実験

校で 試行 された 。 2012年か らは ウ ラ ン バ ー
トル に

10校 とす べ て の 県で 1 校試行 され 、そ の 査定で 問

題が無 ければ、2014年 9 月 よ り国内すべ て の 初等

と前期中等教育課程をケ ン ブ リッ ジ ・プ ロ グラム

に移行 さ せ る計画で ある （井場 2013）。モ ン ゴ ル

や 中央ア ジアの 国々 に お い て IB で は な くケ ン ブ

リ ッ ジ ・プ ロ グラムが好 まれ る の は 、 教科ごとの
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導入が可能で あ り、国民国家の学校の 枠組み や現

地 の価値観を保持 し つ つ 柔軟な導入が で きる か ら

で あ る 。

  　日本に お け る受容
一

他国 との 比較か ら

　 日本で は 、 2012年 6 月の 「グ ロ ーバ ル 人材育成

推進会議」 の 審議 に よ り、「国際バ カ ロ レ ア 資格

を取得可能な 、又 はそれに 準 じた教育 を行 う高校

を 5年以内に 200校程度 へ 増加 さ せ る 」 と し、同

年 7 月 に閣議決定 され て い る
’5

。 国際 的に 活躍で

きる人材の 国内で の 育成が 目的で あ る。審議 の ま

と め （2012、 pp．　1−5）で は、日本 の 若 者 の 「内

向き志 向」 と海外留学の減少が、危機感 を持 っ て

記 され て い る 。
こ れ を受 けて 文部 科学省は国際バ

カ ロ レ アの趣 旨を踏 まえた教育の推進 に関す る調

査研究の 公募 を募 り、 5校 が指定校 と して 選 ばれ

た。指定校 で は プ ロ グラ ム の 研究 を行 い っ っ 、

様々 な試み を行 っ て い る 。 日本語 に よ る TOK の

授業、課題 エ ッ セ イ、CAS 等 の コ ア要 素が積 極

的 に導入 され、テ
ーマ を中心に した教科横断型 の

授業も実践 され て い る 。 研究者 に よる フ ィ
ー ドバ

ッ クが 行われ る公開授業 も多数開催 されて い る。

す で に IB を導入 した
一

条校や イ ン ターナ シ ョ ナ

ル ・ス クー
ル へ の 授業見学や相談会、大学が提供

す る IB の 研修会 に は 、 指定校の み な らず、多 く

の私立 ・公立学校の 教員や教育委員会か ら派遣 さ

れ た人 々 が参加して い る 。
こ うした動 きは全体か

ら見れ ば まだ ほん の
一部の 取 り組 み だが、IB を

知 る人 々 は徐々 に 増え て お り、指導 ・評価方法の

実験や調査 も進ん で い る 。

　IB の 受容で 日本に 特徴的だ と考 え られ る の は、

それ を丸 ご と受け入 れ るの で はな く 、 既存の教育

実践 を IB を通 し て 再評価 し つ つ 擦 り合 わせ を行

う中で こ れ まで の教育内容 と実践 を変化 させ て い

く方法が取 られ て い る こ とで ある 。 渋谷 （2013）

の 論文で は、既存の教育 と 「共 鳴」さ せ つ っ IB

を通 して グ ロ ーバ ル 化 に対応 し て い く複数の 事例

が 分析されて い る 。 日本の 特別活動 と総合的な学

習の時 間 は、IB の理念 と親和性が高い と考 え ら

れ て い た が、日本の 特別活動の 目標は伝統的に 価

値志向型 の漠然 と した もの で あ り、
こ れ を変 える

に は特別活動の 持つ 性格 と内容の 変革無 し に は困

難 で あ っ た 。 そ こ に IB の 枠組み を取 り入 れ る事

に よ り、教科間及び教科や行事 との 関連性 を意識

した教育活動へ と変化が 見られ た と報告され て い

る （渋谷 2013、p．91）。

　こ の 変化 に は、大 迫 （2013、p．73）の い う IB

に 特 徴 的 な 「逆 向 き の 設 計 （backwards
design）」 も関わ っ て い る と考え られ る 。 逆 向き

の 設計で は、最初 に望 まれ る 「結果」を明 らか に

し、その結果が確認 され る為の証拠が決定され 、

そ の 証拠 を児童 ・生徒が生 み 出せ る よ うに授業や

体験 を計画す る、結果か ら内容を考え る シ ス テム

で ある
。

こ の 逆 向き の 設計 は
、 元 来価値志向型 の

教育 とは相容 れな い もの で あるが （渡辺 2004）、

教科 とい う 「知識」と連携させ る こ とで 目標志向

型 へ の変換が可能 になる と考 えられ る 。 さ らに、

学校行事や 部 活動 を CAS に 組み 入 れ、　 IB と通

常 の ク ラ ス が
一緒 に行 う事 に よ り、

IB 以 外の 生

徒や地域社会 と も関わ りなが らプ ロ グ ラム を行 う

工 夫 も施 さ れ て い る （渋 谷 2013、 pp．90−91）。

IB と日本 の 教育 内容 の 擦 り合 わせ を行 い つ つ 、

地域 の コ ミ ュ ニ テ ィ
ー

の 中で 日本人 と して の社会

的 ス キ ル を身 に つ ける こ とが可能 に な っ て お り、

先に述 べ た ア メ リカや イ ギ リス
、 中国の 例 とは対

照的で ある 。

　渋谷 （2013）が取 り上 げた の は、前期 中等教育

を対象 に した プ ロ グ ラ ム だ が、高校 に お ける取 り

組み で もよ り積極的な IB と の 融合の ケ
ー

ス が 見

られ る
16

。 こ の 受容 形態 は、若者 の 海外留学 を促

す政府の 目的達成に は直結しな い か もしれ な い が 、

IB を通 し て 自国の 教育 を相対 化 して 見 る機会 を

与 え、日本 の教育内容 と評価法 に広 く影響 を与 え

る とと も に、IB を も変化 さ せ る 可能 性 を示唆 し

て い る 。

（3） lB導入を避ける国々 とその背景

　 IB の 世界的 な浸透 が見 られ る
一

方、導入 を意

識的 に避 ける国が ある こ とも記 して お くべ き で あ

ろ う。 教育 目的の 中核 に 自国文化の 継承 と誇 りの

育成 を掲げる フ ラ ン ス や イ ス ラ エ ル （「フ ラ ン ス

市民」 と 「イス ラ エ ル 市民」の 育成）で は、国際

的プ ロ グラ ム を謳 う IB は公教育に お け る魅力あ

る選択肢 とは受 け とめ られ て い ない 。 フ ラ ン ス で

は、外国人子弟の 教育接続 の た め に 、フ ラ ン ス の

バ カ ロ レ ア の 厂あ くまでオ プ シ ョ ン 」と して 国際

オ プ シ ョ ン バ カ U レ ア を制定したが 、 こ の こ とは

IB の 拒 絶 の 象 徴 で あ る と も い わ れ て い る

（Resnik　2012、　 p．257）17
。 また、私立学校 と公 立

学校 の格 差が 大 きい ア ル ゼ ン チ ン や チ リで は 、
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IB 導入は さ ら に こ の 格差を広げる こ とに な る と、

教育省や大学関係者が 導入 に消極的 な態度を取 っ

て い る 。
レ ス ニ ッ ク （Resnik　 20工2） に よ れ ば、

両国の 教員組合は歴史的に左寄 りで あ り、ネオ リ

ベ ラ ル な教育政策 に 反対す る教員た ち の 激 しい 反

発 も IB 導入 に歯止 め をか けて い る との こ と で あ

る 。

3．世界の 教育政策 と社会に与える影響

（1） IB の意図せ ざる浸出効果

　 2000年以降、IB が 世界 的に 参加校 を増 加 さ せ

て きた こ とは数字か ら明 らか で あるが 、 こ の 数字

か らは見 えて こ ない 効 果 も浸透 しつ つ ある。学際

的 な教育内容 、 体験的な学習 、 探求型 カ リキ ュ ラ

ム の モ デル と して、IB に は関係 しな い プ ロ グ ラ

ム や ナ シ ョ ナ ル ・カ リキ ュ ラ ム の 策定 に、IB の

コ ア要素の影響が見 られ る ので ある 。 近年で は貧

困地域 の社会的文脈 に 合わせ た体験学習の モ デル

と して の 適用 も英米で 試み られ て い る （Resnik

2012、 p，264）。 グ ロ
ーバ ル 化で 必要 とさ れ る教

育 内容 の成功例が存在するならば、試行錯誤 して

作 る必要 は無 い と考 え られ て い る の で あ る。また

日本に見 られ るよ う に 、 政府が積極的に IB導入

を推進す る過程で 、IB に 触 れる機会が 増 えた こ

と も 、 IB の教育内容を広め る
一
助に な っ て い る 。

他方 IBO が拡大戦略 を展 開す るなか で、 ロ
ー

カ

ル な教育 へ の 適応 を模索 して IB も教育内容 を変

化させ てお り、 m 一
カ ル とグU 一バ ル の 相互作用

は 、 ロ ーカ ル な教育を変え る と と もに 、グロ ーバ

ル な教育に も変化を もた ら して い る 。 IB の 公 式

言語の 増加 や 公式言語 と 自国語 を組み 合わ せ て 行

うデ ュ ア ル ラ ンゲージ ・プ ロ グラ ム の設置は そ の

一
例で あ る 。 日本語で の デ ュ ア ル ラ ン ゲージ ・デ

ィ プ ロ マ も検討が進み 、 決定され れ ばプ ロ グラ ム

全体の 3分の 2程度が 日本語で 行える道が開ける 。

か つ て はイ ン タ
ー

ナ シ ョ ナ ル ・ス ク
ー

ル で提供 さ

れて い た 「国際的な教育」 と謳われた内容 は、ど

の 学校で も適用で きる よ うに形 を変 え つ つ ある と

指摘 されて い る （Resnik　2012、　 pp．259、261）。

（2） ア クセ ス と平等か ら レ リバ ン ス と二 極化 へ

　
一 公教育 へ 旧 を導入す る意味と課題

　IB の 部分的な 導入 が好 意的 に 受 け と め られ る

一方、公 立 学校 へ の デ ィ プ ロ マ ・プ ロ グ ラ ム

（IBDP ） の 導 入 は、 こ れ まで 見 られ なか っ た 状

況 を作 り出 し て い る 。 IB を持 つ 学校 と持た な い

学校 、 さ らに はひ と っ の学校の 中で IB とそ れ以

外の カ リキ ュ ラ ム を履修 する生徒の 間 に大 き な亀

裂を生む よ うに な っ た こ とで ある 。 例えばア メ リ

カ で は IBDP を持 つ 学校は優秀な生徒 を集め ら

れる
一

方、持て ない 学校 に は特定の 階層や人種の

生徒が 集ま り、 ほ ぼ全生徒が大学へ 進学す る高校

にお い て も、IB を頂点 に コ
ース に よ る明確 な序

列化 と人種、階層、ジェ ン ダーに よ る トラ ッ キ ン

グが行わ れ て い る （Ochoa　2013）。 ア メ リカの 高

校 に お ける科 目選択 に よる見 えない トラ ッ キン グ

は 1970年代 か ら明 らか に な っ て い た が （Rosen−

baum 　 1976）、　 IB の導入 は名門大学を目指す特別

生 とそれ以外の 生徒 を鮮や か に切 り分 けて 可視化

す る意図せ ざる結果 を もた ら した 。
IB の運 用に

は多額 の費用が か か り、公立学校 に お い て は普通

カ リキ ュ ラ ム を学ぶ多 くの生徒に その しわ寄せ が

及 ぶ 。 管理職 の 証 言 に よれ ば、IB に よ っ て 優秀

な生徒が 集め られ て 学校の名声が 上が る事 の ほ う

が学校経営に と っ て は利益が大き い と受 けとめ ら

れて い る 。 しか しなが ら、すで に十分 に優秀 な生

徒 に さ らな る手 間 と費用 を公立 学校が か け る こ と

へ の 矛盾 に教師達 は苦悩 し て い る （Ochoa　 2013、

pp．66−68）。 イギ リス や中国 に お い て も状況 は酷

似し て お り、 公教育の 論点 は、「ア ク セ ス と平等」

か ら、「レ リバ ン ス と二 極化」へ と21世紀 を境に

大 き くシ フ トした。IB は その流 れ の象微 とな っ

て い る 。

　 そ うした世界的な潮流か らすれ ば、 日本は検討

が進 んで い るデ ュ ア ル ・ラ ン ゲージ の IB を通 し

て 国内の 教育を相対化 し変化さ せ て い く可能性を

示 唆 してお り、 グ ロ
ーバ ル とナ シ ョ ナ ル の 独特の

相互作用が み られ る 。 日本の カ リ キ ュ ラ ム は、特

別活動 と総合的な学習の 時間 とい う教科外の 曖昧

な領域を持つ こ と に よ っ て 、変化 し続 ける社会 の

ニ ーズ に対応 しつ つ 、教科教育 を中心 とす る教育

体系の保持が 可能 に なっ た と指摘され て い る （紅

林 2012）。 IB 導入 も教科外領域 を活用 しつ つ ナ

シ ョ ナ ル な教育 と接合 させ なが ら行 えば 、 公 教育

へ の IB 導入 に 関わ る諸課題 を解決す る 道 は 開か

れ て い る。IB を通 して 世界に飛 び出して行 く若

者 と既存の 公 教育 を通 し て 国内の シ ス テ ム に 取 り

込 まれ て い く若者 を峻別す る 2元 的な制度に は し

な い 工 夫が益々必要 に なるだ ろ う。
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1　 1B は 146力 国 、 3
，
697校に 114万人の 児童 ・生

　　徒が学ぶ世界規模の プ ロ グラ ム にな っ て い る

　　（2014年 1 月 25日 現 在 、http：〃 www ．ibo．

　　Qrg ）。

2　 1B に は大 学入学資格 が得 られ る後期 中等教

　　育 の 最後の 2 年間を対 象に したディ プ ロ マ プ

　　ロ グ ラ ム （IBDP ）の 他 に 、初 等 教 育

　　（PYP ）や前期 中等教育 を対象に した プ ロ グ

　　ラ ム （MYP ）が 新設され た 。 本稿の 教育内

　　容分析で は 主 と し て IBDP を扱 う。

3　 両者が どの 程度合致 して い る か の 実証研究 は

　　始 ま っ た ばか りで ある （御手洗 2012参照）。

4　Mission　and 　strategy （彑一
　　〇rg ／mission ／2014／1 ／28閲覧）

5　 プ ロ グ ラ ム 全体 に つ い て は、（Oord　2007、

　　大迫 2013） に詳細な説明が ある。

6　 立命館宇治高等学校の 国際 バ カ ロ レ ア教育 フ

　　ォ
ー ラ ム の 課 題 エ ッ セ イ セ ミ ナ ー よ り

　　（2013／11／27）

7　詳 し くは、The　IP　Diproma　Program

　　（一 ） ま た は

　　（大迫 2013、pp，61−65） を参照

8　 立命館宇治高等学校の 国際 バ カ ロ レ ア公開授

　　業 ならびに教育 フ ォ
ー

ラ ム に お け る生徒の討

　　論及 び コ ー デ ィ ネ ー タ ー に よ る説 明 よ り

　　 （2013／11／27）

9　花井 （2011、p．73） に よ れ ば、イ ギ リ ス の

　　A レ ベ ル の授業時間 と シ ラバ ス の 内容 ・範囲

　　の 方が IB よ りも多 い こ とが指摘 され て い る 。

10 以下 Bunnell（2008）で は 、 イ ン グラ ン ドと

　　ウ ェ
ール ズの IB 導入 の 経緯が 説明 され て い

　 　 る 。

11 花井 （2011、2012） の
一

連の 論文で は、国内

　　の認証 シ ス テ ム 及 び大学入学試験制度 に IB

　　を組 み 込 む 際の 可能性 と課題が詳細 に論 じら

　　れ て い る。2014年 1 月時点で はイ ギ リス に お

　　け る IB認 定校 は 157校、大学入 学資格 を認

　　証で き る学校 は 150校で あ る （http：／／www ．

　　ibo．org 　2014／1 ／28閲覧）。

12 全世界の IB 校4，618校の うち、1，475校が ア

　　メ リ カ に あ り、 大学入学資格 を認証 で き るプ

　　u グ ラム を持 つ 学校 （以 下 DP 校） は796校

　　で あ る （http：／／www ．ibo．org 　2014／1 ／28閲

　　覧）。

13 中国に お け る IB 校 は 76校、　 DP 校 は 63校 で

　　あ る。そ れ に対 し 日本 は 、 IB校27校 、
　 DP

　　校19校 で あ る （http：〃www ．ibo．org 　2014／

　　 1／28閲覧）。

14 黄 2013、p．157 「表 4 − 2 − 1　 公立 DP 導

　　入校の 国際教育課程」 よ り

15　グ ロ ーバ ル 人材育成会議、「グu 一バ ル 人材

　　育成戦略　　グU 一バ ル 人材育成推進会議

　　審 議 ま と め」 （2012年 6 月 4 日）、p．13、

　　（http：／／www ．kantei．go．jp／jp／singi／global／
　　1206011matome ．pdf、2014／1／30閲 覧）。

　　「日本再生戦略
一

フ ロ ン テ ィ ア を拓 き 「共

　　創 の 国」 へ 」、p．114、　http：／／www ．npu ．go．

　　ip∠旦≦≧li≦一 コ乙20120731 ．pdf ．

　　2014／1 ／30閲覧）

16　た とえば IB 指定校の 名古屋大学附属高等学

　　校 で は、 こ れ ま で 行 わ れ て い た 「総合人 間

　　科」の教科横断型 の協同的探求学習 と研究論

　　文 を、TOK と課題 エ ッ セ イの 枠組み にす り

　　合わ せ つ つ 、IB と名古屋大学 附属 高校独 自

　　の評価法の 両方で 行 う調査が行わ れ て い る 。

　　検討中の 日本語 IB の 教育内容 と方法 を構築

　　す る試みで ある 。

17 「国際 的な 教 育」 を謳 う IB に 対 し て 、　 OIB

　　は フ ラ ン ス と生徒 の母 国の い ずれ の 国で も高

　　等教育が 受 け られ、両国の社会 に適用で きる

　　ように と考 えられ た 「バ イカ ル チ ャ
ー
」を 目

　　指すプ ロ グ ラ ム で ある 。 オ プ シ ョ ン で 文学 と

　　地理歴史 を生徒の母国の 内容 と言語で受験 し

　　フ ラン ス の バ カ ロ レ アが取得で き るが 、 弁証

　　法で書き、語る伝統的な試験様式は、フ ラ ン

　　ス式 バ カ ロ レ ア を踏襲 し て い る 。

一 49 一

ll 〆20 工50511 工 41421 − Ol4440 −KJOOOO9395544 ．pdf −



Japanese Educational Research Association 

11/20150511141421_014440_KJ00009395544.pdf_mod

JapaneseEducational  Reseaich  Association

186

The

       Futff\Mee] ij81k ng2e  20141P6H

International Baccalaureate  Program  in the Global

  Its Impact on  Socialization and  Public Education

    WATANABE  Masako  Ema  (Nkegaya Cinivexsity)

   The  number  of  schools  that have been

authorized  to offer  the International Baccalau-

reate  Program  (IB) has seen  a  remarkable

increase globally  since  2000. The  program  now

includes public schools,  since  the educational

philosophy and  content  of  the IB corresponds

exactly  to the 21st century  skills  that are

recomrnended  by the OECD. This  paper uses

the example  of  the IB and  its "international

standard  curriculum,"  now  also  being adopted

in some  Japanese schools,  to  define the  essence

of  ideal educational  content  in the globalized

world  and  its current  impact  on  socialization

and  public education.  In addition, four patterns
of  adoption  of  the IB are  defined through  exam-

ples from  around  the world,  and  the character-

istics of  the Japanese case  are  extracted.

   The  IB Diploma Programme  (IBDP) is

characterized  by the following three core  ele-

ments.  
"Theory

 of  knowledge (TOK)" teaches
students  to reflect on  the actuality  and  nature

of  knowledge by learning about  different ways

of  acquiring  knowledge and  also  the essence  of

different academic  disciplines. 
`"Extended

essay"  is quite similar  to an  undergraduate

thesis. 
"Creativity,

 action,  service  (CAS)" aims
to develop creative,  physical and  social  skills.

These elements  have an  influence not  only  on

one's  academic  studies  but also  on  reconstruct-

ing the textbook knowledge through  a  focus on
"research

 and  writing."  Socialization through

this kind of  knowledge  prompts  students  to

think of  themselves as a cosmopolitan  elite. At

the  same  time,  the academic  knowledge pro-
vided  by the IBDP  differentiates and  separates

IB  students  from  other  students  in the local

community  who  are  studying  the national  cur-

riculum  in the same  school.

   Four  patterns  of  factors which  have

promoted  the adoption  of  the IB can  be obser-

Age:

ved.  (1) In Britain, the IB program  has been

encouraged  by educational  reform,  especially

the reform  of  upper  secondary  education,  and

the programs  are  used  as  part of  a  response  to

globalization; (2) In the US  and  Canada, the IB

program  has been accepted  as  a  special  pro-

gram  under  the school  choice  system;  (3) China
has introduced the IB program  in order  to

increase their international competitiveness;

and  (4) Mongolia  has partly adopted  an  interna-

tional  program  to catch  up  with  the effects  of

globalization  in their modernized  schools.  One
aspect  of  the ongoing  review  of  current  educa-

tional practice in Japan is the re-evaluation  of

existing  educational  practice, extra-curricular

activities  in particular, in the  Iight of  the  IB's

core  elements.  The  IB curriculum  is being

introduced  through  cooperation  between

schools  and  local communities.

   Overall, as  a model  for interdisciplinary

education,  experiential  learning, and  an  inquiry
-based  curriculum,  the IB has a considerable

influence on  curricula  and  educational  policy

around  the world.  At  the same  time, the IB is

creating  new  cultural  capital  through  particular

kinds of  knowledge content  and  socialization.

Modern  education  in some  parts of  the world  is

shifting  the focus from 
"access

 and  equality"  to
"relevance

 and  polarization," and  the IB is

playing a  major  role  in this transition. The

current  Japanese approach  to the IB may  run

counter  to such  a trend,

key words:  International Baccalaureate  /
international standardization  of  educational

qualifications /  tensionbetweenandintegra-

tion of  the global  and  the national  /  global

polarization in knowledge content  /  from

access  and  equality  to relevance  and  polariza-

tion
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