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（ 要　約 　）

　「読書 離 れ 」 で 多 くの 教育者 た ち は そ れ を解決す べ く、腐心 して お り、様 々 な 方 策 を打 ち 出 して い る が、顕 著

な 改 善 策に な っ て い な い 。なぜ そ れ らは あ ま り機能 し な い の か 過 去 の 文 献を 省み て 、そ の 原 因分析 を行 っ た。そ

の 結果、読書行 動 の 出現率 を 高め る操作が なされ て い ない 事実を確認 し 、 行動分析学 の 立場 か ら、読書行 動 出 現

率を上昇させ るた め の 理論 を 紹介し、具体的な 解決策を提言す る。

（キ
ー

ワ
ー

ド）

　読書離れ ・オ ペ ラ ン ト条件 付 け ・行 動 分析

は じめ に

　 「図書館 離れ ・読書離れ 」 が世間 の 話題 に な りだ して 既 に 久 し く、図書館
・
教育 に携わ る 多 くの 関係

者が頭を痛め な が らそ の 改善に腐 心 して い る。研究論文 も数多く発 表 され て い る。そ れ らの 多くは 、現

在 の 現象 （図書館離れ ・読書離れ ） を 分析 し、嘆きな が らも何 とか 有効な対策を模索し て い る 。 しか し

なが ら、「図書館離れ ・読書離れ 」 の短い単語 の 中に、多くの 内容が 込 められ て お り、携わ っ て い る人 々

の 立場 に よ っ て そ れ ぞ れ の 考 え で 解釈 し、そ の 方策 を 考 えて い る。図 書 館 は 、様 々 な 問 題 も 図書館法

htt ：〃 www ．mext ．　 o．
’
／a−menu ／s　orts／d。kus　 o 〆hourei／cont −001／005．htm （2008年 11月 1 日現在 ）や 、 大学

設置基準 に 付 随 して い る図書館設置基準 htt：／／wu ・w ．slis．keio．ac ．
’
／
〜
ueda ／univlib 　uide ／univlibstandard1982 ．

圃 （図書館設置基準、2008年11月 1 日現在）に縛 られ て い る た め 解決 もか な り難 し い 部分 が あ る。

　今 回 は、 「読書離れ 」 に 焦点 を絞 り、そ の 実情と、今後 どの よ うに 「読書離れ 」 を改善す る か行動分

析学の 立場 か ら考察す る。

文献か ら見 た 「図書館離れ 」 の 実態調査 と、改善策

　実態 と して

　「読書離 れ 」 と は、こ こ で は 「過 去 に 比 べ 、読書をす る人 口 が減少 し て い る現象」 と定義する。また

何 をもっ て 「読書 」 と言 うの で あ ろ うか 。 大辞林を 引 く と、「本 を読む こ と」 と書かれ て い る。「本 」 と

は 何 で あ ろ うか ？ 大辞林を引けば 「書物 、書籍 」 と し て あ り、「書物 」 を 引けば 、「本 ・書籍 ・図書」

と記 され て い る 。
「書籍 j を引 けば、「本 ・書物 ・図書 」 とあ る 。

「図書」 を 引けば 「書籍
・
書物 ・本 」

と あ る。堂 々 巡 りで あ る。こ こ で は 、「本」 と は、「紙 に 綴 じ られ て い る情報 の 蓄積 された も の 」 と ひ と

まず定義す る。従っ て 、DVD や ビデオ は ひ とまず 除外 す る。「読 む 」 を 大 辞林 で 引けば、 1 ．「書か れ
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た文字を
一

字ずつ 声に 出し て言 う。 」 2 ，「文字 ・文章 な どの 表す意味を理 解す る。」 3 ，「図形
・グ ラ フ

や
一

見無意味な文字連続 などの 意味す る こ とを判断 し、理 解する。」 4 ．「他入 の将来の こ とを推測する 。 」

5 ．「囲碁 ・将棋 で 先の 手 を考えた り、相手 の 手筋を察知 した りす る。」 6 ．「講談や浪花節 を演ずる。1

7 ．「（『訓む』 とも書く）漢字に 訓をあて る 」 8 ．「数え る 。 特に数を 口 で 唱 えな が ら数え る。 」 の 8 項

目が挙げ られ て い る。今回 の 「読 む」 は ひ とまず、 1 ．2 ． 3 ．を採択す る。但 し、 1 の 「声に出 し て

言 う。 」 の 部分は 、 それ も含む が 、必ず し も声を出 さ な くて も良い こ と とす る。

　従 っ て 、「読書」 とは、「紙に綴じ られ て い る情報を蓄積された もの の 文字や図形 に よ っ て 表 され た意

味を理 解する。」 とひ とまず定義す る。し か し、こ の 定義 と、多 くの 教育に携わ る人 々 の 考えて い る

「読書」 と は 、若干 の 開きがあ る と考え られ る 。 なぜ な らば、上 記 の 「読書 」 の 定義 に は 、様 々 な 機器

の マ ニ ュ ア ル や、使用説 明書等 も含まれ る。こ れ らも 「読書 」 に含まれ るで あ ろ うか ？ こ の 議論 は、

後にする と して 、 どの よ うな人 た ち が 、どの よ うに 「読書離れ 」減少 に 対 して 危機感を 持 ち、ど の よ う

にそれ らを改善 し て い こ う と して い るか 振 り返 っ て み る必 要が有ろ う。 そ の 前 に 、
「読書離れ 」 は い っ

頃か らの 現象な の か 振 り返 っ て み る 必要があ ろ う。白根恵子 （2003）
’

は 「子 どもの
“
読書 離れ

”
の 実

態 とそ の 打開策 と し て の ブ ッ ク ト
ーク 」 の 中で 、読書離れ状態 が 、最初 に 社会的 な 話 題 と な っ た の は 、

昭和39年 （1964）と し て い る。こ れ は 、全 国学校図書館協議会が毎 目新聞 と協 同で 1954年か ら大体毎年

行 っ て い る 「学校読 書調査 」 に基 づ い て い る。また、ELNET 全国新聞 ・雑誌記事紙面デー
タベ ー

ス を検

索する と、1980年代 か ら 「読書離れ 」、「活字離れ 」 等 の 記事が散見 で きる。時代背景的には、高度経済

成 長期 頃 で あ り、様 々 な 技術革新が な され 始 め た 頃 と 言 え よ う。 しか し なが ら、赤木 か ん 子 （1992）
2
は

「
“
読書離 れ

”
を考 え る 」 の 中で 、「文献 を調 べ て い た ら、明治 20何年 か に書か れ た教育書に 『近頃 の 青

少年は本 を読まな い 』 との 記述 が ある。1 と して い る。い ずれ に して も、「読書を し な くな っ た 」 現象 は

事実の よ うで あ る。そ れ らに 対 して 、多 くの 人た ちが、現象 を捉 えた り、分析 した り、そ の 方策を提言

して い る 。 文献 を調 べ て み る と、大別 し て 、調 査 ・分析 に 主 眼 を 置 い て い る 文 献 と、「読書 を させ る に

は 」 と 言 っ た、方法論 に 主眼 を置く 文献 とに 2 分 され て い る よ うで あ る 。 今回、引用 ・参考 に使用 した

文献は、20本 で その うち12本 は調 査 ・分析であ り、何 らか の 具体的改善策を述べ て い る の は 、8本で あ っ

た 。 勿論、取 り寄 せ た文献 が す べ て で は な く、こ れ らに 関す る 文 献は数多く存在す る は ず で あ る。分析

結果 の 特徴 的な傾向 と し て は 、よ く読書する 者 と、 全 く読書 を し ない 者 の 二 極化現象 の 存在 を示 して い

る。増田 近 文 （1992）
3

は 「読 む 子 と読 ま な い 子 の 両極端化 」 の 中で 、上 記 の 学校読書調査 の 調査結果

を踏まえ、読書す る子 とそ うで ない 子の 存在が顕著で あ る と して い る 。 そ し て 、 読ん で い な い 子 の 理 由

を問 うた時、そ の 理 由と して 「読みた い が読 めなか っ た」 と、「読み た い と思 わなか っ た 」と答え、「読

み た い が読め な か っ た 1 の 理 由と して 、「読み た い 本 が無か っ た 」 と 「読み た い が時間が無 か っ た 」 の

二 つ に集約 され た と述 べ て い る。「子 ども に とっ て 適書と は 、そ して 、子 ど もの 読み たい 本 とは どの よ

うな もの か を考 えなければならない 。」 と問題 を提起 し て い る。そ して 最後に、「読書離れ と 言 っ て も、

それ はす べ て の 了
一
ど も達を同

一
視で き る 問題 で はな く、部分的 な 読書離 れ で あ り、読 ま ない 層 は 何処 に

あ り、それ を ど う指 導す る か と言 う細か な面 か ら読書離れ を考え る べ き で あろ う。」 と結 ん で い る。ま

た 、「一方、よ く読ん で い る層に つ い て も、別 の 点 か ら問題 が あ る。それ は 、『軽読書化』 と呼ばれ る読
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書 の 仕方や質 の 問題 が あ る。 」 と指摘 し、更 に 「少数 の 熱 心 な教 師 を 除 い て どれ だ け
一

般の 教育現場で

読書指導が 行 わ れ て い るだ ろ うか 疑問 で あ る。『本など読ん で い た の で は 、、、』 とい う風潮が教育現場 に

あ り、読書指導の 軽視 ・読書指導 の 不 在が今尚見られ る の で は な い か 。 」 と述 べ て 終了 して い る。

　二 極分化 の 問題は 、 秋田喜代美 ・武藤隆 （1992＞
4

も 「小 ・中学生 に対す る考 え 方 、感情 の 発達的検

討
一

読書量 に影響 を与 える心理 的要因
一

」 の 中で も指摘 して い る。そ の 中で 、二極分化 の 原 因 に対 し、

「読書 に 対 し て 、ど ん な感情を 抱 い て い る か、読書を 自分 に と っ て どん な意味 を 持 っ 行動 と し て 認 識 し

て い る の か と 言 っ た読書行動を動機付け る 心 理 的要因 に違い があ る の で は な い か 」 とい う問題意識 で 分

析 して い る。そ し て 、読書に 対す る 「意義」 に 関 して 、主成分分析 を用 い 、要 因を 1 ．「空想 ・知識 」

（思考活 動 に 関す る意義）、 2 ．「気分転換 」、
3 ，「成績 ・賞賛 」 の 三 っ に分類 し調 査 を行 い 、結果 と し

て 高学年になるにつ れ、「3 」 が減少 し、「1 」、「21 が増大す る結果 を得た。こ れ に よ り、「意義の 認

識が 読書に 対する感 情を育て 、更 に そ れ が読書行動 を促す意欲に な っ て い くの で あ る 。 」 と結論付 け て

い る 。 こ の ほ か に も、池末孝郎 （1992）
5

「意識 は 変化 し たが、絶望的 で はない
一

情熱 を持 っ て 読書 の 仲

間 を増 やそ う
一

1 は、言語 の 乱れ を読書不 足 としてお り、活字離れ の 問題 を指摘 して い る。そ して 、生

活時間 の 中 で 、意識 が 変化 し、他 メディ ア （映 像 の テ レ ビ、音声 の ラ ジ オ ） の 発達 に よ り、読書時間 の

減少 を 述べ て お り、読書指導 の 必 要性を説い て い る 。 石 子順 （1992）fi
は 「子 どもの 読書 と映像文化

（読書離れ の 背 景 を探 る 〈特集 〉）」 の 中 で マ ン ガを本 とみ なす の か 、また マ ン ガ に も通常 の マ ン ガ と、学

習 マ ン ガ の 存在 を指摘 して い る。そ して 、読み聞 か せ の 重 要性 を指摘 し て い る。今村秀夫 （1992）
7

は

「子 ど もの 生活 時間 と読書一 『目本人 の 生活時間』 （NHK 調査 に よ る）」 の 中 で 、「読書生活 は、人 々 の

日常 の 全生活 と い う分 母 の 上 に あ る 分 子 で あっ て、そ の 分 母 の 部分 を ほ とん ど無視 し て 、そ の 分子た る

読書 生活 だけを問題 に して も問題点や解 決策は生まれ て きに くい 。」 と して 、生 活全体 の あ りよ うを分

析 し て い る。そ の 結果、学業等に縛 られ 自由時間の 減少 を指摘 して い る。そ して 「そ の 自由時間 の 多 く

は 、
レ ジ ャ

ー
活動 とマ ス メ デ ィ ア接触 に費や され て い る 。 」 と指摘 し て い る 。 活字文化 へ の 接触 は 、「高

学年 になるにつ れ 上 昇 し て い る。」 と し、「学業 の 軽減、重圧 か ら子 ど もの 解放 こ そ が 重要 で あ る 。 一と

して い る が、読書 に 関 して は、「二 極分化 と、本好 きとは 言 えな い が、か とい っ て 嫌 い で もない 。」 と言

う程 度 で 言及 を と ど め て い る。！994年 11月 19日発行 の 日 本教育新聞 の 記事 と して 、文 科省 が 「子 ど も を

本に 近 づ け る 10の提言 ls を行 っ て い る。「読書を楽 しむ た め に は 」 と し て 「1 ．感動す る 本 の 用意、 2 ．

読書 の 楽 し さを紹介、 3 ．読書を楽 しむ 心 に 共感 」 そ し て 、魅力的な図書館作 りと し て 「5 ．子 ど もの

オ ア シ ス 、読書セ ン タ
ー

に、 6 ．学校 の 学習情報 セ ン タ
ー

に、7 ．地域 に開 こ う、 8 ，構 内の 協力体制 」

そ し て、学校 ・家庭 ・
地域の 連携 と し て 、「9 ．三者で 基盤づ くり、10．読書する時間の ゆと りを」 と

言 っ た提 言を して い る． しか し なが ら、「感動 す る 本 の 用意 」、「読 書 の 楽 し さ」、「読書 を楽 しむ 心 に 共

感 」 と言 っ た表現 は、ある意味当た り前 の 事 で あ り、ま た 逆 に何 をも っ て して 「感 動 」 す るの か 、「楽

し さ1 と は 、あ る い は 「心 の 共 感 」 と言 っ た 、言 葉 の 定義がな されず終了 して い る。また、浜 田重 幸

（2000）
y
は 「デ

ー
タ か ら見 た 日本 人 の 読書離れ

一100万 人 の 調査 か ら
一1 の 中 で調査報告 に 基 づ き 、 若 者

の 活字離れ 理 由 の ア ン ケ ー
トと して 、8 つ の 選択肢を提示 した。そ の 回答結果 として 、「1 位 は 『本 よ

りテ レ ビ や ビデ オ、ゲ
ー

ム の 方が楽 しい か ら』80％、 2位が 『本 よ りマ ン ガ の 方が楽 しい か ら』51％、
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3 位 が 『受験勉強 に 忙 し い か ら』30％、 4 位が 『文字ば か りの 本は うっ と うし い か ら』27％、 5 位 が

『ク ラ ブ活動が忙 しい か ら』14％、 6 位 が 『親 が 本 を勧めな い か ら』 11％ で あ り、意外 に も 『文字 ばか

りの 本 は うっ とう し い か ら』が若者の 読書離れ の 大 きな理 由 の
一

つ に なっ て い る。」 と報告 し て い る。

またそ の 中 で 、 幼児期 の 「読み 聞か せ 」 の 重 要性 を指摘 し て い る。森忠繁 ・
千家令子

・堂田 い つ み

（2006）
L°

は、「学生 の 読書 に関す る調査
一

世論調査 との 比較
一

」 の 中 で 、大 学図書館 の 利用が少ない 点

を 指摘 して い る が 、調 査 結果 に と ど ま り、提言等 は し て い な い
。

2007年 4 月20 日発行 の 時事通 信
11

「読

書離れ が加 速か 」 と して 、読書離れ と、本購入費も減少 し て い ると指摘 し て い る。浅井昭治 （20G8）
12

は 「子 どもは どうや っ て 本 を読 まなくな っ たの か 」 の 中で、上 記の 学校読書調査を踏ま え、小学生 と中 ・

高校 生 の 読書離れ の 要因 を指摘 し、分析を し て い る が
、 最後に 「不 読の 問題 も様々 な角度か ら究明す る

必 要 を痛感す る。」 と 言 う課題提言 で 終了 し て い る。室謙 二 （2008） 「イ ン タ
ー

ネ ッ ト時代 の 読書」 と し

て、「読書」 と 「テ キ ス ト （こ の 場合、教科書 の 意 で は な く 『文字 テ キ ス ト』 の 意味 で 用 い て い る）」 を

読む こ との相違を述 べ 、今後の イ ン ターネ ッ トで の 「テ キ ス ト」 に 関 しメディ ア と して どの よ うに進化

して い くかを述 べ て い るが、読書離れに関 して は 言及 して い な い 。
一

方 、向井睦 子 （1991＞
13 「読書離れ

の 中学生 に働 き か け る 一大 阪市 立 大 淀 中学校
一

」 の 中 で 、「読書能力 を高 め る こ とは 、どの 教科 ・領域

に と っ て も重要 な課題 で あ る 。 」 と し、「そ の 中で も国語科で の 指導、図書館を通 じて の 指導 が 中心 とな

る だ ろ う。」 と し て い る。そ して 、学生達 に 対 して 、 ユ．図書館 活 動 と して 、図 書館 の 充実、開館 時間

の 工 夫、貸 し 出 し冊数 の 工 夫、 2 ．学級文庫 の 充実、 3 ．国語科 で の 週 5 時間 の 授業の 1時 間を読書指

導 と書道 に 充 て る 。 4 ，読書活 動 と して 、読書時間 の 確保 （授業屮に 読書 で き る 時間を確保す る）、 5 ．

読書 コ ン クー
ル （コ ン ク ー

ル に て 、個 人賞上 位 3 名、ク ラ ス 上位 2 名 を校長先生 か ら表彰） 6 ．図 書館

ニ ュ
ース に て情報提供お よ び啓蒙す る。と言 っ た 6 項 目を挙げ、働 きか けを して い る。若林千鶴 （1992）1’1

は 「図書館 と教科 の 連携で あ らゆ る機会 をとらえて 指導」 の 中で 、「子 ど も達は本が好き」 と言 う信条

を 前 提 と して 、図 書館 の 雰囲気作 りか ら始 ま り、広 報活動 と読書案内を ビ ジ ュ ア ル 化 し、国語科に 関 し

て 教科指導 と連携 し、読書指導を行 っ て い る 。 そ して 、個人 の 読書記録を残 し、読書 の 励みに して い る。

更 に 「あ らゆる機会を捉 え て 意識 的に読書の 啓蒙 を行 っ て い る。」 として い る。また、二 富 ゆ り こ （1992）
14

は 「読書時間 を 設 け て 読書 の 習慣化 を 図 る 」 の 中で 、「時間を設定 し、多様 な読書 を経験 させ る こ とに

よっ て刺激を常に 与 え、読む 楽しみ を味わわせ 、読書意欲を 高め た い と実践 し て きた 。全職 員 の 協力 の

重要 さを痛感す る。」 と報告 し て い る。作 山静男 （1988）1s
　 「r一ど も の 読書離れ を 防 ぐに は

一
読 書指導

一
」

は、教え 子 が 同職 に就 き、それに対す るお祝 い の 手紙形式を とっ て お り、イギ リス の 哲学者 ホ
ー

ソ ン の

言葉を引用 し、「読書は完全 な人 間を造 り、談話は 起点 の き く人 間 を造 り、書 くこ と は 正 確な人聞 を造

る。」 と し、読書指導 は 色 々 な考 えや説が ある と しなが ら、「読書 に よ っ て 高度な理 解力 を習得す る こ と、

人 間性 の 拡張、獲得 した知識 ・技能 ・態度 の 活用等 々 で す が、最初か ら気 張 らず に、それ こ そ 亀村 五 郎

氏 の 言 を借 りれ ば （・・・子 ど も達の 心 を揺 り動か し、自 ら の 力 を使っ て 喜び を 得 た り、人間 ら し い 生

活 を して い くた め の 知識 を得る こ と の 手助け の
一

つ ）」 と し て 、子 ど も を本好き にする た め に、感想文

に 関 して は 「い ちい ち書 か せ た ら本離れ し て い きます。j と否定 的で あ りなが ら、14項 目を挙 げて い る。

そ れ は 、 1 ．読 み 聞 か せ をす る。 2 ．語 り聞か せ をす る。 3 ．読 書の 星 取 り表 の 活 用。 4 ．読ん だ本 の
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紹介 し合 い
。

5 ．テ レ ビ ・ラ ジオ で放映 （放送）され た物語 の 本を勧め る e6 ．作者 へ の 手紙 をき っ か

けと し て、 7 ．そ の 子 の 読書能力 に 会 っ た本 を勧め る。 8 ．学級文庫の充実。 9 ．ブ ッ ク トーク に よる

指導。10．朝の 会の 10分読書。IL 全校読書祭 り。12．「読書 ク イ ズ 」 「読書 い ろ は 」 等 の 導 入。13．学

級集団読書授業。14．家庭 の 読書環境への 働 きか け等 な どで あ る。前述 の 、自根恵子 （2003）
15

は、同

報告 の 中で 、読書離れ の 打開策 と して 、ブ ッ ク トーク を推奨して お り、「学校読書調査結果は 、テ レ ビ ・

ビデオ ゲ
ーム 等 の 手軽 な娯楽 に加 えて 塾通 い ・お稽古事 と数多くの 阻害要因があ っ て も、

“
子 ども達は

面 白い 本に 出会えば読む
”

と言 う事実を示 して い る。逆 に言えば、
“
読書離れ

”
現象は、多 くの 子 ども

達が
“
面白い 本

”
に 出会 っ て い な い とい うこ とを示 唆 し て い る こ とに なる。」 と結論づ け、「教師や父母、

ボ ラ ン テ ィ ア に 惜 しみ な い 援助を提供す る こ とが大切 で あ る。1 と し て い る。杉本幹夫 （2004）15 「青少

年 の 読書離 れを防 ぐために、印刷業界が積極 的 に プ レ ゼ ン を展 開」 新 日本印刷株式会社会長で あ り、印

刷業界 か ら の ス タ ン ス で 述 べ て い る 。 そ の 中で 「雑誌 の 発 行点数は間違 い な く減 っ て い る 。 し か し 、 喫

驚の売れ 行きを見せ て い る の は 、名作、名著の 粗筋 を紹介す る本 だ。」 と報告 して い る。こ れ は、所謂

「軽読書 」 と言われる本 の
一

つ で あろ う。そ し て、最後 に 教育 の 必要性 を説 い て い る。足 立幸子 （2008）IT

「読書の 魅力 を 伝 え る技法
一リテ ラチ ャ

ー ・サークル
ー

」 は、本 の 魅力を伝 え る 技法 と し て 、リテ ラ チ ャ
ー・

サ
ー

ク ル を提唱 して い る 。 様 々 なバ リエ
ーシ ョ ン が あ る よ うだ が 、手順 と し て は、 1 ．教師が本を紹介

し 、2 ．子 ども達 が読 み た い 本 を読 ん で 、グル
ー

プ を 作 る。 3 ．子 ど も達 が 読 む範囲 を 決 め 、4 ．子 ど

も達 が、グル
ープ の 中で の 「役割 」 を決 め る。 5 ．子 ども達 は それぞれ 、自分の 担 当す る 「役割 」 で 、

決 め た範囲を読む。 6 。「役害ll」 に基づ い て 、グル
ープ で 話 し合 う。「役割 」 とは、フ ィ ク シ ョ ン 系 の 本

の 場合 と し て 、「どの グル ープ に も置 きた い 役 割 と して 、『コ ネ ク ター （自分 との 繋が り を 見 つ け る）』、

『ク エ ス チ ョ ナ ー
（疑 問を見 つ ける）』、『リテ ラ リ

ー ・ル ミナ リ
ー

（優れた表現 な どに 光を当 て る ）』、

『イ ラ ス トレ
ー

タ
ー

（目 に 浮 か ん だ情景 を 絵 に す る）』 と い っ た もの で 、必 要 で あ れ ば加 え た い 役割 と し

て 、『サ マ ライザ
ー

（要約す る ）』、『リサ
ー

チ ャ
ー

（作者 、 テ
ー

マ な どを研究する）』、『ワ ードウィ ザー

ド （特別な語 を取 り 上げる）』、『シー
ン

・セ ッ タ
ー

（場面 の 特徴 を捉 える）』の 8 役割 で ある。」 として

い る、これ 以外 にも適宜必要 とあれば増減する。そ して 、そ の 後、フ ラ ン ク に デ ィ ス カ ッ シ ョ ン を行 い 、

「評価 は 、教師 の 観 察 と、子 ど もの 自 己 評価 で 行 う。」 と し て お り、「そ れ らは 、1990年代 の 読 書や心 理

学 の 理論 に 基 づ い て い る 。 」 と して い る 。 効 用 と し て は 、「自分 の 知 識 や見解を 広 げる た め の 手法 と して

意味 が あ る は ず で あ る。」 と して い る。

考察

　概観と して

　大体、こ の よ うな状況 で ある。ま とめ る と、こ こ 20年位前 か ら、「図書館離れ ・読書離れ 」 の 現象が

顕著 に な り、そ の 打開策は 無 い か と多くの 人 々 が苦慮 し て い る。現象 の 要因 と し て は、小 ・中高校生等

は、学習時間増加 に よ る 自由時間の 減少、そ して 、そ の 自由時間 で も、メディ ア の 発達に よる、他 の 行

動に 時間を取られ る （テ レ ビ を見 た り、音楽 を聴 い た り） こ とに よ り、読書に充て る 時間の減少 な どが

あげ られ て い る。また、顕著な現象 と して 、読書の 二 極化 が観察され て い る。多読す る 人 々 と、不 読 の
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人 々 の 両極化が進行 して い る 。 また 、 不 読の 人 々 の 中で は 、
「読みた い が読めな か っ た」 と 「読みた い

とは思 わな か っ た。」 とに分 か れ た。更 に 「読みた い が 読 めな か っ た」 の 回答者で は更に、「読みたい 本

が 無 か っ た。」 と 「読む 時間 が 無 か っ た 」 と に分か れ て い る。ま た 、どの よ うに 「読書離れ 」 を是正 し、

「読書」行動を促すか に つ い て は 、多くの 人 々 は 、「ブ ッ ク ト
ー

ク 」
・ 「読み 聞か せ 」 を挙げ て い る 。 そ

れ 以 外 に も様 々 な是 正 策を提案 し て い る。 「リテ ラ チ ャ
ー ・サ

ー
ク ル 」、教育指導 （環境整備 と し て 図書

館 の 充実、読書祭 り、授業中 の 読書時間 の 設 定、読書後 の 感想 の デ ィ ス カ ッ シ ョ ン 等） の 充 実、徹底等

腐心 して い る。

　 しか しな が ら、そ れ ぞ れ の 研究者が 、そ れ ぞ れ の 思 惑で 試行錯誤 を して い る が 、気 に な る 点 が存在す

る 。 まず 、
「読書」 と言 っ た時、何 をも っ て し て 、

「読書」 し たかが 、 明確に な っ て い な い
。 今回 、 冒頭

で 、筆者 は 、「読書離れ 」、「本 」、「読書 」 の 定義 を行 っ た。 こ れ は 、議論す る 中 で 使用す る 用語 の 定義

が 相手 と違 っ て い た時、議論 が 成立 しな い 状況や誤解を招 く可能性 が ある た め 、用語 の 定義は必要 で あ

る と考える か らで あ る。上記 の 文献 の 中 で も、「本 」 に 関 し て 、マ ン ガを 「本 1 とみ なす の か ？ の 議論

も存在 し て い る。本 を読む こ とを 「読書 」 と し て い る が 、読む もの が 本 で あれ ば、す べ て 読 書 に な る か

の 議論は全 くな され て い ない 。つ ま り、 「読書 」 に対応す る本 の 定義が 曖昧であ る。 こ れでは、今後 、

議論を継続する こ と は 困難に な ろ う。冒頭 で も述 べ た よ うに、「読書」 に 入 る もの は何か を明確にする

必 要があ る 。 今回、「読書」 に 入 る もの と し て、ア ン ケ
ー

トを行 っ た 。
こ れ は 、

「読書離れ ・図書館離れ

の 」 実態 と、後述す る行動統制 の た め の ニ
ーズ 等 を確認す るた め の

一
環 の

一
つ と して 行 っ た 。記述する

内容 は 、「読書」 と言 え る も の と し て 、マ
ー

ク を つ け て も らう形式 で 行 っ た 。 以 下 の 15 種類 を設 定 し、

複数 回答 可 と し て 実施 し た。 1 ．小説、2 ．専門書、 3 ．研究論文、4 ．絵本、 5 ．マ ン ガ 、6 ．学習

マ ン ガ 、7 ．パ ン フ レ ッ ト、 8 ．一
般教養書、 9 ．プ ロ グ ラ ム 、10．新聞、11．マ ニ ュ ア ル （仕様書）、

12．聖書 、13．経典、14．雑誌、15．そ の 他 （　 　 ） と し た。方法 は 印刷 した ア ン ケ
ー

ト紙 に よ る 回

答、若 しくは、イ ン タ
ー

ネ ッ トの ホーム ペ ージ にア クセ ス して もらい 入力 し て もらっ た。h−

ne ．i／lank／tanko．htm （こ の ア ン ケ
ー

トは、現在 も継 続中 で 有 り、修 正 そ の 他適 宜行 っ て い る ため、内容

が 変更 され て い る 場合が あ ります ）。こ の 集計時点で は 、回答者は 48名 で 、年齢 は 、19歳〜62歳ま で で 、

男子 18名、女子 30名 で あ っ た。性
・
年齢分布等は 省 く と し て 、結果 は 図 1 の ご と く と な っ た 。こ の

　 　 　 　 　 　 　 ％

　 　 　 　 　 　 leo
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表示 は 、各項 目に対する回答数 を ア ン ケー ト回答者数で 割 っ た値 に 100を乗 じた 「％ 」 で 表 示 され て お

り、割 合の 高い 方 か ら並 べ 替えたもの で あ る。そ の 他 は 3件 あ り、「案内書、百科事典、白書」 が 記述

され て い た 。 今後の 課題 で あ る。今回述べ た い 主 旨は、順位 とか 、 どの割合が高い とか の議論で は なく、

これ だけばらつ きが有 り、各人 に よ り、「読書」 の 概念が異な ると言 うこ とで あ る 。
つ ま り、あ る人 は 、

「漫画 は 読書 に 入 る」 と考 え て お り、 またあ る 人 は 「漫画は読書に入 らな い 」 と考 えて い る事実が存在

する とい うこ と で ある。 こ れ らの 人 々 が、「読書 」 の 定義をせ ずに議論 を始め た と し た ら、議論 そ の も

の が噛み 合わな い で あ ろ う。従っ て 、「読書」 を議論す る に は 、「読 書 とは 何 を意味する か 」 と 言 っ た 定

義 を先 に行 う必要 が あ る 。 しか し、文献で は、定義が 全 くなされ て お らず、各 々 が恣意的 に 用語を使用

し て い る。

　現象 と して は 、様 々 な統計検証 が 発表 され て い る た め 、客観的事実と して 捉 える こ とが で きるが、そ

れ以外 の 問題 、つ ま り、「読書」 と か、「読書 の 価値 」 な ど言 う場合 、厳密な定義が必 要 と な る。そ れ ら

を明確 に し て 、次 へ の 議論が 可 能 とな る で あ ろ う。

解決 の方法論 として

　現状 の 問題 と な っ て い る、「読 書離 れ 」 を 如何 に 取 り戻す か の 方法論的考察を行 うわ けで あ る が、「図

書館離れ ・読書離れ」 は ともに 行動 を述 べ て い る 。

　筆者は 、短大図書館研 究28号 ls
に、行動分析 の 立 場 か らそれ らの 行動 を引き出すため の 提言 を行 っ た 。

「図書館離れ ・読書離れ 」 と は 、図書館に 「行 か ない 」。あるい は 「行 っ て い た行動 がな くな っ た 」 現象

であ り、また、「読書離れ 」 とは、読書行動が 「なされない 」 状況を表 現 して い る。短大 図書館研究 28

号で も記 し た が 、図書館 に 「行 く」 よ うに す る、あ る い は、読書を 「す る 」 行動 の 出現率 を高 め る こ と

は、それ程難 し くない
。 例えば、「こ の 図書館の色 々 なと こ ろ に 、 10万 円の束があ ります。それ を見 つ

けた方 は、お持ち帰り い ただい て構い ません。」 と表 示 す れ ば、そ の 図書館に 「出か ける 1 行動頻度 が

上昇す る こ とは 誰で も認 め る で あ ろ う。ま た 、「読書する 」 と言 う行動 の 頻度 を 上昇 させ る た め の 条件

と して は、「あ る本の ど こか に、こ の フ レーズが書かれて い ます。見つ けた人 には 、 100万円贈呈します。」

と して 、特定の フ レ
ーズ を提示すれば、皆、本 を読 み 、そ の フ レ ーズ を探すで あろ う。た だ、そ の 行動

が 促進 され 、図 書館に 人 が 押し 寄せ る 結果 に な っ た と し て も 、 あ る い は 、多くの 人が、本を読み始め、

「図書館離れ ・読書離れ 」 の 現象が そ うで な くな っ た と し て も、多くの 人は 「本来 の 目的 と違 う」 と感

じ る で あろ う。な ら ば、「本来 の 目的 」 に合致 した状況 に、上記 の 条件をずらせ ば よ い の で ある。また 、

上 記 の 条件 自体 も、現実離れ して い る の は 当然 で ある 。
「例 えば」 と し て提示 して い る の で ある。しか

し、こ の 条件 で あれ ば、多 くの 人 が図書館 へ 行き、本を 読み、フ レ
ーズ を探す で あろ うこ とは 、多くの

人 は 理解で き る で あろ う。 こ れ らの 条件 を提示す る の を 「確立操作 」 と言 うが 、「お金 が 手 に 入 る 」 こ

とは多 くの 人 に とっ て 、ポジテ ィ ヴな こ とで あろ う。お金 で なくて も 、 本を読ん だ人 に と っ て ポジテ ィ

ヴな もの は 別 にもあ るはず で あ る。例えば、小 学生な ど は 、教師の 賞賛 で も良い し、本 の プ レ ゼ ン トで

あ っ て も良 い 。尊敬す る教師の 微笑 み だけ で も充分ポ ジ テ ィ ヴな もの に な り うる （た だ し
、

ポ ジ テ ィ ヴ

な 「度合 」 は 違 うた め
、 それ らの 精査す る必 要 は あ ろ う）。図書館 へ 「行 く」 よ うに行動させ られる も
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の は、お金だ けで はな い 。例 え ば、「浜崎あゆみ 」 が書司 と し て あ る 図書館 で 働く と した ら、多 くの 人

た ちが そ の 図書館に 出か け る で あろ う （浜崎 あゆみが嫌 い な人 は行 か な い で あろ うが ）。上記の 手法は 、

行 動分析学 の 理 論 に 基 づ い て い る の で あ る。

　行動分析学 の 特徴 として は、佐藤方哉 （2001）19 「こ と ば と行動」 の 中で 簡潔に 述 べ て い る．以下 は、

そ の 引用 で ある。

　　　欄 蜥 学 （beha　vior　ana／ysis？な ア メ 〃汐 の ガ甦 讃 　B ．F ．ス 　Pプ ー 砂 、F ．Skimer，1904−

　　1990？の鯑 〆こなる 6 の で あるが  盟κ〆ご方 〆ノる島然殫学なρ し美嬲 学吻な・δ理学の なか 〆ごあ ク

　　 で、抛 まな考「し ぐ興なる得戳を寿 つ 盈身の 蘇 であ る。　 9 一 屮硲 …　　 禰 分 杤掌 の 寿脚 広 次

　　 の 三 点〆ど勳 プ
ー
る こ まが∫で きる。

　　　 1 、磯 の 櫞 んオ働 ぞノτ身燉 であ る。方動 を蒼 乙 で心 な 〃1 し惹識
1
や蜘 ある の 〆謝 の湧きな ど

　　　　　 を硯 ブ
ー
る の でな な 〃 

　　　 2 ．禰 〆ご艀 ナる塗 で の 嵌 笋を！冨
一

の 齧 瀚騨 組み ど で き6 だグ少 な ρ ヲ鞭 の L驛 で分距 す 6。

　　　 3 ．万動の 原理 を、御鰰 劼γご でぱな ぐ、置躰 を坂 クまぐ置 去 方 よ び舅庄の 外的競 の 獅 と求 め 6。

　　 庄 ．・士詔 の 3 点以外 〆ご 6，衝 分 が学 の 方 法齢 労券徴 ま L で、黷 詳酷 〆ご群翫 鮫 法 （group

　　　　 dθ5即 ジ で な ぐ、覃
一
齧鍵離 6珈 8た「鉗 毎θ o 面 b3忽 13丿をte，b　）る こ ま。 ノ

　と し て い る。「注 」 で も述 べ て い る が 、各個体が問題 で あ り、「群 1 に注 目は しな い 。 こ れ に よ り、個

別指導が重要で あ る と示唆し て い る 。 行動分析学 で の 「行動 」 の 定義と して は、

　　　 匹衝 分断 学 に お クて な、傭 を 〆御4 の 営み の ラち碑 脅環塘〆ご 勧きが・〃あ 6 〃 ・な 祖 互 ヂ夢 を

　　 6 つ す べ で の 営み ノ 乙 藤 す る （Skrhner．ノ938？。 こ の よ ラ〆ご．麟 ナる ま、穿謝か ら齠葵 鴨 な ら

　　 の だγノが万勤 でぽな ぐ、外 謂 か らな轢 不 祕 な 忍的 ，鋏 笋 であ る、羸 あ 6 〃ソま瀞 な ど 6衝 で

　　 あ る。

　　　勘 分新勢 外 の ど瓔 学 で な、、羸 や謙 な 衝 と ぽ み な さず、，講 や謙 が
1
万動 の 勲 と な る

　　 ま考 26 ．ぞ L で、，餓 や謙 な酵 齶蔡する ご ま ぽ 不 喘 な の で 、 ∠醵 齶察 祕 な衝 を盪 乙 で

　　惹識 な の し認 初2 言 っ kO の 働きを研 窄 乙 よ ラ、Yb ，5 カ 〜プで あ 6． こ の よ ラな立拶 んオ、方法謬的行

　　動圭 蕎 （m θ thodo ／ogic ∂7　hehavi・rism ？ ま よ ぽ 物 る。方 法認 的 2 〃 、ラの ぱ 、・δ理 学 の ガ 豪 楓 本 裏、

　　，諦 あ る 〃轍 謙 ま 言 っ た の の雌 み と勧 き であ 6 風 ぞ抛 らぽ 繼孝が逐 緬 ・ ら翻察 ナる ご ま でな

　　な 〃レの で ．揮学と 乙 で鰯 労 〆ご扉究 ナ る ため 〆ごぽ 、吻〔部 か ら齶察可膿な緬 を 遍紘 で艦 詒ナる 8 言

　　 ラ丿ケ底をと らざるを逮な の まする立拶だか ら であ て5。

　　　 デ謝 が学 で〆美 ，篩 藩や1認初 を ら衝 ま みな L、ぞ抛 らぱ 臠 の 駟 でなな ぐ、齧肄可諧 な勉 の

　　棚 、を畷 の 源 戳 樹 ρ で の 6 ま 考．25 。圭逆 の kSE ご、方法謚 浮労薩 譱κ た つ の 理 学で賦 澄

　　譲 や蜘 ぱ鯲 不 喘 であ 6 ため観 葵嚇 な衝 を遍 乙 て攜 瀞さ虎 る。
一
方 、寿動分祈学で 属 囂識

　　 慊 な ど の 私労課 葬 も也 の 鰹 聯 な倒 ま房 羨 の 原理 〆ご 乙．たが っ で 〃1る の で、それ らを糊

　　労 に 研 する こ とが で ぎ る と す6 。
こ の k ラな立 拶 を、行動 分折 学囃 彡者 ズ キ ナ

ー
な 艦

P
艤 主

　　菱 （radica ／beh∂w
〜
orism ？ 8 客御 ス ガ法講 的デ湧 ク圭 毒ま競 し で b ，6 （Slahner． ノ945，

1974Y。競

　　底砂 ま言 ラの 賦 の 理 学の ガ豪な傭 そ の 6 の で あ yq ノ諦 や謙 と言 わ カ る私的な躍笑葬 ろ働
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行 動 分 析 の 立 場 か らみ た 読 書 離 れ の 分 析

　　 で あ ク、 外 翻 捗 欝 醗 な艤 と1彫一
の 原理 κ謎 ラ 、ξす 6爾 した立揚だか ら であ 6 。 ノ

　そ し て、「行動分析学 」 とは 、

　　　哘 動分祈学ま ぱ ，文 摘 〃衝 を分 祈 す る 学 1野 で あ る、分折ま ぱ 、蘇 薯
畠
の 杢 ど 6 粢 件 を 劣 ら

　　か 〜こ プ
ー
る こ と で あ る。蹶 葬 の 杢 0 る楽碓 の こ まを、鰐 変数 （controlbbg 　varrhb／es 丿 2e ・ 」。

　　　 乙たが っ で、衝 分折 学 の 昂 汐な 、侮彦の 営み の ク ち で 外喉 垢 κ 紛 きか 〆プあ 《5 の 〆詳祖 互 ヂ 渉 を

　　 ちつ 営み ま 乙 て の 衝 の 鱒 燹覈 を、御彦の 殉部 でんオな ぐ外 敏覿 に醗 プ
疊
る ご と〆ご あ ｛5。そ の 教

　　学彦費 〆ど鋤 デテ動 主妻が ある。ノ

　 として い る 。 そ し て、そ れ らの 中で 使用 され る術語 の 説明 とし て 、

　　　五オ ペ ラン み鰯 φρθr3 扉 beha　vior 丿 、2な、そ の 衝 の 4r　Oた冱後 の の 環垢 の 変盈 ‘）礪 の 左塊

　　 あ L ぐな労先 1 〜こ応 0 τ、そ の 屡〆こ ぞ の 嬲 の 童 06 皴 ｝が変遼∫す 《5行動 で ある。才 ペ ラン み衝

　　〜ご 〜ぬ 凄営ぞ 轟 を ダ／ま適1ご ナ （eli
’
Ci
’
0 童 浮≠抄な瓢 騨 （」無 萎件瀦 項  〜プ紐 しな の 。才 ペ ラン み方

：

　　動 な、御燉 が身秀 ナる （emit ノ圃 で ある。

　　　 丿ナペ ラ ン み楽 件 づ グ φρα E 寵 eonditiomhg ？ まぽ 、才 ペ ラ ン み働 が 1 ぞ 虎 が 首馨 さ轟 た 厘憂 の

　　環 劈 の 変盈 〆ご広 び て
一
、そ の 憂 の 身秀凝 が 魏 する こ とを言 ラ。

　　　衝 騒
』
浮盤 （behavie！’a／ contrhgency ？ 2 ぱ 、才

幽
ハ ごラ ン みガ動 まぞ虎が β発 さ髭 た直後 の 環境

：
の 変

　　 fkをtrラ。

　　　強危 （reinfercement ノ まな、醂 の 才 ペ ラ ン み衝 の 身馨鍍 を蕎め る環1境
：
の tafkを 〃  ラ。強准

　　を るた らプ環舜の齔 な、遍 雰、御燉 の 塗 浮に 2 っ で望ま 乙 〃 、蘇 專 で あ る。 ノ と定義付 け て い る。

　そ して 、行動分析 学の 特徴 と し て、

　　　哘 謝 が学 の 待徴ぱ、側 を鰯 彪 浮控 の 繭 み て『分折 ナる こ （儲 ご あ る 。 物理 労に 偏 0礫 や

　　停控 を寿り た髏 首、ぞ 轟 を罅 す る 万動 僻 盤 が 異 な轟 〜甥 な る 硬 であ る。卿え 〆ズlb彫 Cth ≠

　　 を蔡 ク浄わ ぜ る との ラ衝 ら、冰 を劾 し で手 の 〜耽 が
1
坂抛 6 拶浄 2 、鯉 で 手が 盟涛 5拶浄 ま で歳，

　　髑 絆 淫が翼な 6 の で同 じ衝 で ぱな ぐ、甥 な 6 髑 であ る。ノ と述べ て い る。

　 こ の 枠組み で 、「図書館離れ ・読書離れ 」 を行動 と捉 え、読書行動を 自発 させ るに は、読書行動が 自

発 され た 時、即座 に そ の 個体に とっ て ポ ジ テ ィ ヴなもの を与え る の が最良の 方法で あり、そ の 結果、行

動 の 出現率が上昇する の で あ る。多 くの 文献は、環境整備 をす る こ とに主眼をお い て い る。こ れ らは 、

behavior−altering 　 effect （行動増進効果） で は あ るが 、直接的 な 強化 随伴性 に は な っ て い ない 。従 っ て 、

別 の 行動を強化す る可能性 もある 。 例 えば 、 図書館の 環境整備な どは 、そ の環境が 良くなっ た事で、高

校生 の デ
ー

トの場と して使用 され るか も しれ な い。「読み聞かせ 」 な どは 、「読 み 手 」 との コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン を強化す る か も知れ な い 。

　「読書」 を強化 した い 場合 、先 に述 べ た、「読書 」 の 定義が問題 に な る の で ある。本 を読み さえす るの

が よければ、前述 した操作で本を読む よ うに なるで あ ろ う。「読書 」 の 定義 を 明確に し て 、そ の 行動 、

例 え ば 、読書 内容 で 感動 し た と した行動が 出現 した 直後 に、強化 （そ の 個体 にとっ て ポジテ ィ ヴな何物

か を即座 に 与え る）すれ ば、そ の 直前 の 行動 の 出現頻度 は 高 くな る で あ ろ う。「即座」 に と言 うの は、

そ の 行動 が 生 起 した正 に 「直後 」 で あ る。「直後」 に強化 を行 うの は か な り困 難 な場 合 も あ る。し か し
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なが ら、我々 は言語 を使用 して い る 。 言語 に よ っ て 、 遅延 させ る こ とは、「報 告言語行動 （タク ト）1 と

して 可能 とな り、時間 を越 えて オ ペ ラン ト行動 を自発 させ る こ とが で きる よ うになる。そ の行動を 「ル ー

ル 支配行動 」 と 名付 け て い る。そ して そ の オ ペ ラ ン ト行動 を 強化す れ ば よ い 。こ の こ とを佐藤 方哉 は

「こ とばと行動 の 中で、下記 の ご と く述べ て い る 。

　　　 鞍 晝 言i語 髑 （タ ク N と 言 ラ言 譖 矯 〆ご よ P、確空 を塵鍵 た環垢 〆ごお グ る 黝 ，鋏 葬、次

　　浤な どの 記 述が 礑 とな る 。 覈苦言譖繍 （タク み丿 〜ごよ ク腰 解 荏 を誕 する こ と らで きる。

　　働 鮮 釐を謎 6た公告言語衝 （タク Aノ が繃 ま 乙 で黼 ナる まき、ぞ轟 を／レー／〃 （ru ／e？

　　 ま 1亨ク。た ま え ば あ るノしzfs
’
厚ア動 分疹ゲ学が こ 、ξぽ の ！驢 を ど の よ ラ〆ご扱 っ で の 6 か な 、　 fこ 2 ば

　　 ま万動ノを訪む ま淀 ぐ分か クま すよ 。 ノ ま邂諾
：

言語 ラゲ動 rタク み丿 を した ましよ う。 こ の 蝦券
：1雪房

　　衝 （タ ク み丿 な 、ぐ 疔動 分脅
：

学 〆こお ケ 6 言語 の ．袈鈎麺〃 、を二初 勿 を〜力彪ば fこ ま 〆ゴま衝 ノ を読
「

　　 tOIX ぞ轟 が
’
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　先に 述 べ た 、「こ の 図書館の 中 に、、、」 あ る い は、「こ の 本 の 中に 、、、」 と言 うの は こ れ に あた る。

　まず 、
「読書」 とは 何か を明確に 定義 し、そ の 行動 が 自発 され た ら、それ らの 行動 に 対 して 、何 らか

の 強化 を与 える必要 が あ るの で ある。そ の た め に も、「読書 」 行動を 明確に定義 し な け れ ばならな い 。

逆 に言 え ば、明 確 に 定義 され た 行動 に 対 し て 強 化 を行 うこ とが 、そ の 行動 の 出現率を高 め る 方法 で あ る。

　二 極 分化現象 に関 して 、多読 をす る者 た ちは、読書行動 の 直後 に 生 得性 強化 子 が存在す る と考え る。

生得性強化子 と は 、生ま れ なが らに して そ の個体 に とっ て 「ポ ジ テ ィ ヴ」 な もの で あ る。の どが渇 い た

ときの 水、空腹時 の 食料な どで あるが 、「好奇心 ・感動」 な ど もそれ に 人る。
一
方、「お 金 」 など は、習

得性強化子 で あ り、学習 によ っ て獲得 された強化子 で ある。「お金 」 は 、それ 自体は それ程 の 強化力を

持た ない が 、そ れ が 「生得性強化子 と交換で き る もの 」 と し て 機 能す るため、非常に強 い 強化子 とな っ

て い る。ま た 、巷で は、ポ イ ン ト制 とか
、

マ イ レ
ージ 制 を導入 して い る が 、こ れ もた だ 、ポ イ ン トが 増

え る だけで は強化 子 として の 機能 は持 た ない 。あ るポ イ ン トに 達すれ ば、金銭や 自分の 欲 しい もの と交

換 で きる こ と に よ っ て、強化 子 とな る の で あ る。札 束をい く ら持 っ て い て も、それ が 自分 の 欲 し い 物 と

交換で きな け れ ば、誰もお 札 を集 め よ う とは しな くな る。話 を 戻 し、．一二極 分化 の 他 読者達 は、読書す る

こ とに よ り、生得性強化子 （感動
・
面 白 さ ・様々 な興味あ る 知識 な ど〉 が行動 内在 的随伴性 とし て 機能

す るた め 、他者 が 強化 を 与 えな く て も、自ら強化 を与え て い る た め、そ の 行動 の 持続が 可能 とな っ て い

る の で あ る、不 読の者達 も他者が強化手続 きを行 い 、上 記 の 状況 ま で導けば、そ の 後は 自らがそ の 行動

の 維持 を して い くようにな る。こ れは読書中毒と言 う範中に 入 る か も知れ な い が 。
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行動分析 の 立 場か らみ た 読書離れ の 分析

まとめ

　「読書離れ 」 を改善する に は、まず 、事象 の 定義 を 明 確 に す る 必 要 が あ ろ う。次 い で 、客観 的事実を

明確 に し なければな らない 。環境整備 も必 要 で はあるが、それ は 直接読書行動 に は 繋が らない こ と を理

解す る必要 が ある。また、読書 をす る の は 「個体」 で あ る か ら、まず、個体 に 注 目 す る 必 要 があろ う。

そ して 、そ の 個体 の 読書行動 の べ 一
ス を確認 して 、読書行動の 中 で 好ま しい 行動が生起 した場合強化を

与え る 。 そ の後、そ の 行動 の 出現率が上昇すれば、そ の 強化が強化子 と して機能 した事になる．そ の 時、

強化子 の 持 つ バ リ ュ
ー

（価値 ・強さ〉を検証 して お く必要 があろ う。そ れ を繰 り返 し て い けば、生 得性

強化子 が 行動内在的随伴性 と して機能する よ うに なり、自ら読書行動を持続 して い くの で あ る 。

　文献 の 中に 星 取 り競争や コ ン ク
ー

ル な どの 記述があ る が、こ れ らは 、その 行動 を促進す る 事 に な る 可

能性 は 高い が 、星 取 り競争 の 場合は、達成欲求 の 強 い 者に は良い か も しれない が 、時と し て、嫌悪刺激

にな る 可能性 もあ る 。
コ ン クー

ル な ど は、上 位何名 か に しか強化 が与え られな い 。これ が続く と、上位

に 常に 入 っ て い る者達 は強化 を受け て そ の 行動は促進 され る で あろ うが、そ うで な い 者達 に は 強化刺激

と は な らず、む しろ 嫌悪刺激 と し て機能する 可能性もあ る の で気をつ けなければな らない
。

い ずれ に し

て も 、 行動理 論に則 っ た強化条件付けを行 うこ とにより、かな りの 改善が可能と考え られる。
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