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抄録 
本研究の目的は次の３つである．第１に，これまでのクリティカル・シンキングの様々な定義に

関して考察をすることにより，クリティカル・シンキングという考え方の共通点を見いだす．第２

に，1980年代初頭から大学でクリティカル・シンキング教育が展開されているアメリカの事例を検

討し，今後日本の大学で行われるべきクリティカル・シンキング教育についての考察をする．第３

に，日本の先取りをしたアメリカのクリティカル・シンキング教育から日本の大学英語教育におけ

るクリティカル・シンキングの可能性と課題を明らかにし，その課題を解決するためのアプローチ

を考察することである． 
 

 

１． 問題 

クリティカルに考える力は現代社会に生きる人

間にとって必須である．現代社会には様々な情報

があふれており，これを生き抜くためにはクリテ

ィカル・シンキング力は不可欠といえる（楠見，

道田 2016，樋口直宏，2014）．日本の大学でもカ

リキュラムにおいてクリティカル・シンキング力

の養成が強調されるようになり，十分なクリティ

カル・シンキング力を大学在学中に身に着けた上

で卒業できるように要請されるようになりつつあ

る．知識偏重ではなく，疑問をもつて考え抜くク

リティカル・シンキングの力は，大学教育におけ

る各専攻分野を通じて培われる学士力の中でも重

要な位置を示す．クリティカル・シンキングは大

学生の主体的学びに必要なアカデミック・スキル

であると同時に社会人としても応用可能なジェネ

リック・スキルとしても重要であるといえる（楠

見 2014，楠見，道田 2015）． 
 

２．研究の目的 

本研究の目的は以下の 3 つである． 

（１）クリティカル・シンキングの様々な定義に

関する考察をする． 

（２）アメリカの大学で先行しているクリティカ

ル・シンキング教育を検討し，今後日本の大学で

行われるべきクリティカル・シンキング教育につ

いての考察をする． 
（３）アメリカのクリティカル・シンキング教育

から日本の大学英語教育におけるクリティカル・

シンキング教育の可能性と課題を明らかにし，そ

の課題を解決するためのアプローチを考察する． 
 

３．クリティカル・シンキングの定義 

クリティカル・シンキングの定義は，研究者に

よって様々である（Atkinson 1997, Benesch 1993, 
Brookfield, 2012, McPeck 1990, Siegel 1997）．クリテ

ィカル・シンキングという用語は学問分野によっ

て異なる意味合いを持つ．哲学においては論理的

思考力に力点が置かれ，心理学においては論理的

思考力をも含めた，批判的に考える力と批判的に

ふるまう態度の両方の意味で用いられることが多

い（道田 2001，久保田 2010）． 
クリティカル・シンキングの代表的な定義とし

ては，哲学の視点から Ennis (1985) の「何を信じ，

何を行うかの決定に焦点を当てた，合理的で省察

的な思考」，Beyer (1985) の「情報や主張の信憑性

や正確さ，価値を決定する過程」，Siegel (1986) の
「理由に焦点を当てることであり，信念や主張や

行動の正しさを保証する理由の力」，心理学の視点
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から Wade (1997) の「しっかりとした裏づけのあ

る根拠にもとづいて主張を評価し，判断を下す能

力と意志」，Smith (1995) の「先入観を排し，証拠

を集め，仮説を慎重に考慮，評価して結論に達し

ようとする論理的かつ合理的なプロセス」，

Halpern (1996) の「望ましい結果を得る可能性を増

大させるために，認知的な技術や方略を用いるこ

と」，Levy (1997) の「能動的で体系的な認知的方

略で，正しい推論と妥当な証拠に基づいて，出来

事を評価，理解し，問題を解決し，意思決定をす

るために使われる」をあげることができる． 
 

４．アメリカの大学におけるクリティカル・シン

キング教育 

クリティカル・シンキング力育成教育の必要性

について，アメリカでは 1960 年代から大学教育を

支えるスキルとして注目され始めた．そして 1980

年代から哲学教育における初等論理学の授業でク

リティカル・シンキングを教える大学が増えてき

た．その内容は，形式論理学や非形式論理学を学

ぶことによって身につけることができる論理的思

考力の習得であった．アメリカ哲学会は 1980 年に

「高等教育における哲学プログラムの役割」にて，

哲学の中で特に論理学が学生のクリティカル・シ

ンキング力を育成することができると述べている． 
現在アメリカの大学では，論理学の授業や問題

解決型の授業だけでなく，あらゆる学問分野の授

業においてクリティカル・シンキング力を育成す

るための授業が展開されている．学生がクリティ

カルに考えられるように促し，クリティカル・シ

ンキング力が身につくような課題や授業内活動を

行うことを促進する環境が整っているといえる． 
 

５．大学英語教育におけるクリティカル・シンキ

ング教育 

日本の大学では従来，大学英語教育はリベラ

ル・アーツ教育の枠組みの中での教育が主流であ

り，英語の授業では「話せる，聞ける，読める，

書ける」という４つのスキルの習得を目指すもの

であった．しかしグローバル化が急速に進んでい

る現代では，英語の授業で語学スキルと同時に思

考スキルの習得，すなわちクリティカル・シンキ

ング力も育成する必要がある．クリティカル・シ

ンキングを大学の英語の授業に取り入れることに

よって英語の習得のみならず，知識の統合，考察

力，グローバルな視点で考える力を育成すること

ができる． 
近年，大学では基礎学力が低い学生が多く入学

するようになってきた．英語の基礎学習からやり

直す必要がある学生が増えている．英単語や英文

法の学習段階で落ちこぼれてしまった学生でも，

国際社会で必要な力は暗記による知識の詰め込み

ではなく，自ら考え，判断できる力であることを

理解させ，クリティカル・シンキングを英語の授

業に取り入れることは可能である． 
授業実践では、学生に英語で考える学習の大切

さを理解させるように心がけた．学生は考えるこ

とにより言葉に意識的になることができるように

なった．英語で表現しようとすると，自らの思考

の曖昧さが浮き彫りになりやすい．学生が考える

ことを中心に据えた英語教育、すなわちクリティ

カル・シンキングを取り入れた教育により，学習

活動を主体的に行う学生が増え、大学英語教育の

指導法の改良にも結び付けることができたと考え

ている． 
 

６．今後の課題 

第二言語としての英語教育 (Teaching English to 
Speakers of Other Languages, TESOL) の分野では，

大学英語教育でのクリティカル・シンキング教育

の必要性が主張されてきた．しかし，日本の学生

は相互協調的自己観や自己卑下的自己呈示などの

社会文化的文脈の影響を受けて，欧米にみられる

クリティカル・シンキング力が身に付きにくいと

いう事実がある．今後は、欧米文化の価値観に基

づく相互独立的価値観ではなく，他者との協調を

重視する日本の文化的特性と調和したクリティカ

ル・シンキング教育の在り方を検討する必要があ

る． 
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