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は じめ に

　本論文の 目的 は 、 戦後 の 日本 に お い て 独特の 発達を示 し て き た 民間教育運動の 方向を探

る こ と に ある 。 民間教 育運動の 流れ は 、 教育 と い う営み の 自主的か つ 民主 的な 発展を指向

しい ト和の 問題や教育の 科学性な どを民間の 立場か ら探究 して い る と言 え る。中で も、 戦

後 に お い て 最 も早 い 時期に 結成 され た 民主主 義教育研究会 （以下 は民教 と略す ）お よ び そ

の 発展的な 団体で あ る 日本民主主義教 育協会 （以 下は 民教 協と略す） の 研究 と実践は注 目

に埴す る と言わ れて きた。

　成立期 に お け る民教 （昭和 21年結成）の 関心 は、組合運動 と密接に 関係 し た 教育の 民主

化構想 にあ り、 そ の 為 に 民主的政治教 育が要求され る事に な っ て い た。そ の 過程で は 、 栽

教科 と して 誕生 した社会科 に代表 され る ア メ リカ流の経験 ，1三義的な 教育内容や方法 に 対す

る疑問や撹判 も議論され て い た 。 実践的な教育文化運動の 中心組織で あ っ た民教 協 （昭和

22年結成）は 、 民教 の 方針を受 け継 ぎな が ら、教育現 場が 直面す る教科指導や学級経営 な

ど の 問題 に も力 を注 ぐよ う に な る 。 そ こ で の 基本的立場 は 、 戦前 の 民主主義教育の 遺産 の

継承 や、教員の 首 切 りとい う波へ の 抵抗 な ど も視野 に 入 れ た 民事 1三義革命 の 遂行 であ り、

そ の 革命の 意味を把握で き る よ うな 教育理論や実践が模索され て い た 。 また、反 カ リ キ ュ

ラ ム 改造運動 の 立場を堅 持 しなが か ら、科学的な 教育を も指 向して い た
m

。

　lt教 　e 艮教協の 理論や 実践 は 、 昭和24年頃ま で の 僅か な期間に 過 ぎな い
。 しか し、 民 問

の 教育研究 が担 う べ き課題を 多く示 した
。 教育 と政治や 組合運動 と の 関係 、 経験 室義教育

の 批判 、 教 育艮主化 へ の 模索 、 教育現場 や 現実か らの 課題の 汲み一Lげ、 日本にお け る科学

的な教育を指 向 した 点な どは 、 現 在で も示唆 に 寓む点で あ る と言 っ て も良 い で あ ろ う 。

　そ こ で 、本論文 で は、民教 協が解消 （昭和24年） した以 後に 出版 された数種 の 雑誌を 探

究す る こ と に よ っ て 、 そ れ らに 示 され た内容が ど の 様な方向を 目指 した の かを考察 して み

る
」
％ そ こ に は 、戦前か ら の 遺産や民教協の 課題な どが受 け継 がれ 、 ま た 深 め られ て い る

と考え られ る。 ま た民教協 の 流れ を汲 む と言わ れ る後の 「教師の 友」 （昭和 25年12月成立 ）
へ 橋渡 し的な要素 も確認で きるはず で あ る 。 こ の 様な視点か らも、占領 ドの 現 実が 見え 隠

れ し、朝鮮戦争が勃発 と い う緊張 した情勢 に 直面 した戦後教育の 転換期 と も言わ れ る 昭和

25年 醗後 の 教育 論を振り返る こ と は、意義深 い と言え よ う。 58
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第
一

章　教育の本質をめ ぐつ て

157
（66） 究』 に お い て は 、 組合運動 との 連携 よ りも教育現場が 抱え る問題を重視 して い る。

こ の 時

　昭和24年 8 月 まで 定期的 に 出版され て い た 民教協の 「あ か る い 教育』 と時期的に は重な

る部分もあるが
、 民教協の 後継誌の ひ とつ と して は、「教育新報』 （昭和24年 6 月創刊）が

あ げ られ る。同誌 の 編集方針は、組合運動 と密接に関連 し、 官製側の 教育政策 や ア メ リカ

流 の 新教育に対す る批判 も視野 に 入れ られて い た 。 『教育新報』で は、民教協時代に比 べ
、

教育現場 の 実践報告が少な くな っ て い るが 、 教育理論 の 探究 や教員 の 首切 りな どに絡 む教

育闘争 に対す る姿勢 が い っ そ う強化 され て い る と言え る
。

　創刊 の 年で ある昭和 24年に お ける 『教育新報』の 視点は、組合運動 と密着 した教育の 民

主化構想で あ り、そ の たあ に 組合 の 動向や教育闘争が毎号の よ うに報告 されて い る 。 こ の

昭和 24年前後の 時期と い うの は、国鉄労紐の 首切 りな どが話題 とな っ て お り、 また 日教組

内部で も分裂や首切 りへ の 危機感が ある 。
こ れ らが誌面 に も反映 され 、 「教 員 の 首切 りを

阻止 し、 更 に政治的組合活動の 弾圧を防止す る こ と」
（3）

が 叫ばれ 、 組合が本来の使命に立 っ

て 組織を強化する こ とが主張されて い る 。 また 、 組合運動 に 参加す る教師の 視点か らだ け

では な く、教育界全体や子 ど もの ため に も団結 した 運動 の 必要性も示 され
〔O

て お り 、 従前

は分裂 しい て た と考え られる 労働階級の 立場か らの 組合運動 と、日常的な教育文化活動 と

の連結も課題 と して あげ られて い る こ とが理解で きる 。

　 また
一

方で は 、 教育現場の 実態か ら組合運動 に対す る 自己批判 も進め られ てい る。 情勢

分析が甘 い点 、 自己温存主 義や 日和見的腰抜 け主義 、 ．闘争指導力や 行動力 の 不足
｛S ）

が指摘

され て い る 。 そ の 打開策 と して 、 教職 員だ けで な く子 ど も ・ 主婦 ・ 父兄が そ れぞ れ の 要求

を持 っ て 結合 した 運動を盛 り立 て 、 「教育労働者た ち は 、 他の 労働組合 や す べ て の 民主 隶

義組織と手を つ な い で 戦わ な い か ぎ り、教育の 自由を獲得 し、 教育の復興 を実現す る こ と

で きな い 」
（6）

と主 張する 。 そ こ で は ソ連 ・中国 ・北朝鮮な どの共産主 義的な 諸国が 、 教 育

問題 をど の様 に解決 し、社会復興や前進を進め て い るか とい う動 向を視野 に入れて い る。

　教育を社会の 中で どの 様に位置づ けるか と い う問題に 関 して は 、 生産復興 と教育復興 を

結び付 ける立場か ら考察が進め られ て い る。 岩間正男は 、 「教育の 方法 と組織 が 、 総 じ て

「生産増強』の ための 教育 、 『勤労中心 』 の 教育が具体的に組織されね ば な ら ぬ 」
ω

と い う

基本姿勢を 受け継 ぐ。
つ ま り、 復興 の た め の教育は 、 必然的 に教員の 組合が ひ とつ の 強力

な集団組織 とな り、現状を打破 して い く必要 に 迫 られ る
（B〕

の で ある 。 そ こ で の 教育観は 、

個人の 主観を離れ た客観的な真理や現実的な課題が先行 して お り、 発達 と教育を 同一視す

る成長主義的な経験主義的な教育観 とは性格を異 に して い ると吾 え る 。

　昭和25年頃になる と 、 教育界 に対す る風 当た りは よ り激 し くな り、 そ れ に よ り 『教育新

報』 の 内容 も教員の 首切 りに 対す る もの が主 とな る 。
こ の 時期 に は民教協 の 実践的な 指導

者で あ る石橋勝治 の 追放 も重な っ て お り、 教育闘争の た め の 統一戦線確立 を早急 に 求め ざ

るを得な か っ た 『教育新報』の 立 場が うか が い知 れ る 。 そ の 後、『教 育新報』 は組 合活動

との 連携 よ りも具体的な教科指導や 子 どもの 側 か らの教育方法な どに つ い て 系統 と基 礎 と

い うこ とを視野 に入れ た探究 に力を注 ぐよ うに な る 。

　　『教育新報』 の 後を 継 ぐ形で 昭和 25年 8月よ り出版 された 「教育時報」 と 『学力 向上研
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期に 来て
、 子ど もお よびMi会 自体が抱え る問題や ア メ リカ流薪教育の 弊害な ど に 目が 向け

られ、、日本 の 国民教育が 模索 され た と言え るの で はな い か 。 また民教 協が 直接的 に編集 に

携わ っ た 『新 口本教育』で は、教育実践 に 力点が 注が れ て お り、日本 に お け る 子どもの 権

利 と い う視点を基礎 と した方向
’9 」

が読み とれ るよ うに な る 。

　民教協 の 流れ を汲む雑誌で は 、 必然的 に労働組合 との 関係 が重視 され 、 社会主 義 な ど に

滑する風当た りを組織力で 対抗 しようと した 。 しか し、 教員紺合自体が 、 自分た ちの身 を

守 る運動 か ら教育復興 の 運動 へ と転換す る要素の 背景に は 、 『教 育新報』 の よ うな 革新的

な 雑誌 の 存在が あ っ た と考え られ る 。 特 に 労働運動 と教育文化活動を結び 付け よ うとす る

試み な どは後 の 教耳組合な ど に も影響を残 して い る 。 ま た
、 当時ア メ リカ流 の 教育が 空流

とな る中で 、 教育現場の 実態な どを汲 み ．ヒげよ うと した 姿勢も評価され て 良い で あ ろ う。

第二 章　カ リキ ュ ラ ム改造運動 へ の 対応

　艮教協は 、
コ ア ・カ リキ ュ ラ ム に代表 される カ リキ ュ ラ ム 改造運 動に批判的な立 場を と

る 。 当然 の よ う に 民教協 の 流れ を くむ雑誌 は 、 そ の 運動に 攬網 的で あ るは ずだ が、紺合運

動 に代表 され る闘争 に 力が注が れ て い るため に 、 表面 に 醗て 来 る 場面 は 多 くな い
。 特 に

『教育新報」 の 創刊 初期 には 、 カ リキ ュ ラ ム の 作成 に お い て も 「
．
地域 の 労働 組合 、 農民 組

合等の 代表を除外 して カ リキ ュ ラ ム を作る こ とは で きな い 一1
（；°）

と 、 教員 と大衆 の 結 合の 手

段 と して カ リキ ュ ラ ム 改造運動を位置づ け て い る場合す らあ る ，

　 そ の 『教育新報』の 中で
一．痩 だ け カ リキ ュ ラ ム 改造運動に 対す る批判の 特集が 組まれ て

い る 。
こ の 特集 の 中で 國分

一・．・
太郎は 、 教科 の 学習 を支持 しなが ら学校で の コ ア ・カ リキ ュ

ラ ム の 必要性に 疑問を投 げ か けて い る
。 彼に 従え ば 、

．
予どもは生活す るた め に 、 実践を広

い 世間で 必然的に学 び、正 しい 理論を 「学校で こ そ 、 よ り豊寓に 、 よ り段階的に
、 よ り組

織 的に学」ぶ の が筋 と言う で あ る 。
つ ま り子 ど もに は学校 で の 理 論を基 に 、それ を生活実

践 1こ結び付 け 、 生 活改革者 と して 成長す る とい う筋道が期 待 され て い る の で あ る 。 こ の 考

え 方は 、 具体的経験 や活動か ら理論の 基礎を学ぶ と い う ア メ リカ流の 経験主義 と は 擱容れ

な い と言え よ う。 ゆえ に、子 ども の 生活実践や学校で の 学習 は 、 将来 の 止産 的 e 社会的実

践 に 備え る もの で あ り、「高 い 学問文化 の 分 野 、 科学や 芸術の 線 に そ うて や り さ え す れ ば 、

生活か らはな れ る な どと い う こ とは あ りませ ん 」
’／11）

とい うこ と に な り、 コ ア ・カ リキ ュ ラ

ム の 必然性 は疑 問視 され るの で あ る 。

　ま た 同特集で は南博が 、 ア メ リカ の カ リキ ュ ラ ム 自体が 現状維持的なキ リス ト教の 影響

を受 け るが為 に 、 社 会を固定 した もの と考え る傾向が あると指摘 して い る r．そ の上で、ヴ ァ
ー

ジ ニ ァ 。プ ラ ン の 「社会全体 を見 と おす こ とを教え な い ……歴史 的 。発展的な 見方が入 っ

て い な い ……社会現象を断片的 に 分けて 考え る
……

機能の 所 有者 と し て の み考え られ る

（個人主 義）」
“ ！）

な どの 点 を批判 して い る，。 つ ま り、 社会を 史的 ・動的 に 捉え る こ とが 出来

ず 、民主約な社会革 命 の 裡点が含 まれ て い な い ばか りか 、 視野の 狭い カ リキ ュ ラ ム に 陥 る

危険性を説 い て い る の で あ る G ま た 彼は 、ヴ ァ
ー

ジア a プ ラ ン を踏襲 した と言わ れ る 文部

省の 社会科で展開 され て い る同心 円拡大方式的なカ リキ ュ ラ ム 内容に も批判 の 芽を 向け 、

1騨 年 の うちか ら絵 幗 家と い う1熔 に触 れ させ ・社会的な もの の 見：方の 必難
〔

陸 説 156
い て い る 。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （67）
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　　　 カ リキ ュ ラ ム 改造運動の 批判に 示され た 社会を動的に 捉え る視点は 、ま さ に民教協時代

　　 の 継承 と言え よ う。 民教協は 、 現在の 社会を民主主義革命 の 途上 に あ ると い う視点を有 し、

　　 物事 の 歴史的 ・系統的な扱い を尊重 して い た 。
つ ま りカ リキ ュ ラ ム改造運動 を進 め る人達

　　　とそ の 教育観の み な らず社会観 まで も異 に して い た の で あ る 。 こ の 様な視点か らの コ ア ・

　　 カ リキ ュ ラ ム批判と して 、 戦前の 遺産 と して の 社会主義的な生活綴方 の 方法を踏 まえ て 、

　　 史的な社会条件な どを加味 した系統的内容の必要性を求め る主 張な どが展開 され る
c1‘）

こ と

　　 に な る 。

　　　　こ の 特集 は、民教協 の 活動が ほ ぼ 解消 して い た昭和24年 8月に組まれ て い る 。 批判の 内

　　 容は 、 理論的裏付け に乏 し い と言え るが、教科の 必要性 ・ 生活 と の 関係 ・社会観 ・教育の

　　 系統 な ど多岐に お よび 、 後の コ ア ・カ リキ ュ ラ ム批判や 経験教育論争な ど受 け継がれ 、 そ

　　　こ で 整理 され る点 も少な くな い と言え る 。

　　　 そ の後 、 カ リキ ュ ラ ム 改造運動の 批判 は子 どもの 基礎学力低下問題 と関係 しなが ら進 め

　　　られ て い く。 『教育新報』 の 編集部 と して も学力低下 に 対 して 危惧を抱 い て
（15）

お り、 ま た

　　 教育実践 の 側面か らも 「実践の 事実を積み重ね て 組織 され系統化されて 行 く新 しい カ リキ ュ

　　　ラ ム」を探究 し、 「さまざ まな デ ッ テ上 げプ ラ ン は 、 次 々 とほ うか い し去 る こ とだ ろ う」
 

　　　と主張す る 。 そ こ には 、 大人の 側か らの み考 える教育実践か ら権利を持 つ 子 ど もの ため の

　　 教育実践 と い う視点が見え 隠れ して る と言え よ う。

　　　 戦前か らの 教育実践者で もあ る今井誉次郎は 、 子 ど もの 基礎学力が 低下 して い る と い う

　　　実状 を踏 まえ た上 で 、 生活 に必要な実力 と学力を定義付け て い る 。 実力は 「実際 の 力量又

　　　は技倆で ある。……生活行動力で あ り、す っ か り身に つ い た力」で あ り、 学校な どを含め

　　　た社会生活全体か ら得る総合的な力で ある。実力の 内容的意味 と して は 「社会 を進歩 させ

　　　る発展させ る力」で あ り、 大衆の 力 と して 現れ て くる の で あ る。

一
方 、 学力 は 「学校 の 学

　　 習 に よ っ て 得 られ るカ……それが 実力 の 基礎 とな る」 もの と規定 して い る 。
つ ま り社会を

　　　生き る力は 、 学校で 「系統的に教え て もにわ な くて は ならない」
〔IT）

学力が 基礎 で あ り、 そ

　　　れが大衆 の 力 と して 現れ て こ そ 、 民主 化が進む と考え て い る の で あ る。 学校教育の 段 階に

　　　おい て 、系統的な知識で あ る学力を軽視す る よ うな カ リキ ュ ラ ム改造 は 、 社会復興 に は望

　　　まれな い の で ある 。

　　　　こ れ らの コ ア ・カ リキ ュ ラ ム運動 に よ る学力低下 問題に 対 し、 『教育時報 』・『学力 向上

　　　研究」を 出版す る 日本学力向上研究会 は 『各科学習帳」を編集す る 。 これ らの構成視点は、

　　　系統的な 問題指摘 ・基礎 の 確立 ・反復練習な どで あ り 、 ま さに基礎学力 と教科の 系統性が

　　　尊重 されて い る 。 同研究会は 、 戦後の ア メ リカ流新教育は 「基礎的な学力や体系的な知識

　　　の 重要性を忘れ……場 あた り主義 の は っ た りの き く人間 、

……自分 の 得 に な る よ う に て ば

　　　や く問題を処理する能力だ けが教育の 目標」 に な っ て い る と激 しく批判す る 。 日本に 移植

　　　された コ ア ・カ リキ ュ ラ ム は 「平和 に して民主 的な独 立国 日本の 再建の 妨 げ」 で あ り、 現

　　　在 に 必要 な こ とは 「基礎的な能力 と系統的な知識を与 え る こ とな しに 「教育』 はな い こ と

　　　を強調」
（1s ）

す る こ と以外 に な い 主 張す る 。 そ こ で は従前の 伝統的教科主 義の 復活 を 求め た

　　　り、 現実 に 根を下 ろ した地域教育計画 な どを否定す る の で はな い 。 こ こ で の 方向は 、 子 ど

155　もをひ と りの 民主 的生 活者 ・社会改革者と して 育成す るた め の 条件 と して ・
こ の 段階で求

（68） め られ る教育を考え た場合 の 主張 な の で あ る 。 そ の 後 、 同研究会 の 『各科学習 帳』 に 続 き
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広範 な取材に 墓 づ き 、 都市や農村の 現実 に 立 脚 した 「夏や すみ帖』 な どを提供 して い く。

こ れ ら に も生活綴方教 育の 手法を取 り入れ 、 子 どもに社会を知 り ・社会で 考え ・社会を発

展 させ る こ との で き る場と方法を 支援 して い くと い う道筋が 読み とれ る 。

　民教脇の 流れか らの カ リギ ュ ラ ム 改造運動批判は 、 社会を動的な もの と捉え る社会観 e

基礎学力 低下の 問題 e 教科の 系統性な ど に向け られ て い る ，、しか し具体的な カ リキ ュ ラ ム

構成を ど うす るか な ど の 点に はあ ま り触れ られず、実践で の 成果を待 っ て い る状況 に あ っ

た 。 だが 、 畴期 的な側面か ら言え ぱ 、『教育新報」な ど で 示され た批判は 、 民 教協 の 『コ

ア ・カ リキ ュ ラ ム 批判　あか る い 教育　特集号』 （昭和 25年 3月）や矢川徳 光 『新 教育 へ

の 道』 （刀江書院　昭和 25年 5月）な どが出版 され る以前 で あ る 。 こ こ で 断 片的に 指摘 さ

れた批判が後 の 体系的な経験．牛三義教育批判 へ と結び付 く視点 を有 して い た 言え るだ ろう。

第三 章 　教育案践の示唆

　 『教 育新報」 は 、 組合運動 と密着 した教 育民
一
言1化を基礎 と して い た 。 そ の 為、昭和 2q年

の 創刊当 時に は先駆的な教育実践や 教科指導 の 実際な どに関す る内容はあ ま り示され て い

な い
。

　そ の 中て 教 育の 自治活動 に 関する内容や 著作は 数回掲載 され て い る 。 『教 育新報』・に お

い て 、自治活動 は、基本的人権 の 自覚 と拡張の 要求と い う教育的意義が ある と主張 されて

い る。 そ して 自治活動の場 に お い て も、入 々 の 団結重視 と権力や官製側の 支配反対の 姿勢

を打 ち幽す
gu）

教育覲場で の 実践が 、 報 告されて い る。 ま た
、 戦前の 遺産を加味す る と い う

視点か ら、 自治の ゆ くえ と して 富田博之は 、 「か つ て の 生 活綴方 の教 師た ち が 出発 して 果

た せ な か っ た 方向を 、
い ま こ そ われわ れ の 手で き りひ らくべ き」

／’：°）

と して、 自治 に よ る民

主教育 の 可能性を評価 して い る 。
つ ま り、自治教育 と い う の は 支配 され る ilか らの 教禽で

は な く、、民聞 と して の 下か らの 教育運動 と位 置付 け、民衆 が団結す る基礎的要素と見た の

で あ る 。 民主 的な教育 を営 むた め には 、 学校 の 運営 や教育が 自卞的か つ 自治 的で な ければ

な らない はず とい う姿勢 が感 じられ る 。

　後の 「教育瞭報』 で は実践報告と して は石橋勝治の 給食の 実践例が ある。 彼は学校給食

に お い て も子 ど もた ち の 自治 と 自主性を尊重 して 、 現実の 社会を作 りかえ る こ と の で きる

態度や能力 の 育成に力 を注 い だ 。 報告 の 中で 、 教育 の 場で 給食 の 当番を 自主的に 決め る こ

とは 、 「労働組合の 活動や、町の 政治活動が活発に な っ て 、 予ど もた ち は小 さ い な が ら も

そ の 経験 を もち、そ の 雰囲気の 中に 育 っ た」
剛

ため可能に な っ た と言 う。人 々 の 合議に よ

る 自治 が学校 に も入 り込 み 、 子 どもた ち の 意識を改革 して い る現状を報告 して い る 。
つ ま

り石橋 は 、給食の 当番 ひ とつ か ら も現 実 に 適 応す る だけで な く、主体的に 物事を判断 し、

行動 で き る能力 と態度を 目指 して い る の で あ る 。 こ の 様な 方向は 、 民教協 の 自治意識の 捲

導 や 社会認識の 形成を 目指 した実践と通 ず る点が ある ば か りか 、後 の 『新 日本教育』で の

学級経営観に も結び 付 く要閃を持 っ て い る と書え るだ ろ う 。

　教員 に 対す る首切 り問題 な どが 叫ばれ る昭和25年 に な る と民教協か ら の流 れ は 、 組合運

動 と密着 した続
一
戦線の 結集を求 めな が ら 、 具体的な教科指導 や子 ど もの 側か ら の 教育に

つ い て も考察を 勧 る よ うに な る ・ 嶺 ・教科鱒 の 面で は・組織的 ・科学i糒 靴 系覊 154
と い う視点が明 らか に され 、 時代 に流 され な い 日本 の現実 に立脚 した 実践が 試み られ て い 　（69）
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　　 る 。

　　　 例え ば 、 理 科に お い て は 「必要な基本を 、
い な に 少な く、徹底 して 教え るか と い うこ と

　　 が大切 な基準」 と して 、 組織的系統的な指導を重視す る。 そ して 、 理科教 育自体 の 目標 と

　　　して も科学的に 物を見 ・考え ・実践す る こ と に確信を持ち 、 封建的な生活を乗 り越え、自

　　 分の 力で 考え て 行動す る人間の育成
｛22）

とい うこ とを掲げて い る 。 算数 に お い て も 「時間と

　　 経済 的余裕 の な い 子 ど もた ちを私 た ちは最も効率的一科学的 一に教 え る」 こ とが模索され

　　 て い る 。 何故な ら算数は 「私た ち の 生活か らで て 来る と一 しょ に逆 に 生活を進 める もの 」
 

　　　と位置付 けられて い るか らで あ る 。 国語 に つ い て も同様の こ とが言え る 。 国語 も低学年 か

　　　ら基礎能力を し っ か り付 け る必要があ り、国語の 時間だ けで な くあ らゆ る場面で 学力を育

　　 成す る こ と
（2‘）

が 望まれ て い る。
つ ま り、 教育実践の 立場 か ら も基礎 と系統 とい うこ とが意

　　 識 されて お り、 そ れ らが社会改革を押 し進め 、 現状を打破す るよ うな人材の 育成に寄 与す

　　　る と考え られて い る の で ある 。

　　　 また 、 社会自体を学習す る と い う意味合 い か ら職業教育の探 究に も力を注 ぐよ うに な っ

　　 て くる 。 そ こ で は雇用者や官製 の 側 か らの 職業教 育で はな く、民主的な社会で 働 く者 の 側

　　 か らの 職業教育に 意義 を見出 して い る 。 ゆえ に 、 実習に よ っ て 自己 の 適性 を発見 し、基本

　　 的な技術 の 習得 に力点が置か れた文部省の 職業科 と家庭科を
一

本化 す る動き に対 して は 、

　　 賛同で き な い
（2S）

の で ある 。 職業科は あ くまで も、 子 ど もの 将来 の 幸福 を期待 し 、 働 く者側

　　　に 立 つ こ とが原則で あ ると考え られ て い る 。
そ し て そ の 職業科は 、 社会を抽象的に 捉え る

　　　の で は な く、 「こ と に 生活の た め の 職業と い う現実 の 問題で あ り、そ の 観点 か ら産業 や そ

　　 れ を構成す る社会を理 解せ しめ る こ とが で き る」 の で あ る 。 また 「職業科は 、 社会科 を さ

　　　ら発展させ た もの で、祉会科 に足 をつ ける もの で あると共に 、職業科に は社会科的要素が

　　　な くて はな らな い 」
（2G）

と 、 社会科と の 関係を示す。
つ ま り、 現在の 社 会 を民主 社会 の 途上

　　　に あ る社会と考え た場合 、 社会を知 り 、 自らの 力で 社会を改革す る能力や態度の育成が必

　　 然的に教科の 範囲を超 えた教育 N標 とな るの で ある。

　　　　こ の よ うな見方は歴史教育の 側面か ら も同様で ある
。 子 ど もの 実態の 問題や 教育実践を

　　 踏まえ て 、 高橋碵
一

は 「社会が ど の よ うに 発展 して 来 た もの で あ り、社会が どの よ う に動

　　　くもの で あ るか 、 また われ わ れ は ど の よ う に 社会を発展させ ねばな らな い か 、 それに よ っ

　　　て到達す る社会 は どの よ うな もの で あ るの か 、 そ うい う見 とお しを 、 科学的に つ か む こ

　　　と」
（2T）

を教育の 目的 と位置付 ける発言を して い る。 社会 を学ぶ こ とは 、 社 会 の 史 的発 展を

　　 考え る こ とで あ り 、 歴史学 の 方法 によ る裏付 け も必要 と主張する の で ある 。
つ ま り最小隈

　　　の 歴史的な系統知識が社会を学ぶ た め に は不可欠で あり、そ れな くして は 民主 的な人材 の

　　　育成はな り得 な い の で あ る 。 こ の 見解は 、 教育実践の 成果で あ る基礎的な学力 と系統的な

　　　知識の重要性の 上 に展開 されて い る こ とは注 目され て 良い で あ ろ う。

　　　　また生活綴方運動史 の視 点か ら み る と 、 民教協の 流れを汲む雑誌 は重 要な役 目を 果た し

　　　て い る と言え る。 戦後 に起 き た一連の 綴方復興 へ の 動 きや 綴方 の 遺産継承 の 動きな どを 明

　　　確 に 生活綴方教育復興へ と方向付 け た の は、国分
一

太郎 の 「綴方 の 復興 と前進 の た め に 」
（2S）

　　　とい う11回 に お よぶ連載で あろ う。 こ の 連載内容は 、 綴方に対す る思い 入 れ ・綴方の 方法 ・

153　教員組合運動か ら・ 具体的 に概念 くだ き ・ 文章 に よ る ス ケ ッ チ ゜リア リズ ム ’題材選択の

（70） 課題な ど に ま で 言及 して い る。
こ こ で の 連載が後の 『新 しい 綴方教室』 （日本評 論社 　昭
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和 26年 2月）に 結実 し て い る こ とか ら も、 そ の 意味 と影響は決 して 少 な くない と言え よ う。

　組合運動 と の 連携を基礎 と した流れ に対 し、 民教協が編集 した 『新 日本教育」 は 、 教育

の 再建 とそ の た め の 実践方法 を示す こ とに力点を置い て い た 。 そ こ で は 、 具体的な教科指

導 や学級経営な どの 報 告と討論が進 め られ る こ と に な る 。 教科指導の 面は 、 本誌の な か で

座談会 と して 理科 と国語が扱 われ て い る過 ぎない が、学級経営に 関 して は、特集的に、当

時 の 実銭的指導者の 主 張を掲載 して い る 。 そ の 中で 、 今井誉次郎は子 どもを主体 とす る教

育経営の あ り方を 、 石橋勝治は民教協時代か ら受け継い だ学級経営 で の 自主 的活動の 尊重

を 、 無着成恭は 社会 で 生き る主体的態度の 育成
C：9）

を説 い た 。 こ れ ら に 共通する視点 は、社

会に 適応 させ る子 どもを育成す る の で は な く、社会を前進させ るた め に社会を作 る変え る

こ との で きる民卞的国民を育 て る こ と に ある 。 そ の 意 味で 、 戦後に
一

世を風靡 した教育観

と根本的に 異な る姿勢 を示 して い ると 言え よ う．J

　 こ の 雑誌 は僅 か 二 回の 出版 に しか過 ぎな い た め 、 そ の教育観や方向性を探 る こ と は 難 し

い 。 しか し、教育現場に 力点 を概 い た方針を持 っ た こ と 、 また歴史教育協議会や経験主義

的教 育論 に 傾斜す る教育理論家な どの 意見 も掲載 して い る こ とな どを加味す る と 、 こ の 雑

誌に は 日本 の 教育を広い 視野か ら模索す る確か な姿勢が感 じ られ る と言え る 。

　民教
．
協の 流れを汲む教 育実践は 、 社会を変化 して い る途上 の もの と見る点で …致 し て い

る 。 そ の 社会変化 を担 う に は、あ る程度の 基礎的知識が必 要 とな り、そ れ は系統的に 学校

で学習す る こ とが望まれる の で ある。
こ の 社会観 が常に 実践 で も反映 して お り、 社会を直

視 しよ うと した戦 前の 生活綴方や 自治的な学級経営 、 そ して 権利を有す る国民 と して の 子

ど もな ど に 教育 の 力点が 置か れる こ とにな っ て い た の で あ る 。 しか し、 ど こ ま で を基礎 的

知識 とし、何 を も っ て 系統 とす る か な ど の 問題 へ は十分 に踏み込まれて は い な い と言え る 。

お わ りに

　民教協の 『あかる い 教 育」の 刊行が 行き誌 ま り、『教師の 友』（昭和 25年 i2月）が
一TAMTさ

れ る まで は一
年あ ま り に 過ぎな い 。 こ の 昭和25年 と い う年は 、 朝鮮戦争な どに伴 い 占領政

策 に 変化が見 られ た と言われ 、 教育界で も艮主主 義 ・民族独立 ・平和 の 概念が盛ん に 議論

された 。 こ の 期聞に刊行 された 教育誌は 、 何 ら か 時代の 影響を受けて い た の であ る。

　 「教育新報』な どに も時代 の 影響が表れて お り、創刊時は組合運動 と密接 1こ関係 し 、 教

員の 団結が 中心 課題で あ っ た 。 しか し、社会全休が社会主義や共産主義な ど の 排除とい う

動 きを示すよ うにな ると 、 そ の 内容は教員に対す る首切 り反対 闘争へ と変化す るよ うに な

る 。 こ の 時点 で は 、 教員自体 に力点が 置かれ 、 子 どもや実践が 1−
’
こ次的に され 、教育観な ど

はあ ま り見え て こ な い
。 そ の 後 、 真 の 民主 主義社会 に必要 な もの は 、 民主的 に社会を改革

で きる人物の 育成で あ る と い う視点か ら、教 育現 場の 改革や方向付けを も前面に押 し出す

よ う に な る 。 そ こ で は 、 社会 に適応す る人材育成で は な く、動的に 変化 して い る社会を よ

り前進 させ る こ と の で き るよ うな教育が労働運動 と同時に求め られ て い た、，

　こ の よ うな視点は 、カ リキ ュ ラ ム 改造運動批判に も示 され て い る 。
コ ア ・カ リキ ュ ラ ム

を批判す る こ とを通 して 、 教育 に 必要な学力や知識 、 教育 の 体系や系統 と して の 科学 を重

視 し鳩 な どは 汰 い に概 で き る ・ 購 と系統は訟 会を生鏃 き ・ 変 IY1・す る」・で 腰 152
な もの で あ り 、 課題解決 の 基礎 とな る と い う方向を打 ち出 して い る の で あ る v こ れらに は 、 〔71 ）
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独 自の 実践に よ る深化 と い う方向は見え な い が、戦前 の教育遺産 や今井誉次郎 ・国分
一太

郎 ・ 石橋勝治 な ど の 実践を踏 まえた もの と 言え るだ ろ う 。

　また実践の 側面か ら言え ば 、 自治の 姿勢 とい うの が注 目で き る。 民教協の 頃には 、 組合

運動の 手段的に 自治活動を導入す ると い う傾向 も見え隠れ して い るが 、 「教育新報」 な ど

に は 自治と権利および社会認識 と の 関係 が視野 に 入 れ ら れ る よ うに な る 。 こ の 頃に は子 ど

もの 権利な どはあ ま り意識 されな い 状況 に もかか わ らず こ の よ うな視点が示 され て い る こ

と も評価 して 良い で あろ う 。 また、教科実践は十分に 報告 され て い る とは言 い 難い が 、 各

教科 と も社会を変革す るた め の知識を科学的指導 に よ り系統的に 子 ど もに得 させ ようとす

る試み が読み取れ る 。 そ こ に は 、 ア メ リカ流の 新教育 に は見 られな い視点や 教育観が示さ

れ て い る こ とか ら、こ の 時期に 来て よ うや く日本の 現実にあ っ た教育実践が 模索 され始 め

た と言え るか も知れ な い
。

　教育 は絶えず時代 の 影響を受ける。 占領下 と い う現実の 中で 、 民教協が民間側か ら教育

運動を組み立て た 意義は大 きい 。 そ の 民教協 の 流れ は、途絶えるこ とな く様 々 な雑誌 に受

け継が れ て い た と言え る。具体的に は、労働運 動と教育文化運動 の結合 、 ア メ リカ流の 新

教 育と して の 経験主義批 判、日本の 環実に 合 っ た指導な ど の 面に お い て、大 きな 問題提起

を試 みて い るめで ある 。 しか し、 理 論や実践による t一分な裏付 けはな され て お らず 、
そ れ

ら の 課題 は後 の 「教師の 友の 会」な どに 受け継が れ る こ と に な る 。

　

）

51721
（

注

（1） 民教 をめ ぐる代表的研究は 、 川合章 「民間教 育研 究の 高ま りと 文部省社会科批判」（長洲
一二 『社会 科教 育体系 』 三 一書

　 房 1961所収）、民教連世話人会 「日本の 民間教育」第二 集 1967
、 谷 口雅子 「社会科 と体験学習」（『福岡教育 大学 紀要』 第

　 32号 1982 所収 ）、土 屋 基規 ・田中武雄 「『明か る い 学校・あ か る い教 育」 の 歴 史的意義 」 （日本 民 間 教 育 研 究団体連絡会

　 『復 刻版　明 か る い 学校
。あ か る い 教育』教 曹史 料出版会 1980 所収） な どが ある 。

C2 ） 民教 協の 方針 を受け継 ぐこ の 時期の 雑誌と して は 、「教育新報』全 12巻　号 外 2巻 （1949年 6 月〜195D年10月）・「教育時

　 報』 全 1巻 （1950年 B∫1）・「学力 向上研 究』全 2 巻 （1950年 9 月〜195 年10月 ）・「新 EI本教育 』全 2 巻 （1950隊 4 月
〜1950

　　年 6 月）が ある n これ ら雑誌 自体を中心 に した研 究 は進 め られて い な い が 、作文教育史の 視点か ら大 内 善
一・

「戦 後 作 文 教

　　育史 研究』 （教育 出版 セ ン タ
ー1984）、回想 的 な 研 究視点 か ら海 老原治 善 「戦 後 日本教育埋論小史』（国土 社 ］9B8） な どで

　 触れ ら れ て い る ．，
（3）　成田喜英 「第十二 回中央委員会をかえ りみて 　日教組 の 動 向」（「教 育新報』 第 4巻 1949．8．15p 、4）

（4 ） 安 井 眞造 「第十 二 回 中央委員会をか え りみ て 　聞 け、．人民 の 足音 を 1（『教育 新報』 第 4 巻 1949．8．15pp ．4・5）

（5 ） 原久夫 i
．
二 つ の 道

一
日教組 は どち らを選 ぶ か ？　正 当右派は H 和見左派 を批判 す る」 （「教育 新報』 第 8巻 1949．10．30pp ．

　　3．4）

（6 ） 鈴木三 郎 「「 っ の 道一日教組は ど ち ら を選ぶ か ？
“
国際教育 労働 者連合

”
の こ と」 （「教育新報．1第 B 巻 1949．10．3Dpp．5−6）

（7） 岩間正 娼 1
．
社会主義 教育論 』労働 文化社 1948．12p 、59

（B） 岩 間止男 「教育 を まもる 全人民の 斗い へ 」（「教 育新報』第 6 巻 1949．9．15pp 、4−7）

（9）　こ の よ うな 傾 向は 教育 実践 の 報告や討論だ けで な く、宗像誠也 「自律 的な 教 育の た め に」 （『新 日本教 育」 第 Lt巻 1950．6．

　　lpp ．2−6）な どに も示 され て い る。

（10）　 「トピ ッ ク ス　全国代表者会議の 成 果　職場 闘争 とカ リキ ュラム の は な し」 （「教 肓新報」 第 2 巻 1949、7，15p ．2）

（11）　国分
一

太郎 「：コア
・カ リ キ ュラ ム を ど う扱 うか 　カ リ キ ュ ラ ム に おける教科の 意義．1（「教育新報』第 4巻 1949．Bj5p ．11）

（12） 南博 「コ ア 。カ リ キ ュ ラ ム を どう扱 うか 　ア メ リ カ 的カ リキュラ ム の 特質 二 （『教育 新報」 第 4 巻 1949．8．15p 、13）

（13） 同前 （p．13） また、南博 「日本教 育再建 の た め に」 （「あ か る い 教 育』第12号 1948．7pp ．1−7＞で も同様の 指摘 があ る。

（14）　クロ タ キ ・チ カ ラ 「コ ア ・カ リキ ュ ラ ム を どう扱 うか 　ど こ に新教 育が あ る か．1（『教育 新報』 第 4巻 1949．8、15pp ．13−14・

　 　 5）

（15） 編集部 「新 教育 と 学力低下 1（『教 育新報 』号外 1949．1113pp ．6−7）

（16） 今井誉 次郎 「特集書評　石橋勝治著　
一．・

年生 の 生活 記録　チ ど もの 権利の 記 録　教 師の 立 場か ら」 〔「教育新報』第 8 巻

　　1949．IO，3Q　p．13＞
（17）　 今井誉次郎 ［学習活動 をすす b るた め に 」 （『教 育新 報』第 9巻 1950．2．15pp 、5−6）
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戦 後 LF本に お け る民 間教 甫運 動 の 方向　　　　菱 山　覚　・郎

（18）　簪本学力向上 研究会 「基礎的な能力 と系統 的な知識を」 （『教育 薪報」第 9 巻 1950．

2．】5P ．7）

（19）　 ［特集　臼治会 の 役 目一1（r教育新報」第 1巻 1949．6．3〔｝pp．4−11）参照、，

（2の　冨田 博之 、自治教 育の 傳統一
』
（ir教育新報』第 1巻 1949．6．3〔｝p．10）

（21） 石橋勝治 、 子ど もの 創意性．1 （『教 育時報護 第 1巻 1950．8．輸 p．5）

（22） 大森 平占 1理科の 学力 向、hの ため に 」（『教育新報』第10巻 1950．4．30　P，6）

（23）　間山茂男 「算数学習を 拘束す る もの 　算数学 力向．］：の た め に
1

（「教育新報』第 12巻

1950．4．30　p．4）

（24） 野 口茂夫 膕 語 の カは 、ど の よ う に して 向 ｝1で きるか」（『教 育新報』第 H 巻 195fj．

5．1sPP ．4−6）

（25）　こ の 様な 見解は 、 池田種生 「新 しい 職業科教育に つ い て一〔『学力向 ヒ針究』第 2 巻

　　 195C｝，9．iO　pp、4−5）e 「特集　職業家庭科」 σ学力向上研究』第 3 巻 1950．10濤O　 pp．4−

　　8） な どで 具体的に 触れ られ て い る 。

（26） 池田種生 「報 しい 職業科教育に つ い て 一（．「
「
学力向一L研究』第 2巻 1950．9．top，5）

（27）　高橋碵 … 「社会科に お ｛ナる歴史の 意義一（『学力向上研究」 第 3巻 1950．10．30p3 ）

（28）　こ の 連載は II
コ
教育新ie．ll第 5 巷か ら 『教育時報 い 『学力向 1洲を究」 へ と受 け継 が

　　れて い る 。

（29） 今井誉次郎 e 石橋勝治 e 片躙並 男 ・無着成恭
「

私 た ちの 学級経営 1（『新日本教 育』

　　 ］950．4，l　PP，32−48）
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