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は じめ に

　社会科教 育史の 理 論や 実践 に お い て 、「郷土 」 や 「地域一 とい う概念 は 常 に 議論 の 対 象 と

な っ て きて い る 。 そ れ ら は、予 ども自身の 生活 の 場 で あ り 、
リ ァ ル に 事実 を把握 する こ とが

で き る直接経験 の 場 と して 扱 わ れ て い る。また時 に は 、教育 内容 に 具 体性 を持た せ る とい う

点 の み な らず一 郷一L や 1地域．二 の 教材 を通 して 了
．
ど も の 社会認識形 成 を も指 向 し て い る 。

こ の よ うな視点は、昭和 30 年代 の 後 半以 降、多 くの 民 間教
．
育団体 に 見 ら れ る が 、そ れ 以 前

に 多 くの 謝 ゆ 先駆 的実践な ど が積樋 ね られ た成果な の で あ tt。 。こ パ 郷⊥」 K・
1一
地 域」

の 学習 を ど う位嵩付け る か とい う課題 は、社会 科の 創設時 よ り模索 され て い た の で あ る。

　な が で も 「地域 ．と い う概念 は 、 初期社会科 の 時期か ら 、 学習指導要領・P　
“
」 ア

・
カ リ キ ュ

ラ ム 連盟 C以 ドは ＝ ア 連 と略 す ） の 実践 な ど で も多用 さ れ て きた。現在 で も 「地 域 に 根ざ

す 」 教育や 「地域 の 掘 り起 こ し」 実践 が 盛ん に 行 わ れ て い る と言え る 。 そ れ に 対 し、1
一
郷 土一1

とい う概念 は 、昭和 33 年 の 学習指導要領 ま て 使用 さ れ て い た に も か か わ ら ず 、
「郷土 」概念

を真正 面 か ら取 り．ir．げた理論や 実践は あ ま り多 くな い
。 しか し、社会科教育史 を振 り返 れ ば 、

そ の 「｝ru　｛Z 」 とい ：｝概念に着 目 した人物 もい る 。 特 に 注 目す る 必 要 の あ る 人物 と し て は 、桑

原正 雄 が あげ ら れ る ． 彼 の 社会科教育論 ま、「郷九 教育論 と聲い 換え て 娘 い 程 に 「郷土 1
を尊重す る 。 彼は な ぜ 「

1
郷 ⊥ 」 に 固執 し た 社会科 を目指 した の か 、彼 の 教育論 を現代 の 視点

か ら考察す れ ば
一
郷 十一」 の 教育的意義 が 読み 取 れ る と思 わ れ る 。 こ の 様 な祝点か ら本論文 で

は 、桑原 の 教育論 を中心 に 「va　十一1 の 在 り方 と意義 を検証 して み た い と考え て い る
。

　桑原 を め ぐ る研究は 、子 ども の 社会認識形成 とい う点 か ら彼 の 理論 を意味付け し た 物D 、

論争史 に 彼 の 教育論 を位 置付け た 物2）、歴史教育 者協議会 （以下 は歴 教協 と略す） と彼 との

諭争 を 分析 し た 物 3，な どが 進 め ら れ て い る。そ れ ら の 研究 に よれ ば、彼 の 教育論は数 々 の 論

争や フ t
一

ル ド ワ ー
ク な どを 通 して 形成 さ れ た こ と が 理 解 で き る 。 そ の 意味 で 、彼 の 著作 を

年代 順 に 分析す れ ば そ の ［郷土 」 観 の 形成過程 も 見 え て くる こ とに 成 る で あ ろ う。 ま た、彼
が 主 宰 し た む さ し の 児 童文化 研究会や 郷土 教育全 国連絡協議会 （以 下 は 郷 土 全協 と略す） の

活動な ども視野 に 入 れ て 考察すろ 必要 も あ る と考え る 。

第一
章　郷土 全協と桑原正 雄

戦後 の も っ と も早 い 段 階 に お い て 、 郷 一L とい う概念 に 細 した 民 間教 育団体は 、む さ
194
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　　しの 児童文化研究会 （昭和 26年発足、後に 郷土全協 へ 発展改組）で あ ろ う。 同会 を主宰 し

　　た 桑原は、発足 の 前年 に 組合運動に 熱心す ぎ で勤務成績が 不良 とい うこ とで 教壇 よ りパ ージ

　　さ れ て い た 。
つ ま り、彼 の 教育実践 は校外 の フ ィ

ール ドに 求 め ざ る を得な か っ た の で あ る 。

　　 こ の よ うな点 も フ ィ
ー

ル ド と して の 「郷土 」 を誰 よ り も重視する要素 と考え られ る。

　　　 こ の む さ しの 児童 文化研究会は、 フ ィ
ール ドの 現実 を見 る こ とを通 して 、社会科の 図式 的

　　観念的な傾向 を 「え そ らご と」 と批判 し、社会科学習を 「郷土 の現実」 に 対決 さ せ る こ とに

　　 よ っ て 、批判 の 精神 と能力 を高め よ うとした 4）の で あ る 。 そ の た め の 方法 として は、 コ ア 連

　　 に代表 さ れ る地域 の 課題 解決をめ ざす 生活単元学習 を批判 し、 科学や学問 の 重視 した 系統学

　　 習の 立場 を と り、確か な知識 に よ る社会認識育成 を目指 し て い た 。

　　　そ の む さ しの 児童文化研究会は、昭和 28 年 2 月 に 第
一

回郷土 研究大会 を 日教組や 歴教協

　　 の 後援を も とに 成田 で 開催する 。 そ こ で は戦前 の 愛国心 育成 の 郷土 教育や、授業 の 手が か り

　　で あ る教材 として 「郷 土 」 を利用す る の で は な く、「現実 の き び しさ を きび しさ として 、対

　　 決 し よ う とす る 。
バ ラバ ラ に き りはな さ れ た 現実で はな く、おた が い に つ な が り あ い

、 発展

　　 す る も の の 姿 と して 郷土 を とらえ る 」
5）とい う方向が 示 さ れ た 。 そ こ に は生活綴方や歴史教

　　 育 の 場 として の 「郷土 」観 と、社会全体 が変化 の 過程に あ る とい う社会観が 存在 して い る 。

　　 で は、どの よ うに して 「郷土」 と対 峙す る か とい うこ とが 問題 と な る 。 同大会 の 資料に よ れ

　　 ば 、 人間 の 貴重な努力 ・一般性 と特殊性 ・認 識 と表現 と い う点が 基礎 とな り教科や 「郷土 」

　　 教育が進 め られ る とい うが、そ の 道 筋が 十分 に説明 さ れ て い な い と言 え る 。 また、「郷土 」

　　 教育 の 定義付け に 関 して も 「きめ て か か る の で は な く、郷土 の 子 供 の 幸福 を考え て 、そ れ を

　　 どうす る か とい う中か ら、今 後作 り出 さ れ て い くも の 」
6）とい う視点 が導 き出 さ れ て い る に

　　 過 ぎず、具体的な方法や内容は 示 さ れ て い な い 。

　　　 第二 回郷土 研究大会 （昭和 28 年 8 月） は 、名称 を郷土全協 と して 全 国組織 に 発展改組 し

　　 た後 に 開か れ た 。 そ こ で郷土 全協は 、
「一、子 ど もたち と ともに 郷土 の 現実か ら出発 す る 。

　　 二 、生活の 中か ら真実 をつ か み、郷土 を か えて い く子 どもをつ くる 。 三 、民族 の 文化 を愛 し、

　　 こ れ を まも り正 しく育て る 。
四

、 偏狭な郷土 愛 を排 し、人類 の 平和 と独立 の た め に 力 を つ く

　　 す 。 」 とい う綱領 を決定する 。
こ れ に は、「郷土 」 の 具体的事物 を通 して 、我が 国 の ため の 教

　　 育を 目指す とい う意図 が 感 じ ら れ る 。 また、当時 の 民 族 の 独立 と平和 とい う民 間教育運 動が

　　 打ち出 した 方 向とも合致して い る と思 われ る 。 さ ら に同大会 で は郷土 全協 の 具体的な方向 と

　　　して 「郷土教育的教育方法」 の 確立 が 打ち出され る 。
こ の 方法は後 に桑原が 「生 活現 実 と し

　　 て の 郷土 に 対決 さ せ る こ とに よ っ て 、子 ど もの 社会認 識 を高 め よ う とす る
一般的方法」

7）な

　　　ど と意味付 け る が 、こ の 時点で 郷土 全協 と し て は 、方 向 だ け で 具体的な 内容な どは示 して い

　　 な い
。

　　　 郷土 全協 を指導 した桑原は 、個人 と して も当時 の 花形教科で あ る社会科に対 して 批判 を投

　　 げ か け る 。彼は 「体系 的 に整 え られ た 内容 （知識 ）」8）の 必要性 を強調する と同時 に、官製社

　　 会科 の 持つ 同心 円拡大方式
・相互依存主義的社会観 ・生活単元的 な学習 を批判す る 。 そ して 、

　　　そ の 上 で 新 しい 「郷土 」 観に よ る教育 を提唱す る 。 そ れ は、「郷土 」 の 現実 を見 る 方法 で あ

　　　り、「今 日 の 生 きた 国民的な教育は 、日本 の お か れ て い る現実 に 根 をお ろ した、た くま しい

　　　リア リ ズ ム の 方法か ら の み め ば え て くる 」
9）と主 張す る 。つ ま り、物事 の 現 実や矛 盾 を よ り
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を有す る フ ィ
ー・．J レ ド として の 1郷 土 」 を重視す る の で あ る 。 何故な らそ こ に は 日本 の 問題 が 、

具 体的に 現れ て お り、真 に 入間 の 営み も感 じ られ る か ら で あ る。

　 系統的 な知識 と
「郷 」，」 の 現 実 を重視す る桑原は 、 コ ア

・
カ リ キ ュ ラ ム 理 論に 裏付け さ れ

た 問題 解決学 習 に も疑問を示 して い る 。 例 えば、コ ァ 連 の 発展組織で あ る 日本生活教育連盟

似 下 は 日 生連 と略） の
厂
水害 と市政 亅 の 問題 解決学習型実践 に 対 し、「犬 もあ る けば棒に あ

た る 式 の 指導」 と批判 し、屠卜画 的 目 的的な指導．」跏 の 重要 性 を説 く 。 また 同連盟 の 「西 陣

織 」 の 実践報告に 対 して は 、「．般 法則 の 追求 を見 失 い 、部分 の 問題解決 に お わ っ て い る 」
1
’
O

た め、子 ど もは 学習 の 成果 を応用で きない と主張す る 。 こ こ で 桑原は 、「郷 十 1 の 課題 を 取

り上げ た 問題解決学 習 に よ る地 域閉鎖性 を指摘 した の で あ る 。 そ の Eま た、 乙 れ ら の 実践 で

使 わ れ て い る 問題解決学摺 白体 に 関 して は 、
「子 ど もた ち自ら考 え、行動 す る 、新 しい 進 ん

だ 学習 の 方法だ と は 思 うの で す が 、… （中略）…な が い あ い だ の 教育的 な計ithlと体系、つ ま

り系統的な学習 の うら づ け が あ っ て こ そ、は じめ て 生 きて く る 」
IL“；，と批判す る 。

： の 発 言は

自分 の 教 育論を展開 した だ け とい う感 もあ る が 、全 体 が ．見渡せ る教育計面 と、教育の 体 系を

再構築す る 必要 を説い た と考え られ る 。

　 こ の 批判 に 対 し、日生 連 の 馬場四 郎は 、桑原 の 問題解決学習観を問い た だ す。馬場 に よ れ

ば問題解決学習は 、系統立 て て 配 列 した内容 を基本的な理解事項 と認めた上で 、 ア
・
どもの 主

体的な理解 に よ っ て 習得 させ よ うとす る学習な の で あ る とい う。つ ま り 口本社会 の 基 本的な

課題 の 解決を指向する 中で 、知識 ・態度 ・能力 を同時に 育成 し よ うと試み て い る の で あ る 。

そ こ で 必 要 な の は、知識や 系統 に 奉仕す る こ とで もな く、［問題解決学習 に よ る 系 統的学

習一」13；な の で あ る と主張す る 。
こ こ に は コ ア

・
カ リ キ ュラ ム 論 か ら

一
歩踏 み 出 し た組織 さ れ

た経験主義的 な教育観が 見 え隠れ して い る と言 え、問題解決学習を よ り深 め た視点 か らの 反

論 とみ る こ とが で き る 。

　 また 桑原 の 批判 に 対 して は、「水害 と市政 、 の 実践者 で あ る 占田 定俊 も反駁 して い る 。彼

は 、系統的な学習の 体系 の 中で て 一）と り早 く教 え込 ん で い っ た の で は 、子 ど もた ち は自分 の

立 場 を正 し く認識す る こ とが で き な い 14）と述 べ る 。
つ まり桑原 の 系統学習 論を旧来の 歴史や

地理 を教 え込ん で い た教育指導法 と同．一親 し て い る の で あ る 。 そ の 上 で 、吉田 は 閙題解決学

習 で 扱 った 「問題 ．を他 の 課題 に 応用す る 道筋や 普遍的 な も の へ 導 く方法 を 示 し て い る 。 そ

こ に は桑原 の 「郷土 】の 扱 い 方と同 じ方 向 が 感 じ られ る 。

　 こ れ ら二 者 の 批判 を受け、桑 原 は 再び馬場に 「Glか い 問題解決学 習 を批判す る 。 教育 の 場 で

ま ず必要 な こ と として 桑原 は 「子 ど も た ち に 、まず教えて や ら な け れ ば 」
15）と考 えて い る 。

そ の た め 、まず問題解決 の 主体的 な行動 が あ っ て、知識が 手段 とな る よ うな学 習 は、子 ど も

の 知 りた い とい う要 求 に 応 え る こ と も で きな い と主張する 。
つ ま り桑原 は、教授 を rP 心 と し

て将来 に 備 え る よ うな科学主義を 打ち出 し て い る の で あ る 。 こ れ に 対 し、馬場 は 予 ど （， の 学

習 と し て の 一L体 的行動 を紐織す る こ とを重祝 した経験主 義を指向 した 。
こ の 論争 に お い て は 、

歩 み 寄 りが 見 られ 、学書指導方法 を深 めた とは 言い 難 い が 、視点 を 変 え れ ば 、桑原 の
厂
郷

土 」 と 目 生連 の 問題 解決学習 の 「問題 」が 抱 え る、具体か ら
一

般 へ 、旨い 換えれば地 方 の 特

殊性 と教育 の 普遍性 とい う課題 が 浮 き彫 りに な った 言 え る
。
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第二 章　歴教協との論争

　　　 全 国組織 とな っ た 郷 土 全協は 歴教協 と協力 関係 を結 び、合同 で 機関誌 r歴史地理教育』 を

　　 昭和 29 年 よ り発行 す る よ うに な る 。 しか し、第五 回郷土全協 （昭和 31年 8 月） の 郷土研究

　　 大会時 に 歴教協 の 高橋瞋
一 ・小松良郎が 、郷土 全協は地理教育 の 内容 を系統的に 究明す る こ

　　 とに 専心 す べ き と の 提案 を行 ワ た 。
こ の提案に 対 し、「郷土 」 の 研究や運動 を発展 さ せ 、「郷

　　 土教育的教育方法」 の 確立 が 郷土全協 の 任務だ と考 え る桑原正雄は激し く反発す る。そ の 桑

　　 原の 「郷土 G 教育論 を機関誌 上 で 小 松が批判 した の を契機に い わ ゆ る 「郷土教育論争」 が 展

　　 開 さ れ る こ とに な る 。
こ の 論争後、郷土 全協 と歴 教協の 協力体制は 崩れ 、機関誌 の 共同編集

　　 も打ち切 られ 、 両団体 とも独 自の 方向へ 進む こ と に な る 。

　　　 「
．
郷土 」 とい う概念 を 通 して こ の 論争 を振 り返 っ た場合、そ こ に は 二 つ の 視点 を見 る こ と

　　 が で き る 。ひ とっ は郷土全協 とい う民 間教育団体 の 任務や歴教協 との 関係 の あ り方 をめ ぐ っ

　　 て で あ る 。 郷土全協は地理 教育 を研究す る団体 な の か 、「郷土 」 教育 の 研究団体 な の か とい

　　 う点で あ る 。 他方は 、教育 に お い て 「郷土」 を ど うとらえ るか とい う課題で あ る 。
こ れ ら の

　　 視点が 絡み 合い な が ら論争が 続け られ た と言え る 。

　　　 まず小松 は 、 郷土 全協が 独 自の 機関誌 と称 し て 印刷 し た 「郷土教育 ニ
ュ

ース 」 を批判す る 。

　　 そ れ に よ れ ば 、郷土全協は 地 理教育を主題 とす る 団体 で は な く、 ど こ まで も 「郷土 」 の 問題

　　 に 取 り組ん で い くな か で 、地理教育 ・歴史教育 ・道徳教育な どを考え て い く組織で あ る とい

　　　う郷土 全協が 目指す方向 16）に疑問を示す。歴教協 に と っ て 郷土全協 が 、地理 教
．
育の 団体で な

　　 け れ ば、「歴史教 育の 面 は歴 史教育協議 会、地 理 教育 の 面 は郷土 教育全 国連絡協議会が 担

　　 当 117）とい う 『歴史地理 教育』 を共同編集す る意味が 失わ れ て しま うの で あ る 。

　　　 ゆ え に 郷土 全協 の あ り方で あ る が 、 小 松 は創刊時 の 『歴史地理教育』 の 方 向に つ い て

　　 「（郷土全協 は） r地理教育』 を分担 して い た 。

… （中略）…本質 に お い て は r地 理 教育者協

　　 議会』で あ っ た 」
18）と主張 し、歴教協は 歴史を、郷土全 協は純粋に 地 理 を担当す べ きだ と言

　　　う。
こ れ に 対 し、桑原は、小松 の 郷土全協観 に は誤解が あ る とした 上 で 、「（郷土全 協が 地 理

　　 教育 に 取 り組み、歴教協 と手 を結ん だ の は）『郷土教育』 を発展 させ 高め て い くた め に 、た

　　 ち お くれ た r地理 教育』 に と り く ん だ に すぎ ない 」
19）と主張す る 。 そ して 郷 土全協 の 任務は

　　 あ く まで も 「郷土教
．
育的教育方法」 の 確立 で あ る と し、特定 の 教育 内容や 方法に つ い て 研究

　　 す る こ とは考 えて い ない こ とを示す 。 また歴教協 の 高橋 も民 間教育運動 の 中で の 地 理 教育 の

　　 必要性 、 郷土全協 の 地 理教育 へ の 貢献度、「郷土 」 教育 の 中か ら生 ま れ る 地 理教育 の 芽な ど

　　 の 視点20）か ら郷土全協の 任務 として 地理教育 を と述べ て い る 。
つ ま り、先 の 小松 と同様 の 見

　　 解 を示 して い る、 こ れ らの 所論 の 中で 明 らか に な る こ とは、歴教協 と して は 郷土全協 は 地 理

　　 教育 の 研究団体 と位置付け て い た の に 対 し、郷土全協は自分 た ち の 任務は
一

つ の 教科 目 に と

　　　ら わ れ な い 「郷土 」 に 即 した題材 を取 り上 げ た 「郷土教育的教育方法 」 の 確立 に 向け られ て

　　 い た とい うこ とで あ る 。
つ ま り、郷土 全協 の 桑原に と っ て 地理教育 の 研 究は 「郷 土 教育的教

　　 育方法」 の 確立 へ 向け た
一

手段 に 過 ぎ な い とい うこ と に な る 。 また、 こ れ らの 主張 の 背後 に

　　　は 社会科 を め ぐ る教科観が あ る とも考 え られ る 。歴教協 は、歴史や地理 の 独立 に 否定的で は

　　　ない が 、郷土 全協 は、社会科批判を繰 り返す が 社会科そ の もの の 解体 や廃止 お よ び諸教科 の

191
　　 独立 に は慎重な方向を示 して い る の で あ る 。

（28）

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Meisei University

NII-Electronic Library Service

Meisei 　university

社 会 科 数 ffに 黏 け る 「郷 」．」概念 の 一．考察 　　 　菱山 覚
一

鄭

　 こ の よ うな 見解 の 差 は、教育 に おい て 「郷⊥一とい う概念 を ど う扱 うか と い う こ とに っ い

て も明確に な っ て い る 。 桑原は
一
子 ど も の 身近 な生活環 境 と して の 郷土 を、目で 見、耳 で 闘

き、 手で ふ れ る こ と に よ っ て 、科学 的な社会認識 を ffて る教育方法 即 として あ らゆ る教科

目や 生活指導 に 応用 で き る 「郷十教育的教育方法 1 を確立 させ よ うとす る 。 そ の 方法 で は 、

予 ども の 直接的な経験 な ど も 重視 しつ つ 、「あ らゆ る科学 ・学問 の 成果 を ゴ
．
ど もの 主 体性 に

お い て 統
一

的 に 理 解 さ せ る 必 要」 か ら も
一
つ ね に郷土 に 立脚す る 幽 の で あ る 。

つ ま りそ こ

で の 「郷土 1 は、教育内容 と教育方法を統一
で き る もの と して 位置付け られ る と同時 に 、イ

ども に 対 して 科学 の 体系を統 ・的 に 理 解 さ せ る 場 と して 、ま さ に 教育の 拠 り所 と な る と言 え

よ う。

　 こ の ［郷土」観 に対 して 、歴教協 の 理論的指導者は疑問 と批判 を投げ か け る 。 歴教協が 郷

土全
．
協を評価 し た の は 「

．
郷土 」 学習 と して の 運 動 を認 め た か らで あ り、歴教協 に と・−t て 「郷

土 を教 え る こ と は 、ど ： まで も 『郷十学習」 な の で あ る 1鮒 。
つ ま り歴 教

．
協は 、 郷 壬二金協に

「郷土 の 現 実 を直視す る 1 とに よ っ て 現代史 を学ぶ 有力 な事実と方拡 と感覚 を 身 に つ け 」 る

「新 しい 地理 教育」
311を求め た の で あ る 。故 に そ こ で の 「郷 土 ．は 学習の 対象 で あ り、教育の

手段 と して の 教材 とい う位置 に あ る 。
つ ま り歴教協 の 内部 で は 、「郷 土 教育運動 ．】は　郷 ．土

学 習」 また は 「地域学諧約 と捉え られ て い る。 こ の 桑原 の

一
郷 土 教育 1 と歴教協 の ［郷⊥学

習」 と い う見解 の 違 い は、教育 に お け る ：郷土一1 を ど う考 え る か とい う点で も決定的な弟異

を牛 む 。 確 か に 歴教協 も 「郷圭 i 自体を重視す る こ とは認 めて い るが 、それ は教育内容 とし

て の 重視で あ り、教育 の 方法 として ど う影響す る か とい うこ とは視野 に 入 れ て い な い 。

　桑原 と歴教協の 間 の
「

郷 十 教 育論 争一」の 背 景に は 、「郷 土教育運動」 に お い て
厂

郷土 1概

念 を ど う位 置付け る か とい う視点 と、地 理 学習 の 「郷 土 」 とい う違 い が あ る 。 そ の た め科学

や学問 の 系統性や 教育方法 の 探求な どか らも統 一的見解を 見 つ け る こ と が で きず、機関誌 の

共同編集 を は じめ と す る 両団体 の 協力 関係 も切 ら れ て しま う。 しか し、こ の 論争
．
は 「郷

．i／　
’

で 教 えた り考えた りす る こ との 意味、子 ど も の 祉会認識育成や闥題 意識 の 確認 に
「
郷

．
匂 を

使 うとい う意義、一般的認識 や科学性 と 「郷± 」 の 関係 な どに 関 して 、理論 と実践 を進め る

必 要 を示 し た と言え よ う。

第三 章　今井 ・桑原論争

　桑原 正雄 は歴教協 と 「郷十教 掬
．
論争 」 を展 開 して い る際、

一．．一
方 で は 今井誉次郎 と社 会科教

育 に お け る 「郷土 」 の 機能に 関 して 論争を して い る。今井は、日本作文 の 会 の 理論 と実践面

の 指導者 で あ り、「西 多摩 プ ラ ン 」 を実践 した人 物で もあ る 。 また 、 C の 論争が 行わ れ た昭

和 33 年 前後 は、学 習指導要領 の 法的拘束力 をめ ぐる議論や 社会科教 育理 論 を体系的 に 構築

し始め る 時期 と も
一．
致 し、社会科 白体 が 揺 れ 動 い て い た 期問で もあ る。

　まず こ の 論争 の 発 端 とな る の は 、今井 の 社 会科 に対す る提案 で あ る 。彼は 、 小学校 の 低学

年社会科 で は 「人間 の 基 本的問題 （食 う、着 る 、働 く、体む 、遊ぶ 、∫
・
を育て る ） を扱 う」

25
’
i

と し、
一
高学年 の 社会科 は、 目本社会 の 基 本問題理 解 の 方向 をめ ざ して や れ ば い い 1；tti）とい う

方向を 具体的 に 主張す る 。
つ ま り学年 を 軽 る に した が い 身近 な生活問題 か ら具体的社会問題

へ と 広が り を持 つ とい う筋道 を有す る こ とに な り、「西 多摩 プ ラ ン 」 か ら受け継が れ て き た

彼 の 「子 ど もの 認識 の 発達 に そ っ て 科学 的 ・系統的な社会科指導 が 行 わ れ な く て は な ら な 　190
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　　 い 」
27）とい う基本的な立場が 示 さ れ て い る 。

こ の 提案は 「西多摩プ ラ ン 」 が 、特 に 日本 が抱

　　 え る現実的な課題 を理 解す る に 至 らなか っ た 二 とを反省 して の 発言 とも受け取れ る だ ろ う。

　　 そ して 今井が 構想する社会科 に お い て 「郷土 」 を扱 うこ と は、「日本 の 課題理解 の 方 向 へ 進

　　 む学習 をす る た め の 基礎的な 学習」 と位置付け ら れ る。つ ま り彼 に と って 「郷土 」 は 「どこ

　　 まで も 日本社会 の 基礎問題理解 の 方向 に むすび つ けて 考 え る の で あ っ て 、郷土 の 問題だ け を

　　 単独 に 扱 うの で はあ りませ ん 。郷土 は目的 で は な くて 手段」
28）とな る 。

こ こ で は子 どもの 思

　　 考や認識 の 進化の た め に 「郷土」 の 具体性を用 い る の で はな く、日本 の 課題理解 の 手段 とな

　 　 る。

　　　 今井 の 主 張 を 「西 多摩プ ラ ン 」 か ら具 体的 に 考 え て み る と、「郷土 は 日本 の
一

部で あ り、

　　　日本 の 現実的課題は 、具体的な形で 郷土 に存在 して い る 」
29）とい う記述か ら も受 け取れ る よ

　　　うに 、
「郷土 」 で 発見 で き る 具体的 な事物 を 必ず 日本 の 課題 に 結 び付 け よ うと して い る 。 例

　　 え ば 同 プ ラ ン で は、自分 の 「郷土 」 で はた い した 工 業 で もな い 織物 を取 り上 げ、そ れ を 日本

　　 の 紡績 工 業 ・織物工 業 な ど と結び付けて い る 。 日本 の 課題 と関係あ る もの は身近な場 で 些細

　　 な こ とで もそれ を出発点 として 社会科 カ リ キ ュ ラ ム を構成 して い る 。 そ れ ゆえ 「郷土」 は 、

　　　日本 の 課題 へ 辿 り着 く手段で あ る と同時に学習 の 出発点 とい う意味合い を持つ
。

　　　 こ の 提案に 対 し桑原は 、「『郷土』 で 教 え る社会科」
30）を主張す る

。
こ れ は 自分 の 周 りだ け

　　　をや み くも に 穴掘 りす る学習で は な く、学習 の 拠点を常時明確 に 「郷土 」 に す えて 、他 を も

　　 学ぶ とい う学習 で あ る。絶 えず 「郷土 」 の 目を通 して 他 を見 る と い うこ とに な る で あ ろ う。

　　 そ の こ とに よ り、教訓や お説教 を批判 し乗 り越 えて い く子 どもを育て て い くこ とが 必要 と桑

　　 原は述べ る。 こ の 主張は次 の 具体例 として 取 り上 げ られ て い る小学校 二 年生 の 作文 を見れ ば

　　 そ の 意味合い が把握で きて く る だ ろ う。

　　　 「こ くご で 　うら し また ろ う を な らい ました 　ぼ くは 　 うらしまた ろ うは 　わ か な い （よ

　　　くな い ） とお もい ます 　お と うさん お か あ さん に 　だ ま っ て 　い つ まで も　 り ゅ うぐ うで

　　　あ そ ん で い た か らで す 。 」
3D

　　　　こ の 作文 の 作者 は、「自分 の 生活 を考 え た と き、… （中略）
…
浦島太郎に 疑問 （問題） を

　　 感 じた」 こ とに な り、こ の 疑問 （問題）を 自分 の 生活 と照 ら し合わ せ て 批判 して い る 。
こ の

　　 問題 を発見 し、批判す る能力 （桑原 は 問題意識 と表現 す る）は、「社会科学習 に と っ て 、き

　　　わめ て 重要な意義 と価値 をも ワ て い る 。

…　 （中略）…こ の よ うな問題意識 を育て て い くの が

　　 社会科の た い せ つ なね らい で は ない だ ろ うか 」
32）と今井 に 問 うて い る 。

こ の 桑原 の 発言 の 背

　　 後 に は、学習指導要領 に 示 さ れ た 同心 円拡大方式 の 社会科や 生活指導的な民 間教育運動 の 諸

　　 実践 に 対す る 反発 が あ った の で あ ろ う。 ゆ え に 「戦後 の 民 主主義教育は 、自分 で 考 え、自分

　　　で判断 し、自分 で 行 動す る こ との で きる 日本人 をつ くろ う とする 。 そ の た め に 教育 に お け る

　　 郷土 の 地域性が 重視 さ れ なければな らな い 」
33＞との 見解が 生 まれ くる。

　　　　こ れ らの 主張か ら も桑原 の 社会科観は 、子 ど も自身 の 生活 を含 ん だ 「郷 土 」 に 立 脚す る学

　　　習、「郷 土 」 で 教 える社会科 を 目指 した とい うこ とが 理解で きよ う。 彼が 「郷 土 」 の 特質 を

　　　重視す る の は 、 今井が 言 うよ うに 、「概説 の 基礎 （抽象 へ の 手 が か り） を養 って お く必 要が

　　　あ る 」
34）と考 え て い る か らで は な く、学習 の 拠点を 明確 に 「郷 土 」 に す え る こ と に よ ウ て 、

　　　そ こ か ら子 ど も の 問題 意識 を育て る ため と言 う 二 とが で き る だ ろ う。

189　　こ の 桑原 の 主張 に 対 し、今井はす ぐに反駁す る 。 まず桑原の学習指導法 に 対 して 「一つ の
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郎

方法 に ム リ に 固執す る こ とは 考 え も の だ と思 い ま す 。 子 どもの 認識 の 発達 に そ っ て 科学的 ・

系統的 な社 会 科指導 が 行わ れ な くて は な ら な い 」
3S）と警告する 。

こ れ は 明 らか に 桑 原 の 「郷

土 教育 的教 育方法 1 を批判 した内容で あ り、そ の 方法 は 、地 域主 義 ・
実 感 べ

っ た り主 義 で

「
郷 r彪 を撫で 回す だ け で 、子 ど もに 理 論的 な認識 を育て る こ とが で きな い と今井は考 え て

い る 。
こ の 今井 の 発言 に お い て、「郷土 1は あ くまで も 日本社会 の 基 本問題へ 子 ども を導 く

た め の 手段 で あ り、 学習の 拠点咽 よな い 。 今井は、先 の社会科 へ の 提案や r西 多摩ブ ラ ：・ 　 t

な どが 示 す よ うに
一
村 の 産業 と して 考えれ ば、別 に 取 り立 て る 程 の もの で な くて も、… 〔中

略）
…

必 ず取 り fzげ て
、 そ れ を出発点 と して 、カ リ キ ュ ラ ム を作 る 」

3a）
こ とを理 論的に も実

践的 に も目指 して い る 。 し か し、口本社 会 の 基本問題 と関係あ る もの が 「郷⊥ 」 で 発見 で き

な か っ た 場 合、1そ れ は （郷土 は ）は っ き り と棄 て 去 って い い と思 い ます一1銅 と言 い 切 る の で

あ る 。

　今井 の 社会科教育理 論 の 基 礎は 、「西 多摩 プ ラ ン 」 の 実践か ら受 け継 が れ て きた と考 え ら

れ る 子 ど もの 認識発達 に そ っ た科学 的 ・系統 的な社会科 と言 え る。 こ の 社会科 は昭和 30 年

代 後半以 降 の 概念や 法則な どを教 え 込 む抽象的な内容で は な く 、
「郷土 を出発点 として （感

覚的認識） と して しだ い に 郷 十 を離 れ （理性的認 識） て い く」
細 社 会科な の で あ る 。 言 い 換

えれ ば、今井 に とって 小学校社会科 の 最大 の 課題は 、子 ど もの 認 識を感覚的認識か ら理 性的

認識 へ 移行 さ せ 、確か な社会 認識 を育成 さ せ る こ とな の で あ る 。 そ の た め に 社会科は、人間

の 基本的問題 を扱 う段階 と日本社会 の 基本問題 を扱 う
凾
：つ の ス テ ッ プ を持 つ と考え る の で あ

る 。 そ の と き後者 の 段階 に お い て
「

郷土 」 は 、日本社会 の 基本問題 と結び 付い て い る 場合 の

み、そ の 問題 の 解決 お よ び 理解 の た め の 某礎的手段 と成 り得 る の で あ る。 こ の よ うな考 え方

は 、 i．1生連 の 社会科学習 に お ける閲題解決 の 方針 に 近 い と 言 え よ う。

　 二 の 論争は 、両者 と も自分 の 教育論 を主 張 し つ づ けた観 が 強 く 、 共 通 の 方向を 見出そ うと

す る視点は 感 じ られ な い
。 しか し、そ こ で の 問題提起は 後 の 社会科 に 影響 を与え て い る 。 例

え ば、学智 の 拠 点 を 「郷土 ．昌 こ置 き、子 ど もの 認識 を育成す る場 として 位置付け た桑原 の 考

え方 は、鈴木喜代春や 安井俊夫 の 実践 に も影響を 与え て い る 。一一
方、現場 の 科学的 ・系統的

な 社会科実践か ら
「
郷土」 を 日本社会の 基本問題 を理解す る千段 と して 位 置付けた今井 の 考

え は、 日本作 文 の 会や 教
．
育科学研究会 の 実践 に 受け継が れ て い くこ とに な る 。 また 論争 の 時

期的な 面 か ら して も、具体的社会科 か ら抽象的社会科 へ の 過 渡期に 位置 し、社会科に お け る

経験や 貝 体 の 意味を探求す る 面 か ら も．一石 を投 じた 論争で あ っ た と言える。

おわ りに

　社会科 に お い て 、
厂
郷土 t．1 とい う概念 に 限 らず、身近 な題材 を取 り Lげ る こ と は学習 に 具

体性 を持 た せ る とい う点な どか ら大 い に 推奨 さ れ て い る。 しか し、そ の 取 り上 げ方 とな る と

様 々 な考 え方や 方法 が あ る と言 え る 。

　本論文中で 扱 っ た 桑原正 雄 の
「

郷土 1 は ま さ に 学習 の 拠点 と して 位 置付け られ て い た。そ

の た め 、社会科 の み な らず各教科 や 人格形成 の 場 と して 規 定 さ れ 、そ こ で 了
・
ど も の 問題 意識

が 形成 さ れ た り 、 知識が 系統的 に 与 え られ た りして い た の で あ る 。 こ こ まで 「郷士 」 を 重視

す る と い う姿勢 は 、彼 自身が 学校 を追 わ れ 、学外か らの 活動 に 終始 した とい う活動 の 位置 の

要 素・ フ ィ
ー

ル ドワ
ー

ク に よ る 学習 を 重視 し た とい う要 素な ど が あ っ た た め で あ ろ うe また　188
− 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 （31）
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明 星 大学 紀要 【目本文化 学部 ・言 語 文 化 学 科 】第 7号 1999年

社会科を擁護 し よ うとす る教育観 も 左右 して い た と思わ れ る。昭和 30年代 の 後半以降、彼

の ス ロ
ーガ ン で も あ る 「郷土教育的教育方法」 の 確立 は、主知主義の批判や認識 を変革する

社会科な ど の 方向 に 進 む こ とに な る が、そ こ で の 考 え方 も本論文 で 扱 っ た運動や論争が 基礎

に な っ て い る と思 わ れ る 。 そ の 意味で も、郷土全協 と歴教協 との 関係や 「郷土教育的教育方

法」 の解明な どは よ り深 め る 必要が あ る課題 と して 認識 で き る だ ろ う。

　本論文で は 、桑原正雄 の 「郷土 」 観 の
一端 を扱 っ た に 過 ぎな い 。社会科教育史 の 中で 「郷

土」 は ど う考え ら れ て い た か 、また桑原 の 社会科理論は ど う位置付け られ るな どの 問題は 残

さ れ た ままで あ る 。しか し、現代的な視 点 か ら見 れば、桑原 の 「郷土」 に 対す る想い が、人

間形成 の あ り方 として 「郷土 」 の 必要 と意義を再認識 さ せ る要素を有 して い る と 言え よ う。
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