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は じめに

　戦後 50年 を経た 我が 国 の 学校教 育は 、様 々 な問題 に 直面 して い る 。 そ の 中身 と して は 、
f・どもの 心 の 問題 や教育制度 の 問題な ど極め て 多岐 に 及 ん で い る と言 え る 。 そ の よ うな中で 、

現在は 「総合的 な学習の 時闘 の 設置や 体験活動 の 重視な どが 主張 さ れ 、学校 と 「地坑 の

連携が 模索 さ れ て い る 。
「地域」 の 持 つ 教育的意義 と役割 の 吟味が 切 実 に 問わ れ て い る の で

あ る 。 そ の 際に は、1地域」 の 教育力 や 「地域」 の 教材 を学校 の 中に ど う組み 込 み 、子 ど も

の 興 味や関心 と結び付 け る か な どの 課題解決が求 め られ る こ とに な る 。

　学校 と 「地 域 」 の 関係を構築 し よ うとす る の は 、現在 に 限 っ た こ とで は な く、従前か ら も

盛ん に 試み られ て い た 。 戦後直後 の コ ア
・

カ リ キ ュ ラ ム 運動や コ ミ ュ
ニ テ ィ

ース ク ー
ル 論な

ど は そ の 典型 で あ り、高度成長期 に 主 張 さ れ た
「

地域 に 根 ざす教育」 な ど も同様 と言 え よ う。
そ の よ うな教育が 試み られ る際、常 に そ の 中心 に 位置す る 教科は 社会科で あ っ た 。 社会科は

自分が 生 き る 社 会 自身を知 り、そ の 形成者 と して の 資質 を育成す る教科で あ り、「地域 」 が

そ の まま教材 と な る性格 を有 して い る 。 こ の た め 、社会科で取 り上 げ る 「地域 ！観が 学校教
育で の 「

地域」 観 に 結び 付 く傾向 が あ る こ と は否定 で きな い 。 そ こ で本論文 で は 、社会科に

視点 を向け、特 に 学習 内容を方向付け て い る学習指導要領 が 「地域 」 を どう提 え て い た か を

探 り、学校 と 「地域」 の 結 び付 き方 を考 え て い く。なお、時期的な 範囲 として は 、学習指導
要領が 試案 で あ り、比 較的自由な教育実践が 展 開 さ れ た 昭和 20 年代 の 初期社会科 と呼ば れ

る 時期 に 限る こ ととす る。何故な ら、学習指導要領 が 、法的 な拘束力を持たなか っ た か ら 二

そ表現 で きた記述や 実践例な どが 多 く含 まれ て い る と考 え られ る か ら で あ る 。

　社 会科 の 創設か ら昭和 20年代 の 理論や実践 を め ぐ る 研 究 は、近年 に な り よ うや く質量 と

5　e：：充実 して き て い る
・ 現在 は・社会科創設や 初期社 会科実踟 携 わ 。 た 入物 の 懐古 的鯒

の か ら、理論や 実践 を客観的 に 分析 した 研究D へ と移行 しつ つ あ る。ま た、占領軍側 の 史料
分檐 ど 磁 め られ て 納 ・社会科倉1殷 の 飜 ・・な ど も明らか に f… ）つ つ あ る ． しか し、特
定 の 概念 か ら学習指導要領を分析す る よ うな探究は あ ま り進 め られ て い な い の が 現状 で あ る。
そ の 意味 で も・「地域 ．畷 念の 考察は 讖 彳姫 後に お け る学習指韈 領 の 方 向を再確認 す る

と 同時 に 、初期社会科 の 本質 を も 明確に す る ゴ∫能 性を含ん で い る と考 え られ る。
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第
一
章　公民科 に おける 「地域」

　　　我が 国 に お け る社会科は 、 戦後直後 の 公民科教育構想 と占領軍側 の 示 唆が 結合 して 創設 さ

　　れ た 教科で あ る。そ の ため、創設直後 の 社会科 に は 、公 民科 で 打ち出さ れ た方向や 内容が 多

　　く加味 さ れ て い る こ とは 想像 に 難 くな い 。社会科で の 「地域」 の 扱い 方を探 る に は、 まず公

　　民科 に お け る 「地域」 の 扱い 方を分析する 必 要が あ る と言 え る 。

　　　公民科構想 を具体化すべ く活動 した 「公民 教育刷新委員会」 の 「答 申」 に よれ ば 、 公 民科

　　は 「総 テ ノ 人ガ家族生活 ・社会生活 ・国家生活 ・
国際生活 二 於イ テ 行 ッ テ ヰ ル 共同 生活 ノ ヨ

　　キ構成者 タ ル ニ 必 要ナ ル 知識 ・技能 ノ 開発 ト ソ レ ニ 必 須ナ ル 性格 ノ 育成」 （「第
一

号答 申」）

　　 と さ れ て い る 。
つ ま り、従来は タ ブー視 され て きた社会自身 を学習す る こ と、社会 を 生 き る

　　た め に 社会 に 対す る知識や 、 そ こ で 生き る態度を体得す る こ とが 求め ら れ て い る の で あ る 。

　　そ の 上 で 、公民科は戦後 の 民主社会に お け る 国民教育 の 根幹た る 位置を 占め る も の とされ、

　　公 民教育 の 内容 として 「一、人 と社会　二 、家庭生活　三 、学校生活　四、社会生活　五 、

　　国家生活
… （略）…

」 （「第 二 号答申」） とい うよ うな同心 円拡大方式 に よる範囲 の 広が りが

　　示 さ れ た 。
こ の よ うに 広領域教科 と して の 公民科で あ る が 、「答申」 で の 構想は 、地理 科お

　　 よ び歴史科 の 存在を前提 とした教科で あ り 、 また学習指導方法 として も子 ど もに 教 え る べ き

　　 内容が 先行 して お り、子 どもの 興味や関心 を尊重 し、自発 的な学習へ と導 く もの で はな か っ

　　 た と言 え よ う。

　　　注 目す べ き点 と して は 、同委員会 の 「答申」 で は、子 ども自身 の 生活や 「地域」 に 着 目 し

　　 た 学習 を 示唆 して い る こ とが 挙げ られ る 。例え ば、健全 な社会的共同生活 を実現する ため に

　　 は 「各 自 ノ 社会 二 於 ケ ル 地位 ヲ 具体的 二 理 会」 し、「自主 的、自発 的協力 ニ ヨ
ッ テ共同生活

　　 ノ 向上発展 二 努 ム ベ キ デ ア ル コ トヲ、具体的実践 ヲ通 シ テ」 （「第一号答 申」）学ぶ として い

　　 る点な どは、「地域」 で の 学習 と実践に よ り自分 の 立場や 人間関係 の 重要性を子 ど もに把握

　　 さ せ る に他 な らな い
。 そ こ に は、「新 しい 公民 科教育 の 狙 ひ は 、あ る が ま S の リ ア ル な 社会

　　 生活に い か に して よ り よ く接近 す る か とい ふ こ とを
一

つ の 目標」3）と す る姿勢が 感 じられ る 。

　　 そ の た め に 公民科 の 教材は 「現実 の 社会生 活よ りも適当な も の は な い 」
4）の で あ る 。 しか し、

　　 「地域」 を含 む社会や生活 は 、 子 どもが 自ら 認識す る場 で は な く、教師が 子 ど もに 教 え る べ

　　 き教材 と して 扱われ て お り、そ の 意味で 社会科 と の 方法的な隔た りは少な くな い と言 え よ う。

　　　 「答 申」 を受け、公民科 を具体化すべ く初等用 お よ び 中等用 の r公民 教師用書』 も作製 さ

　　 れ た 。 初等用 の r国民学校公 民教師用書』 は、「や が て 公 に さ れ る 本格的な教科書や教師用

　　 書 に そ の 席 をゆ づ らな くて は な らな い も の 」 とし、公民科は修身教育 の 改革を め ぐ る 臨時 の

　　 措置 とい う よ うな定義付 け を行な っ て い る 。 そ の た め、公民 科 の 目的や方針 の 説明、指導方

　　 法 な どに 力点が 置か れ 、あ くまで も教師側か ら の 躾 を教 え る 生活的な道徳教育 とい う印象を

　　 受 け る 。 故 に 子 ど も自身 を取 り巻 く 「地域」 に して も、「自立 と共同 との 精神 の 育 て ら れ る

　　 大 切 な機会 」 と位置付 け られ な が ら、「道路や 公 園 をきれ い に する とか 、 汽 車や電車や バ ス

　　　の や うな交通機関 をつ か ふ ときの 心構 へ とか 、集会や 図書館 な どで の 正 しい 態度 と か 、い ウ

　　　たや うな指導」
5）の み が重視 さ れ て い る の で あ る 。 そ の 際 、

「地域」 は 生活 の 基礎 で あ りな が

　　　ら、子 どもが 自 ら認識 し、形成者 として 活躍す る場で は ない 。あ く まで も躾 的 な生活習慣育

107　成の場 として しか 意味 を有 し て い な い の で あ る 。また 、具体的な教材 と して 自主的 に 学ぶ 対
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　象 に も成 り得 て い な い と も考え ら れ る 。

　　
．．一畠
方・構 用 の r中等学鯖 騨 校丘眠 教師鰭 』 は、「将来 は 独立 の 教科 RE して の

滌 蜘 は恐 ら く再 開 さ 構 い で 、新た に r社会科』 とい 騨 科が 言殳け られ 、新 しい 方 離

道働 育が 改趣 れ る 」
6）と い う髄 し 叫 とに 作藤 れ て い る 。

”．　t） ら の 大 き衛 色 は 、
新 しい 学習指導方法を打ち出 した 点 に あ る

。 従来は 、教師や 教材主 導 に よ る教え る学習 が キ

流で あ 読 が ・こ こ で は 「指靴 当た ・ て は …
（幅 ）…

具 体的鱇 象 を貫い て ゐ る
一
般 的

な法則 や原理 を 、 生徒が 自身 の 調査 ・研究 に よ っ て 、或 ひ は教師の 示唆や助 言 や 更 に 講義 に

　
よ って 見 出 して 彳1’くとい う方 向に 向か はな くて は な ら ぬ ．．iT）と記 述 し て い る 。

つ ま り、学習
者 に よ る 主体的な課題解決 を押 し進 め る よ う提言 して お り、教膏の 力 点 を学習者 の 活動 に 移
そ うとす る 姿勢 が 読み と れ る の で あ る 。 学習者の 能動性 に 蓿 目す れ ば、必然的 に 「地 域」 の

撫 ’方 に も変化が 見 られ る ・
r土也域」 は学習者が 学ぶ 1鮴 的 な事象、 な どの 存在す る場で

あ り、一主体的な学習 の 対象 と成 り うる 可能性 を 有 して い る と解釈 で き る 。 事実、こ の 『公民

教師用書』 で は教材 を教授者が 教 え る も の か ら、学習者 が 主体的に捉 え る もの へ との 意識変

化 が 認 め られ る 。 しか し、公民科 自体で は従来 の 知識的側 面 と、学 習 者 の 主体性 を 9 視した

実践的側面 を統一一一
す る方向を打 ち出 して 得て は い な か っ た 。

　
こ の 中等用 「公民教師用書』 に は 公 に は され な か っ た が 、続編 と して 1生徒 の 活動」 の み

を記述 した 『中等学校青年学校公 民教師用書 （続 〉（第三章）』 が 用 意 さ れ て い た 。こ の 続編
で は・学習形 態 と し て 「問題 の 形i功 て 学習 騨 尢 をた て 一1・1、ま た 学習方法 と して 性 徒
が … （中略） …

回標 をは っ き りつ か ん で 自分 の 活動に よ っ て問題 を解決、そ の 経験 を 通 して 、

実際生活 の 諸問題 を合理 的 に 解決す る 力 を得 る とい う効果 を目 ざ す」
9）とい う方向 を示 した 。

つ まり、経験主義理 論 に 立 脚す る単元形式 の 問題解決学習 を提唱 して い る の で あ る 。 こ の 続

編 に は数多 くの 問題解決 の 単元実例が 示 され て お り、そ れ ら は 「地域」 の 実状や 課題 と直結
して い る も の が 多い

。 主体的学習 の 対象 と し て 「地 域」 を捉 え、課題解決 を 通 して 「地域」

で 学ん だ こ とを実践 で き る よ うな人間の 育成 とい う道筋が感 じ られ 、躾的な狭 い 意味で の 道
徳的 姓 活鯖 か らの 皺 轗 じらttる ． また，　i地域」 の 駛 調査 艦 渤 な ど も視 野 に

入 れ られ て お り、先 の 二 つ の 『公民 教師用書』で は打 ち出 し得なか っ た 「地 域 」 の 歴史性 と

地方的特殊性を も加味 して い る点は 注口 して 良 い と 言え よ うv

鰍 鹸 の 公民 科は・鮴 的に ｛ま躍 さ 綴 か ， た ． しか し、戦前 の 教育 皈 省 し、激
社 会 とい う教科書以 外 の 教材 に 目を向け 、学書方法 として も曖昧で は あ る が 問題解決学習 を

示 した 意義は 大 きい
。 題材 を社 会 に も求め る とい うこ とは 「地 域 」 を教材 とす る こ とに な り、

問題覯 蠏 決 の 場 と して 教育的鰍 鮪 す る こ とに な る訟 民科 に お け る 「
・
地域」 の 役割

は 齢 が 生 活 し・認識す る 鞭 の み e… PNられ 、そ ・ か ら他 へ の 維 や他 と の 関係 な ど は糴 予
に 入 れ られ て い な い が 、従前 か らの 大 き な転換 が 認 め ら れ る と言 え よ う。

第二 章　昭和 22年 の 学習指導要 領

雛 新黼 は ・駢 ・ 22 勦 「学習指導要領　…
般編 （試案）』 に よ 妨 鮒 ・ナ られ た ． 経

験蟻 鮪 理論 に 颯 す る ・ の 学習指鞭 領は 、学脳 育 の 鮴 計酳 体 も ・そ の 地域 の 社

会 の 雛 や ・学校 の 施設 の 実情や 、 さ ら・・ 驢 の 犠 に 応 じて 」嵶 焔 とし激 育嬲 の

自主的な教育計画を奨励 し・ 授業 日 数 や 各教科 の 時 間数 な ど も弾力的 に 対応 す る よ う求め て 　106
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（43）
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　　い る 。 また教育 の 目標設定は 、
「有識者 の 意見を聞い て 、 こ れ を吟味 して そ こ に よ りい っ そ

　　う地 方 の 実情に 即 した 目標 を定め て 」
11）い くこ とが 望 まれ て い る 。そ して 学習指導方法 とし

　　て は 、 子 ども の 生活経験や 「地 域」 の 特性を生 か した 問題解決的な指導が 示 さ れ た 。
つ ま り

　　教師は、子 どもに 即 し な が ら 「地域」 性 を十分 に 加味 した 教育 の 課程 を立案す る こ ととな る 。

　　しか し、学習指導要領 に は 「地域」 を どの よ うに 捉 え、何 を調 べ れ ば良い か な どの 具 体的施

　　策が 示 さ れ て お らず、また 「地域」 の 目標と教育 の 普遍的 目標 との 関係な ど も触れ られ て い

　　ない
。 そ の た め、教育実践 として は 「地域」 を穴掘 りす る だ け の 学習や学校近辺 の 実態調 査

　　 の み に 終始 して しま う例 も生ま れ て くる こ とに な る 。

　　　新教科 と して の 社会科は、こ の r学習指導要領　
一般編 （試案）』 に よ りそ の 存在 と意義

　　が 明らか に され た 。 そ れ に よ れ ば 、
「従来 の 修身 ・公民

・地理 ・歴史 を、た だ
一括 して 社会

　　科とい う名 を つ けた の で は な い 。

… （中略）…今 日 の わ が 国の 生活か ら見て 、社会生活 に つ

　　い て の 良識 と性格 を養 うこ とが 極め て 必 要で ある の で 」
12〕社会科を設 けた と記 さ れ て い る 。

　　また r学習指導要領　社会科編 （試案）』 に お い て 、
「社会科 の 任務 は、青少年 に 社会生活 を

　　理 解 さ せ 、そ の 進展 に 力 を致す態度や 能力 を育成す る こ と」
13〕と さ れ 、そ の 目的は 「青少年

　　の 現実生活 の 問題 を中心 と して 、青少年 の 社会的経験 を広め 、また深 め よ う とする 」
14）こ と

　　と示 さ れ た 。 そ の 上 で 、学習方法 と して は青少年 の 自発的活動 を通 じて 行な う問題解決学習

　　 が提示 さ れ た 。

　　　 こ の 学習指導要領は、人 と人 ・人 と自然環境 ・人 と社会制度や施設の 相互依存関係 よ り成

　　立 し て い る とみ る社会観 を有 して お り、そ の 相互 依存関係を理解す る た め に は 、人 間性 の 理

　　解が 伴 わ な け れ ば な らない として い る 。
つ ま り、 こ こ で の 社会科は 三 つ の 相互依存関係 を理

　　解 し、社会生活 に 適応す る ような子 どもの 育成 を 目指す とい う構造 を持 っ て い た と言 え よ う。

　　それ故、「地域」 は 「生徒が 日常接触する 自然な らび に 社会的環境に つ い て 、科学的に 観察

　　する能力 を養 う」
15）た め の 、 生活経験や 問題発見 の 場 と位置付 け ら れ る。相互 依存的社会観

　　か ら見 る 「地域」 は、今現在 の 生活空間で あ り、子 ど も の 興味や発達 に 伴 い 範囲的 に は広が

　　る が 、 史的 に 発展 し他 の 入 々 な どが 共生す る場 と して は意識 さ れな い 。つ まり 「地域」は、

　　子 ど も の 生 活や学習課題が存在す る 空間 と して 平面的 な意味合い とな り 、 学習 自体 も社会機

　　能や子 ど も の 興味の 羅列 に 陥 っ て しま う危険性 を有 して い た と言え よ う。

　　　 また 、こ の 学習指導要領で 示 さ れ た 問題解決学習 の 例 と し て の 題材 も同様 の 傾向を有 して

　　 い る 。 子 ど もの 問題解決 の 範囲は、「地 域」 的なも の で あ り、彼 ら の 生活す る 範囲 に 偏 りが

　　 ちで あ る 。 学習指導要領の 中 に 示 さ れ て い る 「学習活動 の 例」 も生活指導的な もの を除けば、

　　 多 く は 「地 域」 の 中で 「地 域」 の た め に 解決す る よ うな題材で あ る。 こ の よ うな題材 に は、

　　 周 辺 へ の 広が りや他 と の 関係な どは視野 に 入れ られ て い な い 。また 「地域」 内 の 問題解決が 、

　　 子 どもの 何を育て る か 、どの よ うな認識 を有する よ うに な る の か な どの視点 も加 味 さ れ て い

　　 な い
。 故 に 、「地 域」 を学習 の 目的 と し、手段 とす る よ うな狭い 世 界 に 限 ら れ た 閉鎖的 な教

　　 育実践 も生 まれ て く る こ とに な る 。

　　　　し か し、学習 指導要領で は視野 を広 く持た せ る た め 、目標 として 「世界 の 自然的環境及 び

　　 文化は、地域に よ っ て さ ま ざまな に 異 な る も の で あ る こ と、… （中略）…各地域 ・各階層 ・

　　　各職域 の 人々 の 生活 の 特質を 理鰹 せ る 」
16・な どの 項 恥 掲げ られ て い る ・ ti　「dミそ の 際 に も・

105　「地域」 の 問題解決か ら、大 きな 目標 へ の 道筋が 示 さ れ て お らず ・ 目標 と 具体 的な実践 との
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学 習指導要 領 に お け る 「垉 域」 概念 菱 由
’
前
一・E25

　関係が 把握 で きな い と言え よ う。

　　こ の 学轡指導要領は 、社会科 の 1
一
学習活動 の 例ゴ を数多 く示 して お り、そ れ らに よれ ば、

　
「地 域」 は 、 子 ど も に と っ て 生活経験や問題発見 の 場 と し て 意識 さ れ る 。 だ が

、 教師 の 側か

　ら問題解決学 習 を学婢指導 の 方法 として み た場 合 に は、f地域 i を 子 ど もに 認識 さ せ たい 場
と し て 扱 う こ とに な る・学習指導要領で は、社会科 の ．単元 と して 馳 扱わ れ る 問題 解決轄

　の ［問題 1 は 、「児 童 の 根底 に ひ そん で い る問題」
17）と説明 し な が ら も、「教師 が 発児 し、 こ

　れ を学習指導計画 の 基礎 として 使用する一
助 と し、また児童の学習活動 を組織立 て る 中心 と

　して 役立 た せ る た め．」18）に 選 定 した と記 して い る。つ ま り、子 ど も自身の 社会課題 とは 胴 の

齢 を含む教師 の 側か らの 「問題 」 と L・ う ＝＝・ ．一ア ン ス も否定で きt。・… ． 凱 で 1ま、意味合 い

　
の 違 う 「問題」観 が共存 して い る C と に な り、「問題」 が ！地 域 」的で あ る以上、「地域 」 の

位置 づ け方 も立 場 に よ り異な る こ と とな る。しか し、社会 を相互依存的 に 把握す る社会科で

は 、双 方 の 立 揚 とも 「地域」 を閉鎖的で 史的背景 を あ ま り含 ま な い 場 と して 位置 づ け て い る

　こ と は確 か で あ る。

　『学習指導要領　社 会科編 （試案）』 が、単 兀 の 作 り方や展開 に つ い て 十分に 言及 し得な か

　っ た反省か ら、昭和 23 年 に は 『小 学校社 会科学習指導要領 （補説）』 （以 下は 『補
．
説』 と略

す）が 発行 さ れ た。r補説』 で は 、教師 が 子 ど も の 問題や 欲求、それ に 基 づ く学習 活動 の 展

開を予想 して 作 る 「作業単元 の 構成 」 と、単元 を構成す る 上 で
、 そ の 基礎 とな る よ り普遍的

な 「牒 戦 の 雑 の 言錠 」 を作 る 必働 ・説 か 才・、酵 の 齢 の 上 に 戦 を設定 さ せ よ うと

す る意図が 示 腕 て い る ・ そ れ に よ り、前者 の 「地域」 を嬲 とす 娯 体的な もの と、後者
の よ 贈 遍的な 醺 との つ な胸 を騰 に しよ うと した の で あ る ． ・ れ は先 の 学謝 旨願 領
で 示 し得 な か ・ た 「地 域」 の 題材 と黼 の 口標 と の 結 び つ き を 示唆 した と受け取れ る♂

一
単

に そ の 地域 の 特性 を強調す る の み で な く、地 域の 特性 を基盤 として 手が か りとしつ っ 、人間

と して また世 界入 と して 全 き公民 を育 て る こ とを 目標 としな く て は な らな い 」
】9）とす る 姿勢

が 感 じられ る 。 しか し、「地域」 の 題 材や 問題 な どを どの よ うな方法 や 過程で 教育 の 普遍的
な 目標 に つ なげ る か な どは 明蜘 こ さ れ て い な い 。

　ま た r補説 』 で は、社会科 の 系統性 に つ い て も指摘 が な さ れ て い る 。 社会科 の 系統 は 、
「騒 に 融 腰 求 して く る問題や、そ の解決 の 活餅 、そ の 際腰 に な 。て くる 理 解や 知
識 が ・どん な とこ ろ か ら｛は れ て く る か 、どんな こ とに 関連 して い る か と、・う予想 に 基づ く

系続 ”（中略）”・
結局脳 の 経験領域 の 靆 の 系纐 ・。・と講 ． 具 体的 に ia、先 の 公 民科構

想で考 え られ て き た 家 ・近隣 ・学校 ・郷土 社会 ・市町村 ・日本 ・
世界 へ と空閲的な広が りを

鮮 年 に 当 て は め よ うとす る 縦 で あ る ．
こ の 空間 的 な鯛 が

、 子 ど も・）撫 問題 の 系統 と

な 鵐 る か 瞭 間が 残 る が ・初期社会和｝学習指鞭 領 の 艶 で もあ る 恥 円蹴 斌 に よ る

「地域 」 認識 観 が こ の 『補説』 に よ り明確 に 示 され た の で あ る 。

瀰 説 」に お い て 1
一
孅 」 は ・教育 の 普遍的 媚 標 に 向け て の ま S に 糲 の 醗 点髄 具

と位鮒 け られ て い る ・馳 域」 喇 題解灘 通 し て 「燬 」 の 課躑 決が E6v， と鵺 よ う

鯱 の 鞜 指韈 領 とは違 ・ た麓 を示 し妊 翫 よ う． しか し、概 謄 の 関係 を鞴 し、
社鑞 能 灘 ぺ ・社会 に 適応す る よ う畝 問黻 を 目指 して い る 以 上

、 平酌 な 「土繊 」 把
擲 球 め られ ・史醗 麗 融 襯 や 社・鍼 革 の 鰯 は あ ま 憾 じられ な L・

。 また学習指導
方 法や そ の 過程 な ど はほ とん ど説明 され て い な い

。　　　　　　　　　　　　　　　　　　104
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明星大学研究 紀要 【日本 文化学部 ・言 語 文化 学 科】第 8 号 2000年

　続い て 社会科 に お け る 問題解決学習 の 指導 に つ い て 具体的 に 解説 した の が、昭和 25 年 の

r小学校社会科学習指導法』 （以 下 は 『指導法』 と略す）で ある 。 同書に お い て 、子 どもの 問

題解決 は、彼 らが 「問題」 に 直面 し、それ を明確に し、 解決 の 手順 を計画 し、計画 に 基づ い

た知識 を収集 し、仮説 を 立 て 、解決 に い た る とい う諸段階が 示 さ れ た 。
こ れ に よ り問題解決

学習 の 過程が 具体性 を持 つ と同時に 定式化す る こ と に な る 。

　こ の r指導法』 の 意義は、問題解決 とい う子 ど もの 活動は 、学習活動 の 発展 の 契機に な る

だ けで な く、「自分 の 生活 を自分で 切 り開い て い く態度 や能力 を身に つ け、社会生活 に 必要

な理解態度 の 能力 な ど を身に つ け せ さ る 」
21）た め の 能力 を養 う活動で あ る とした点に もあ る

だ ろ う。
つ ま り問題解決 の 仕方や プ ロ セ ス を学ぶ こ とに よ り、社会 を変革 して い く能力 を子

ど もに 育成 し よ うとす る方向を打ち出 した の で あ る 。
こ の 場合、「地域」 的な題 材や 問題 な

どは 、具体的で あ る が 故に 問題解決 の 材料 とな り、 解決 を通 して社会 に 必要な知識や能力育

成 の 手段 とな る 。
「地 域」 の 課題解決 よりも解決 の プ ロ セ ス を他 に 応用 する よ うな 力 の 育成

が 目指 さ れ た と言え よ う。
r地 域」 か ら出発 して 「地 域」 に 戻 る よ うな コ ア

・カ リ キ ュラ ム

論や コ ミ ュ
ニ テ ィ

ース ク
ール 論 とは 違 う 「地 域」 か ら普遍的な も の へ とい う文部省の 立場が

こ の 『指導法』 に は 示 さ れ て い る と言え よ う。

　　第三 章　改訂版学習指導要領

　　　改訂版 の 学習指導要領で あ る昭和 26年 の 『学習 指導要領　
一般編 （試案）』 も、「そ の 地

　　域 の 事情や 児童生徒 の 興味や 関心 に 応 じて 、そ れぞ れ の 学校 に 最 も適 した 学習指導 の 計画 を

　　… （中略）…適切 な ら しめ る た め に 、
こ れ に よ い 示唆 を与 え よ うとす る考 えか ら編集 さ れ

　　た 」
22）もの とし

’と、昭和 22年の 基本姿勢 を崩して い な い 。 変化 として は、全 て の 面 で 理論的

　　に記述が 整理 さ れ 、 体系化 さ れ て お り、ま た学校 に お ける教育課程 の具体的構成手続 きや 学

　　習成果 の 評価方法な ど も示 さ れ て お り、手 引 き と して の 性格を強め て い る感が あ る。社会科

　　と の 関連で 着目す べ きは、教育 の 目標設定原理 を示 した点 と教育課程上 の 各教科観 を明確 に

　　 した 点 とが 挙げ られ る だ ろ う。

　　　 まず昭和 22 年版で 非 常に曖味で あ っ た 目標設定 の 原理 で あ る が 、こ の 学習指導要領 で は 、

　　目標 を設定す る構成 を考 え る よ うに 示 して い る 。 具体的な 目標は、「教育 の 目標 を定め る原

　　理 」
一 「一般の教育目標」

一 「小学校 ・中学校 ・高等学校 の 目標」
一 「教科 の 目標」 とい う

　　順序 を とる こ とに よ っ て 、
よ り簡潔 に 立 案で き る と記 して い る。 乙 の 教育の 目標設定 に つ い

　　 て 重要な の が 「必要」 とい う概念で あ り、そ れ は三 つ の 観点か ら考え られ て い る 。

　　　第
一は 、食物 ・休息 ・活動 ・眠 りな どの 「児童 ・生徒が本来 も っ て い る 必要

… （中略）…

　　 あ ら ゆ る社会 に 通ずる 基 本的な必 要」
23）で あ る 。 第 二 は 、「発達過程 に お け る 児童 ・生徒が 、

　　 そ の 発達 に 応 じて 必要 とする と考 え られ る必要… （中略）…児童 ・生徒が み ずか ら潜在的に

　　　も っ て い る 必要」
24）で あ る 。

こ れ は身体的 ・知的 ・社会的 ・情緒的 の 四 方 向か ら考 え られ る

　　 「必要」 で あ り、そ れ ぞ れ に 栄養や 運動 ・広 く深 い 経験や 知的な活動 ・学校や 社会 の 生活 ・

　　美的な経験や 安心 感な どが 対応 して い る と考え ら れ る。そ して 第三 は、「現在 お よ び将来 の

　　 民 主的 な社会 の 構成 員 として 、民主的 な社会 の い ろ い ろな価値 や 、
そ れ を実現す る方法を学

　　 ぶ 必要」
25）で あ り、自己 お よ び他人 の 権利 と個性 の 尊重や 民主 的原理 に よ っ て 問題 を創造的

103　に 解決す る姿勢な ど と解釈で き よ う。
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P
賽￥才旨導要宕頁に お をナる　「土也域．1 概念　　　　　菱【rl覚一

哀匹

　　学習指導要領 で は、こ れ ら三 つ の 「必 要」 の 分 析や検討か ら教育 の 目標は導き出さ れ る と

　述べ 、個人 ・家庭 お よ び 社会 b経済お よ び 職業生活 に 目標を分類 し、それ ぞ れ に 「児童 ・生

徒が そ ae 目ざ して 学 醗 験 を積 むべ き事 hSら」
・6・を置 く と して い る

．
こ の 腿 1、鯤 ば 、

鯖 の 目標は泌 然的に理想 と して 追究 さ れ ね ば な らな い も の か ら、学校 を取 り巻 く環境 と

瘢 に 関わ 研 近 な もの まで 網羅す る こ とが で き る ． こ こ で 岫 域」 は 、糖 顯 や社姓

活 の 場 と して 位鮒 け られ ・「地 域」 自体や 「地域」 の 課題解決淵 的 に は 力励 徽 い
．

つ

　ま り、教育 の 口標が 「地域」 の 目標 と一致す る閉鎖的 な カ リ キ 2 ラ ム 構成 に よる教育実践な

　ど とは…．・線 を画す る 「地 tSk　−1 観が 示 さ れ て い る と言 えよ う。

　　も う
一

つ の 着 目す べ き点 で あ る教科観は 、 こ の 学習指導要領に よれ ば 「一般 目標に 到達す

　
る た め に は 、 各方面 に わた る学習経験 を維織 し、計画的 、 組織的に 学習せ しめ る 必 要が あ る 。

か よ うな経験 の 組織．」貅 とな る 。 従 っ て 、各教科は一般 目標 へ の 到達 を分担 して い る の で あ

　り、社会科は ［入 間関係 に つ い て の 目標 に 到達す る た め 」
28）

の 教科 と位置付 け られ る 。
C の

教科観は、先 の 目標設定 の 原理 と密接 に 関係 して お り、特定 の 教科 の み に 教育の 目標 を背負
わせ る こ との な い よ うに 配慮が み ら れ る 。 故 に 、社会科 を中心 と した ＝ ア

・
カ リ キ 、＝ラ ム 運

動や 「地域」 で ヵ リ キ ュ ラ ム 全体 を覆 い 尽 くす よ う　ts　：： ミ ュ＝一テ ィ ス ク ール 論 を否定す る方

向を示 した と言 え よ う。

　社 会 科 の 改訂版学習指導要領 で あ る ［厂小学校学習指導要領　社会科編 （試案）』 も前述 の

昭和 22 年版 の そ れ を踏襲 して い る 。 しか し、『補説 』や 『指導法」 を踏 ま え、指導方法 と し

て 問題角轍 学習を明確に 打 ち出 して V ・ る点や 、・ ア
・

力 臓 。 ラ ム 的雄 格敏 め て 単元 学
習 を規定 して い る 点 な ど は、先 の 学習指導要領か らの 改善点 と言 え る 。

　改訂版学習指導 要領 に お い て 社会科 の 目的は、「児童 に 社会 生活 を 正 し く理解さ せ 、同時
に 社会 の 進展 に 貢献す る態度や 能力 を身に つ け させ る こ と… （中略）…

社会科で養 お うとす

る態度 は 、い うまで もな く民主的な社会生 活 に お け る人 々 の 道徳的なあ りか た に ほ か な ら な

い 」
29）

と さ れ 、 目指す方向を具体的 に 根本的な 目標 と、学 年 ご との も の に 分類 して 示 して い

る
・

こ の 具体嚇 購 が 昭和 26 年 の r学習指導要領 一
般編 （試案）』 に掲げ られ た よ うに 、

教育 の 一般 圏標 に 子 ど も を導 くた め に 一教科 として の 社会科 が 分担 した も の で あ る 。 社会科
が 分担す る 日標 が 明確 に 成 っ た こ とに よ り、「地域」 の 目標や 課題解決 が 社 会科 の 最終的な

瞻 とす る こ とが 不 fi］
．
能 とな ・

・ た ・ しか し、社会科か ら 「地蜘 触 性髄 知 ．せ る 。 と は 、
社会科存在自体す ら否 定す る こ とに つ な が りか ね な い

。 そ こ で 「社会科 の 学習指導計画は 地

域に よ っ て そ うと う異な る は ず」
3D）とい う前提 の 基 に 考 え出 さ れ 、重要 な意味合 い を持 っ た

の が 『補説』鮭 受け継が れ た 「鰈 単元 の 基鶸 で あ る ．
こ れ に よ り、3，k会轍 材に 「地

域 」 を折 り込 み な が ら、目標 へ と子 どもを導 こ う と した の で あ る。
乙 畔 習指韆 領 に よ れ ば・子 ども 1誤 体的騨 元 に 焔 問騨 決学 習を進め る ．そ 礁 、

戦 に は 漉 域 ・ が 勳 込 まれ る こ とに な る ． もち ろ ん 靴 は 、f彫 畔 級鱒 」に よ っ て つ

く ら れ る こ とに な る ・ そ の 蹼 に お い て教鰍 」
．
目標 、・隗 童 の具体的 に ，直面す 繝 題、

．
「艟 醗 達 の 状況」唄 体触 環境」・「学年調 ．陵 赫 か り と して 翫 を靱 す る 。 と
：St）とな る ・ こ の 鯉 で 着 肘 る の は 「具体瞬 環境 、 で あ る．も ち ろ ん こ t、1ま、・臆 が ど

ん 嬾 境 に 生 活 して い る か とい う・ と… （幅 ）
・・
学 級や 学櫛 ・ど ん な 状況 に あ る 現 い う

こ と」
32励 な らず 馳 域・ の 現実や 課題 な ど が 必 然的 に 含 まれ る ・ とに 輪 ． 。 の 輯 指
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導要領に お い て 「地域」 は、「き わ め て 貴重な材料 を提供 して くれ る… （中略）…
あ く まで

も学習 の き っ か け と し、また学習を具体的に す る た め の 材料 とす る」
33）と位置付 けられ 、そ

の 役割が 限定 さ れ て い る。そ して 「地 域」 の 課題解決で 得 られ る知識や 態度を よ り深 め る た

め に 「児童 の 目をい つ まで も狭 い 範囲に しば りつ けて お く よ うな 指導は 望 ま しくな い
… （中

略）…広 い 視野 に 立 た なけれ ば、問題解決 を深い も の に して い くこ とも不可能」
34）と記 して

い る 。 つ ま り、
「地域」 の 問題 を扱い 「地 域」 に か え っ て くる よ うに 「地域」 を絶対 目的的

に 扱 う実践 を否定 し、 どん な 独自の 問題解決で あ っ て も、他 の 世 界へ の つ なが りや解決 の プ

ロ セ ス を学ぶ こ と な ど に力点 を置い て い る様子 で あ る 。
こ の 視点で は、「地域」は ま さ に手

段で あ り、背後に は 「作業単元 の 基底」 に よ る 目標設定 の 原理が あ る と言 え る。

　小 学校 の 学習指導要領 と別 に 編集 さ れ て い る改訂版 の r中学校高等学校学習指導要領　社

会科編 1 （試案）』 は 、か な り内容 を異に して い る 。 以 前 の 学習指導要領 で は 見 られ な か っ

た が 、改訂版で は 中学一年で は 地 理的要素の 強 い 「わ れ わ れ の 生 活圏玉 二 年で は 歴史的要

素の強 い 「近代産業時代 の 生活」、三 年で は政治 ・経済 ・社会に 関す る 「民主的
．
生活 の 発展」

とい う学年主 題 が 設 定 さ れ、そ れ らの 主題 に 関す為単元 が 設定 さ れ て い る。教科書 も学習指

導要領 の 単元ご とに 編纂さ れ て お り、また学習指導要領 自体 も 「地域」 に 関する 記述が 減少

して い る た め、中学校以上 で は 「地域」 の 課題 や特質 を教育課程に 組み 込 む こ とが 難 し くな

って い る 。 しか し、 こ の 学習指導要領 で は 道徳的側面 を育成す る手段 として 「地域」 を活用

して い る 。「地域」 の 学習題材 の 利用は 、
「単 に身近な 具体的手が か り を 通 して 、学習 を 生 き

生 き とした もの に する こ とだ けが 目的で は な い
… （中略）…各生徒が 社会人で あ る こ とを自

覚」
35）す る よ うに導 くこ とを 目指す と して い る 。 そ して続 け て 「む しろ こ の ほ うが 重要 な 目

的 とい ッ て よい 」
36）と明記 して い る の で あ る。つ ま り、道徳的な人 間形成 の た め に 「地域」

教材や そ の 特質を 生 か そ うと して い る 傾 向が強 い と言える。

　　 おわ りに

　　　社会科は、子 どもの 経験や 体験を重視す る よ うな教育観を有 して い る 。
つ ま り社会科は 、

　　 子 ど もの 「地域」 で の 活動 を大切に して お り、「地域」 を社会 科学習 の 基礎や 出発点 と し て

　　捉 えて い る と言え る 。 しか し、教育 の 目的や 方法 との 関連 で 「地域」 の 扱 い を考 え る場合、

　　様々 な課題が 浮き彫 りに な っ て く る 。 そ の こ と は 、初期社会科 の 時期か ら の 課題で あ り 、 模

　　 索が 続け られ て きた の で あ る。

　　　戦後に お い て 、まず最初に 「地域」 を ど う扱 うか とい う こ と取 り組ん だ の が、公 民科の 構

　　想で あ っ た 。 公民科 で は、従前まで 郷 土 愛や愛国心 の ため に 学習 して い た 「地域」 を 、生活

　　 の 場や 学習 の 題材 として 学校教育 の 中に取 り込 も うとした 。 そ 二で は 、教師が 子 ど も に 認識

　　　さ せ る場 として 学習 の 対象 とす る意味合 い が強 か っ た 。 も ち ろ ん、公民科 自体が 実現 しな か

　　　っ た た め 、 実践例 は残さ れ て い な い が 、 こ の 試 み の 方向 は、以後 の 社会科 に 多大 な る 影響 を

　　 与 えて い た 。 事実、発足 した ば か り の 社会科で は、「地域」 を 目的概念 と して 捉 え る 傾 向 が

　　 強 い と言 え る 。
こ の 傾向 で は 「地域」 を学び、そ の 中で 問題解決 をす る こ と を 通 して 、「地

　　域」 自体 を把握 させ る こ と を 目的 とす る 。 つ まり、学習 の 出発点 と して 「地域」 を 置 き、到

　　 達点 と して 、「地 域」 に 寄与す る人間 の 育成 と い う目的 を置 い た の で あ る 。 も ち ろ ん、普遍

101　的な 教育 目標な ど も学習指導要領 に は 示 さ れ て い た が 、 カ リ キ ュ ラ ム 改造運動 な どの 影響 も
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学 習 指 導要領に お け る 「地域 」 概念 菱山 覚
一・

郎

あ り、「地域 」 の 実態調査や 問題解決 が提唱 され
、 閉鎖的な学習 に 結び 付い て しま う可能性

が 強か っ た 。 『補説』 や F指導法』 を経 て 改訂 さ れ た 学習指導要領で は 、1地域 」 を学習 の 手

段 と して 明確 に 位置 付け て い る。そ こ で 示 さ れ た の は 、「地域 」 の 学習 を通 して 学ん だ見方

や学習 方法 を使用 して 、広 い 世 界 や 社会事象 を学ば せ よ うとす る 方 向 で あ る
。

こ の 場合、
「地域」 は ．り の 手 段で あ り、目的 で は な い

。
こ の よ うな捉え方 は、現行 の 社会科 に も 生 き

て い る と 諱え る
。

　社会科に お い て 「地域」 を活用す る こ とは 、 学習自体 に 具体性 を持た せ る とい う点 力・ら も

欠 くこ とが で き ない 。故 に 、創設 当時か ら絶 え ず論点 の
一

つ と さ れ て きた の で あ る。今回 の

探究か ら もそ の 重 要性 は十分に 確認 で き る 。また 、［地域 」 を ど う扱 うか に よ って 、社会科
の 目的や 方法 に も変化 を及 ぼ す とい うこ と も認識 で き る

。
「地域 1 と の 連携や体験 の 重視な

どが 方向 と して打ち出 さ れ て い る 現在、過去 の 遺産に 立 ち戻 り そ こ で の 「地域」 の 扱 い 方や

意味合 い な ど を再度確認す る こ とは 、今後 も続け られ ね ば ら なな い 探究 だ と 言 え る だ ろ う。
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