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　　　　　　　　　　　「普通教育」 観の戦後史

「義務教育で 英語 を教 え る」 と い う 「常識 」 の 成立 を事例 と して

寺沢 拓敬 （東京大学大学院）

1．突如高ま っ た 「平等」 へ の 意識

　 英語教育関係者に とっ て、戦後 の 重要なで き ご

とに 、　 「英語授業 ・
週 3 時間反対運動 j と呼ばれ

る もの があ る 。 こ れ は 、1980年 前後 に巻 き起 こ

っ た もの で 、1977年の 中学校学習指導要領 改訂

に ともな い 、公 立 中学校 の 英語授業時数 が 週あた

り実質 4 時間か ら 3 時間 に削減された こ とに 対す

る反対運動 で あ る。こ の 運動は 、英語教育関係者

だけで な く、父 母や地 域の 人 々 、は て は当の 中学

生 さえを も巻 き 込 み展 開 さ れ た。

　 こ の 運動は 、　 「教育の 機会均等 」 の 護持 を 目指

した運動で もあ っ た。反対運動 に携 わる人 々 にと

っ て 、公立 中の授業時数削減は、私 立 中との 教育

格差を意味 し、また、塾に 通 えない 生徒たちにと

っ て は 通塾生 との格差を、農村の 人々 に とっ て は

都会との 格差を も意味 した。つ ま り、週 4時間 の

授 業を 3 時間にする こ と は 、 「平等な （英語）教

育 」 に 対する 重大 な 挑戦 と受け と められた の で あ

る （若林俊輔 ・
隈部直光編著 『亡 国 へ の 学校英

語 』　（英潮社新社、1982））。

　 こ こ で 興味深 い の は 、戦後 の 英語教育を歴 史的

に見た時 、　 「 （英語）教育の 平等」 と い う考え方

が かな り唐突に 現れ て きた よ うに 見 え る点で ある。

とい うの も、こ の 20数年前の 1950年代に は、学

校や地域 によっ て英語 の 授業時数に差が ある の は 、

英語教育関係者 自身 にも当然視され て い た か らで

あ り、また、こ の よ うな学習条件の 差異 が 「教育

の 機会均等 」 を侵害す る もの とは 見 な され て い な

か っ た か らで あ る （cf 相澤真
一 「戦後教育に お

け る学習 可能性留保 の 構 図」　『教育社会学研 究』

76）。し か し、こ の 20数年後に は、
一
転 し て 、

た っ た 1 時間 の 授業時数の 差が、深刻な不平等 と

受け取 られる ほ どに 、 英語科は 「普通教育1 を構

成す る必須 の 科 目と見なされ る よ うに なっ た の で

ある。こ の 短期間 の 大転換を可能に し た条件は何

か。こ れ が 本研 究 の 問題設定 で あ る。

　戦後の 英語科を対象 とする教育社会学的意義は

次の よ うなもの で ある。英語科 は、旧学制お よ び

新学制発足 時に は 「国民教育」 に とっ て 周 辺 的な

科 目と し て位置づ け られ て い た に も関わ らず、20

年強 と い うか な り短 い 間に 「主要」 な教科 へ の 成

長を とげた 。　 「普通教育」 と して の 「正 当性」 が

こ れほ ど短期間に成立 し た教科は他に例がなく、

英語科教育を対象 とす るこ とで 、普通教育／義務

教育／国民教育へ の 認識 の 変容を 「凝縮 」 した形

で 分析する こ とが 可能で ある。　 「凝縮」 とは、介

在す る変数を限定化で きる と い うこ とで あ り、よ

り示唆の 多い 分析が期待で きるの で あ る。

　こ れ らの 変数 と して 、進学率上昇や受験競争 の

激化な ど様々 なもの が指摘で きるが 、本研 究 で は、

そ の 前提条件で あ る、　「普通教育＝英語科 」 とい

う英語 教育界 の 「正 当化 」 議論 に 焦点をあて る 。

これは 、1960年代ま で にお よそ の 完成 を見 て お

り、そ の 時期ま で の 英語教育関係者 による文献 を

可能な限り渉猟 し、そ の 具体的内実 を検討 した い 。

2．新学制以前 一岡倉由三 郎著 『英語教育』

　 まず、新学制以前に おける英語科 の 位置づ けを

確認 して お きた い 。戦前 ・旧学制 で は 英語科 は 中

等教育機 関の
一

部 の 生 徒だけを対象に して い た 。

英語 は 必 ずし も旧 制 中学 ・高女 とい うエ リ
ー

トコ

ース の 「専売特許 」 で はなか っ たが 、 当時の 人 Pl
か ら見 る と まだ少数派 で あ っ た 。 こ の ように、制

度上 「国民教育」 か ら排除され て い た英語科は、

それ だけで な く、理 念上 もそ の 埒外 にある こ とが

当然視 され て い た。こ の 「排除」 の 論理 を理論化

したもの の ひ とつ に 、岡倉由三 郎著 『英語教育』

（1911、博文館）とい う、当時か らきわめ て 大き

い 影響力 を 持 っ て い た 古典的文献 が ある 。
こ こ で

は、旧 制小 学校 で の 英語教育の 是非 に つ い て 述 べ

られ て い る部分に注 目 した い 。岡倉は、　「普通教

育 の 目的 は、国民 と して 立つ に必要 なる知識技能

を授 けるの で あ る こ とは 、今更言 ふ 迄も無い （p．

14） 」 と した うえで 、 嘆 語科の如き、目下 の 様

か ら見 て 比較的不急な もの を加 へ 、時間 と労力 と

を之に割 くは、甚だ愚 亅 かな こ とで あ り、　 「国民

教育」 で あ る小学校教育に英語を教え る必 要 は な

い と断 じて い る。

　 もちろん こ れ は あ くまで 小学校 で の 英語教育 へ

の 反対 の 弁だ が
、 学習者の 年齢の よ うな発達的な

根拠 で は な く、英語科の 教科内容の 特性を根拠に

し て い るとこ ろに注 目した い
。

つ ま り、英語科で

与え られ る知識技能 は、 「国民 と し て 立 っ に 必 要

なる知識技能 」 で はな い とい うわけで ある。

　た だ し、こ の 岡倉の 「必要性 」概念を、　「日常

生 活 で の 英語使用 の 必要性 1 程度 の 意味で と るべ

きで はない 。岡倉の 「必要性 」 に は、英語 （と り

わ け英文学）を読む こ とを通 じ て 「人 格修養」 を
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目指す とい う 「教養」主義的な意味 あい が含まれ

て い る か らで ある （山 口 誠 『英語講座 の 誕生』

（講談社メ チ エ 、2001））。すなわち、岡倉の意

図と して は 、こ うし た 「人格修養 」 で す ら 「国民

の 必要」 の範疇外で ある、とい うこ とになる 。

3．新学制 ： 「民主 」 と 「義務教育」 の ジレ ン マ

　新学制 に な り、新制 中学、つ ま り義務教育段階

で英語 が教え られ は じめ 、学習者人 口 は
一
挙に増

加 した。た だ、当初、英語科 は 「選択科 目」 扱い

で 、最初か ら 「全国民 」 が 履修 して い たわけで は

なく、か なりの 個人差があ っ た。 こ の 個人差 の背

後に は 、家庭の経済状況等に起因す る高校 へ の 進

学の有無、お よび 地域的な要因 （都市 と 田舎 の

差）があっ た が 、こ うした社 会階層差 ・地域差 は、
必ずしも 「平準化すべ き もの 」 と は見な され て お

らず、む し ろ個人 ・地域社会 の 要求 を反映 した

「民主的」 な もの と し て 肯定的な評価す らな され

て い た。1951年 の 「学習指導要領英語編 （試

案）」 で は、こ の 観点が端的にあ らわれ て い る 。

　た だ、英語教育関係者に とっ て 「戦後 」 は、こ

の よ うに学習者が 増大 ・多様化 した とい う以上 の

意味が あっ た。なぜ な ら、戦後 の 「民主的理念 」

に則 っ た新 しい 英語教育を構築 しなけれ ばな らな

か っ た か らで ある。こ の 「民 主教育」 の 理念 が、
「国家の ため で はな い 、生徒や地域社会の ための

教育」 を意味す る以 上、生徒や社会 の ニ ーズ を 無

視 して 英語 を教える こ とは 許 されない が、こ れ が

大 きな難題 と な る 。
っ ま り、 当時 は まだ相当数の

生 徒や地域 の 人 々 が そ もそも 日常生活で英語に対

す るニ
ーズ を持 っ て お らず 、 こ の 事実 とどう折り

合い をつ けるか とい う難 問だ っ た 。 英語科 の 教育

内容は、国語科や社会科 な ど他 教科 に比べ 、　 「生

活 」
へ の 浸透度が極端に小 さく、　 「社会 の 要求」

や 「生活 」 を強調 し過 ぎる と、英語科 自体 の 存在

意義を堀 り崩 し て しま うとい うジ レ ン マ があ っ た。

　 こ の ジ レ ン マ を解決す る上 で 重要な役割 を果た

した の が 、前述 した 英語科特有 の 「教養 」 概念 で

あ り、そ して 、「司じ く英語科特有 の 概念 で あ る

「言語 の 本質／語学の 本質」 論 で あ る。

3，1．残余概念／ 人間育成としての 「教養 」

　 「社会の要求」 を重視する以 上 、　 「英語 の 運用

能力 」 育成に は 回収されず、将来の 「生活」 で 英

語を使 う必 要がな い 生徒た ちの 「ニ
ーズ」 とも衝

突 し ない 理念が必 要だ っ た。そ こ で 、利用 され た

の が 、当時すで に英語教育関係者に と っ て は有名

な 日的論だ っ た 「教養主義」 だ っ た。た だ し、前

述 の とお り、旧学制に おける 「教養」 は、英文学

の 「読書力」 を身に つ け た ．Lで 人格修養を 目指す

とい うか な り高次の 目標で あり、こ の ままで は、

新制中学に は接続不可能な概念だ っ た 。 こ こ で 、
こ の 教養 の 「発達過程 」 の 部分 を捨象 し、　 「結

果」 だけに注目 し て 読み替えられ た こ とで、新制

中学に も適用可能となっ た の で ある。っ ま り、
「教養」 の 「運用能力 の 残余概念 」 とい う性質を

前面 に 出すこ と で 、ジ レ ン マ が解消 された の で あ

る。こ うし て、前述 の 岡倉 「教養 」 論に見 られ る

「高度な語学力を通 じて 」 とい う 「過程 」 の 文脈

は 消 え、初歩段階の 中学生 に も開か れた理念 とな

っ た。い わば 「教養 の 下方拡張 」 で ある。

　 さらに 、　 「教養」 概念は、　 「残 余概念 」 として

消極的 に英語科 の 意義を 正 当化 し ただ けで は な く、
「社会の 要求」論を読み替え る こ とで 、積極的な

意義す ら見 い だ した 。つ ま り、 「社会 の 要求 」 に

応え る た め に こそ 、　「英語 の 運用 能力 」 よ りも、

む し ろ 「教養」 面 を重視す べ きだ とい う議論 で あ

る 。 ただ し、　 「社会の 要求」 を 「現 にい ま 『社

会』が望 ん で い る こ と 1 とい う、当時 の 支配的な

意味 で とれ ば、ジ レ ン マ を引き起 こ すため、抽象

的に読み替え られ て い る。つ ま り、 「社会 」 の 側

か ら 「そ ん なもの は 不要だ 」 と異論 が 出ない 程度

に ま で抽象化 され た概念で ある。こ れに、　 「人格

修養」 の よ うな 「教養」 的 理 念は適 し て い た 。

3．2．言語の本質／ 語学の本質

　英語教育を め ぐる 「本質」概念 も、当時 の 深刻

な地域差を不問に付 し、中央を中心 に編 まれた

「英語科教育」 と い う 「知識 」 を、地方 ・農村 ・

へ き地 に い た る ま で、あまねく浸透 させ るこ とに

貢献 した。こ こ で 注 目す べ きは 、戦後 の 英語教育

論議に頻繁に 登場する 「言語の 本質」　 「語学の 本

質 」 とい う言葉で あ る。い ず れ も英語 の 音声指導

を強調す る ため に 用 い られ た も の で 、前者は、言

語 の 「非本質」領域 とされ る 「書き言葉」 偏重を

戒 め るた めに 、後者は 、 「邪道」 な外国語学習と

され た 「受験英語 」 な どの批判を意図して い る。
こ の 「本質 」 概念が 、 地域差を理 念 レ ベ ル で 消失

する役割 を果た した の で あ る。すなわち、都市と

地方 は、地域社会 の 実情 が大き く異な るもの の 、

それ は表層 的な差 で しか なく、 「言語／語学の 本

質」 に則 っ た 「普遍 的」 な教育が行わ れ る べ き で

ある点は変わ らな い と 「正 当化 」 され たの で あ る 。

　以 Eに 見 た よ うな 「読み替 え」 は 1950 年代か

ら 60 年代初 めにか け て
一

応 の 完成 を見た と言え

る。こ の ような英語教育界 特有 の 「正 当化」 が 、

そ の お よそ 20 年後 の 「義務教育 で 英語 を教 え る

とい う常識」 の 成立 の 前提条件 にな っ たと考えら

れ る。
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