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Abstract

　　It　 is　 often 　 said 　 that　 disaster　 education 　 in　 compulsoly 　 schools 　 is　 vory 　 important　 to
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　コ　　，　　　　　　’
increase　 the　 disaster　reduction 　potential　by　promotmg 　 cltlzen 　s　 preparedness．　 However

，

it　 has　 been　 estimated 　 that　 the　 implementation　 of 　 disaster　 education 　 in　 the　 current

school 　 education 　 system 　 is　 inadequate．　 In　 this　 paper ，　 we 　 discuss　 one 　 of 　the　 ways 　 to

expand 　 disaster　education 　 in　 compulsory 　 schools 　 by　 tracing　 the　 histohcal　 transjtion　 of

the　coulsc 　of 　studies ．　 This　research 　fbund　that　 the　course 　of 　study 　which 　was

published　right 　after 　W （）rld　War　II　contained 　detailed　guideli皿es　on 　disaster　education ．

Though ，　 concurrently 　 with 　 the　 publication　 of 　the　 first　 course 　 of 　study ，　 the　 problem　 of

decline　 in　 academic 　 achievement 　became　 an 　issue．　 Therefbre，　 the　 course 　of 　study 　 was

revised 　from　an 　 empirical 　curriculum 　to　 an　 explicit 　one 　in　1958，　 and 　since 　then　the

importance　 of 　 disaster　 education 血 the　 curriculum 　 has　 been　ill　 decline．　 Hence
，
　 we

suppose 　 the　 explicit 　 cunriculum 　 is　 not 　 suitable 　 fbr　disaster　 education ．　 Nevertheless
，
　 the

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　±＋‘‘
Period　 f（）r　Integrated　 Study

，
which 　is　 an 　 empirical 　 way 　 of 　leam血 g，

　 was 　 established

in　the　 latest　course 　 of　study．　 But ，
　 there　have　been　 complaints 　 that　this　class 　is　 one　of

the　 causes 　 of 　 the　 decline　 fn　 academic 　 achievenlent ．　 The 　 historical　 transition　 of 　 the

course 　 of 　studies 　 shows 　the　 suitability 　 of 　an 　 empirical 　 cuniculum 　fbr　disaster　 education ，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ci　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11
Hence ，　 we 　shou ユd　exploit　 the　Period　fbr　Integrated　Study　or　disaster　education ．

Building　on 　this　result 　will 　help　us　 decide　if　disaster　education 　should 　be　included　as　a

component 　 in　 academic 　 achievement 　 or 　 not ．
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1．序

　災害に よ る被害軽減を実現するためには，社会

の 防災 ・減 災力を向上 させ る こ とが重要 で ある こ

とは広 く認め られ て い る。そ して ，そ の 根底 に

は，災害全般に対する 理解が 必要で あり，そ の 基

本部分は ，小 ・中学校に お ける義務教育 で 学ぶ こ

とが ふ さわ しい 。 しか しなが ら，我が 国 の 義務教

育課程 で は，そ の ような災害全般 を包括 的 に扱 っ

た授業は 設けられ て お らず，近年で は 「総合的な

学習 の 時間」の
一

テ
ー

マ と して 防災が取 り上 げ ら

れ る 機会 があ る の み で あ る。しか し，それ らの 取

り組み もまた，熱 i・な教員が い る学校で数年実施

さ れ る だけ で ，継続的，全 国的な 取 り組み に ま で

は 至 っ てお らず，大きな災害が繰 り返 し起 こ らな

い 限 り，そ の 必要性が忘 れ去 られ，い ずれ衰 退す

る 運命が待 ち構 え て い る とい っ て も よ い だ ろ う。

　一方，阪神 ・淡路大震災以 降に お い て も，学校

にお け る 防災教 育 に関 して ，制度か ら根本 的に見

直す 努 力 は ほ と ん ど見 当 た らず d 副 読本 や CD −

ROM 等 に よ る教材提供ある い はゲーム の 開発な

ど が 多 い
。 した が っ て t 教材 ・

教具 は種類 ，量 と

もに充実 して きた一方で ，防災教育 の 制度的な実

施 はい まだ実現 して い な い 。国民に と っ て 防災 や

減災は 「安全 ・安心」社会を もた らす重要な要素

で ある に もかか わ らず，義務教育で は 断片的に災

害問題 に触れ られ て い る に 過 ぎな い 。現状 が歴 史

の 所産 と考え る な らば，こ の ような防災教育 の 欠

落の 原因の 究明の た め に は ，我が 国 の 近代教育の

変遷 を辿 る 必要が ある 。 我が国 の 近代教育制度の

黎明期 に お い て ，自然災害 の ほ とん ど起 こ らな い

か ポ テ ン シ ャ ル の小さ い 国々 の教育を参考 に した

こ とが ，防災教育に とっ て も国民に とっ て も不幸

で あ っ た とい える 。 もちろんそ の 当時，災害 の こ

とが 多 く分 か っ て い たわけ で は な い 。例 えば，活

断層や プ レ ートテ ク トニ ク ス等に 関する知見は ご

く最近 の も の で あ り，当時に い きな り防災教 育を

行 うこ とは不 可能 に 近か っ た こ と も事実 で あ る。

しか しなが ら，第二 次世界大戦後，非常に大規模

な教育改革が行わ れ，また，我が 国 で は 「災害 の

特異時代 」と も呼ば れ る，年間 の 災害に よ る 死者

が千人 を超 え る よ うな年が 15年間 も続 き，こ れ に

伴 っ て 災害，防災研究が 組織的に行わ れ ，飛躍的

に こ れ らに 関する知識が蓄積さ れ て きた に もかか

わ らず，未だ義務教 育課程で そ の こ とが反映 され

て い な い の はなぜ だ ろ うか。

　防災教材 を開発する とい うこ とも，防災教育の

一
側 面 と して 非常に重要 で ある 。 しか し，教材が

用意 されれ ば防災教 育が 自ず と活発 に な る わけ で

はな く，そ うした教材を活用 で きる機会の あ り方

に つ い て の 議論 もま た 防災教育に とっ て は 必 要不

可欠で ある 。 防災教育 と教材開発を同列にお い た

ような議論 を少 な くない 関係者が現在 も行 っ て い

る こ と に 大変 な疑問 を感 じる の で あ る。防災教育

に 関す る研 究は，教育 目標，教育手法，教育評

価 教育制度 な ど，さまざまな側面 か ら の 議論 が

必要であ る。それぞれが非常に密接に関係 して い

る の は間違い ない が，こ れ らを同時に議論で きる

ほ ど 問題 は容易 で は な い 。そ の た め，防災教育に

関す る 研 究の フ レーム ワ
ーク におけ る位置 を意識

しなが ら，それぞ れの 課題 に つ い て 仔細 な検討が

必要で ある とい えよう。

　本論文は，防災教育の 制度的な導入 がなぜ 我が

国 の 義務 教育 に お い て 行 わ れ て い な い の か ，そ の

原因 に つ い て 実証 的 に 明 らか に しようとする もの

で ある 。 現在の 義務教育制度が 完成 した の は ，第

二 次世界大戦後の 教育改革に ある こ とを鑑み ，本

稿 で は戦後 の 教育 に 注 目して 問題点 を明 らか に す

る。そ こ で ，まず我が 国の学校教育 を構成する要

素を定義 し，教育制度，わけて も学習指導要領 に

注 目す る こ とが上述 の 原 因 の 究 明に と り，重要 で

あ る こ とを示す。そ の 上 で，学習指導要領 の 成立

と変遷 の 過程を紐解 くこ とで ，こ の原因の 究明を

試み る 。 こ れに よっ て，学習指導要領が どの よう

な特徴 を持 っ て い る の かを把握 で き，現在 の 学校
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一Eleotronio 　Library 　



Japan Society for Natural Disaster Science

NII-Electronic Library Service

Japan 　Sooiety 　for 　Natural 　Disaster 　Soienoe

自然 災害科学 ノ∴JSNPS 　26 ，2 （200 め

教育現場に お い て 目指すべ き防災教育の
一

つ の 方

向を示 すこ とが 可能と な ろ う。 加 えて ，防災教育

が 義務教 育 で 継続 的 ・全 国的 に取 り上 げ られ る こ

とに もつ なが り，授業で 生徒た ちが防災学習をす

る機会 を通 して ，将来，防災 ・減災社会を実現 で

きる とい う希望 をもつ こ と も可 能 と な ろ う。

2 ．学校教育の構成要素と学習指導要領

　 2．1　 学校教育を構成する 要素

　小，中学校 における防災教 育 につ い て 議論する

際 に，学校教育が どの ような要 素 で 構成 され て い

る の か を知る こ とは 重要で あ る と考 えられ る 。 そ

れ は，構成要素の 関連を知 る こ とで，学校教育の

ど の 部分 を中心 として検討 すれば よい かが明 らか

に な る ため で あ る。

　「学校教育を構成する 要素」が い か な る もの で あ

る の か は，さ まざまに定義が可 能で ある 。 しか

し，我 が 国 の 学校教 育は 国家 が定め た基 準の 下

に，全 国 で 同様 の 教 育が 実 施 さ れ て い る。そ こ

で ，本稿が 我が 国 の 学校に お ける 防災教育に つ い

て 議論す る もの で あ る と い うこ と を鑑み，こ こ で

は，我が国 の 学校 の あ り方 を位 置づ け て い る，学

校教育法に依拠 し なが ら定義する 。

　学校教育法 に お い て ，小 学校 に 関す る事項 は，

第17条か ら第34条で，巾学校に関す る事項 は第 35

条か ら第40条で 定め られ て い る 。
こ こ で 定め られ

て い る こ とは，小 学校で あれば，目的 （第／7条），

目標 （第18条），年限 （第 19条），教 科に関する事

項 （第20条），教 科 書 （第21条 ），教 諭 （第28条）

等で あ る 。 中学校 も，目的 や 目標 の 内容は当然異

な る が ，基本的に定め られ て い る項 日は ，同 じで

ある 。 また ，教科 に 関する事項 に つ い て は ，小 学

校，中学校 と もに 目的 と 目標 に したが い ，文部科

学大 臣が定め る こ と に な っ て い る 。 そ の具体的な

内容は ，学校教育法施行規則で 定め ら れ て い る 。

しか し，そ こ で も，教科が 国語，算 数，理科 な ど

か ら構 成 され る こ とが示 され て い る 程 度 で あ り，

そ の詳細は，小学校で あれ ば同規則第25条 中学

校で あれば第54条の 2 にある よ うに，学習指導要

領 で 定め られ る こ と と な っ て い る。また，義務教

育諸学校教 科用図書検定基 準第 2 章の 1 に よ れ

165

ば，小s 中学校で 用 い られ る教科書 の 検定基準 と

して ，学習指導要 領に示 す事項 を不足 な く取 り上

げ，不必要な もの は取 り上 げな い こ とが示 され て

い る
ユ）
。すな わち，我が 国の 小，中学校に お ける

教育内容 に関する こ との 大部分 は学習指導要 領に

記述 され て お り、加えて 学校 で の 教育は ，こ の 学

習指導要領 に 完全 に 基 づ い て い る こ とが求 め られ

て い る 。 以上 の 法律等 を元 に，我が 国 の 小，中学

校 の 教育構成要素 の 関連 に つ い て 図示 した もの

が，図 1 で あ る 。

　 こ の 図 か ら明 ら か な よ うに，我 が 国 の 学校教 育

に 関す る こ とに つ い て検討する際は学習指導要領

を基礎 とした教育制度 に注意を払 う必要 があ る 。

それは，上 述 した よ うに 教 育 の 内容 をは じめ と し

て，学校教育を構成 し て い る多 くの こ とが ，学習

指導要領に基づ い て い る た め で あ る 。 現在，防災

教育が学校教育の 中で十分 に行われ て い ない の で

あ る な らば　まず，こ の教育制度の 基礎とな る 学

習指導要領に 注 目する 必要が ある とい え よ う。

　 2．2　学 習指導要領

　平成 10 （1998）年 に改訂 された最新 の 学習指導

要領は，小学校，中学校 ともに 第 1章総則，第 2

章各教科，第 3 章 道徳，そ して 第 4 章特別活動 と

い う構成 にな っ て い る 。 そ して ，例 えば各教 科 で

あれ ば，教科ご と に節が設けられ，目標や教 え る

内容に つ い て の 記述 が 見 られ る
2’3）

。

　学習指導要領は，昭和 22 （1947）年に最初 の も

の が文部省 よ り発行 され ，そ の 後，こ れ まで に幾

度か の 改訂が行われ て い る （表 1）。

表 1 学習指導要領 の 主 な発行年度

発行年度 小学校 中学校

昭 和22 （1947）年度 ○ （試案）

昭 和26 （1951）年 度 ○ （試 案）

昭 和33 （1958＞年度 ○ （告示） ○ （告示）

昭和43 （1968）年度 ○ （告示）

昭 和44 （1969）年度 ○ 〔告 示 ）

昭和52 （1977）年度 ○ （告示） ○ （告示）

平 成元 （1989）年度 ○ （告示 ） ○ （告示 ）

平 成 10 （1998）年 度 ○ （告示 ） ○ （告 示 ）

＊

昭 和22年度及 び26年度 の
一般 編 は ，小 学校．中 学校

　で 指 導要 領 が分 か れ て い な か っ た。
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修業年 限6年 （法 第 19条）

小 学 校

修業年 限3年 （法第37条）

中学校

）・

図 1　 法律等に 基 づ く小，中学校 の 教育構成要素 の 関連

　学習指導要領は発行 された年代に よ っ て ，大 き

く 2 つ に 分 ける こ とが で きる 。 ひ と つ は試案期

（〜昭和 32 （1957）年度）で あ り，もうひ と つ は告

示 期 （昭和 33 （1958）年度〜〉で あ る 。

　試案期で は，昭和22 （1947）年に発行 された学

習指導要 領一
般編 （試案） の 序論 に 「新し く児 童

の 要求 と社会の 要求 と に 応 じて 生 まれ た 教科課程

をど ん な ふ うに して 生か して行 くか を教師自身が

自分で研究 して 行 く手び きと し て書か れ た もの で

ある鬼」とある よ うに，教師の 手引 きとして 出 さ

れ た 。 告示 期 以 降 で は，文部 （科学）省 「告示 」

で は あ る が，伝 習館高校事件 （3 名の 教師が 学習

指導要領 を無視 した教育を行 っ た として懲戒免職

と な り，そ の 取 り消 し を 求 め た 訴訟 。 最 高裁 は ，

学 習指導要 領 には法的拘束力が ある と判 断 した。）

などの 判例 か ら，法的な性質を有する もの と して

理解 され ，そ の 学校教育に 対す る拘束力が一
層 強

まっ た とい われ て い る 。

　 2．3　学習指導要領 と防 災教 育

　学習指導要領は，前節で見た よ うに こ れ まで 数

回 の見直 し が行わ れ て い る 。 それは，教育現場の

状況 や社会 の 変化 に対応 するため で あ る 。 こ の よ

うな学習指導要領 の 改訂 の 歴 史 の 中 で ，防災分野

が どの よ うに取 り扱われ て きた の か を概括的に探

る た め，学習指導要領 の 形態素解析 を行 い ，防災

に関す る 用語 の 登場 回数 を調査 した 。 なお，形態

素解析 に は，茶筅 （ち ゃ せ ん）を ベ ー
ス に した

KH 　Coder5）を用 い た 。

　解析の際は，防災に関する用 語 と して ，「災害」，

「防災⊥ 「天災」 を選択 した 。 加 え て ，内 閣府が

2002年に 実施 した 「防災 に 関す る世論調 査」に お

い て ，災害に よ る被害体験 の 質問項 目と し て 挙げ

て い る 自然 災害名 も調 査対 象 と した ． す な わ ち，
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地震，津波，台風，豪雨，河川 の 氾濫 土 砂崩

れ
・
が け崩れ，高潮，豪雪

・
雪崩，火山噴火 ，落

雷，竜巻 で あ る。ただ し，豪雨 ，河 川 の 氾濫 ，土

砂崩れ ・が け崩れ，豪雪 ・雪崩，火山噴火，落雷

に 関 し て は，そ の ま ま の 検索で は，同 じ意味で 用

い られ て い る別 の 表現が，見落 と される可能性 が

あ る の で，それ ぞ れ 雨，河川 ，土砂，が け，雪，

火山 とい う検索語で も検索を行 い ，文脈を判断 し

て，語数を計数 して い る 。

　また ，学習指導要領が小学校，中学校 で 分か れ

て い なか っ た時期が ある の で，別冊 に な っ て か ら

の 学習指導要領 も小，中あわせ て計数する こ と に

した 。以 ヒの 結果を，表 2 に示 し，そ の 結果 の う

ち何れか の 年度 に 7 回以上登場 して い る 用語 の 登

場回数を学習指導要領全体 の 形態素数で 除 した 結

果 を図 2 に 示す 。

表 2　 学習指導要領 の 防災 に 関す る形態素数計数結果
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図 2　災害 に 関する用 語 の 登場割合 の 変化
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　図 2 か ら，「地震」と 「火山」以外の 用語の 登場

割合 は終戦直後の 学 習指導要領 が最 も多か っ た こ

とが分か る。戦後 「稲 む らの 火」は学校教育現場

か らは姿を消 したが ，防災教育その もの はt 戦後

も実施 し よ うと して い た こ とが 「災害」や 「地震」，

「天災 」 の 登 場割合 が高 い こ と か ら，推察 され る。
一

方で最新の学習指導要領 もまた，用語の登場割

合が高 くな っ て い る 。 こ れ は ，阪神 ・淡路大震災 の

発 生 を受けて防災教 育 の 重要性が見直 された ため

で あ る と考え られ る。しか し，昭和22 （1947）年か

ら26 （1951）年の 変化に注 目する 時，今後再び激減

す る可能性が ある と も考えられ，こ の よ うな変化

の 原 因に つ い て ，明らか にする 必要が あ る。

　そ こ で ，次章で は単純 な数値比較で はな く，そ

れぞれ の 学習指導要領 の 内容を子細に検討 し，内

容的 に も取 り扱い が 減少 した こ とを確認 する 。そ

の 、ヒで ，それ らの 防災教 育の取 り扱い が減少 した

原因に つ い て 検討する 。 加えて，現在の小，中学

校 に お け る防災教育が ど の よ うな変遷 の もと に成

立 して い るの か に つ い て も明 らか に す る 。

3．学習指 導要領 に み る 防災教育の 成 立

　　 とその 変遷

　3．1 学習指導要領成立 の 過 程

　 1945年，ポ ツ ダ ム宣言 を受諾 し無条件降伏 を し

た我が 国は ，米国政府の 占領下 に お か れ る こ とと

な り，同時に それ ま で の 学校教育は停止する こ と

とな っ た 。

　我 が国 に おけ る 戦後の新た な教 育は ，1946年 3

月の 「米国教育使節 団報告書』か ら本格的に始 まっ

た 。 小林他 （1960）に よ れ ば，こ の 報告 書 は 戦 前

の 国家主義的教 育 を否定 し，民主主義 に則 っ た教

育シ ス テ ム を実現する ように勧告 した もの で あ っ

た。報告書 の 発表 とともに ，占領下 に お け る 最初

の 新学期 が始 ま り，文部省 は，CIE （民 間情報教

育局）の 指導 の 下 に準備 した 「学習指導 要領 」及

び教科書 を作成 して 各学校 と生徒 に 配布 した
6）

。

こ うして ，我が 国最初の 学習指導要領の 誕生 を見

た の で あ る 。

　こ の 最初 に発行 され た学習 指導要領 は，先 に 指

摘 し たよ うに，また「学習指導要領
一
般編 （試案）」
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と い う題 で あ っ た こ と か らも，
一

つ の 参考 書 と し

て 発行 され た もの で あ っ た こ とが わかる。 こ れは

当然，戦前の 国家に よ る教育統制へ の 反省 を踏ま

え た 結果 で あ ろ う。

　こ の 学 習指導要領 に見 る教育課程 の 大 きな特徴

と して ，そ れ ま で の 地 理，歴史，修 身に 代 わ り

「社会科」が誕生 し た こ と，家庭科が新設さ れ た こ

と，等が挙 げ られる 。 また，
一

般 に経験主義の 指

導要領 と い われ る ように ，と りわけ社 会科お よび

理科に お い て 児童 の社会的経験 を重視 して い た こ

と も大 きな特徴で ある 。

　そ の 後，1947年 3 月 に，教育基本法及 び 学校教

育法 が，また，学校 教 育法 を補 うか たち で 5 月

に，学校教育法施行規則が 定め ら れ ，教科 に関す

る事項は 学習指導要領 の 基準に よ る とされ た 。 こ

れ らに よ っ て 学習指導要領 の 位置 づ けが明確 に さ

れ て い る こ とは，既 に 述 べ た通 りで あ る。 こ れ に

よ っ て ，現在まで 続 く戦後の義務教育制度の基礎

が確立 した とい える 。

　 3．2　昭和 22 （1947）年度の学習指導要領 に見る

　　　 防災教育

　そ れ で は ，最初の 学習指導要領にお い て ，防災

教 育 は ど の よ うに取 り扱わ れ て きた の で あ ろ う

か 。

　昭和 22 （1947）年度の学習指導要領 と し て ，
一

般 編及 び各教科編が 出され た 。 こ の 年度 の 指導要

領 にお い ては，社 会科 編 （1 ）に防災 に関 する内

容が多 く登 場 して い る。中学校 2 年の社会科の単

元 を表 3 に 示 す
7｝
。

　こ こ で注 目すべ きこ とは，「自然 の 災害 をで きる

だ け軽減する に は ど うすればよい か」 とい う防災

に 関する 内容が，1 単元 とな っ て い る こ とで あ

る 。 こ の 当時，社会科 に は，1 週 4 単位時間が割

り当 て られ て お り，こ れは，国語 の 5 単位 時間 に

次 ぐ多さ で あ っ た
4）

。 こ の こ とか ら，防災教育に

十分な時間が用意され て い た もの と推察 され る 。

　 こ こ で ，そ の 単元 内容 を詳 し く見 る こ と に す

る 。 学 習指導要領
7〕
に は，単元 の要 旨が掲 載 され

て い る が ，そ の 要旨は 非常に充実 して い る 。

　 まず，ア ジ ア で は災害が多い こ と，そ して 我が

表 3　 昭和 22 （1947）年度学 習指導要領 に 定 め

　　　る 中学校第 2 学年の 社会科単元

（1）世 界 の 農 牧 生 産 は どの ように 行わ れ て い るか。

（1 ）天 然 資 源 を最 も有 効 に利 用 す る に は ど うす れ

　 　 ば よ い か 。

（皿 ）近 代工 業 は どの よ うに 発展 し，社会の 状態 や

　　 活 動 に どん な影響 を与 え て 来た か e

（IV）交通 機 関 の 発 達 は わ れ わ れ を どの よ うに結 び

　 　 つ け て来 たか。

（V ）自然の 災害 を で きる だ け 軽 減す る に は ど うす

　 　 れ ば よい か 。

（  社会や 政 府 は生命財 産 の 保護 に つ い て ど うい

　　 うこ とを して い る か。

国 で も災害が 多 く，常に覚悟 して お く必要を述 べ

て い る 。 そ して ，自然的異 変を 自由に制御す る こ

とはで きない が，われ われ の努力 しだ い で 災害の

程 度 が 軽 減 で きる こ とを，家屋 の 耐震化 や 災害 時

の 心得を例に説い て い る 。 また，河川改修や灌漑

事業 も災害対策に役立 つ とされ て い る 。

　加 え て ，科学 の 促進 に よ っ て 災害 に よ る 被害 を

軽減する こ とが で き，こ の 知識の普及が こ れ まで

十分 で な か っ た こ と は 遺憾で あ る と述 べ て い る 。

そ の た め ，生徒 に対 して，災害や防災に関する知

識や経験 を得させ て お くこ とが，学校教育に課せ

ら れ た
一

つ の 大切 な使命 とな る と説 い て い る の で

ある 。 さ ら に，こ れ まで の 天災に対するあ きら め

と い う災害観が防災 の 妨げ と な っ て きた の で ，防

災教育 によ っ て ，科学的な態度を もっ て 臨 む心構

え を育成する必要が ある こ とを述 べ て い る 。

ま た
r 災害 の 規模 は，社会 の 状態 と も大い に 関係

し て い る こ と も述 べ られ て お り，防災科学 の 発

達 ・普及を図 らなけれ ばならない とともに，災害

に よ る被害の軽減 も可能 とする，進歩的，平和的

社会 の 建設 に向か っ て 努力 しなけれ ば ならない と

説 い て い る の で あ る。

　我が国の 災害環境を紹介 し，被害抑止，被害軽

減 の 両 側 面か ら の 災害対 策 の 必 要性 を述 べ るな

ど，防災の 観点か ら見 る と き，本当に短期間で 作

成 された学習指導要領で あ る の か と疑 い た くな る

ほ ど充実した もの で ある とい えよ う。 こ の 要旨に

基づ い て 設定された 目標 を表 4 に示 す 。
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表 4　 単元 （V）「自然 の 災害 をで きる だ け軽減

　　　す る に は ど うす れ ば よ い か」の 目標

（一）わが 国 は，い ろ い ろ な天 災 に 襲 わ れ る 危険性が

　　多 い こ とを理 解 させ，ま た，天 災 はs い つ わ

　　 れ わ れ を襲 っ て 来 る か も知れ ない こ と の 注意

　　 を喚起する こ と 。

（二 ）わが 国を襲い や すい ，各種 の 天 災に 関す る 科学

　　 的 知 識 と 理 解 を深 め，科 学 的根 拠 の な い 迷 信

　 　 や俗 説 を打 破 す る こ と。

（三 〉人類 は．不利な自然環境の なすが まま に 甘ん じ

　　 て い る もの で は なく，努力 しだ い に よ っ て は、

　　 か な りの 程 度 ま で，自然 の 威力か ら免 れ 得 る

　 　 こ と を理解 させ る こ と。

（四）各種 の 天 災 に対 して ，容 易 に 実行 し得 る 科学 的

　　 対策 を理 解 させ る こ と。

（五 ）災害時 に 際 し て，各自の 強 い 責任 感 と，被 害者

　　 を助 け よ う とす る深 い 愛 情 心 が s どん な に た

　　 い せ つ で あ る か を認 識 さ せ て，平 常 か ら こ の

　　 気持 を養わ せ る こ と。

（六 ）防 災 科学の 進歩 ・普及 が ，い か に 各種 の 天 災 の

　 　 軽 減 に 重 要 で あ る か を認 識 させ る こ と。

（七 〉平 常 の 心 が け や，訓 練 が，どん な に 災害時 に役

　　 だつ か を認識 させ る こ と 。

（八 〉社会状態 い か ん が ，被害 の 程度や 復興の 速度

　　 に，どん な に 深い 関係 を持 っ て い る か を理 解

　 　 させ る こ と。

（九 ）天 災 に よ っ て，どん な打 撃 を受 けて も，再起 の

　　 精 神が重要 な こ と を認 識 させ る こ と。

　現在，と りわ けス マ トラ島沖 の 巨大地震津波災

害を受け て ，防災教育に対する 関心が高 ま っ て お

り，「稲む らの 火」な ど，戦前の 防災教育に注 目が

集 ま っ て い る が 戦後最初 の 学習指導要領 に も，

非常に充実 した防災教 育の機会 を確保 す るような

内容が盛 り込まれ て い た の で ある 。

　 3．3　昭和 26 （1951）年度 の学習指導要領 に 見 る

　　　 防災教育

　最初 の 学習指導要領が 出 され て ，わずか 4 年

で ，学習指導要領 は 早 くも改訂 され る こ ととな っ

た。社会科 の 学習指導要領 も改訂 され，防災教育

に も変化が訪れた 。

　昭和22 （1947）年度の 指導要領で は，中学校 2年

に お け る社会科 の 1単元 で あ っ た 防災教育は，昭

和26 （1951）年 度 の 単元 か らは姿 を消 して い 6s）
。
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表 5　 昭和26年 （1951＞度学習指導要領 に 定 め

　　　る社会科 に お け る 防災に 関す る 内容

3　わが 国土 の 自然 は，わ れ わ れ に，ど ん な災害を

与えや すい か，こ れ に 対 して わ れ わ れ は ，どん な

　こ と に 心がけた ら よ い か 。

　（1 ）地震 は、わ れわれ に どん な災害 を与え て きた

　 　 　 か。

（2 ）風 害 や水 害 を防 ぐに は，ど うす れ ば よい か。

　（3 ）そ の 他 の 自然 的 災 害 を軽 減す る た め に ，ど ん

　　 　な努力が なされ て い る か 。

防災に 関す る 内容 は s 中学校 1 年 に お け る 単元

「わが 国土 はわれわ れ に ，どんな生活 の 舞 台 を与

えて い る か 」に含 まれ る よ うに なっ た 。 し か しs

単元 の 要旨に も目標に も災害 とい う言葉は 登 場せ

ず ，単元内 に
一

内容 として 登場 するに止 ま っ て い

る 。そ の 内容は，表 5 に 示 す とお りで あ る 。

　 こ の 一方で ，中学校の 理科に 災害に 関する内容

が含 まれ る よ うにな っ た 。 中学校 1 年の 理科 の 単

元 「季節 や天気は どの よ うに 変化 す る か 。 また，

こ れ ら の 変化は 人生 に ど の よ うな影響 を及ぼ す

か」及び 「地球 の 表面は ど の よ うな形 を し て い る

か 。 ま た，そ れ は 人 生 に ど ん な影響を与 える か」

に 防災 に 関する内容が新 た に 登場す る
帥

。

　前 者 の 単 元 で は ，気象 に よ る 災害 か ら 自分 を

守 っ て い く態度 と習慣 を養 うこ とが，後者で は ，

（火 山や地震 を 中心 と した 〉 自然 の 災害 を軽減 し，

よ りよい 生活 を しよ うとす る能力や態度 を養 うこ

とが
一

目標 と して 掲げられ て い る。

　ま た，翌昭和 27 （1952）年 に改訂さ れ た小学校 学

習指導要領理科編 にお い て も防災に関する 内容が

取 り扱わ れ る よ うに な っ た 。 そ こ で は，理解 の 目

標の
一

つ として 「人 は環境 に 適応する努力を続けた

結果，そ の 生活は進歩した 。 」が挙げられ て お り
1ω
，

さらに その 具体的 な 目標 の
一つ と して 「2 ．天然 の

災害は，い ろ い ろ な方法で 軽 くす る こ とが で き

る 。 」が 掲げら れ る よ うに な っ た 。

　 こ の よ うな変化 の 背景に は，昭和26 （1951）年の

指導要領社会科編 1 中等社会科とそ の指導法に 「終

戦後，新た に組織 され た社会科は，そ の 後各学校

に お い て，し だ い に 健全 な発達 を遂げつ つ ある 。

しか しなが ら，今 日の 社 会科教 育に は，まだ多少
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の 誤 解や混乱 が あ る こ とを認 め ざる をえな い
11｝

。」

と指摘 され て い る こ とがあ っ た と考 えられる。ま

た，同書 は，以下 の よ うに も述 べ て い る、

　「人 間関係を お もな 学習対象 とす る 社会科で は，

や や もする とそ の 内容 の 取扱方にお い て ，他教科

と重 複 を起 しが ち で あ る 。 そ れ は ど んな教科 で

も，そ の 内容 として 人間関係 に関する こ とが ，な

ん らか の 形で 取 り上 げら れ る の が当然で ある か ら

で あ る。現在 の 教育 課程 で は ，過去 の そ れ の よ う

に ，各教科の境は明確 に区画 され る べ きで はな い

が ，一方で は他教科 との 間の むだな重複は極力避

け て ，学習 の 能率を上 げる よ うに計画 さ れ なけれ

ば な らな い 。 過去 の
一

般社 会科 に お い て は，こ の

点で や や 欠点があっ た こ とは否定で きな い 。そ こ

で今回 の 改訂に 際 して は ，こ の 欠点をで きる だけ

除 くこ と に した 。 それ に は，第一
に社会科 の

一
般

目標 並 び に こ れ をさら に 具体化 した各単 元 の 目標

の 達成 を 目ざ して 内容お よびそ の 取扱方を厳選

し，い たず らに材料の 関連性 をもっ て内容の範囲

を広 げな い こ と に した 。 」（下線は筆者に よ る）

　すな わ ち，社 会科 の 内容 を精選 し て い く過程

で ，社会科で取 り扱 っ て い た防災教育 の 内容の多

くが 「無駄 な重複」と考え られ た の で はな い か と

推 察 される 。

　
一

方 ，当 時 の 社 会科教 科書 の 発 行状況 か らも，

上述 の よ うに 防災教育が変化せ ざ る を得なか っ た

の で は な い か と考え ら れ る こ とが ある。

　戦後，民 間 の 教科書 会社か ら社会科の検定教科

書 が発行 され る の は，昭和26 （1951＞年度以降か

ら で あ る
12｝
。そ れ まで は，文部省著作 教科書 を用

い て い た 。 しか し，終戦直後で紙が十分 に用意で

きな か っ た と い うこ と と，時 間 の 制約 の 関係 か

ら，社会科 の 教科書 は，各学年別で はな く，各単

元別に印刷 を行 い 発行する とい う，パ ン フ レ ッ ト

形式で あ っ た 。 しか し，こ れ ら の 教科書は単元 の

順 番 どお りに問題 な く作成 され て い た か と い え

ば，決 し て 順調で は なか っ た よ うで あ る 。 と りわ

け，単元 「余暇の 利用⊥ 「天災 とそ の 軽減」，「消

費 の 問題」 は，他 の 単元 よ りか な り遅 れ て い た 。

最終的 に ，全単元の 教科書が発行され た か と い え

ばそ うで は な く，単元 「学校生活」，「天 災 とそ の

軽減⊥ 「消費の 問題⊥ 「国際関係」は ，発行さ れ

ず じまい で あ っ た
13）
。発行 され なか っ た 理 由につ

い て ，片上 （1993）が若干の検討 を加 え て い る が，

「天 災とそ の 軽減」，「消 費 の 問 題 」に つ い て は ，そ

の 理 由が 明らかに は なっ て い な い
13〕

。 しか し，こ

うした教 科書が発行 され なか っ た と い う事実 も，

単元を維持する こ と を困難 に した要因 の
一

つ で は

ない か と推察され る 。

　教科書がなか っ た とい うこ と になれ ば，教育現場

で も実際には教育が行われて い なか っ たの で はない

か とい う疑問が湧 くが，教育は行われ て い たようで

ある 。 そ の こ とは，文部省が当時行っ た各単元別の

指導に関す る調査にお い て ，当該単元 も調査の 対象

とな り回答がある こ とか ら推測 され る
13）
。また，民

間の 教育団体で ある新教育研究会か ら 『天災とそ

の 軽減法』 と い う指導要領に準拠 した 内容の 教科

書
14）

が発行 され て い る こ とか らも教育が行われ て

い た こ とは推察され る 。 文部省著作教科書が無い

状況で はあっ たが，な ん とか防災教育を行お うと

試み られ て い た ようで ある 。

　他方，なぜ理科 に そ の 内容 の 多 くが移 され たの

か 。こ れは，対 象が 白然 災害 とい う側 面 に 加 え，

当時の 理科 と社会科が ともに 「社会や 自然に つ い

て の 問題解決 の 経験 を発展 させ る教科」 とい う位

置 づ けで あ っ た と い う側面 も関係 して い た と 考 え

られ る 。

　 し か し，理 科 と社会科 で 取 り扱わ れ る よ うに

な っ た防災教育は，昭和22 （1947）年度の社会科

単独 で 取 り扱 われ て い た もの に 比 べ ，内容的 に は

後退 した とい わざ る を得 な い もの とな っ た。

　3．4　経験主義批判に よ る 昭和 30 （1955）年度 の

　　　 社会科学習指導要領 の改 訂 と防災教 育

　3．1 節に お い て も多少触れたが，昭和22 （1947）

年度及 び昭和26 （1951）年度 の 学習指導要領は，

「経験 主義」で ある と い わ れる 。 経験主義の 教育課

程 で は，「児童 ・生徒が 地域社会で経験 して きた こ

とを，組織的 に整えた環境 （学校）に よ っ て 豊か

な もの に拡大成長せ しめ ，そ の 結果 地域社会の

問題 解決 能力 を有す る市民形 成 を 目的 と して い

る」
15〕

とあ る ように ，児童 ・生徒 の 「経験」を教育
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上最 も重 視 して い る。そ の ため，学習経験 を 6 つ

の 領域に わ け、そ れ ら を組織する有効な
一

方法と

して教科が ある と考 え作成 され た の が，こ の 当時

の 学習指導要領で ある と い え る
16〕

。

　 しか し，こ の ような戦後 の 新教育が，多 くの 国

民 に受け入れ られ たか と言 えば ど うや らそ の 答

え は否で あ る 。 田中 （2004）に よ れ ば ，1948年頃

か ら，最近 の 子 どもは 「手紙が書 けない 」「県庁所

在地が わ か ら な い 」と い っ た素朴な世論が ，マ ス

コ ミ を通 じて 「学力低下」へ の 不安や不 満と して

顕在化 して きた 。 こ の学力低下 は，戦巾や終戦直

後に事実上 マ ヒ に 陥っ て い た学校や教育シ ス テ ム

に 主な原因がある と考えられ る が ，事態 の 展開 は

そ の 責任 の 所在 と して 当時 ス タ
ー

トした「新教 育」

の 問題性 と して 焦点化さ れ て い っ た
17）

とい う。

　事実，当時の 日教組教育新聞
IS｝

に は ，「実を結ば

ぬ
／t
指 導 法

”
（昭 和25 （1950）年 9 月 18日）」や

「殆 ど九九が不 完全 （昭 和 26 （1951）年 1 月 9 日）」，

「こ れ が 学力の 実相一中間集計発表 （昭和28（1953）

年 2 月 6 日）」な ど学力低下 を問題視 し た 記事が 並

び，学力調査 の 結 果 を紹介 し，学習指導要領 の 改

訂を訴 えて い る 。また，1951年に久保舜
一

が行 っ

た 調査で も，戦前 に 比 して 戦後 の 子 どもた ち の 算

数学力が低下 して い る こ とが明 らか とな っ た こ と

で ，新教 育に対 す る批判は 高ま っ た
19〕

。

　
一

方，社 会科 に は，道徳教 育や 地理 ・歴 史教育

を中心 と し て ，批判 が 寄せ られ て お り，中に は社

会科 を廃止 すべ し と の 声 す ら聞かれ る よ うに な っ

た とい う
20）

。 こ の 事態 を重 く捉 えた文 部大 臣 は，

教育課程審議会に 「社会科の 改善，特に道徳教育，

地理 ・歴 史教育に つ い て 」の 諮問を行 っ た。こ の

諮 問に対す る審議会の答申は，1953年 8 月 7 日に

出され，社会科の 民主 主義育成に 資する役割は，

こ れ まで どお り認め つ つ も，そ の 効果をあげる た

め に．指導法の 誤 りを正 す必要 が あ り，学習指導

要領 の 改訂が必要 で あ る と述 べ て い る
21〕

。 こ の 答

申を受け，また，「社会科は国民性教育の 中心教

科」
22）

で あ っ た た め ，昭和30 （1955）年に社会科 の

学習指導要領が ，他 の 教科 に 先行 して 改訂さ れ る

こ と と な っ た 。

　 こ の 改訂 で，中学校の 社会科の 「従来 の ような
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学年別 の単元組織 を示す こ とな く，地理 的分野，

歴 史的分野 ，政治 ・経済 ・社会的分野 に分け て 示

し，各学校にお い て，い ろ い ろ の 指導計画が 立 て

られ る よ うに 幅 を もた せ た
23〕

。 」に代表され る よ う

に，こ れ ま で の経験主義的 な カ リ キ ュ ラ ム に 代わ

り，学問 と して の 系統性 を重視す る 「系統主義」

と呼ば れ る カ リキ ュ ラ ム へ と変化 した の で ある 。

　防災に 関する 内容 は，中学校社会科地理的分野

に 「白然環境は，人 々 の 生活様式に い ろ い ろ な面

で 関係が ある が，自然は 人 間 の 生活 を決定す る も

の で はな い とい うこ とを理解 させ t
こ れか らの 日

本で は，自然に対す る 国民の積極的な態度が た い

せ つ で ある こ とを認識 させ る
22）

。 」とい う目標が あ

り，こ れ に した が っ て 取 り扱 わ れ る こ とと な っ

た 。具体的内容は，「日本の 自然災害の 起 る 原 因 と

こ れ に対処する方法 （地震 E風水害 ・
そ の他 の 自

然 災害 につ い て ）」と記 され て い る の みであ り，系

統 主義的 カ リキ ュ ラ ム へ の 変更 に 伴 っ て
一

段 と防

災に関する 内容が 削減さ れ る こ ととな っ た。

　3．　5　昭和 33 （1958）年度 の学習指導要領 に見 る

　　　 防災教育

　昭和 33 （1958）年に改訂 さ れ た学習指導要領 は，

こ れ まで の 指導要領 とは大 きく異な り，なぜ 改訂

され た の か と い う経緯や ，改訂 の 趣旨な ど は 一
切

記述 され て お らず，冒頭 は，教 育課程 の 編成 に つ

い て の 「原則」が説明 さ れ て い る
24’25｝

。 こ れ は，

学習指導要領 の 位 置 づ けが，こ れ まで の 「教 師 自

身が 自分 で研究 して 行 く手 び き」か ら，「告示」さ

れ る教育課程 と し て の基準に な っ た た め で あ る と

考え られ る 。また ，こ れ まで の よ うに教科別 に 発

行 される の で は な く，小学校，中学校 の 別 で それ

ぞ れ 1 冊ずつ 発行 され る よ うに な っ た。こ の た

め ，ペ ージ数は従来の 約10分 の 1 に な っ た
23）

。

　こ の 昭和 33 （1958）年 の 指導要領の 改訂 の 背 景

と して，前節 で 述 べ た ような学力低下 問題 道徳

性の低下 の 問題 へ の対応 及び科学技術教 育振 興の

必要性な どが挙げ られ て い る
23）

。 また t 改正 の 基

本方針 と し て ，表 6 に 示 す もの が 挙げ ら れ て お

り，その 結果 と して ，道徳 の 時間 の 新設 や国語 ・

算数 ・理科 の 精選及び授 業時 問 の 増加等 の 変 更が
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表 6　 昭和 33 （1958）年度学 習指導要領改 正 の

　　　基本方針

表 7　 昭和33 （1958）年度小学校学習指導要領

　　　「社会科」 の 防災 に 関す る 内容
33）

12345

6．

7 ．

8．

道徳教育を徹底す る こ と。

基礎学力を充実す る こ と。

科学技術教育の 向上を図 る こ と。

地理
・
歴史教育を改善充実する こ と 。

情操の 陶冶，身体 の 健康安全 の 指導 を充実す る

こ と。

中 学 校 に お い て ，生 徒 の 進 路 ・特 性 に応 ず る 教

育 を じゅ うぶ ん に 行うよ うに する こ と。

小
・
中学校の 教育内容 に つ い て ，義務教育 と し

て の
一

貫 を もたせ る よ うに する こ と。

教 育課 程 の 最 低 の 基 準 を示 し．現場 に お い て 地

域 や 学校 の 実情 に 即 して 具 体 的 な 指導計画 を研

究 ・実施する こ とを容易に する こ と。

加 えられた学習指導要領 とな っ た。

　昭和 30 （1955）年に社会科の 学習指導要領改訂

で 見 られ た よ うな，経験主義か ら系統主義へ の 変

化が，他 の 教科 で も見 られ る結 果 と な っ た 。

　防災 に 関す る内容 は，小学校で は社 会科 に，中

学校で は 社会科 と理科で 取 り扱わ れ て い る。小学

校の 社会科で は，学年の 目標に は災害が登場 しな

い が，内容 と して は表 7 に 示す よ うに い くつ か触

れ ら れ て い る。

　た だ し，こ こ で触れ られ て い る 内容は，我 々 の

社会が 災害に対 し て ど の よ うに 備 えて い る の か と

い う内容 に止 ま っ て お り，か つ て 見 られた よ う

な，自分自身が どの ように行動する の か とい う内

容は 見 ら れ な い
。

　中学校 の 社会科では，地理的分野 にお い て，内

容 と して触れ られ て い る
2「J ｝
。しか し，自然環境 の

特色 を とりわ け生産活動との 関係で捉え させ る こ

とが 中心で あ り，そ の 関係と して 災害に も触れ ら

れ て い る程 度 で あ る。

　
一

方，理科 に お い て は，第 2 分野 に お い て，「地

震 の お もな災害 と，そ の 防止 の 方法 に つ い て 知

る。」とい う内容で ，地震に 限 っ て 防災に 閧 する 内

容が取 り扱われ て い る
25）
。

　教育内容の 「精選」の結果，防災に 関する取 り

扱い は，さらに減少 した と い わざるを得な い 。

　〔第 2 学年〕

内容 （2）近所の 人 々 は互 に 協力 して 不 時の 災害に 備

えた り，共 同施設の 改善を図 っ た りな ど して，安全

で 住 み よい 環境をつ くる 努力を続けて い る 。

　〔第 3 学年〕

内 容 （3）村 （町） で は，み ん な の 健 康 を守 っ た り，
火 災 や 水 害 な ど の 災 害 を防 い だ りす るた め に，保 健

所，診療所，消防団，水防団な どをつ くっ て ，さ ま

ざまな活動 を行 っ て い る 。

　〔笳 4学年〕

内容（4 ）新 しい 土 地 や道 路 の 開発，災害 の 復 旧，公

共 施設 の 整備 な ど は ，
一

つ の 村 （町）の 力だ け で は

困 難 な点 もある の で ，多 くの 村 （町）の 協力ある い

は 都道府県や 国 との 協力で 進 め られ る こ とが 少 な く

ない 。

　〔第 5学 年〕

内容 （5）家 の 人 々 の 労働 や こ れ に伴 う苦心 は，土

地 の 条 件 に よ っ て 異 な る が ，一
般 に 各種 の 災 害対

策，土 地 の 改 良，土 地 に 適 した 品 種 や 肥 料 や 進 ん だ

農 機 具 の 導入．経 営 の しか た な どに つ い て 払 わ れ る

苦心が大 きい 。

　3．6　その後の学習指導要領に見る防災教育

　戦 後，昭和 22 （1947）年に 発行 され，昭和26

（1951）年，昭 和 33 （1955）年と改訂さ れ て きた学

習指導要領で は ある が 昭和 33 （1955）年の 改訂

で 、そ の 位置づ け も含め ，現 行 の 学習指導要領 の

基礎 とな っ た とい える。昭和33 （1955）年以降 も，

学習指導要領は 昭和43 （1968＞年 （中学校は 昭和

44 （1969）年），昭和52 （1977）年，平成元 （1989）

年，平成 10 （1998）年に改訂 され現在に至 っ て い

る 。
こ れ らの 改訂で は，系統主義を基本に，社会

背景や教育現場 に お ける問題をそ の きっ か けと し

て ，内容 の 見直 しが図 られ て きた 。

　昭和43 （1968）年・昭和44 （1969）年 の 改訂は，

高度経済成長を支え る た め ，教育の 効率性 と教育

内容 の 精選 を もと め る 「教育の 現代化」 と，国家

的統合性 を求め る「統一
と調和」の 人 間形成が テ ー

マ で ある とい われ て い る
且5〕

。

　昭和52 （1977）年の 改訂で は，昭和43 （1968）年

か らの 能力主義の 教育課程
’
ドで 生 じた 問題 に 対処

する ため，教科に 関する授業時間削減 に よる，知 ・
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徳 体 の 調和の とれ た 人間性 の 育成 を目指 した 。 そ

の ため，基礎
・
基本的事項を中心 に する教育内容 の

精選 を行 っ た。また，学習指導要領は，基準の 大

綱を決め る もの とな り，具体的な展開は 学校現場

で の 判 断 に 委 ね られ る 部分 が 多くな っ た
15〕

。 こ れ

らの 変更 によ っ て ，「ゆ と り」が生 まれ るよ うに し

た こ とが，こ の改訂の大 きな特徴で あ る。

　平成元 （1989）年 の 改訂 に お い て は，激 し く変

化す る社 会状況 に よ り，そ の 中 で 増加 す る必要最

低限 の 知識 ・技能を義務教育に お い て 提供 しよ う

とする こ とが，教育上 さ まざまな問題 を生 じさせ

る要因 の
一

つ で ある との 認識 か ら，こ の 方針 を改

め る こ と と な っ た 。 そ して ，こ の よ うな社会 で 心

豊か に 主体的 ・創造 的 に 生 きて い くこ とが で きる

資質や能力を育て る こ とが 目標 とされ た 。

　最新 の 平成10 （1998）年 の 改訂 で は，完全学校

週 5 日制 の 下 で，各学校が 「ゆ と り」の 中で 「特

色ある教育」を展開し，子 どもたちに基礎的 ・基

本的な内容を確実に 身に付けさせ る こ と は もとよ

り，自ら学 び 自ら考 える力 な ど の 「生 きる力」を

は ぐくむ こ とを 目的 と した改訂が行 われ た
27｝
。こ

の改訂の最 も大 きな特徴 と し て ，各学校で 自南な

教育活動 に用 い る こ とが で きる 「総合 的 な学習 の

時聞」が ，小学校で 430単位時問，中学校で 21e〜

335単位時間，新設 された こ とが挙げられ る 。

　 こ の 間の 防 災教育に 関する新 たな動 きと し て，

昭和 44年度 の 指導要領で 中学校 の 保健体育科で 安

全教育 の
一

環 として 防災 に 関する内容 が取 り扱 わ

れ て い た こ とが あ っ た。し か し，52年度 の 改訂の

際に 一挙に 内容が 削 ら れ，平成元年の 改訂で は，

つ い に 中学校 の 社会科 か ら 防災教 育 の 内容 が 姿 を

消 した。

　そ し て，こ の後，1995年に 阪神 ・淡路大震災が

発生す る 。 震 災を受け て，学校等 の 防災体制 の 充

実 に関す る調査研究協力者会議が設置 され，／995

年11月 と翌 1996年の 9 月に 「学校等の 防災体制 の

充実に つ い て」 の 報告が なされた
26｝

。 こ の 報告で

は，学校 の 防災体制 の 充実に関する基本的な考え

方が取 りま と め られ て お り，防災教育 の 充実 もま

た，必要で あ る こ とが指摘 され て い る。こ うい っ

た 背景 もあり，授業時数削減や教育内容の 厳選が

173

行わ れ た に もか か わ らず，現 行の 学習指導要領に

お い て は，い くつ か の 防災教 育内容 が復 活す る こ

ととな っ た の で あ る。し か しなが ら，社会科 ，理

科，保健体育科 に お い て 取 り扱 い が あ る とは い

え，配 当 され て い る 学年 は 教 科 に よ っ て 異 な っ て

お り，総括 的な防災教育 の 実 施 は 困難 で ある と考

え られ る。

4 ．結語

　戦前，「稲む らの 火」が 国定教科書に な っ た 背景

に，今村明恒 ら当時 の 地震学者の 貢献が あ っ た こ

とが指摘 され て い る 。 そ の 今村が，1935年に政界

実業界の 集ま りで 講演 した 際 「地震 国の 子 ど も

に，地震 の こ とを教 えな い の は不可解だ」 と結 ぶ

と満場拍手喝采 とな っ た とい う
28｝

。 我が 国 に お い

て は，早 くか ら防災教育 の 必要性が認識され て い

た の で ある 。

　 それか ら70年以上経て ，我が国で は科学技術の

進展に よ り，か な りの 自然災害を抑止する こ と に

成功 して きた 。 しか し，時 と して 阪神 ・
淡路大震

災 の よ うな災害が発生す る こ と があ る。また，近

い 将来に大規模な災害の 発生 も予想 さ れ て い る。

こ の よ うな状況 の
一方で ，防災教育 の 制度的 な導

入が行われ て い な い の が現状 で ある。

　 そ こ で ， こ の 原 因を明 らか にするため，現代学

校教育の 出発点で あ る終戦後 に 立 ち戻 り，学習指

導要領を手が か りと して，現 代の 学校 に お け る防

災教育 の 成立 と変 遷 の 過程 を見 て きた 。

　そ こ で は，まず GHQ と協同 して 改革が行わ れ

た我が 国の戦後初期の 社会科 に お い て は，防災教

育 が 大 きく取 り扱 わ れ て い た こ と が 明 ら か と な っ

た。しか し，戦後初 め て 登場 した 社 会科 は，教 育

現場に混乱 をもた ら したため，他教科との 無駄 な

重複を避け る こ とを 巨標 と した 内容 の 見直 しが 行

われ，そ の 過程 で 防災教育 の 単元が姿を消す こ と

とな っ た。一
方で ，時を同 じくして 理科に 防災 に

関する内容が登場する こ ととな っ た。

　その 後 も，戦後 の 社会科及 び理科がそ の 代表で

あ っ た児童 の 生 活経験 を も と に 単 元 を構成 す る

「経験主義」が，学力低下 を生 み だ した原 因との 批

判が 次第に 強 くな り，そ れ まで の 我が 国 の 教育方
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針 を大 き く転換 せ ざる を得 な くな っ た 。 そ の 結

果，系統主義の単元構成 へ の 転換 とともに，防災

教育の 取 り扱 い は さ ら に減少す る こ とと とな っ

た 。 と りわ け，昭和 52 （1977）年 ，平成元 （1989）

年の 指導要領 における防災教育 に関す る取 り扱 い

は，些少で ある 。 しか しこ の 間，我が 国に お い て

大規模 な自然災害が 発生する こ とが なか っ た こ と

もあ り，こ の こ と が取 り立 て て 問題 になる こ と は

なか っ た。そ うした状 況の 中，阪神 ・淡路大震災

が発生 した こ と に よ り，防災教育へ の 関心が 高ま

り，防災教育 の 取 り扱 い が再 び 増加する こ と と

な っ た 。 そ して ，それ で もなお，現在 の 学校に お

ける 防 災教 育が十 分で あ る と評価で きな い 現状

は ，成立 か ら の 変遷の 過程 を鑑み る 時，現行 の 教

育課程，す な わ ち系統主義を基礎 と した 単元構成

が 防 災教 育 に 不向 きで あ る と考え られ る 。 そ れ

は ，防 災を学問 の 側面 か ら捉えた 時，非常に 広範

囲の 学問分野 を内包 し て い る こ とか ら推察 され

る 。 戦後 の 教 育制度の 変遷過程 を精査す る時 ，防

災 の 「総合性 」 と 学習指導要領 の 「系統性」 と の

齟齬が，我が 国の 義務教育に お ける 防災教育 を非

常 に 困難に して い る と考え ら れ る の で あ る 。

　一方，現 行 の 学習 指導 要 領 の 改訂 （平 成10

（1998＞年）で は，大 きな変化があ っ た 。 そ れは，

こ れ まで の 必 修教科，選択教 科 （巾学校の み ），道

徳 特別活動に加 えて ，「総合的な学習 の 時間」が

新設 され た こ と で あ る 。 総合 的 な学 習 の 時 間 と

は，文部科学省 に よれば，「  地域 や学校，子 ども

たち の 実態に 応 じ，学校が創意工 夫を生 か し て特

色 あ る 教 育活動が 行 え る 時 間，  国際理 解 情

報 環 境 福祉
・健康な ど従来 の 教科をまたが る

よ うな課題 に 関する 学習を行え る時間」で ある。

防災は上述 した ように ，従来の 教科を横断 し て い

る総合的な分野 で ある 。 こ の 系統主義に拠 ら な い

授業 時 間 こ そが ，学校 に おけ る防 災教育 を行 うた

め に は最 も適 した時間で あ る こ とは，こ れ ま で の

教育課程の変遷の歴史が証 明 して い る 。 事実，河

田
・
城 下 （2005）は ，小，中学校 に お け る先進的

な防災 教 育 の 取 り組 み に 関 し て 調査 を し て い る

が ，先進的な取 り組み を行 っ て い る約 7 割の 学校

で総合的な学習 の 時間を使 っ た 防災教育が 行わ れ

て い る
29）

。 今，学校 にお い て 防災教育 を行 う機 会

は，戦後の 経験 主義的教育課程 の時代 と同 じよう

に存在 して い る とい える 。

　 しか し，こ う し た 「総合的 な学習 の 時間」に 水 を

さす動 き もあ る 。 それは，総合 的な学 習 の 時間 の

廃止 も視野に入れ た，現行の学習指導要領の見直

しの 動 きで ある 。 最近 の 報道に よ れ ば，指導要領

の 次期 改訂 で の 廃止 こ そ逃 れた もの の ，評価基 準

を文部科学省が例示する予定で あ り，教科学習に

近づ くと懸念す る声もある
30）

。 こ うした動 きの 原

因 とな っ た の が 2004年末に発表 され，前回調査 よ

りわが国 の 順位が下が っ た こ とが判 明 した OECD

に よ る国際学力調査 の結果で あ っ た。「学力低下」

を端緒と して ，教育課程が 見直さ れ る の は ，戦後

の 義務教育が辿 っ て きた道 と 同 じで ある 。 ま た ，

こ うした調査結果に 加 えて ，中学校担任教諭 の 過

半数 が 総合的 な学習の 時 間を廃止 し て も よ い と考

えて い る と の 調査結果 もある と い う
31）
状況で あ

｝）　r 総合的 な学習 の 時 間を取 り巻 く環境 は，決 し

て 楽観 で き る 状態 で はない 。

　 しか し なが ら，
一

方で ，「学力」とは い か な る も

の で あ る の か と い う本源的 な 問 い が ，学力「低下 」

が強調 され るあ ま り，影を隠して い る の もまた事

実で あ ろ う。 例え ば中内 （1983）に よれば学力は，

1 ）学問 や 芸術 な ど 文化の伝達 とい うか た ち で ，

　　個体か ら個体 へ と分か ち伝えられ る こ とが 出

　 　来 る もの と され て い る 能力

2）伝 達 され る文化の 内容 が科学文化や言語 と

　　い っ た 認識の学問と方法で ある こ とか ら，認

　　識 の 能力の
一
種

3）伝達が世俗化 された学校教育の 形式を とっ て行

　　われ て い る こ とか らして，認識に おける か な り

　　現実的で 実際的な部門を担当 して い る能力

と定義され る
32｝

。 そ れ で は，防災につ い て の 知識

や智恵 は学力 に な り得ない の で あ ろ うか。こ の 点

に つ い て ，直截 に は判 断する こ とは 出来な い が ，

今後，総合的な学 習 の 時間 に お け る防災教育 を推

進 して い く上 で ，決 して 避け る こ との 出来な い 重

要 な問題 で あ ろ う。

　 また，総合的な学習の 時間に否定的な中学校担

任教諭 の 多 くが，総合的な学習 の 時間 で は学力が
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身 に つ か ない と考 えて い た り，基礎 ・
基本 がお ろ

そ か に な る と考え て い た りする こ とも調査結 果か

ら明 らか と な っ て い る
31）

。 平成10年 の 教育職員免

許法 の 改正 に よ り，平成12年度か ら大学に おけ る

教職課程に は，「総合演習」が新た に含 まれ るよう

に な っ た 。 こ の 時間 は，総合的な学習の 時間 の た

め に設 け られ た もの で は な い が ，こ れ を履修する

こ とは総合的 な学習の 時 間 の 指導 に 資する と考 え

ら れ て い る
33］

。 こ うし た 時間の 活用 等に よ っ て ，

大学の 教職課程にお い て も，総合的な学習の 時間

の 意義やそ の 活用 の あ り方 につ い て 学 ぶ こ と もま

た重要で あ ろ う。

　近 い 将来に，大規模な災害の発生 が 予想 さ れ て

い る。そうした災害 に よ る 被害 を最小 限 に 止 め る

た め に ，国民の 高 い 防災意 識 が必 要不 可 欠 で あ

る 。 そ して また ，そ うし た 意識 を災害の 頻発期，

静穏期に 関 わ らず継続的に 保持する こ とが 減災 ・

防災社会 の実現に繋が る と言えよう。

　学校に お ける 防災教育が，戦後 と同 じ道 を再び

辿 ら な い よ うに し，制度的な導 入 の 実現 に 向け

て ，防災教育 の 意義を広 く国民 に問 うて い か なけ

れ ばな らな い 。
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