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1 ．は じめ に

　本論考の 目的は 、反本質主義に基づ く科学

教育の 長所 に つ い て の 議論で ある 。 現在、世

界 の い た る とこ ろで試 み られ て い る科学教

育が 「自然科学の 教育」で ある と い うこ とと、

自然 科学は 本質主義に基づ い て い る こ との

確認 か ら 、 本論考は 出発す る。 自然科学が本

質主義に基づ い て い るか らとい っ て 、科学教

育が それ に 倣 っ て 本質 主義に 基づ か な けれ

ばならな い とい う謂れはない 。本論考 は 、 反

本質主義に基づ く科学教育 として 「世界観教

育」 の 提案 を行 う。

2 ．本質主義

　本質主義 とは 、「人 間を含む諸事物 ・諸事

項は、独自の 本質或 い は特質を持 っ て い る 」

とす る見方で ある。 こ の 見 方が、自然科学的

な見方 ・考え方 を特徴付け て い る こ とに説明

の 必要は無 い だろ う。

　こ れ とは対照的に、反本質主義的見 解 とは

「上 の 意味で の本質は、主 体に よ っ て 創 られ

て い る 」 とする見方で ある 。 自然科学が本質

主義に則 っ て い るか らとい っ て 、 科学教育が

本質主義に 則 る必 要は ない し
、 科学教育が本

質主義 に則 る こ とは 、 む しろ弊害 の 方が 多い

だ ろ うとい うの が 本論考の 主張で あ る。

　 とい うの は 、 本質主 義は正 しい 唯
一

の 「世

界観」 を想定す るか らで あ る。 その 結果 、児

童生徒 は 、「正 し い 」 自然科学的世 界観の 下

に、「自然科学的本質1 の 発 見を鼓舞 され る

こ とになる。本質主義 と反本質主義と の対照

を、表 1に掲 げる 。

表 1 ；本質主 義 と反 本質主義

本質主義 非本質主 義

典型例 西 欧 自然科学 構造主 義

言語 透明 不 透 明

世界観 唯
一

の 正 しい すべ て 正 しい

思考対 象 言 語 以 前 に存在 言語 に よ り創造

本質 発見 され る 関係 に依存

　唯
一

の 正 し い 世界観 に 基 づ く本質 の 発 見

を 目指す科学教 育は、い わ ゆる 「西 欧諸国」

にお い て は教育 として機能するが 、我が 国の

よ うな 「非西欧諸国」 にお い て は 教育 と して

機 能 し難 い 。なぜな ら、 本質主義 に基づ く科

学教育は 、唯一の 正 し い 自然科学的 自然観 へ

の 置 き換 えを奨励 して しま うか らで ある。

3 ，国民国家

　それ で は、「なぜ 非西欧 諸 国に お い て機能

しない の か 」 とい う理 由は、国民 国家の 成 り

立ち とその 特徴 か ら明 らか に なる 。 こ れ は 、

現 在最 も普遍 的に 見 られ る国家の 形 態で あ

り、その歴史 は 19 世紀初頭 に遡 る 。
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　周知の ご とく、我が 国は 19 世紀の 半 ばに

国民国家 と して 出発 した。国民国家の 成立条

件 は以下の 四つ で ある。

　　 1． 国民 （当該国家 に帰属意識 を持 つ ）

　　 2． 国語 （当該国家 の共通語）

　　 3． 国民文学 （国語 で記述）

　　 4． 歴 史 （国語で 記述）

　 こ うして 成立 した国民国家は、次 の 三 つ の

特徴を持 っ
。

　　 1． 国民 は、政治的な 自己決定力を持 っ

　　　　個人か らなる 。

　　 2． 現 代科学技術 を国民の 福利 厚 生 向

　　 　　上 の た め に導入す る。

　　 3． 普遍 文 明 に対 し て 個別 文化 の 優位

　　　　性 を主張する 。

　 特徴の 1 は 別 と して 、 問題 は特徴 2 と 3 の

組 み合わせ に ある 。 国民国家 と して の 我が 国

は、「国民の 福利厚 生向上 の た め 」 の 自然科

学の 導入 と 「普遍文明に対 して 個別文化 の優

位 性を主張す る」 とは、相容れない 。 そ の理

由を知 りたければ、自然科学に普遍性 を見出

さなけれ ばそ の 導入 は不可能 で あ っ た とい

う事実に 目を向ける だけで よ い 。

　 我 が国 にお け る科学教育 一自然科学 の 教

育
一

にお い て は 、 自然科学的世界観に普遍性

を見出す代償と して 、 我が国に 固有の 世界観

を否定 しなけれ ばな らなか っ たの であ る 。 こ

の 否定 は 、 児童生 徒が伝統文化 に対す る帰属

意識 の 育成を図る とき 、 それ を 阻害する要因

と して働 くこ とは疑い ない
。

　こ の 問題の 解決に は、西 欧諸国にお い て 展

開 され て い る 如何 なる科学教育学研究 も参

考に ならない 。特徴 2 に基づ く科学教育と、

特徴 3 に基づ く固有文化 へ の健全 な帰属意識

の 育成 を、他 な らぬ科学教育の 枠組みにおい

て 両立 させ るた めに は 、「非西欧諸 国」 に独

特 の 考察が要求 され る の で ある 。

4 ．世界観教育

　こ こ に い う世界観教育とは 、自然科学的世

界観 と伝統的 な固有の 世界観 との 相違を、教

師が意識 的 に把握 し た 上 で 施す 科学教育 で

ある 。 そ こ で は、相容れない 2 つ の 世界観 一

自然科学的世界観 と固有の 伝統 に 基づ く世

界観
一

の い ずれ も排除され な い
。

　本質主義と反本質主 義を対照 させ た表 1か

ら明 らか なよ うに、本質主義 に基づ く科学教

育に世界観教育 の 可能性はない
。 世界観教育

が可能なの は 、反本質主義 の 枠組み におい て

で ある。こ の 特徴 は、外国語教育 と共通 し て

い る。従 っ て、世界観教育の 標語 を掲げる と

すれ ば、 「外国語 を知 らない 者 は 、母語 をも

知 らない 」とい う外国語教育の 標語 をも じ っ

て 、 次の よ うに なろ う。

　　 自然科学的世界観を知 らない 者 は 、 日本

の 伝 統的 自然観を も知 らない の だ 。
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