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戦後教育運動言論の 社会学的研究

一 外 国語教育の 議論 に着 目 して
一

相澤　真
一

（東京大学大学院）

1　 問題 の 所在

　こ れ まで の 教育社会学の 研 究にお い て 、 理

想 主義的な教育論が 教育改革に 寄与す る危険

性 に つ い て 警鐘を鳴 らした もの は数多 い 。本

研 究 で は、そ の よ うな理想 主義的な教育論 を

形作 っ た活動 と して 、50 年代半ばか ら 60 年

代 の 教育運動一
日本教職員組 合 （以下、日教

組）を中心 と した教員た ち の 運動 を
一

つ の 社

会運動 と して捉 え、社会運 動論 の 議論 を援用

しなが ら検討す る、

　本報告で は 、 具体的検討対象と して 、 戦後

教育運動の 中で も外国語教育の 議論、とりわ

け外 国語教育で 直面す る学力差、能力 差を扱

っ た議論に着 目す る。こ れ らの 議論の 中で 特

に注 目され る の は 、 日教組 の 運動 にお い て 、

外国語 を 「読む、書 く、聞 く、話す」 とい う

「四技能＝学力」 で あ り 、 そ れ を身に つ け る

こ とこ そ が 外国語教育の 目的で あ る とい う認

識 に否定的な見解を示 した こ とにあ る 。 そ の

上で、独 自に外国語学習の 意義を、国民的連

帯などを含ん だ 「外 国語 教育 の 四 目的」 と し

て 提示 し、「外国語 を使 う能力 の 基礎を養 う」

こ と、っ ま り外国語が使 え る よ うに なる こ と

は外 国語教育 の 四 目的 の 中 の
一

つ と し て 位置

づ けて 、 そ の 他の 国民 的連帯な ども含ん だ四

目的 の 達成 を 目指 した外 国語教 育を組 織 しよ

うとす る議論 が続け られ た こ とにある 。
こ の

議論は、「四技能 の 習 得だ け が 外 国語教育 の 目

的で は ない 」 とい う点で は
一致 を得 られた も

の の 、それ 以外 の 点で は曖昧な点 も多く、教

員たちの 日々 の 教育活動 と運動 との 間に矛盾

が生 じて い た こ と も少 な くなか っ た 。

　 こ の 矛盾 を先行研究 と関連付 けて 具体的に

説 明す るな らば、次 の よ うにな る 。 先行研 究

にお い て、教員 た ちは 「能力 」 と 「差別 」 を

結び付 ける能力観 に 1960 年前後に変化 し た

と主張されて い る。これに 対 し て 、た とえ 「能

力」 と 「差別」 を結び つ ける能力観 を持ち、

そ の よ うな差別 を忌避 して い た として も、「能

力 」 で 「差別 」す る種 々 の 営み と教員一特に

義務教育 とし て 非常に 分散の 大 き い 集団 を対

象 とし、か つ 成績 を中心 とした高校受験 に大

きく関わ る中学校教員
一

は無縁で は い られ な

い 。 特に外 国語科で はそ の 傾向 は顕著で あ っ

た 。

　こ の 教員た ち の 矛 盾 を含んだ教育運動 へ の

参加 をめ ぐる問題が本報告 の 分析対象 の 中心

となる 。 先述 の 通 り、社会運動論 、と りわけ

Erving 　Goffman が提示 し、David 　Snow など

が理論的に 発展させ た フ レ
ー

ム 分析の 方 法を

援用 し、こ の 理論 の 「具体的な現 実の 問題 の

多様性 と運 動 の ス ロ
ー

ガ ン との 矛 盾 が参 加者

の 内部で は明確で あ りなが ら、運 動が 進展 す

る中で 参加者 は どの よ うに折 り合 い をつ けて

行 動す る の か 」 とい う問題 を、外 国語教育の

学力差、能力差をめぐる議論に焦点 を当て て

検討す る 。 すなわ ち、教員たちが、受験学力

や アチ
ーヴメ ン トテ ス トで測定 され る学力を

批 判す る運動 に参加す る
一

方で 、日々 の 教育

活動に お い て 受験学力や ア チ
ー

ヴメ ン トテ ス

トに も コ ミ ッ トす る 日々 の 教育活 動 の 現実の

間 に どの よ うな折 り合 い をつ けて い た の か と

い う問題 を社会学的に検討す る 。

2　 調査対象 と調査時期

　具体的な調査 対象は 以下の 二 点 に 焦点 を当

てて い る。第
一

に、運動 を分析す る資料 と し

て 、全国教研集会 の記録 と し て 『日本の 教育』

の 外国語分科会の 記事、各都道府県が提 出 し

た 『全国教育研究集会報告書』、『日教組教育

新聞』な どが 挙げ られ る。

一方で、第二 に、

日 々 の 英語 教育の 実践を記 し た 資料 と し て英

語 教育雑誌か ら目常の 教育活動の 議論 を追 う。

もちろん第
一

の 中で も英語教育の 実践に つ い

て は多 く論 じられ て い るの で、第二 は補完的

作業で あ る 。 調査 時期は 1955 年 に盛ん にな
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っ た英語 の義務教育化 をめ ぐる論争を起点 と

し、全 国教育研究集会 にお い て 、「能力別編成

を信奉す る者が い な くな っ た 」 と宣 言され る

1969 年ま で の 約 15 年間 を対象 とす る 。

3　 分析 の 概要

　 分析の 概要 として 、  運動 の 中で 何が論 じ

られ た か 、  運 動の 議論に対 して 、 教員は ど

の よ うな行 動を して い た か を略述す る 。

　  にお い て 、運動 の 中で は 、50 年代 半ば前

後、とりわ け英語 の 義務教育化 をめ ぐる論争

の 中で は、全 生徒 に 英語 を学ばせ る こ とがで

きる の か と い う問題が能力 と実際 の 外 国語 学

習 との 関連 で 論 じられ て い た。こ こ か ら一
つ

の 転機 とな っ た の は、60 年 に 「外国語学習の

目標が、四技能だけで ない の で あれ ば、知能

に よ っ て 英語 学習 を断念 させ る必要は な い し、

知 能別 クラス 編成 も決 して望ま しい こ とで は

ない
。 」と い う意見が教研集会講師 の 側 か ら出

され た こ と で あ る。そ の 後、当時の 国民 教育

論 の 文脈 に載せ て 、外国語教育を位置づ け よ

うとする議論 が行 なわ れ る よ うに な り、外国

語教育を 「真 に教育的な 立場に た っ て 科学的

に追求」 する こ とが 運動 方針 と して示 され る

ように なっ た 。 そ の 具 体化の
一

端 が 1節 に も

述べ た 四 目的で ある 。

　四 目的 とは 「（1）外 国語 学習を通 して 、社会

進 歩の た め に 諸 国民 との 連 帯 を深 め る 。 （2）

思考と言語 との 密接な結び つ きを理解す る 。

（3）外 国語 の 構 造上 の 特徴 と 日本語 の それ と

の 違 い を知 る こ とに よ っ て 、日本語 へ の 理解

を深め る。（4）そ の 外 国語 を使 う能力 の 基 礎を

養 う。」 であ り、こ れ を い か に具体的な活動に

す るか が討議 され る よ うに な っ た。こ の 理想

的な価値観や美 しい 言葉と結び つ け て 運動の

主張 を作 り出す過程 は平和運動な ど様 々 な社

会運動に 見 られ る構造で あ る 。

　 しか しなが ら、  の 運動 の 議 論 に対す る教

員 の 行動 は様 々 で あ っ た。第
一

に挙げ られ る

の は 、 運動 には参加 しなが ら理解 し て い な い 、

または参加 して い て も理解 しよ うと しな い と

い う立場は散見 され る 。 例 えば、四技能を四

目的だ と思 っ て い た とい うよ うな言 明は しば

しば見 られる し、こ れ らの 運動 の 議論 を現場

か ら離れ た抽象的な議論だ と指摘す る場 面 も

あ る。第二 に、運 動に参加 し理解も しなが ら、

それ に そ ぐわない 現場の 実践 の 方が よ い と主

張す る立場で ある 。 これ は 60 年代前半に多

く、能力別や 習熟度別学級 を推進する 立場の

者 に 多い 立場で あ り、また こ の よ うな報 告は

60 年代 の 分科会 の 中で たび た び 論争 を呼び

起こ した 。

一方で、こ の 立 場は運 動の 中で 運

動の 価値観 へ と説得 して い く活動 を呼 び起 こ

す こ と に な っ た。結果 とし て、 こ の 説得 の 過

程 に よ っ て 徐 々 に減 る。そ の 後、増加 して い

く第三 の 立場は、運動で は運動に親和的な議

論を産 出 し続け、自分たち の 現場 の 教育も批

判 しなが ら、結局は現場で はそれ にそ ぐ う教

育を続 ける もの で ある。運動の 中で の 理 想は

追求 しなが ら、現場で は生徒の 能力や学力に

応 じ、職場 で の 均衡を取 りなが ら活動 し て い

くこ ととなる。こ こ に見る こ とが で き る の は、

運動の 理想 と現場の 現実 とい う形で肥 大化す

る 「運動の 理想 と現場 の 現実 との 乖離」 で あ

る 。 そ して こ の 乖離 の 中に 、教員 自身の 運動

と現 場 との 関係 が位置付 け られ て い くこ と に

なる 。 60 年代を通 じて 、多数 を占め て い っ た

の は こ の 第三 の 立 場 で ある 。

4　 ま とめ

　 1950 年代半ばか ら 60年代 の 教育運動 の 中

の 外 国語 教育の 議論 に見 る こ と が で きる の は 、

上記 の よ うな理想 と現実の 乖 離 と理 想の 増幅

過 程 で あ る。もち ろ ん 社会運動 の 中で 理 想 と

現 実が 乖離す る こ と自体は 目新 し い 現象で は

な い
。 しか し、こ の 理想 と現実が大 きく乖離

しなが ら教育は存在 して い る と い う認 識 が広

く行 き渡 っ た こ と、また理想 を拡大 させ て運

動 とし て イデオ ロ ギーとし て発 信 し続け る こ

とが長 く行なわれて きたこ とに 、 こ の 運動の

特徴は ある。当時 の 教育政策 に対抗 し、教育

運 動独 自の 教育を組み 立て よ う とす る運動 に

よ っ て 形作 られ た理想 と現実 の 乖離 の 構図 と、

そ の 中で 増幅 されて きた教育の 理想論 の 蓄積

に は、80 年代 半ば以降の 理想 主 義的 な教育論

に依拠 しが ちな 日本 の 教育改革の 流れ と論理

的な相 同性を見 る こ とがで きる。 こ の 点で 本

報告 が対象 とした教育の 理想論の 増幅 と理 想

と現実の 乖離か ら現在の 日本 の 教育改革の 流

れ の 原型 を見出す こ とが で きるの で は なか ろ

うか。
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