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日本に お ける知の 分割の 展 開

就学前教育に お ける リテ ラ シ ー の 伝達 を手 が か りに

石 黒　万 里子 （東京成徳大学）

1t 課題 設定

　 E．デ ュ ル ケ
ーム に よる，事物 の 聖／俗 に よ

る二 分割の 議論 か ら，近年 の 日本の 「全国学

力 ・学習状 況調査」 に お け る ， 主 と して 「知

識」 に 関す る 問題 ／主 と し て 「活 用 」 に 関す

る問題 の 区 分に 至 るまで ，認識対象の 分割 と

その 基盤 とな る認識方法 すな わ ち知 の 分割

は ，さま ざま な場面 で み られる。そ の 分割 は

恣意 的なもの ，「感情の 所産」（デ ュ ル ケ
ーム ）

で あ るが ゆえに ， 境界 線は 社会変動 とともに

繰 り返 し引 き直 され ，新 し い 世界像の 基盤 と

な っ て きた 。

　 デ ュ ル ケ
ーム は 中世 の 大学 に お け る 三 科

（文法，論理 学，修辞学） と四科 （算術，天

文学，幾何学 ， 音楽）の 分離 に つ い て ，「前者

は人間の 精神 を志向 し，後者 は事物お よび 世

界 を志向」し て い る と い う（Durkheim 訳書 ，

1981）。 B．バ ー
ン ス テ ィ ン （Bernstein訳 書 ，

2000）は こ れ を踏ま え，そ の 分離 の 背 景 とし

て ，それ が 当時の キ リス ト教的世界の 確 立 の

前提 条件で あ っ た こ とを指摘す る。そ し て 現

代 に お い て は ，市場 へ の 適合性 （マ
ー

ケ ッ ト・

レ リバ ン ス ）が 知 の あ り様 を基礎づ けて い る

と い う。 ロ ー ダー ・ブ ラ ウン ほ か （Lauder，

Brown 　et　al ．訳書 ，2012 ） は，バ ーン ス テ ィ

ン の 指摘 を踏ま え，現代 の 道具主義 的な知識

の あ り方に注意 を喚起 して い る 。

　 現在 の 目本 で，こ うし た知の 分割 とそ の 可

変性が 如実に 現れて い る の が ， 就学前教育 と

小学校以上 の 教育段 階と の 区分で あ る。就学

年齢 の 引 き下げあ る い は 5 歳児無償化 と い っ

た教育改革 の 議論 は，そ こ で 伝達 され る知 の

棲み分 けの 再編成を と もな う。 本報告で は，

幼少 期 に お ける リ テ ラ シ ーの 伝達 に焦点 をあ

て ，平成元年幼稚 園教育要領改訂 を手が か り

に ，日本に お け る知の 分割 の 展 開に つ い て検

討 し て みた い
。

2 ． 日本 に お ける リテ ラ シ ーの 伝達

　1989 年の 学習指導要領 は，「新 しい 学力観」

を掲 げ，それ に ともな う指導要録 の 改訂 で は ，

「関 心 ・意欲 ・態度」 を 「知識 ・理 解」 よ り

も重視す る とい う知 の 再 編成が行 われ た。こ

の 時改訂 された幼 稚園教育要領 は ，知 識 ，技

能 の 基 盤 とな る 「心情 ，意欲，態度」 の 育成

を，幼稚 園教育 の 基本 的な 「ね らい 」 と位 置

づ けた。ね らい とは，到 達 目標で は な くあ く

まで も方向 目標 と して 定義 され，現在 に至 っ

て い る。就 学前教育 と小学校以上 とは ， 目標

の 質にお い て 明確 に異な り，就学前は 知に対

す る構 えを 育成す る段 階で あ り ， 知の 中身 に

つ い て は小学校 以上 の 課題 と して再 定位 され

た の で ある。

　幼稚園教育要領 は ， 文 字学習 に つ い て ，子

どもが文字 に対 し て 「興味 ・関心 を も っ 」 こ

とをね らい と して お り， そ の 修得 は小 学校以

上 に位置づ け られ て い る 。

　 こ うした 知 の 区 分は ，必ず し も国際的に 見

て 共通で あ る とは い え な い
。 例 えば しば しば

就学前教育 の 効果を示 す も の と して 引用 され

る，「効果的 な就学前教育 の 実施 プ ロ ジ ェ ク ト」

（Sure　Star七，
2004 ）は ，就学準備 をね らい とし

て リテ ラ シ ーの 伝達 に力 を入れ，国際的 にみ

れば 「就学準備型 」 （OECD 訳 書 ，
2011） と

され る英国にお ける調査結果で あ る 。 す な わ
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ち，認識 方法 と認識対象 とを分離 し た就学前

後 の 知 の 編成 は ， 日本に特 徴的な も の で あ る 。

　 しか し，実際の と こ ろ，私 立 幼稚園 の 半数

以上 （52．3°

／。 ） は ，通常の 保育時間内に
一

斉

活動 と して ひ らが な を書く練習 を行 っ て い る

（ベ ネ ッ セ 教 育総合研究所 2012）。 日本 の 幼

稚 園の 設置者は 私立 が 62．7％を 占め て お り

（平成 25 年度学校基本調査 ），実質的に は 過

半数 の 子 どもが，就学前に 文字 を書 くこ とを

組織的系統的に伝達 されて い る 。 こ の こ とか

ら ，
公 的指針 に お ける知 の 区分は ， 幼稚 園内

部にお け る リテ ラ シ
ー

の 伝達の 実質的な分化

を もた らして い る とい える 。

3 ．結語

　 日本 の 教育に お け る 「感情」 の 重 視は ， 渡

辺 （2003 ）が示 す よ うに ，小学校以降の 教育

段 階にお い て も特徴 と して も挙げ られ る 。 し

か しそれが よ り際立 っ て 強調 されて い る の が

就 学前教育で あ り，「心情主義」 （汐見 2008 ）

は ，日本 にお ける知 の 分割の 特徴的な
一

形態

とな っ て い る 。

　そ の 帰 結 と し て ， 日 本 に お け る 幼児期 の リ

テ ラシ ーは ，私有化 された 差異化の た め の 文

化 資本 となっ て い る 。

　 こ うした 知 の 分割 の あ り様 は，保育所 を含

む就学前教育制度 の 再編が進行す る 中で ， 取

り組 まれ る べ き課 題 と して残 され て い る 。
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