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新聞投書欄 に見る 「道徳」 の 変遷

木村和美 （大 阪大学）

1．問題 意識

　 2013 年 11 月 11 日に 行わ れ た小 中学校

の 道徳教 育 見直 し を検討 し て い る文部科 学

省 （以下、文科省） の 有識 者会議 「道徳教

育の 充実 に 関す る懇談 会」 にお い て 、正 式

教 科で は な い 道徳 を教科 に 格上 げす る報告

案 が ま と め られ た 。 道徳 の 教科化 に つ い て

文科省 は、通常 の 教科 とは 異 なる枠組 み を

も つ 「特別 の 教科 」 （仮称 ）とし て 位 置づ け

る方針 を示 した 。
「教科 」 とは 「法制 上 定義

が な され て い る訳 で は ない が、
一

般 的に 、

  免許 （中 ・高等 学校 にお い て は 、当該教

科 の 免許 ） を有 し た 専門 の 教師 が 、  教科

書 を用 い て 指導 し、  数値等 に よる評価 を

行 う」 （文 部科 学省　2008） も の と考 え ら

れ て い る。今回の 「特別 の 教科」 化 案は  

専門 の 教員免許 は設 けず 「道徳 教育推進 リ

ーダー教 師」 を配置 し 、  将来的に は検定

教科書 を導入 す る が
、 当面 は 文 科省 作成 の

「心 の ノ
ー

ト」 改訂版 を 主 と して 使 用 し
、

  記述 式の 評価 を行 う、と して い る 。

　 今 回 の 道 徳の 「特別 の 教科」化案 は、2000

年 の 小 渕 ・森内閣が設置 した 教育改革 国民

会議 の 「小学 校に 『道徳 』、中学校 に 『人 間

科』、高校に 『人 生科』な どの 教科 を設 け」

ると い う提言や 2007 年 の 第
一

次安倍 内閣

が設 置 した教育 再生会議 の 「徳育を従 来の

教 科 とは 異 な る新 た な教科 と し て 位置 づ け

る」 とい う提言 の 流 れ を くむ もの だ と考え

られ る 。 こ れ ら の 提 言は 結果 と し て 見 送 ら

れ る こ とに な っ たが、2007 年 の 「徳 育 の 教

科化」 に つ い て は マ ス コ ミも注 目 し大 きな

話題 とな っ た 。

　以 上の よ うに 、 日本 にお ける道徳 教育は

大 きな 変化 をむ か えて い る。そ の 背 景に は

社会 の 変化、人 々 の 意 識の 変化 が 関係 して

い ると言 え る。特 に 、い じめ 、 少年 犯罪等

が社 会問題 とし て 認識 されて か らは 、子 ど

もた ち に 対す る 道徳教育の 重要 性 が よ り問

われ る よ うに な っ た 。そ こ で 、本報 告で は

新 聞 の 投書欄 を も とに 、 今 日 の 日本 社会 に

お い て どの よ うな 「道徳」 に 関心 が 示 され

て きた の か を 明 らか に して い く 。

2．分析対象

　新聞投書 に は 、さま ざま な年 代が考 える

「道徳」 が表 わ され て い る と考 え られ る。

新 聞 と い う媒 体 の 特徴 か ら投稿 者の 多くが

大人 で あ る と推察 され る が、道徳教育が 大

人 か ら子 どもに 対 して な され る もの だ とす

れ ば 、大人 が 関心 を よせ る 「道徳」 を明 ら

か に す る こ と に は 意義 が あ る と考 え る 。

　投書欄 の 先行研 究 と し て は 、宮武 （2003 ）

が 1955 年 か ら 1969 年 ま で の 『朝 日新 聞』

の 投書欄 「声 」 を分析 し、受験の 特徴を 明

らか に した もの や 、元 森 （2005 ） が 1983

年 か ら 2002 年 ま で の 『毎 日中学生新 聞』

の 読者 投稿欄 を分析 し 「子 ど も」 の イ メ
ー

ジ とそ の 揺 らぎを明 らか に した もの な どが

あ り、新聞 の 投書欄 は社会 の 特徴 とそ の 変

化 を考察す る うえ で 適 し た 資料 で あ る と考

え る 。

　そ こ で
、 本報 告で は 1984 年か ら 2013

年 ま で の 『朝 日新 聞』 の 投書欄 「声 」 に お
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い て 掲載 され た投 書を分析す る。『朝 日新 聞』

の 記 事データベ ー ス を利 用 し、分 類 「書評 」、

キ
ー

ワ
ー

ド 「道徳」 で 検索を行 っ た 。 重 複

す る もの や 、 テ
ー マ 討論 を省 き、内容 を整

理 し た結 果、567 本 の 投書 を分析 の 対象 と

す る こ とに した。

3．結果 と考察

　投稿者 の 基本デ ータ と し て は 、「年齢」は

最年少 が 10 歳、最高齢が 94 歳で あ っ た 。

最 も人 数 が 多 か っ た の が 60 代の 120 人

（21．4％）、次い で 70 代 の 86 人 （15．3％）

だ っ た 。 最も少 なか っ た の は 90 代 の 2 人

で あ り、平均年 齢は 50．3 歳 で あ っ た 。 主 な

「職業」 と して は無職 135 人 （23．7％）、

教育 関係者 98 人 （17．2％）、学生 （小 学生

〜院 生）89 人 （15．6％）、主婦 81 人 （14．2％）、

会社員
・会社 顧 問 49 人 （8．6％） が挙 げ ら

れ る。教 育関係者 に は 小学校 か ら大学 ま で

の 教員 、非 常勤講 師、塾講師 、 元 教員等 を

含 ん で い る。「性 別」 は 明記 され て い な い た

め名前か ら判断 した結 果 、 大 ま か な傾 向 と

し て は男性 が 約 6 割、女性 が約 3 割 で あ っ

た 。

　投 稿者 に つ い て は 40 代 か ら 70 代 が

60．5％ を 占め て い る が 、幅広 い 層か ら投書

が な され て い る と言 え るだ ろ う。 10 代 が

10％、学生 が 15．6％ い る こ とか ら、若者 か

らも 「道 徳」 に 対 し て 関心 と意 見が 寄せ ら

れ て い る こ とが分 か っ た 。 ま た 、教育 関係

者 か らの 投書 が多 い こ とか ら、「教育」、特

に 「学校 教育」 と 「道徳 」 の 強 い 結び っ き

を教 育関係者 自身 が 自覚 し て い る と言 え る

だ ろ う。

　掲載 され た 投書数が 多か っ た の は 、2000

年 の 58 本 、2007 年 の 45 本 、2013 年 の 44

本で あ っ た。特 に 2000 年か ら 2007 年 に か

けて は 、毎年 20 本以 上が掲載 され て お り

「道徳」 へ の 関心 が高 い 時期 で あ っ た と言

え る 。 2000 年 、2007 年 、2013 年 は 、道徳

教育 が政 策上重大 な局 面を迎 え る時期 で あ

るた め 、単な る 「教育」 で は な く、「政治」

と 「教育」 の 両 方 に対 す る強い 関心 の 現れ

で あ る と言 え る 。

　投 書 の 分類 に つ い て は 、朝 日新 聞 の 記事

デ
ー

タ ベ ー
ス の 「面名」 を参考に しな が ら

行 っ た 。 そ の 結果 、
「教育」 180 本 、「社 会」

175 本 、「政治」 116 本 とな り、こ の 3 分野

が約 8 割を 占め て い た 。「教育」 で は道徳

に つ い て （道徳 の 時間、い じめ、道徳 の 教

科化 等）、「社会」 で は マ ナ
ー

や モ ラル 、 思

い や りに つ い て 、
「政治」で は不 祥事や 教育

に つ い て の 「内容 」 が 多 く見 られ た 。 こ の

「分 野」 と 「内容 」 に つ い て は さら に分析

を行 っ て い く。

　当 日 は 、よ り詳 細 な分析 デー
タ をも とに 、

社会 の 変化、教育 政策 の 変化 と関連 付 けな

が ら、人 々 が 関心 を寄せ る 「道徳」 に っ い

て 考察を 行 う。

　詳 細な分析結果 、考察 に つ い て は 当 日配

付資料を 参照 の こ と 。
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