
Takada Junior College

NII-Electronic Library Service

Takada 　Junior 　College

学び にお ける子 ども と教師の 対話的関係の 構築に関す る研究

　　　　
一
子 ども と教師の カ リキ ュ ラム 協同構想の 視点か ら一

AStudy　in　Forging　a　Dialogical　Relationship　between　Children　and　Teachers　through　Learning　Activities，

　　　
− From　a　Viewpoint　of　Designing　a　Curriculum　through　Collaboration　between　Chndren

』
and　Teachers一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内　藤　　由 佳 子

　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　Yukako 　 Naito

（ 要 　 約 　 ）

　本 稿 は、オ ッ トー学校 の 「子 ども か ら」 の カ リキ ュ ラム 開発を具体的な授業実践の レ ベ ル か ら明 らか にす る。

オ ッ ト
ー

学校 の カ リキ ュ ラム デザイ ン の 特質 は、以下の 3 点 で あ る。  固定的、一
方的な 「型 」 と して の カ リキ ュ

ラ ム で は な く、柔 軟 で 協同 的 な 「プ ラ ン 」 と して の カ リキ ュ ラ ム が志 向 された。  学年区分や教科 の ス コ
ープ と

シ
ー

クエ ン ス を よ り柔 軟な幅 を も っ て 捉 え る こ とで 、子 ど もの 側 か らの カ リ キ ュ ラム が 構想 され た 。  授業実践

で は、子 ども と教師の 対 話 に 基 づ い て ボ トム ア ッ プ の カ リキ ュ ラ ム デ ザ イ ン が具 現化 され て い た。

（キ
ー

ワ
ー

ド）

　 ドイ ツ 新教育、カ リキ ュ ラ ム、対 話 的関 係

は じめに

　本稿 は 、 ドイ ツ 新教育運 動期に お い て 総合学習を学び の 中心 に位置付けた ベ ル トル ト ・オ ッ トー学校

（Berthold−Otto−Schule，以下、オ ッ ト
ー

学校 ） の 「子 どもか ら （vom 　Kinde　 aus ＞」 の カ リキ ュ ラ ム 開発

を具体的な授業実践 の レ ベ ル か ら 明 ら か に す る も の で あ る。

　学習指導要領 に 「総合的な学習 の 時間 」 が 示 され て 以来、子 どもの 現実生活 に 即 し た多様な実践 が開

発 され 、試み られ て い る。「総合的 な学習の 時間」 を め ぐ る議論は 、そ の 意義や是非を問 うだ けで はな

く、各教科や領域 の 枠を超 え た教科横断的な学習 内容 の 設定、子 どもの 側 か らの カ リ キ ュ ラ ム デザ イ ン

や そ れ に 関わ る教師の 指導性な ど、学校 で の 学び全体 を包括す る問題 と して 広 が りを見せ て い る
1

。 こ

うし た状況を踏まえ る と、「総合的な学習の 時間」 を それ 自体独立 した もの と し て とらえ る の で は な く、

教科学習 を 含 め た 学校教育全体 の 中に い か に位置付 け、そ の 連続性を 図 る か と い うこ とが 重要な問題 と

な る 。

　本稿が主要な対象 とす る オ ッ ト
ー

学校は 、1906年、ベ ル リ ン に お い て 独 自の 「総合学習 （Gesamtunter −

richt ）」を 組織 し、そ の 原理 を中核 に お い た授業実践 を構想 した ドイ ツ 改革教育学を代表する初等中等学

校 で あ る
2

。 学校創設者で あるベ ル トル ト・オ ッ ト
ー

（Berthold　 Otto，1859− 1933）は 、教師に よ る
一

方的な伝 達
一

受容型授業が 浸透 し て い た 旧 来 の 学校 を 、「教 え 込み学校 （Beibringungssehule）」 で あ る と

批判 し，自らの 学校を、個 々 の 子 どもを多面的 に 見取り、その 状況把握 に応 じて 学び を構想す る 「観 察

学校 （Beobachtungsschule）」 で ある と位 置 づ けた。オ ッ ト
ー

に よれば、学校は 子 ど も に
一

定の 知識 を押

し付 け る の で は な く、教師 の 入 念 な観察を 通 じて 、子 ど もが 必 要 とす る 支援を見出す こ とで あ り、そ う

した支援は 、子 ど もと教 師 の 相互主体的 な対話 に よ っ て 導か れ る と い デ 。オ ソ ト
ー学校 の 総合学習 は
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そ うし た対話 の 促進 を志 向 して お り、「総合学習 」 は学校全体 の 学び の 中心に位 置 つ く原 理 として も機

能 し て い ると言 える。

　 ドイ ツ に お け る オ ッ トーに 関す る 研究 は、そ の 大部分 が オ ッ トーの 教育思想 を ドイ ツ改革教育学 の 視

点 か ら通 史的 に位置づ けた もの で あ り、オ ッ ト
ー

学校 の 授業実践 を直接 の 対象 と し、カ リキ ュ ラ ム 開発

の 視 点 か らの 研究 は ほ とん どな され て い な い
4
。そ の 理 由 と し て 、こ れ ま で オ ッ ト

ー
学校 は 教育方法 の

面 にお い て 批判が繰 り返 され て きた こ とが挙げ られ る。例えば、オ ッ ト
ー

の 「総合学習 」 にっ い て、ノ
ー

ル （Nohl，H ，1879 − 1960）は、授業実践に関 し て は、偶発的に生 じ る諸教科を寄せ集め 、そ こ で は指導あ

る い は 方法 上 の 原 理 は廃棄 され て い る こ と、ま た教材面 に 関 し て は 、子 ど も の 側 に偏する あ ま り、伝達

すべ き文化財が軽視され て い る こ とを指摘する
5

。 また、ア ル ベ ル ト （Albert．W ．）は 、自己 活動 の 原理

に 基 づ く方法 の 自己 放棄 に根 ざ し て い る と批判す る
6
。

　我が国におけるオ ッ ト
ー

に関す る研究は、オ ッ ト
ー

をい わゆる 「合科教授 」 の 創始者 と位 置づ けて い

る もの の 、具体的な授業内容に つ い て は 、「総合学習」 の概説的な紹介に とどま り、十分な検討がな さ

れ て い る と は 言 い が た い 。ま た、オ ッ トー学校 の 教育方法的側 面 に 関 し て は 、上述 の ドイ ツ の 先行研 究

を引用 し、経験主義に 傾倒 し た 「偶然的学習」、「方法 の 放棄 」 で あると見な され て きて お り、こ れま で

プ ロ トコ ル 等 の
一

次資料 を用 い た論証 は な され て い ない
7
。

　 ドイ ツ 、日本 にお ける こ れ まで の 研 究は、オ ッ ト
ー学校で 行 わ れ て い た 「全学年 に よ る総合学習 」 の

み を対象 と して い る。オ ッ ト
ー

学校で は 、全 て を 「総合学習」 と して 組織 し て い たわけ で は な く、教科

の 学習 も平行 し て 行 わ れ て い た。に もか か わ らず、カ リキ ュ ラ ム の 全体像を意識 した授業実践 レ ベ ル で

の 考察がな され て い な い た め 、こ うし た評価は
一

面的 と言わざ る を得な い
。 オ ッ ト

ーが
、

「総合学習の

要素は、カ リキ ュ ラム に方向付 け られ 、既 に獲 得 し た教科 の 知識 の 基礎を発達 させ る こ とが で きる
S
」

と 述 べ て い た こ とか ら も、カ リ キ ュ ラ ム の 放棄 で は な く、明 確 な 意 識 が窺え る。つ ま り、教師 の 頭 の 中

に 意識 して い る カ リキ ュ ラ ム を実際の授業実践に お い て 、
「子 ども か ら」 の カ リキ ュ ラ ム と して ど うデ

ザイ ン して い くか とい うこ とを問題に して い た の で ある。また、オ ッ ト
ー学校 の 授業実践 が 、1920年代

の ドイ ツ 公 的実験学校設 立 の モ デ ル と して 採 用 され て い た 事実 か ら鑑 み て も 、オ ッ トー学校 の カ リキ ュ

ラ ム 構想 を授業実践 の レ ベ ル か ら再検討 して い く必要があ る と考える。

　一
方、こ う し た学 び における総合 ・合科的な視点は、我が 国 に お い て も、明治30年代に は 教科間の 関

連づ けや統合 とい っ た 先駆 的な試み が な され て い た
9

。 そ の 思想 は 、大 正 自由教育に お い て も継承 され、

奈良女子高等師範附属小学校 （以下、奈良女附小） の 「合科学習 」 がそ の 代表 的な実践 と し て 挙 げられ

る。奈 良女附小 の 「合科学習 」 は こ れま で 、ダル トン ・プ ラ ン やプ ロ ジ ェ ク トメ ソ ッ ドの 影響な どが指

摘 され て い るが、奈 良女高師校長 の 槇 山栄次 は 『学習研究』 の 中で 、ドイ ツ の 「合科教授 」 の 主張者 と

し て オ ッ トーを 挙 げ、「其合科教授 は 我 が合科学習 と大体に於 て 其趣 旨を同 じ うし て をる」、ま た 「オ ッ

トーの 教材選択は教師 か らで は な く、生 徒 か ら為 され る …　　 我 附属 小 学校に お い て も児童 を し て 教材

を提 出せ しめ る こ とを主義 と して い る 」 と述 べ 、両校の総合的実践が共通す る 特質を持 っ て い る こ とを

示 し て い る
1°
。

　 「総合学習」 を歴 史的 に考察す る際、奈良女附 小 、オ ッ トー学校の 実践 は 、日本、 ドイ ツ を代表す る
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実践 と して 知 られ て い る が、こ れまで 両校の 実践 を同 じ俎上 に 乗せた研 究 は行われ て い な い 。両校 の 意

図す る 「総合 1 の 意 味を授業実践 の レ ベ ル で 実証的 に 明 らか に す る こ とは 、 オ ッ トー学校の 「総合学習」

に基 づ くカ リキ ュ ラ ム デザ イ ン の有効性 を論証する と同時に、現代 の わが国 の 「総合的な学習の 時 間」

を多角的に考察す る上 で も意義深 い と考 え る。

　そ こ で 本稿で は、上述 の 課題 を明 らか にする ため に、まず、オ ッ トーの カ リキ ュ ラ ム 論 の 特質 を明 ら

か に す る。次 に そ れ らが オ ッ ト
ー学校にお い て、どの よ うなカ リキ ュ ラ ム と し て構想 され、具現化 され

て い た の か に つ い て、低 学年 「算術」 の 授業を 例 に 検討す る。それ は 、 系統 的 、 直線的 に 序列化 されや

す い 教科 で ある 「算術 」 を対象 とする こ とに よ っ て 、子 ど もの 側 か らの ボ トム ア ッ プ の カ リキ ュ ラ ム 開

発 の あり方が よ り顕著に見出せ る と考 え る か らで あ る。そ して 、最後 に それ ら の 実践 が、子 どもを基軸

と しなが らも、教科内容 として 子 どもの 学力を保証 し得る もの で あ っ た の か 、奈良女附小 の 訓導清水甚

吾 の 算術学習指導の評価基準に 照 ら し合わせ て考察 した い 。

　なお、本稿 で は，オ ッ トーの 著作に 加 え て 、オ ッ トー学校 が 発行 し て い た機関誌 「家庭教師
一

子 ど も

と の 精神的交流 の ため に
一 “

Der　Hauslehrer　fUr　geistigen　Verkehr　 mit 　Kindern
”

」 に掲載 され て い たプ

ロ トコ ル を 主な分析素材 と し て 検討 し た い 。

1 ．オ ッ ト
ー

の カ リキ ュ ラム 論

　 こ れ ま で 、オ ッ ト
ー学校で は、カ リキ ュ ラ ム も時間割 も ない 「偶然的 ・機会的学習 」 が 支配的 で あ る

と捉えられ て きた 。しか し、授 業実践 の レ ベ ル におい て は 、 明確に カ リ キ ュ ラ ム の構想が なされ て い た。

こ こ で はオ ッ ト
ー

の 「学習内容配列案」 を 手 が か り と し て カ リキ ュ ラ ム 論 の 特質 を明 らか に した い
11
。

（1 ） 「型」 と して の カ リキ ュ ラ ムか ら 「多様性 」 の カリキ ュ ラム へ

　 こ れ まで 指摘 され て きた よ うに 、オ ッ ト
ー

はそ の 署作 におい て 、「私 たちは 根本的 に カ リキ ュ ラ ム を

持た ない
12
」 と主張 して い る が、オ ッ ト

ー
の 論を詳細 に読み解い て い く と、それ は 、学習計画や指導 の

放棄を意味す る もの で は な い こ とが 分 か る。 オ ッ トーに よれ ば、こ こ で 言 うカ リキ ュ ラム とは、従来 の

「教師が選定 し 、 作 り上げた 型 （Schablonen）13
」 を意味し、こ の ような固定的、

一
方的 なカ リキ ュ ラ ム の

元 で は、「子 どもは そ の 型 の 中に 日 ご と に抑圧 され 、子 ど も固有 の 本性 が どの 方 向 に 向か っ て い る か に

つ い て は 、全 く問題 に されな い
14
」 と し て 、一

定 の 型 の 下 に 子 ど もを統
一

す る カ リ キ ュ ラ ム を否定 して

い る。こ の 点 に関 して 、オ ッ トーは 「私の 学校で構想 し て い るカ リキ ュ ラ ム の 放棄は、学習の 秩序 の 崩

壊を意味する の で はな く、子 どもの 成長 の 歩 み を教師 が教え た い 内容 を イ メージ しな が ら、入念 に 学問

的 に観察し、子 ど もの 学び の 機会 と支援 に対す る準備 を意味 して い る
15
」 と述べ る。つ ま り、固定的な

カ リキ ュ ラ ム の 放 棄 は 、よ り柔軟に 子 ど もの 学び を保 障す る （＝指導す る）こ と が意図 され た 結果 で あ

る と 言 え る。

　先 に 述 べ た 、「型」と し て の カ リキ ュ ラ ム に代 わ る もの と して 、オ ソ ト
ー

は、「学習内容配列 の 原則 」

を挙 げて い る。それ は、  子 どもの 興味か ら始め る こ と、  対象 との 直接的な か か わ りか ら明確 な概念

把握 へ 導くこ と、  授業 は 予 ども との 対話に よ っ て 柔軟に構成す る こ と、の 3 点 で あ る
16

。 つ ま り、学

習は子 どもの 興味を出発点に、子 ど もが 主体的に事柄や 関係 に 関わ る 活動を 通 じ て 、対象に気付 き、そ
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の 本質を理解す るよ うに導くこ と で あ り、さ ら に、そ の よ うな学び は 固定的 に 捉え られ る の で はな く、

子 ど も との 話 し合 い に よ っ て 常 に 修 正 ・変更 可 能な もの で なけれ ばならい 。

　よ り具体的 に は 、 子 どもの 学び にお い て 「始 ま りは読み書 きで はな く、教師や子 ど も同士 の 精神的な

交流 に 基 づ く自由な活 動 が 重視
17
」 され 、子 ど もの 興味に 基 づ く体験か ら授業を組織する こ とに重 点が

置かれた。そ の 際、子 どもの 個 々 の 興味や活動に依 りなが らも、そ れが他者 との か か わ りの 中で 深 め ら

れ る こ と が 目指され て い る。こ れ は 、「教育とい うもの は 自分 自身 によ っ て 、そ して最終的には成長と

い う形 で な され る の で は な く、他者 との 精神的 な交流に基づ い て 行わ れ るもの あ り、子 どもは他者と交

流 し、関わ り合 うこ とを通 じて 環境 と世界に対す る考え方を形成す る。そ し て 、それ は 対話に お ける問

い や答 え に お い て 促 進 され、言葉と と も に認識 の 力は 発達する
18
」 と考え られ て い る こ とに依拠す る 。

つ ま り、オ ッ ト
ー

は子 ど もが教材 となる 対象 と直接的 に対峙する こ とに よっ て 、経験 に 基 づ い た 子 ど も

の気付きを生 む こ と、そ して 、そ こ に 対話に基 づ い たさま ざまな他者 の 視 点や活動 を重な り合わ せ る こ

と に よ っ て 、対象 の 本質 へ と導 くこ とを意図 し て い た と言 える。さ ら に、「教師は 子 どもの 観察に 基 づ

い て、い つ どの よ うな支援 が 必 要 で あるか 、ま た最適な支援 と は どの よ うな もの か 、 など支援 の あ り方

に つ い て の 法則性を 見 出して ゆ く。こ うして 作 り上げた指導計画 は、子 どもに対す る 「型 」 で はな く、

教師に と っ て の 補助的手段 で あ る 。 そ して 、 子 どもが 他 の 活 動や支援 を要求す る場合 は、子 ど もは指導

計画を改訂す る 権利 を持 づ
9
」 として、固定的なカ リキ ュ ラ ム は放棄する が 、子 ど もと教師の相互 交渉

の 結果 と して 多様な可能性を含み持 っ たカ リキ ュ ラ ム の 必要性 が強調 され て い る。こ の 視点 こ そ が 、授

業 レ ベ ル か ら の カ リキ ュ ラ ム デザ イ ン と言 え る の で は な い だ ろ うか。

　 こ の よ うな子 ど も と教師に よ る カ リ キ ュ ラ ム の 協同構想 の 視点 は 、 オ ッ ト
ー

学校 の 時間割表 の 作成 の

際に も見出すこ と が で き る 。 オ ッ ト
ー

学校 で は 、まず、時間割 を作る際、子 ど も と教師の 十分な話 し合

い か ら始 め られ る 。 黒板に は枠が書かれた 白紙 の 時間割表 （Stundenplan）が 貼 られ 、子 ど もは 、そ の 時

間割 の 中で どの よ うな内容を学び た い の か各自、用紙に記入 し発表す る。授業 の 総 時間数 の み があ らか

じ め 決定 され 、教室や教 師 の 事情 を考慮 なが ら話 し 合 い が 進 められ 、完全に 子 ど もの 希望 を 反映 し た も

の で は ない が、子 どもと合意に基 づ い た時間割が 出来上 が る。しか も、こ の 時間割は 決 して 固定的なも

の で は な く、オ ッ トー学校で は 「単に 目安に 過 ぎな い 」 とされ る
2°

。それ は、子 どもが 興味を持 ち、授

業で 行 い た い と思っ て い る事柄を前 もっ て 全 て 時間割 に埋 め 込む こ と は 不可能で あ り、時間割に は 、そ

の 時 々 に 子 どもに とっ て 必要な対象 を重ね合わせ る必 要 が あ る た め で あ る とい う
2’

。

　以 上 の よ うに、オ ッ ト
ー

の カ リキ ュ ラ ム は 、固定的な型 を廃す こ とによ っ て 、子 どもの 学び の 道筋を

柔軟に構成 し、対話 を通 じ て 子 ど も と と もに創 り 出 し て い くもの と捉 え られ る。そ し て 、こ う した 思想

が 前提 と な っ て は じ め て 、「子 どもか ら」の カ リキ ュ ラムデザイ ン が 実現 で き る と構想 され て い た と言え

る。

（2 ）カ リキュ ラム に おける 「総合学習」 の 原理

　 で は、こ の よ うに 構想 されたカ リキ ュ ラム の 中 で 、「総合学習」 の原理 は どの よ うに位置づ けられ て

い た の で あ ろ うか
。

　オ ッ ト
ー

は、総合学習を 「そ れ ぞれ の 段階に お い て 非常に重要 な役割 を果 た す 中心 的な授業で あ る
：2

」
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と述べ 、総合学習 が 果す 具体的な意義 につ い て 、以下 の 3 点を挙げ て い る 。

　まず、第
一

に 、子 どもの 本性 の 発達を支援する こ とで ある。オ ッ ト
ー

は 子 どもを 「豊か な認識欲求

（Erkenntnisdrang） を備 え た存在」 と して 捉え、こ の 認 識欲求は 「問 い への 欲 求 （FragebedUrfnis）」 と

「伝 えた い 欲求 （MitteilungsbedUrfUis）」 とい う2 つ の 発達傾向を有し て い る とい う
23
。し たが っ て 総合学

習 で は、子 どもの 日常生活か ら生 じる 「問い 」 か ら教育内容を構成 し、そ れ に基 づ い て活動し、話し合っ

た こ とを他者に説明す る こ とが重視 され る。つ ま り、子 どもの 関心 と結 びっ い た教育内容 は、自己 の 思

考世界を拡充す る だけで は な く、対話的な環境で 獲得 した 言語能力 を通 じて 表現 され る の で あ る。

　第 二 に、個 々 の 教科や 子 どもの 活動の 組織的な関連づ けを行 うこ とで ある。総合学習 の テー
マ は子 ど

も の 生き生 き と した経験 の 全体か ら設定 され る。 固定的 な既成 の 教材が用 い られ る の で は な く、教科外

に あ る教材 を解明
・整 理 す る段階 にお い て 、必要な教科 との 関連付 けが 行われ る よ う工 夫がな され て い

る 。 こ れ は 、総合学習を通 じ て 、教科 の 授業で 分断 され て い る知識領 域 を結 びつ けるだけ で はな く、子

どもの 内部 の 世界像 を構築 して ゆ く とい うオ ッ トーの 認識論が 反 映 され た結果 で ある と い え る。

　最後に、新たな学校理論実現 の 可能性を追究する こ とで ある。オ ッ トーは 従来 の
一

方的な知識伝達型

授業を批判 し、学校改革を実現 し よ うと した。こ こ で は 総合学習 にお い て 、多様 なテ
ー

マ をめ ぐっ て 、

異な る 意 見 を 討 論 させ る こ と に よ っ て 、子 ど もに 熟考 （Reflexion） と 寛容 （Toleranz） の 態度 を育成す

るこ とが 目指 され て い た
29

。 総合学習の 中核に対話式構造 （die　dialogische　Struktur）を導入す る こ と に

よ っ て 、子 ど も と教師の 関係性は止 揚 され、学校 の 協同体化 が図 られ て い た と言 え る。

　以上挙げ た 3 つ の 意義に つ い て 、オ ッ トーは 、総合学習 に お い て だ けで はな く、どの 学校 の どの 授業

にも同 じよ うに援用する こ とが で きる と述べ て お り、こ れ らの 実践の
一

般化 の 可能性 を示唆 して い る
Z5
。

こ の よ うに総合学習 の 原理 は 、先 に 述 べ た 「学習内容 の 配 列案」 と密接に 関連 し、教科内容と し て 構想

され て い る と同時 に 、オ ッ トー学校 の 全て の 学び を貫 く教育方法 と し て位置 づ け られ て い る こ とが分か

る
26
。

2 ．オ ッ トー学校低学 年の カ リキ ュ ラ 厶 と授 業実践

　上 述 の カ リキ ュ ラ ム 論 に基 づ い て 、オ ッ ト
ー

学校 で は 実際 に どの よ うなカ リキ ュ ラ ム が構想 され 、授

業 と し て 具 現 化 した の で あ ろ うか。こ こ で は、ドイ ツ 基 礎学校 3 ・4 学年 に 相 当す る、低学年 ・下級 コ
ー

ス を対象 に そ の 内実 を明 らか に した い 。

（1 ）下 級 コ
ー

ス の カ リキ ュ ラム

　オ ッ トー学校 の 学年区分 は 単
一

年齢 ご と の 構成 で はな く、 1 （上 級 コ
ー

ス ）、
H 　（中級 コ ース ）、皿

（下級 コ
ー

ス ）、IV （入 門コ ース ）に分類 され る
2T
。 しか し、コ

ー
ス への 所属 は厳密 に区分 され て い るわ

けで は なく、隣接す る コ
ー

ス は 内容的 に も重 な り合 う部分を多 く持 つ た め 、同年齢の 子 ど もで も異な っ

た コ ース に 所属するなど、そ の 移行 には柔軟 な対応 がな され て い る 。

　子 どもの 学習 は 、  全体の総合学習、  ク ラ ス の 総合 学習、  教科 学習、  自治活動 の 4 つ か ら構成

され る
2s
。「総合学習 1 は 、週 に 3 回、全 学年 の 子 ど も と教師 に よ っ て 行 わ れ る もの と、各 コ

ー
ス ご とに

行われ る も の の 2 種類がある。前者は週 3回 、授業終了後 に行われ 、 後者は 週 2 回程度行われ る （表 1
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参照〉。 1 回 の 授業時間は35分程度が 予定 され て い るが 、テ
ー

マ の 内容や子 どもの 興味の 持続 を考慮 し、

子 ど もの側か らの 要望があ っ た 場合に は 空間的、あ る い は時間的な移動や延長が可能に な る な ど、柔軟

性 を帯び た も の と な っ て い る。「教科学習亅 の 教科 は 、低学年 ・下 級 コ ース の 場合、算術 、国 語 、地 理 、

理科、博物学 、 外国語 、 宗教に分類 され、各教科 は さらに 内容 ご とに い くつ か の クラス に分類 され る。

コ
ー

ス の 選択 は 自由 で あ り、子 どもは毎 時間、自分 の 希望す る コ
ー

ス へ 参加す る こ とが で き る。「自治

活動 」 で は、学校行事や学校内で 起きた問題 の 討議な ど全学年 に よ る生徒組織 と して の 活動が行わ れ て

い る。

　　　　　　　　　　　　　表 1　 時 間 割　皿 （下 級 ） コ ース ： 8 〜9 歳

月 火 水 木 金 土

17
：30−8：00

28
：25−9：00

自由な

空き時間

初歩の

仏語（IV）

自由な

空き時間

自由な

空き時間

初歩 の

仏語（IV）
ラテ ン 語

（H）

39
：25−10：00

国語 博物学 地理 理科 算術

（且）

手 工 or

庭仕事

410
：25−11：00

算術

（H）

算術 算術 算術

（H ）

自治活動 手 工 or

庭仕事

511
：25・12：00

コ
ー

ス の

総合学習

国語 国語 or

自由選択

テ
ー

マ

国語 国語 国語

612
：25・13：00

地理 宗教 全体の

総合学習

コ
ー

ス の

総合学習

全体の

総合学習

全体 の

総合学習

（
‘Der　 Hauslehrer　 wochenschr 乱 　魚 r　 den　geiStigenVerker　 mit 　 Kindern“9．November 　1913 ．13　 Jahrgang
No ．45．S．525−528．よ り作成 ）

＊　 （ ）内 の ロ
ー

マ 数字 は該当す る コ
ース との 協同学習を意味す る。

　 週 当た りの 授 業時間数 を見 て み る と、公 立学校 の 3 学年、4 学年 に 相 当す る 下 級 コ
ー

ス は 、国語 、算

術 な どの 教科学習にお い て も公 立 学校 と同等 の 時間数 を維持 し て い る こ とは、注 目す べ き点 で あ る。従

来の 研究で は 、日本に お い て も、ドイ ツ に お い て も こ の 点 へ の 着目 が ほ とん どな され て い な い た め 、
一

面 的な評価 がな され て い た の で あ る。

　 こ の ようなカ リキ ュ ラ ム は、子 どもに どの よ うに受 け止 め られ て い た の で あ ろ うか。オ ッ トー学校に

転校 して きて 、半年間を過ご したあ る子 どもは 、オ ッ ト
ー

学校 で の 授 業 の 様子 を次 の よ うに 書 き記 して

い る。「…　　 新 しい 学校 （オ ソ ト
ー

学校
一

引用者） で は 、 落第や成績表そ して 、参考書を見ず に 解答

す る抜き打ち試験がなか っ た。心配や不安が 消 え去 っ て、それは本 当に喜び で あっ た。そ し て、授業は

と て も面 白い もの だ っ た 。そ こ で は 、子 ど もが先生 に 質問す る の だ。何 もか もま る で 逆 の 世界 だ っ

た ！
29
」 こ の こ と か ら、オ ッ トーの 構想す る カ リキ ュ ラ ム は 、 子 どもの 側 か ら見 て も、「強制 」 や 「罰 1

か ら解き放たれ、主体的 に学ぶ こ との で きる環境 を実現 して い た と言 え る。
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表 2　 ベ ル トル ト・オ ッ ト
ー

学校の授業時間数 表 3　 プ ロ イセ ン 公立基礎学校の授業時間数

教科＼コ
ー

ス （学年） 入門 コ
ー

ス 下級 コ ース 教科＼学年 1年 2 年 3 年 4 年

自由な空 き時間 5 3 宗教 『 2 2

特別授業 3  
郷土科 ・直観教授

一 5 （4） 5 5
基礎的学習 10 一

国語
『 7 （6） 7（6） 7（6）

宗教
一 1 書き方

一 2 2 2

国語 一 6 算術
一 4 4 5

フ ラ ン ス 語 2 2 描画
一 』 2（1） 2

ラテ ン 語 一 1 唱歌
一 2 2 2

算術 『 5 体操 一 3 3 3（2）
理 科

一 1 裁縫 一
（2＞ （2） （3）

地理 一 1 合計時間数 18232728
博物学 一 1 （）女子 （Die　Oberschulbeh6rde　Hamburg ：

手工
・
庭仕事 1 2 Die　GrundschuleArbeitsp  ．1922．よ り作成〉

自治活動 1 1
コ ース の 総合学習

一 2
全 体 の 総合学習 3 3

合計時間数 25 29

（2 ）算術の 授業実践の 検討

　そ れ で は 、こ の よ うに 構想 された カ リキ ュ ラ ム の 中で 、オ ッ ト
ー学校 の 授業実践 は具体的に どの よ う

な形 ですすめ られ て い た の であろ うか。こ こ で は中級 コ
ー

ス との協同学習と して 組織され て い た低学年

「算術 」 の 授業 を対象 と して 考察 した い
3°
。

　オ ッ トー学校 の 学年 区分は、同
一一一

年齢に よ る学年で はな く、2 〜 3 歳 ご との コ
ー

ス 制を とっ て い る 。

算術の授業は 、こ の コ
ー

ス 内 の 授業 と 2 コ
ー

ス が協同 で行 う2 種類の 授業形態で 組織 され、算術 を幅 の

あ る 異年齢集 団 で 学習す る と い う特徴 を持 っ て い る。

　授業は 、ま ず定規や コ ン パ ス を用 い て さまざまな 三角形 を描くこ とか ら始ま っ て い る。

　そ の 際、「二 等辺 三 角形」や 「直角二 等辺 三 角形 」 とい っ た用語 を用 い ず に 、そ れぞ れ の 図形が どの よ

うな特徴を持 っ て い る か 、子 ども 自身 に 気付 か せ る 工 夫 が な され て い る 。 下級児 が 気付 か な か っ た特徴

を上級児が指摘 し、補助線を引き直角 とな る 部分を示すな ど、 ド級児に分か る よ うに説明 が な され て い

る。そ して 、下級児か ら質問が あ っ た 場合は 、教師が答 え る の で は な く、上 級児が 答 え る な ど、テ ィ
ー

チ ン グ ア シ ス タ ン トと し て の 役割も 果 し て い た 。ま た 、図形 の 授業 を進 める中で も、数や計算を取 り入

れた り、机や椅子 と い っ た身 の 回 りの 物を用 い て 平襾図形を立体的 ・空間的に 理 解させ るな どの 工 夫が

見 られた。

　下級 コ
ー

ス の ある子 ども は 、 木の 枝を使 っ て 正 三 角形 を作 っ たために、精確 な図形 を描 く こ とが で き

なか っ た 。 そ の 子 ど もは 「なぜ 精確 に描 かな い とい けな い の ？」 そ して 、「ど う し て 算術 を勉強 しな い

とい けな い の ？ i と教師に 尋 ね た。教師はす ぐには 答 えず 、 上級児に意見を求め た が 、誰 も納得 の い く

答え を見出す こ とは で きな か っ た 。 教師は
一

旦 、こ の 問題 か ら離れ、さらに 身 の 回 りの 図形を探す よ う

促 し た。

　身近 な図形 に つ い て 話 し合 う中 で 、下級 コ
ー

ス の
一

人 の 子 どもが校庭に 建 つ 六 角形 の 東屋 に興味を持

つ ように な っ た。 こ の 子 どもの 発案 で、東屋 を実際に 設計 し、製作す る こ とが計画 された。東屋 を実際
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に組み立 て る た め に は、寸分の 誤差も許 されず 、精確下書き が 要求 され る こ と に気付い た 子 ど もは、六

角形 を どの よ うに 描 くか 相談 し 始 め た。授業の 始め に 正 三 角形は 3 つ の 辺 が全 て が同 じ とい う特徴を持

つ こ とを話 し合 っ た こ とか ら、六 角形 も 6 つ の 辺 が 全 て 同 じ との 予 想 を立 て た 。 東屋 の 屋根 は 円に似 て

い る こ とか ら、子 ど もは 1 つ の 円を描き、円を半分に 折 り、半円を さらに 3 等分す るなど試行錯誤 を繰

り返 して い た。分度器を測 っ て い た 子 どもが 、円周 は 360度 で あ る こ と に 気 付 き 、そ れ を 60度 づ っ 6 等

分 して 、角 を削 り正六角形 を描 くこ とに成功 し た。

　六 角形 の 東屋 を完成 させ た後 で 、教師は大工二さん も こ うや っ て 算術 の 勉強 を して 東屋 を立 て て くれ た

んだね と語 り、東屋 の 製作 とい う協同作業 の 中で 算術 の 知識や技術が 、 実際の 生活に い か に関わ り役 立

っ か とい うこ と を子 ど もに体験 させ て い た と言 える。

　以上 の オ ッ トー学校の 「算術 」 の 授業 に お い て つ ぎ の よ うな 「総合的視点 」に 基 づ い た カ リキ ュ ラ ム 構

想 の 特徴を見出す こ とが で きる。

　  　現在の 我が 国 の 小学校学習指導要領で は 、算数を 「数 と計算」、「量 と測 定」、「図形 」、「数量関係 」

　　　 の 4 領域に 区分 し て い る が、オ ッ ト
ー

学校 で は 、教科 内 に お い て もこ うした 領 域 の 枠組み が 取 り

　　　払われ、学習内容 を統合 させ る算数的活動 が 行 われ て い た こ と。

　  　異年齢集団に よ る 協同的 な学 び を組織す る こ とで 、算術 の よ うな 系統 的な学 び が重視 され る 教科

　　　にお い て も、学び を固定的に捉えない 総合的な算術が 目指 され て い た こ と。

　  　学習の 契機に お い て 、教科 の 算術 で はな く、生 活 の 算術を志向す る こ と に よ っ て 、身近 な具体物

　　　や 生 活 と 結 び っ い た 算術 の 授業 が 構 想 され て い た こ と。

　こ の よ うに 、オ ッ トー学校で は 、   「領域 1、「課題 」 の 総合 、  他者との 「思考」 の 総合、  生活と

結 び っ い た 「認識 」 の 総合を実現す る こ とに よ っ て 、教科の 授業に お い て あ らか じめ定め られた系統 に

追従す るの で はな く、プ ロ ジ ェ ク ト的な展開が可能に な っ た と言え る 。

　　　　　　　　　　　　　　　表4 　オ ッ トー学校 「算術 」 の 授業

目標 鞴 授業過程 学習内容 （領域）

図形 の 正確な描画 紙 定規 さま ざま な形の 三角形を描く 三 角形

チ ョ
ー

ク （下級 児） 二 等辺 三 角形

図形の 特徴と コ ン パ ス 多様 な三角形 の 存在 に気付 く 直 角 二等辺 三 角形

導入

概念 の 理 解 木 の 枝 棒や枝を使 っ て 三 角形を組み 立て る 円　 台形

棒 （上級 児） 相似 合同

ピ ラ ミッ ド 三角形の 特徴を口頭で 説明する

図形の 知識
・概念の 机 窓 身の 回りの 図形を探 し、特徴を話 し 平面 と立体

実践的活用 懈 合 う 円周角

展 開 分度器 校庭の 六 角形 の 東屋 に気付 く

画 用紙 六 角形 を描 こ う 計算 描画

絵 の 具 東 屋の 模型の 製作作業

算術の 知 識 と生活 東 屋の 模型 算術の 知識を利用 して 大 工 さんが

ま とめ

の 関係 へ の 理解 東屋 を立 て て くれ た こ とに気 付 く
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　「なぜ算術を勉強 し なけれ ばな らな い の 1 とい う下級 コ
ー

ス の 子 どもの つ ぶや きは 、今 目に お い て も、

実生活と乖離する教科が抱える本質的な問題 で ある。オ ッ ト
ー

は こ の 問 い に 子 ども自身が答 えを見出せ

る よ う、授業を構想 して い ると言 え る。須 田勝彦 は、今 日の わ が国 の 数学カ リキ ュ ラム に つ い て 、「全

体 と して どの よ うな数学を教えた い の か と い う理 念が存在せ ず、数学は こ ん なに楽 し く、す ばら しい も

の で あるとい う思想 が カ リキ ュ ラ ム の 中に みえな い 1 点に根本的な欠陥が ある と述べ て い る
3L
。 こ う し

た 課題を克服す るた めにも、オ ッ ト
ー

の 総合 的な視点 に 基 づ い た、教科学習の カ リキ ュ ラ ム が構想され

る べ きで あ る。

3 、授業実践に おける教師の 指導性

　こ こ で は 、先 に 検討 したオ ッ ト
ー
学校の 「算術」 の 授業実践が、子 どもに 寄 り添い なが らど の よ うな

指導性を有 して い るか に つ い て 、奈良女附小訓導 の 清水甚吾 の 「算術科学習指導」 の観点を援用 して 、

分析 した い
32

。

　清水 は 、木下 の 学 習法 の 主張 を算術の 授業に具現化 し、子 ど もの 環境を整理 し、子 ど も 自らが 自発的

に実験実測 し、自発 問題 の 構成 と解決が で きるように し て い く自発学習から子 どもの 自律的な学習を志

向 し て い た 。そ して 、子 ど もの 自発 的な学 び を尊重 し な が らも、間接 的指導 と して の 環境の 整 理を教師

の 重要 な仕事 と捉 え 、 自律的学習の形成過程に お ける教師の 指導性 を重視 して い た。清水 もオ ッ ト
ー

と

同 じ く、授業にお い て子 どもの 自発性 と教師 の 指導性 を い かに 統
一

し て実現 して い くか とい う課題に取

り組 ん で い た の で あ る。

　それ で は 、まず 、 清水が算術科の 学習指導を どの よ うに 捉 え て い たの か 、  目的、  方法、  教科書、

  学級形態、  教師 の 役割、  評 価 の 6 点 か ら明 らか に し た 上 で 、オ ッ ト
ー

の 実践が これ らの 視点 を ど

の よ うに 具現化 して い た か に っ い て考察 した い 。

　算術科 の 目的 として、清水 は授業が 「算術 の た めの 算術」 で は な く、「実際生活上価値 の ある問題 」

で なければならな い と して 、「生活表現 と し て の 算術 」 を重視 して い る
33
。そ して 、授業 を展 開す る 上 で、

算術 の 単元や領域に 固執する の で は な く、「算術幾何代数 グラ フ の 連 絡適 用に努 め、こ れ を
一

丸 と して

数学全体 の 力 を高 め て 行 く、っ ま り融合主義 の 数学
34
」 と して の 力を子 ど もに身に つ けさせ る こ とを重

視 して い る。

　こ う した算術科 の 目的 を達成する た め の方法と して 、清水は、「受動的練習的 」な算術 の 授業 を否定 し、

「児童 の 心 理 的要求に応 じ、児童 の 経験生活 に立脚 し、漸次系統化 され て い く児童 中心 の 算術学習」 を

提 唱 して い る。そ の た め、課題 は 子 ど も に よ っ て 作 問 され、個別 あ る い は学級全 体で解答に 取り組む 形

式が取 られ て い る 。 そ して 、これ らの 活動を通 し て、子 ども自身が活動 の 中 で 算術 の 「知識 」 や 「技能」

を必要 とす る 場面が設 定 され て い る。

　児童 中心 の 算術 をすすめ る上 で 、教科 書 をど う取 り扱 うか とい う問題 に 関 して 、清水は、「参 考位 に

考 えた らよい 」 と述 べ 、全国共通 の 教科書を子 どもの 生活 に即 して 「児 童化 」 する 必要があ る とい う
35
。

つ ま り、教科書 の 児童化 とは 、あ らか じ め 与え られ 、決め られ た 系統 を排 して 、子 ども自身が生活 に 基

づ い た試行錯誤を通 じて 、系統 を作 り出す こ とを意 味 して い る と言え る 。
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　上述 の 算術科 を展開す るため の 学級形態に つ い て、清水 は能力別編成学級 を 「真の 共同学習」 が で き

ない 形態 と して 、否定する。「真の 共同学習」 遂行の た め に は 、さま ざまな興味、能力 をもつ 子 どもが

混在 して い る こ と が 必 要 で あ る と して 、学級内 の 相 互 補助 の 重 要性 を主張す る。

　児童 中心 の 算術にお い て 、教師 の 果す べ き役割 は どの ようなもの で ある の だろ うか。清水 は、まず、

「教師 は どこ ま で も共学的態度 」 で あ る必 要 が あ る と述べ る
35
。そ して 、「教師だ けが 偉い もの と し、児

童を劣っ た もの と して 教権を振 り回す」の で は、学級の成長は望めない とい ゲ
7

。
っ ま り、教師

一
教え る

人、子 ど も
一学ぶ人 と い う固定的な関係で は な く、指導に裏打 ち された柔軟 で 双方的な関係 が志向 され

て い る と言 え る。

　授業の 評価 ・点検に っ い て 、 清水は 、 指導計画 と並んで 「指導後 の 反省記入 」 を学習指導にお い て は

こ れが非 常 に 大切 で あ る と し て 重視 して い る
38
。清水 に よ る と、「指導後 の 反省をする こ と に よ っ て 、進

歩 が 図 られ 、次 の 指導計画 が 生 まれ る。そ し て、こ の 記録 が尊い 研 究と な っ て い く」 と し て 、教師の 授

業記録か らの カ リ キ ュ ラ ム 開発の 可 能性 が主張 され て い る。

表 5　 奈良女附小 とオ ッ ト
ー

学校の 「算術科」 学習指導の 特徴

奈良女附小 の 算術 オ ッ ト
ー

学校 の 算術

目的
生活表現と して の 算術

算術領域全体の 力を高 め る融合の 算術

生活 の 算術

領域の 枠を超えた総合的な算術

方法

子 どもの 教材選定

児童作問

自発学習 ・共同
・相互学習

子 どもの 身近な具体物 を教材に選定

子 ど も同十 の 問い と説明

協同学習 ・協同作業

教科書 参考用程度 子 どもの 必要に応 じて利用する

学級形態 優中劣児童の 混合学級 異年齢児 の 混合学級

教師の 役割 共 学的態度 見取 りに 基づ く協 同探究者

評価
指導方針 ・学習過程 の 大要及び

指導との 反省の 記述

子 ど もに よ る 「学習記録 ノ
ート」

教師に よ る 「授業記録 ノ
ー

ト」

　次 に 、オ ッ トーの 「算術」 の 授業実践か ら浮 か び 上が る学習指導の あ り方 を清水 の 6 つ の 観点 か ら考

察す る と、まず、算術 の 目的 と し て 、算術 の 知識や技能 の 実生 活への 有用性 を 子 ど もに体験 させ る 「生

活 の 算術 」 が志 向 され て い た。そ して 、学年や細分化 され た領域の 枠組みを超 え、了
一
どもの 生活 を重視

する総合的な算術が実践され て い た。次に、学習指導 の 方法 として は、概念や公式 か ら始 め るの で はな

く、身近な具体物を教材に 、 子 ども自身 の 言葉 で 理解 し説 明す る こ とに 重点が 置 か れ て い る。学習 は っ

ね に 活動 を伴い 、最終的には協同作業 と して、算術の 知識、技能 へ の 理 解 へ い た る 工 夫がな され て い た 。

また、教科書 の 使用 に 関 し て 、オ ッ トー学校で は 、授業に お い て 画
一

的な教科書 がそ の ま ま用 い られ る

こ とはなか っ た。た だ し、子 どもがあ る 目的を遂行す る た め に 必 要 で あ る と 希望 した 場合に は 、ド リル

的な計算練習に 取 り組む実践がみ られた。こ うし た授業を実践す る学級形態 と して は、幅広 い 年齢層で

構成 され た異年齢集 団 が 採用 さ れ て い た。分数計算な ど、反 復練習 の 必 要な領域 に は 比較的年齢幅 の 小

さい 学級編成が と られ 、図 形、幾何学な ど多様な発想 や創造的活動 が 可能な領域に は 年齢幅 の 大 き い 学

級編成が とられるな ど、 1 つ の 教科にお い て も、そ の領域や単元 の 性質に 応 じて 、柔軟 な学級編成 がな

され て い た と 言 え る。さ ら に、そ こ で 果 され る べ き教 師 の 役割 と し て は、授業に お い て
一

入 ひ と りの 子
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どもの 発言や活動 を見取 り、それ らを全体の 学び へ と 返 して ゆ く姿勢が あげ られ る。教師 は あ らか じめ

定め られた課題 を与 えるの で は な く、見通 しを もちな が ら眼 前 の 子 ど も に 即 した 授業 をデザイ ン して い

く。
こ れ は 子 どもと教師の カ リキ ュラム の 協同構想 へ とつ なが る視点 で あ る と考えられる。最後 に、こ

うした柔軟な授業におい て、子 どもの 学び を保障す るもの として、子 どもの 「学校ノ
ー

ト （Schultagebuch）39
」、

教師 の 「目課 ノ
ー

ト （Stundenbuch）
4a

」 の 記録 カミあげ られ る 。 これ によ っ て 、日 々 の 子 どもの 学び が 点

検、評価 され ると同時 に、個に応 じた今後の授業の構想がなされ る の で ある。

　以上、それ ぞれの 項目における清水 の 学習指導 の 観点 に 基づ い て 、オ ッ トーの 指導観 をみ て きた 。
こ

の こ とか らオ ッ トー学校にお ける算術 の 具体 的な指導 の あ り方 を、目的、方法、教科書、学級形態、教

師の 役割 、評価 の 面か ら明 らか にする こ と が で きた。またそれ と同時 に 、オ ッ ト
ー

学校 で は 、指導や 方

法 が 放棄 され て い た の で は な く、清水の 示 し た 6 つ の 学習指導 の 視点を全 て 具体的 に 実現する に 足 る視

点を持ち合わ せ て い た こ とを裏付 け る こ ととな っ た。

おわ りに

　本稿 で は、こ れま で 「偶然的 ・機会的学習」 で ある と 見なされ て きたオ ッ ト
ー

学校 の 教育を、オ ッ ト
ー

カ リ キ ュ ラ ム 論、実際 の カ リキ ュ ラ ム 構想 、 具体的な授業実践の 各 レ ベ ル で考察す るこ とを通 じて 、 オ ッ

ト
ー
学校に お け る カ リキ ュ ラム デザイ ン の 特質 を浮 き彫 りに した。さらに、そ うした カ リキ ュ ラム 構想

に裏打ち された授業実践が、教師の 明確な指導性を伴 っ て い る こ とを論 証 す る た め に 、奈 良女附 小 の 清

水 の 「学習指導」 の 観 点 と照 ら し合わせ そ の 指導 の あ り方を分析 した。

　そ の 結果、オ ッ トー学校 の カ リキ ュ ラ ム デザイ ン の 特質 と して 以下 の 3 点をあげる こ とが で き る。ま

ず、第
一

に 、オ ッ ト
ー

学校 で は 、固 定 的、
一

方的な 「型 」 と し て の カ リ キ ュ ラ ム を否 定し、それに代 わ

る もの と して 、弾力的 、協 同的な多様性 を帯びた カ リ キ ュ ラ ム が 志 向 され て い た こ と。次 に、オ ッ ト
ー

学校 で は 、総合学習以外に教科の 授業も平行 して 行 われ て お り、学年 区分、教科 の ス コ
ープ と シ

ーク エ

ン ス を よ り柔軟な幅 をも っ て 捉 え る こ とで 子 ど も の 側 か ら の カ リキ ュ ラ ム が 構想 され て い た こ と。 そ し

て 、授業時間数の 面にお い て も公 立学校 と同等の 時間数を維持し、学力面への 保 障が 図 られ て い た 。 最

後に、授業実践 で は 、  対話、質問、説明 を重視す る 異年齢集 団 に よ る 協 同 的 な学び 、  子 ど もに と っ

て 身 近 な 事物 を 教材 に 用 い る こ と、  子 ど もの 側 か ら の 発案 に基 づ く活動 に よ る学 び の 構成が重視 され

て い た こ と、で あ る。こ れ に よ っ て ボ トム ア ッ プ の カ リキ ュ ラ ム デザ イ ン が 具現化 され て お り、こ うし

た 点 か らも、オ ッ ト
ー

学校 の 教育は 、「方法 の 放棄」とい う従来 の 批判 を乗 り越 え る も の と して 再評価す

る こ とが で き る。

　さらに、清水の 「学習指導」 の 観点か らの 考察を通 じて 、オ ッ トー学校で は 、教科学習 に お い て も 子

どもの 側 か らの 授業 ・カ リキ ュ ラ ム 構想を可能 とす る教師の 指導性が 貫 か れ て い た こ とが明 らか に な っ

た。清水 は 「算術 」 の 加減乗除法に つ い て 、「教科書はあま りに段 階的 で あ る … （中略）全 て を併進的

に 取 り扱 うこ とは複雑になっ て こ まるで あろ うが、中心 とす る も の を定め、他 の 算法 も加 味 し て 学習 さ

せ て い くこ とが 全体的学習 と な り、而 か も児 童 の 実 生 活 と
一

致 して い く こ と に なる  と述べ 、生活 に即

した 子 どもの 側 か らの 系統化 を主張 し て い る 。 こ こ で清水 の い う 「全体 的学習 」 は 槇 山も言及 して い た
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よ うに、ま さにオ ッ ト
ー

の 目指 し た 「Gesamtunterricht（総合学習）」 と重 なるもの で はな い だろ うか。

　こ う した 視点 は、今 日 の 我 が 国 に お い て も、子 どもの 側 か らの カ リキ ュ ラ ム 構想が 、「総合学習」 を

方法概念 と して捉え直すこ とに よっ て 、各教科 にお い て も実現可能で ある と い う点で
一

定の 示 唆を与 え

る と考 え られ る。最後 に 、従来 の オ ッ ト
ー学校 の 教育に対 して 、カ リキ ュ ラム の 放棄 として の 「偶然的

学習」、「方法 の 放棄 」 とい う批判 が なされ る に 至 っ た原因 の ひ とつ に 、 どの レ ベ ル で カ リキ ュ ラム を想

定する の か 、つ ま り、あ らか じ め定めたカ リキ ュ ラム 以外 にも授業実践 の 中で カ リキ ュ ラム を構想する

こ と が で き る と い う視点が欠如 して い た こ とを指摘 して おきた い 。

　なお 、本稿で は オ ッ ト
ー

学校 の 上級 コ
ー

ス 、あるい は他教科に おける授業実践とそ こ で の カ リキ ュ ラ

ム デザイ ン の あ り方 を明 らか に す る には 至 らなか っ た。今後 の 課題 と し たい 。

註

−

2

3

4

5

67

89

1011

安彦 は 「一つ の 教科 の 中に も種 々 の 能 力 を 目標 とす る授 業が 求 め られ て お り、カ リキ ュ ラ ム は 、そ の 目標 の

違 い に よ り 異な っ た も の を用 い な けれ ばな らない 」 と して 、子 どもの 側 か らの きめ 細 か な、丁 寧 な カ リキ ュ

ラム 作 りを 主 張 して い る 。 （梶 田正 巳編 『授業の 知
一
学校 と大 学の 教育改革一

』有 斐 閣、2004年 、p．70．）

ベ ル トール ド ・オ ッ ト
ー

学校 は 1906年、ベ ル リン
・リ ヒ ター

フ ェ ル デに設 立 され た 私 立学校で あ る。創 立 翌

年 の 1907年に は ベ ル リン 教育省 の 認 可 を 得 て 、現 在 に まで 及 ん で い る。開校当初の 生 徒数 は、男女合 わせ て

17名 、翌年 に は3Q名、創 立 25周 年 目に は 73名 と な っ た。（Berthold＝Otto＝Schule：

“
Das　 25．　 Jahr　der　Berthold −

Otto−Schule
”
　．S．1，）

P．Bau皿 an ； Berthold−Otto −der　Mann ，　 die　Zeit，　das　Werk，　 das　Vermljchtnis．6　B 跏 de，Bandl　 M　tinchen　 1958，

S．19．

近年、以下 の 論考に お い て 、オ ッ トー学 校 の 総 合学 習 の 意義 が 問 い 直され て い る が、カ リキ ュ ラム との 関わ

り に つ い て は 、ほ と ん ど論 じ ら れ て い な い 。Benner，　 D ．／ Kemper，　 H ．： Theorie　 und 　 Geschichte　 der

Refer皿 pljdagogik．　 Teil2； Die　 P記 agogische 　 Bewegung　 von 　 der　Jahrhndertwende　bis　 zum 　 Ende　 der　 Weimarer

Republik．2003．S．165−206．

Nohl，H ：Die　padagogische 　Bewegung 　in　 Deutschland　 und 　ihre　Theorie．1935．S．105−110．（平 野 正 久 他 訳 『ドイ

ツの 新教育運 動』明 治図 書、1987年、pp．180−185．）

Albert，W ； Grundlegung　des　 Gesamtunterrichts．　 Schulpraktische　Meisterlehrell．Band．2Aufl．1951．p．62．

こ の よ うな評価 は 以下の 文 献 に よ る。 山 田栄 『現 代 教育方法論』成美 堂書店 、1939年 、梅 根 悟 『梅 根 悟 教育

著作選 集 3 カ リキ ュ ラ ム 改 造』 明治図 書、1977年。

Otto ，B ．： Hauslehrer ．　Wochenschrift　fUr　den　geistigen　Verkehr 　 mit 　Kindern．1910，　 Nr．17，　 S．175．

従来 の 画
一

的な注入教授 の 定 型 化 に対 して、子 どもの 学習を中心 とす る授業 を構 想 した も の に、樋 口 勘次郎

の 「統 合 主 義 1、棚橋 源太郎の 「実科教授論」、牧 口 常三郎 の 「郷 土科 教育」 などが ある。

槇 山栄次 「合科学習又 は 合科教授 の 趣 旨及 其 實行 の 範 囲」 『学 習研 究』第36号、pp，61−69．

本稿 で は 、オ ッ トーの 用 い る
‘
Lehrplan

’
が よ り授業と密接 に 関わ り、「計 画 」、「実施 」、「点検」、「評価 」を
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学び に お け る子 ど も と 教師の 対 話的 関係 の 構 築 に 関 す る研 究

　　含み 持 っ た も の と捉 え、
‘
カ リキ ュ ラ ム

’
とい う訳語 で 統

一
す る。

12　0tto，B．： Hauslehrer．　Wochenschrift　fUr　den　geistigen　Verkehr　 mit 　 Kindern．1912．6，15．1

13　0tto，B．： Hauslehrer．　Wochenschrift　fUr　den　geistigen ＞erkehr 　 mit 　 Kindern ．1921 ，S5．

14　 0ttoβ．　Der　Lehrgang　der　Zukunftschule．　 Folmale　Bildung　 ohne 　Fremdsprache ．1928．S．220．

15　 0tto ，B．： Hauslehrer．　Wochenschrift　fUr　den　geistigen　Verkehr　 mit　 Kindern　1921

16　0tto，B．：Beittige　 zur 　Paszchologi巳 des　 Unrerricht．S．262．

17　0ttQ，B．：Hauslehrer，　Wochenschrift　fUr　den 　geistigen　Verkehr 　 mit 　Kindern ，1913．3．23．13．Jg．No ．12．

18　 0tto，B ：Schulreform．S．281ff．

19　Ebenda，S．5

20　 0tto，B．： Hauslehrer ．　Wechenschrift　fUr　 den　geistigen　Verkehr　 mit 　Kindern．1913．12．14．13Jg．No．50

21　 Ebenda．

22　 0tto，B ：Schulreform．S．177．

23　 0tto，B．：Hauslehrer．　Wochensch 雌 fUr　den　geistigen　Verkehr　 mit 　Kindern．1910，　 Nr．17，　S．173．

24　Ebenda．，S．175．

25 オ ッ ト
ー

の 総 合 学 習 実 践 は、公 立 の 国 民 学 校、ドル フ シ ュ
ーレ に お い て も実 際 にそ の 理 論 が用 い られ 、実 践

　　が 行われ た 経緯が あ る。

26　 B，Otto ：Hauslehrer．　Wochenschrift　fUr　den　geistigen　Verkehr　mit 　 Kindern．1910，　Nn22 ，　 S．工37．

27 年 齢構 成 の 目安 と して は、1 （上 級 コ ース ） 14歳 以 上 、H （中 級 コ
ース ） 10〜13歳 、皿 （下級 コ

ース ） 8〜9

　　歳、IV （入 門 コ
ー

ス ）6〜7歳 となっ て い る。

28 但 し、入 門 コ
ース に お い て は 、「ク ラ ス の 総合学習」 が 「基礎的学習 」 と して 組織 され、外 国語 と 図 工 以 外

　　の 教科 は そ の 中で 総 合的 に学 ば れ て い る 。

29　オ ッ トー学校創 立 10周年記念 に 際 し て Helene　 Freundbergとい う女児が オ ッ ト
ー

に 宛 て た 手 紙 で あ る。

　　（Georg　 Kerner ：5〔）Jahre　B．−Otto−Schule．ln：Berthold−Otto−Kreis； Rundschreiben．1957．）

30　0tte，B．： Hauslehrer．　 Wochenschrift 　fUr　den　geistigen　Verkehr 　mit 　Kindern ．9 ．17．1916 ．16jahrg．　 Nr ．51．

31 須 田勝 彦 「数学教育に おける基礎 ・基本1、日本教育方法学会編 『教育方法29総合的学習と教科 の 基礎 ・基

　　本 』 図 書 文 化 社、2000 年、p，86．

32 分析資料 と して、奈良女附 小 の 訓 導 らに よ っ て著 され た 各 教 科 の 学 習指 導 手 引書 を用 い る。（清水 甚吾、鶴 居

　　滋
一

他 『学習指導各科批評真髄』東洋図書、1927年）

33　同 上 書、pp，111−112．

34　同 上書、p．113，

35 清水 甚吾 「白発教育 と学習材料の 教材化 」 「学習 研 究』第8号、1929 年 、p ．53．

36　清 水 甚 吾 『学 習法 実施 と各学年学級経営』東洋図書、大 正 14年、p．74．

37　同上 書、p．74．

38　清水 甚吾、鶴居 滋
一
他 『学習指導各科批 評 真髄』東洋 図 書、1927 年 、p．154．

39　「学校 ノート」 とは、子 ども が 毎 日の 学 び を内 容 と成果 とい う形で 記録す る ノ
ー

トで 、興味 を持 っ た こ と、
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　　分か らなか っ た こ と、達成 で きた こ とな ど、そ の 進捗状況を記 録す る もの で ある。こ れ は、固 定的なカ リキ ュ

　　ラ ム を 廃 し、多様な 選択 の 幅 を もつ オ ッ トー学校で の 学び を、子 ど も自身 の 中で 系統立 て 、客観化す る働 き

　　を 持 つ 。（E．Reinpe11： Arbeiten　in　 Unterstufe．［n ： Der 　 Hauslehrer ．　 Wochenschrift　fifr　 den　 geistigen　 Verkehr

　　mit 　 Kindern．1913，　 Nr．50．S．588．）

40 　 「日課 ノ
ー

ト」 とは、教 師 が 毎 日の 授 業 で 子 ど もが 何 を学 び、どの よ うな 関 心 に 基 づ い て どの よ うな行 動 を

　　取っ た か な ど、次の 授業 を進 め る ヒで 必 要 な子 どもに 関す る情報を書き留 め て お く記録を言 う。一
人 ひ とり

　　の 子 ど もに 応 じた カ リキ ュ ラ ム をデザイ ン し て い くた め に は 、入念 で 長期的な観察記録 が 不可 欠 とな る。

　 　 （Ebd，）

41 清 水 甚 吾 「自発 教育と学 習 材 料 の 教 材 化 i 『学 習 研 究 』第 8 号、1929年 、p．54．
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