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序 章  本 研 究 の 目 的 と 方 法  

本 研 究 は ， 日 本 と ド イ ツ の 歴 史 意 識 研 究 の 比 較 考 察 か ら 構 築 し

た 歴 史 教 育 論 に 基 づ い て 日 本 史 授 業 を 開 発 す る こ と で ， 両 国 の 歴

史 教 育 学 （ 教 授 学 ） 研 究 を 架 橋 し た 新 し い 歴 史 教 育 学 研 究 の 可 能

性 を 拓 く と と も に ， 歴 史 教 育 論 の 構 築 と 歴 史 授 業 の 開 発 と い う 理

論 と 実 践 両 面 か ら 日 本 の 歴 史 学 習 の 変 革 の 実 現 に 向 け て 寄 与 す る

こ と を 目 的 と す る 。  

第 １ 節 で は 、研 究 主 題 に つ い て 論 じ た 。平 成 2 3 年 度 に 広 島 大 学

大 学 院 教 育 学 研 究 科 に 提 出 し た 博 士 論 文 「 現 代 ド イ ツ 中 等 歴 史 学

習 論 改 革 に 関 す る 研 究 － 現 実 的 変 革 の 論 理 － 」 か ら 導 き 出 さ れ た

課 題 を 克 服 す る た め 、 本 研 究 は 歴 史 意 識 研 究 の 比 較 検 討 と い う 両

国 の 歴 史 教 育 学 （ 教 授 学 ） 研 究 の 架 橋 を 通 し て 、 歴 史 教 育 学 研 究

の 新 し い 研 究 方 法 論 を 提 示 し 、 歴 史 学 習 の 変 革 に 寄 与 す る こ と を

め ざ す 。  

 し か し 、 両 国 は 異 な る 教 育 目 的 、 教 科 原 理 に 立 脚 す る た め 、 両

国 の 歴 史 教 育 学 （ 教 授 学 ） 研 究 の 架 橋 は 困 難 で あ る 。 こ の 困 難 を

超 克 す る に は 、比 較 を 可 能 に す る 共 通 基 準 の 設 定 が 不 可 欠 で あ る 。

そ の 基 準 と し て 有 効 に 機 能 す る の が 「 歴 史 意 識 ( G e s c h i c h t s -  

b e w u s s t s e i n )」 概 念 で あ る 。  

そ こ で 、 両 国 の 歴 史 教 育 学 （ 教 授 学 ） 研 究 の 結 節 点 を 形 成 し ，

異 な る 系 譜 を 持 つ 歴 史 意 識 研 究 を 摺 り 合 わ せ ， 両 国 の 歴 史 教 育 学

（ 教 授 学 ） 研 究 を 止 揚 す る こ と で ， 歴 史 学 習 の 変 革 を 可 能 に す る

歴 史 教 育 論 を 構 築 し ， そ れ に 基 づ く 授 業 を 開 発 す る こ と を 研 究 主

題 と す る 。  

第 ２ 節 で は 、 本 研 究 の 意 義 と 特 質 を 明 ら か に し た 。 意 義 と 特 質

は 次 の ５ 点 で あ る 。 第 １ は 歴 史 意 識 を 中 心 と し た 両 国 の 歴 史 教 育

学 （ 教 授 学 ） 研 究 の 経 年 的 な 過 程 を 明 ら か に す る 点 、 第 ２ は 両 国

の 歴 史 教 育 学 （ 教 授 学 ） 研 究 を 架 橋 し た 理 論 と 実 践 の 往 還 に イ ン

パ ク ト を 与 え る 新 た な 歴 史 教 育 論 を 提 起 す る 点 、 第 ３ は 理 論 的 考

察 に 基 づ く 日 本 史 授 業 を 開 発 す る 点 、 第 ４ は 歴 史 教 育 論 や 日 本 史

授 業 を 通 し て 日 本 の 教 育 動 向 に 応 え る 新 し い 歴 史 学 習 を 提 起 す る

点 、 第 ５ は こ の 提 起 を 通 し て 、 歴 史 学 習 の 変 革 の 方 途 と 方 策 を 示

す 点 で あ る 。  
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第 ３ 節 で は 、 本 研 究 の 方 法 と 論 文 構 成 に つ い て 論 究 し た 。 本 研

究 は 、 両 国 の 歴 史 意 識 研 究 の 展 開 や 特 質 を 検 討 し 、 比 較 考 察 す る

こ と で 歴 史 教 育 論 を 構 築 し 、 こ の 歴 史 教 育 論 に 基 づ い た 日 本 史 授

業 を 開 発 す る も の で あ る 。  

こ の 目 的 を 達 成 す る た め に 、 以 下 の 手 順 で 論 構 成 す る 。  

 第 １ に 、 日 本 の 歴 史 意 識 研 究 の 展 開 を 明 ら か に し 、 歴 史 意 識 研

究 が 歴 史 教 育 学 研 究 に 果 た し た 役 割 を 考 察 す る こ と で 、 歴 史 教 育

学 研 究 上 に 歴 史 意 識 研 究 を 位 置 づ け 、そ の 特 質 や 意 義 を 検 討 す る 。

第 ２ に 、 ド イ ツ の 歴 史 意 識 研 究 の 展 開 を 明 ら か に し 、 歴 史 意 識 研

究 が 歴 史 教 授 学 研 究 に 果 た し た 役 割 を 考 察 す る こ と で 、 歴 史 教 授

学 研 究 上 に 歴 史 意 識 研 究 を 位 置 づ け 、そ の 特 質 や 意 義 を 検 討 す る 。

第 ３ に 、 日 本 と ド イ ツ の 歴 史 意 識 研 究 を 比 較 考 察 し 、 そ の 検 討 か

ら 歴 史 教 育 論 を 構 築 す る 。 第 ４ に 、 第 ３ で 提 案 し た 歴 史 教 育 論 に

基 づ い て 、 日 本 史 授 業 を 開 発 す る 。  

 両 国 の 歴 史 意 識 研 究 か ら 導 か れ る 歴 史 教 育 論 の 構 築 と 日 本 史 授

業 の 開 発 に 従 っ て 、 終 章 で は こ の 歴 史 教 育 論 や 日 本 史 授 業 が 日 本

の 歴 史 教 育 の 変 革 に 果 た す 可 能 性 を 検 証 し 、 変 革 に 向 け た 道 筋 を

明 示 化 す る こ と で 、 本 研 究 を 総 括 す る 。  

 

第 Ⅰ 章  日 本 に お け る 歴 史 意 識 研 究 の 考 察  

 第 Ⅰ 章 で は 、 日 本 の 歴 史 意 識 研 究 の 変 遷 や 歴 史 教 育 学 研 究 に 果

た し た 意 義 を 分 析 す る こ と で 、 歴 史 教 育 学 研 究 に お け る 歴 史 意 識

研 究 の 位 置 づ け を 解 明 す る 。  

 第 １ 節 か ら 第 ４ 節 で 、 日 本 の 歴 史 意 識 研 究 の 変 遷 を 考 察 し た 。

第 １ 節 で は 、 国 体 思 想 と 国 民 性 を 中 核 と す る 国 民 道 徳 を 具 備 し た

正 し い 日 本 人 と い う 唯 一 絶 対 の 歴 史 意 識 を い か に 育 成 す る の か が

戦 前 の 歴 史 意 識 研 究 で あ っ た こ と を 明 ら か に し た 。 第 ２ 節 で は 、

各 学 年 に お け る 歴 史 意 識 の 発 達 段 階 と そ れ に 即 し た 適 切 な 歴 史 学

習 を 究 明 す る こ と で 、 教 育 課 程 ・ 教 育 内 容 の 組 織 化 を め ざ し た の

が 1 9 5 0 年 代 の 歴 史 意 識 研 究 で あ る こ と を 示 し た 。第 ３ 節 で は 、子

ど も の 発 達 段 階 か ら 歴 史 意 識 の 実 態 把 握 を 図 る と い う 1 9 5 0 年 代

の 研 究 の 限 界 が 認 識 さ れ 、教 育 の 現 代 化・科 学 化 の 文 脈 の も と で 、

科 学 的 な 社 会 認 識 の 育 成 を 図 る 社 会 認 識 研 究 に 転 換 し た の が
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1 9 6 0 年 代 の 歴 史 意 識 研 究 で あ る こ と を 検 討 し た 。 第 ４ 節 で は 、

1 9 6 0 年 代 の 転 換 の た め に 歴 史 意 識 研 究 が 停 滞 し た の が 1 9 7 0 年 代

以 降 の 歴 史 意 識 研 究 の 現 状 で あ る こ と を 論 じ た 。  

 第 ５ 節 で 、 歴 史 教 育 学 研 究 に お け る 歴 史 意 識 研 究 の 位 置 づ け を

解 明 す る 。 本 節 で の 考 察 か ら 、 日 本 の 歴 史 意 識 研 究 で は 、 歴 史 意

識 は 戦 前 に は 固 定 的 な 教 育 目 的 概 念 、 戦 後 に は 発 達 心 理 学 上 の 方

法 手 段 概 念 と し て 概 念 規 定 さ れ て き た こ と が 判 明 し た 。    

以 上 か ら 、 戦 後 、 歴 史 意 識 が 発 達 心 理 学 上 の 方 法 手 段 概 念 と さ

れ た こ と で 、歴 史 教 育 学 の 本 来 の 研 究 目 的 の 追 求 が で き な く な り 、

歴 史 教 育 学 研 究 に お い て 確 固 た る 地 位 を 確 保 で き な か っ た の が 日

本 の 歴 史 意 識 研 究 で あ る と 結 論 づ け た 。  

 

第 Ⅱ 章  ド イ ツ に お け る 歴 史 意 識 研 究 の 考 察  

 第 Ⅱ 章 で は 、 本 研 究 で の ア プ ロ ー チ に 不 可 欠 な ４ 名 の 歴 史 教 授

学 者 の 歴 史 意 識 研 究 に 着 目 し て 歴 史 意 識 研 究 の 変 遷 や 歴 史 教 育 学

研 究 に 果 た し た 意 義 を 分 析 す る こ と で 、 歴 史 教 育 学 研 究 に お け る

歴 史 意 識 研 究 の 位 置 づ け を 究 明 す る 。  

 第 １ 節 で は 、各 歴 史 教 授 学 者 の 歴 史 意 識 研 究 の 成 果 を 検 討 し た 。

1 9 7 0 年 代 前 後 に 四 論 説 が 、歴 史 意 識 の 概 念 規 定 を 変 容 さ せ る と と

も に 、 教 育 目 的 と し て 構 造 化 し た 上 で 、 教 育 目 的 概 念 と し て の 歴

史 意 識 の 解 明 を 進 展 さ せ た こ と を 論 じ た 。 第 ２ 節 で は 、 リ ュ ー ゼ

ン の 歴 史 意 識 研 究 を 基 盤 に 、 各 研 究 者 の 歴 史 意 識 研 究 の 精 緻 化 と

関 連 づ け が 図 ら れ る こ と で 、 歴 史 意 識 研 究 が 体 系 化 さ れ 、 歴 史 意

識 が 機 能 化 さ れ た こ と を 論 じ た 。 ド イ ツ の 歴 史 意 識 研 究 で は 、 研

究 の 体 系 化 を 通 し て 、 歴 史 意 識 を 教 育 目 的 概 念 、 教 授 機 能 概 念 、

歴 史 教 授 学 上 の 方 法 手 段 概 念 と い っ た 新 た な 機 能 を 有 す る 概 念 へ

と 変 容 さ せ た こ と を 明 ら か に し た 。  

第 ３ 節 は 、 歴 史 教 授 学 研 究 に お け る 歴 史 意 識 研 究 の 位 置 づ け を

考 察 す る 。 本 節 で の 考 察 か ら 、 四 論 説 を 経 て 歴 史 意 識 が 教 授 学 的

理 論 と し て 機 能 す る よ う に な っ た こ と を 解 明 し た 。  

以 上 か ら 、 歴 史 意 識 が 教 育 目 的 概 念 と さ れ た こ と で 、 歴 史 教 授

学 研 究 の 中 核 的 な 研 究 対 象 と し て 不 動 の 地 位 を 得 、 歴 史 教 授 学 研

究 に お い て 最 重 要 で 必 要 不 可 欠 な 位 置 を 付 与 さ れ た の が ド イ ツ の
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歴 史 意 識 研 究 で あ る と 結 論 づ け た 。  

 

第 Ⅲ 章  歴 史 意 識 の 育 成 を 図 る 歴 史 教 育 論 の 構 築  

 第 Ⅲ 章 で は 、 両 国 の 歴 史 意 識 研 究 の 比 較 検 討 を 行 い 、 そ の 考 察

に 基 づ い て 歴 史 教 育 論 を 構 築 す る 。 第 １ 節 で は 、 両 国 の 代 表 的 な

歴 史 意 識 研 究 の 比 較 検 討 か ら 、 歴 史 意 識 の 概 念 規 定 の 相 違 が 歴 史

意 識 と 歴 史 認 識 の 関 係 性 の 相 違 を 生 み 出 し た た め 、 日 本 で は 歴 史

認 識 、 ド イ ツ で は 歴 史 意 識 と い う 形 で 、 両 国 の 中 心 的 カ テ ゴ リ ー

が 異 な る こ と を 究 明 し た 。  

第 ２ 節 で は 、 両 国 の 歴 史 教 育 学 （ 教 授 学 ） 研 究 の 展 開 の 考 察 か

ら 抽 出 し た 課 題 を 克 服 す る た め に 、 ① 教 育 目 的 と し て の 歴 史 意 識

の 設 定 、 ② 歴 史 意 識 を 育 成 す る た め に 教 師 が 到 達 さ せ た い 歴 史 認

識 の 設 定 、 ③ 教 師 が 到 達 さ せ た い 歴 史 認 識 を 踏 ま え た 上 で の 子 ど

も 自 身 の 歴 史 認 識 の 形 成 、 ④ 子 ど も が 獲 得 す る コ ン ピ テ ン ス の 導

入 と い う 方 策 を 考 案 し た 。こ れ ら の 方 策 に 基 づ い て 、「 教 育 目 的 と

し て の 歴 史 意 識 か ら 意 味 形 成 し た 教 師 が 到 達 さ せ た い 歴 史 認 識 と

子 ど も が 獲 得 す る コ ン ピ テ ン ス の 相 互 作 用 を 通 し て 子 ど も 自 身 が

そ の 意 味 形 成 と し て の 歴 史 認 識 を 形 成 す る こ と で 歴 史 意 識 を 育 成

す る 」 と い う 歴 史 教 育 論 を 構 想 し た 。  

第 ３ 節 で は 、 構 想 し た 歴 史 教 育 論 を 検 討 し た 。 こ の 検 討 か ら 、

こ の 歴 史 教 育 論 で は 、 教 育 目 的 と し て の 歴 史 意 識 が 教 師 が 到 達 さ

せ た い 歴 史 認 識 の 選 択 規 準 、 教 師 が 到 達 さ せ た い 歴 史 認 識 と 子 ど

も が 獲 得 す る コ ン ピ テ ン ス が 子 ど も が 形 成 す る 歴 史 認 識 の レ ベ ル

保 証 、 子 ど も が 形 成 す る 歴 史 認 識 が 子 ど も の 歴 史 意 識 の レ ベ ル の

判 断 規 準 と し て 機 能 し 、 各 構 成 要 素 が 相 互 に 関 連 づ く こ と で 、 歴

史 教 育 学 研 究 へ の 実 現 可 能 性 と 学 校 教 育 現 場 で の 適 用 可 能 性 を 高

め る こ と が で き る と 判 断 し た 。  

 

第 Ⅳ 章  歴 史 意 識 の 育 成 を 図 る 歴 史 教 育 論 に 基 づ い た 日 本 史 授

業 開 発  

 第 Ⅳ 章 で は 構 想 し た 歴 史 教 育 論 に 基 づ い て 日 本 史 授 業 を 開 発 す

る 。 授 業 開 発 に あ た り 、 教 師 が 到 達 さ せ た い 歴 史 認 識 、 子 ど も の

活 動 、 そ の 活 動 か ら 導 か れ る 子 ど も が 獲 得 す る コ ン ピ テ ン ス を 設
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定 す る と い う 手 順 を 明 ら か に し た 。 こ の 手 順 に 照 ら し て 、 従 来 の

教 授 書 を 改 良 し 、 教 師 の 働 き か け 、 子 ど も の 活 動 と 活 動 を 通 し て

獲 得 す る コ ン ピ テ ン ス 、 子 ど も が 形 成 す る 知 識 、 育 成 す る 歴 史 意

識 と い う 項 目 か ら な る 教 授 ・ 学 習 書 を 提 案 し た 。 こ の 教 授 ・ 学 習

書 の 形 式 に お い て 、 古 代 史 ・ 中 世 史 ・ 近 世 史 ・ 近 代 史 ・ 現 代 史 と

い う 各 単 元 の 日 本 史 授 業 を 開 発 し た 。  

 

終 章  研 究 の 総 括  

終 章 で は 、 本 研 究 を 総 括 し 、 そ の 成 果 と 課 題 を 明 ら か に す る 。

各 章 で の 考 察 を 踏 ま え 、「 歴 史 意 識 を 目 的 機 能 概 念 と 捉 え 、そ の 育

成 を 図 る 教 育 ス タ ン ダ ー ド を 開 発 す る こ と が 日 本 の 歴 史 学 習 を 変

革 す る 展 望 で あ る 」 と い う 本 研 究 の 結 論 を 導 い た 。  

本 研 究 の 成 果 は 次 の ６ 点 で あ る 。 第 １ は 日 本 と ド イ ツ の 歴 史 意

識 研 究 の 理 論 的 系 譜 を 解 明 し た こ と 、 第 ２ は 日 本 と ド イ ツ の 歴 史

意 識 研 究 の 架 橋 を 通 し て 新 し い 歴 史 教 育 論 を 構 築 し た こ と 、 第 ３

は 構 築 し た 歴 史 教 育 論 に 基 づ い て 日 本 史 授 業 を 開 発 し た こ と 、 第

４ は 新 し い 歴 史 学 習 を 提 起 し た こ と 、 第 ５ は 新 し い 歴 史 教 育 学 研

究 の 研 究 方 法 論 と と も に 日 本 の 歴 史 学 習 の 変 革 の 展 望 を 提 示 し た

こ と 、 第 ６ は 歴 史 教 育 学 研 究 の 視 点 か ら 社 会 科 教 育 学 研 究 に 対 し

て 問 題 提 起 を し た こ と で あ る 。  

本 研 究 の 今 後 の 発 展 と し て は 、 コ ン ピ テ ン ス 志 向 の 観 点 か ら の

歴 史 的 分 野 固 有 の 教 育 ス タ ン ダ ー ド の 開 発 や 、 そ の ス タ ン ダ ー ド

に 基 づ い た 歴 史 的 分 野 固 有 の コ ン ピ テ ン ス を 育 成 す る 授 業 の 開 発

を め ざ し た い 。  

最 後 に な る が 、 本 論 文 の 主 要 部 で あ る 第 Ⅱ 章 と 第 Ⅲ 章 は 、 日 本

社 会 科 教 育 学 会 編 『 社 会 科 教 育 研 究 』 及 び 全 国 社 会 科 教 育 学 会 編

『 社 会 科 研 究 』 の 査 読 論 文 が 中 心 と な っ て い る こ と を 付 記 す る 。  

 

 論 文 審 査 委 員 （ 主 査 ）   原 田 信 之   教 授  

       （ 副 査 ）   別 所 良 美   教 授  

（ 副 査 ）   上 田 敏 丈  准 教 授  
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