
連載企画/国土教育シリーズPa吋2

日・米・英・仏・独/教科書で学ぶ「国土とインフラ」

[第10回]ドイツの地理-歴史教科書から学ぶ①

一 文化連邦主義をとるドイツの教育とバイ エ ルン州の教科書 一

フランスとドイツ:二つの国家の歴史

国 土(Staatsgebiet)， 国 民(Staatsvolk)， 主

権(Staatsgewalt)の三要素を持つものを「国家」

とする。 とれは， 19世紀ドイツを代表する公法学

者ゲ オルク - イ工リネック(Georg Jellinek)の学

説に基づくもので， 今日では 般に国際法上の「国

家」の承認要件として認められています。

評論家の加藤雅彦氏の著書『ライン河ヨーロッ

パ史の動脈Jによると， フランスとドイツの起源は，

シャルルマ 二ユ(カール大帝)の建設したフランク

王国にありますが， 国家と国民の成り立ちはフラン

スとドイツとでは， まったくその週程を異にしまし

た。

フランスには， 当初か5均質なフランス人芯る

ものは存在しませんでした。 ケルト人(ガリア)に，

ローマ人， フランク族， ノルマン人(ヴァイキング)

芯どが混血し， さらにバスク， プ‘ルタ一二ユ， アル

ザスなどの土ス二ック・グル ブがこれに加わって

今日のフランス人が形成されました。 これらさまざ

まな種族かう「フランス国民(市民)Jを創り出した

のが国家です。 メロヴインク朝か， ヴェル夕、ン条約

かあるいは力ぺ一朝か ど乙を起点とみるかによっ

て多少異なりますが， いす、れをとっても国家の歴史

は一千年を超えます。 そして， その国土拡張の週程

で， 支配を維持し統ーを強化するために確立された

のが， パリを中心とする中央集権制度でした。

方， ドイツでは， 言語-文化を共にするドイツ

人(ゲルマン)が早くから存在しました。 しかし彼5

は， 1871年のドイツ統ーまで国家と国民を形成す

ることができませんでした。 18世紀以前のドイツ

は， 三十年戦争による国土の荒廃や， 1648年の

ヴ工ス卜ファ レン条約の締結(神聖ローマ帝国に

よる集権化の失敗)もあって， さまざまな王国， 公

56 

国土学アナリスト 森田康夫

国， 伯爵領， 帝国自由都市などがパッチワーク状に

組み合わされた状態でしかありませんでした。 「ド

イツ国民」という意識は， ナポレオンのドイツ支配

に反発するナショナリズムの中で， 芽生えてきたも

のです。 1807年lこ， 哲学者のフィヒテ(Johann

Gottlieb Fichte)が「ドイツ国民に告ぐjという

連続講義を行い， ドイツ国民の精神を蘇5せようと

したとき， それは大きな感動を引き起こしました。

さらに， 鉄道輸送の発展がドイツ国家と国民の形成

を支えました。 経済学者のフリードリッヒ・リスト

(Friedrich List)が， 鉄道建設の必要性を熱心に説

いて回ったのです。

フランス「文明」とドイツ「文化」

「文明」と「文化」の考え方にも， 両者の聞に

は根本的な遣い が見うれます。 20世紀のドイツ

の文学批評家E.R. クル ティウス(Ernst Robert 

Curtius)の『フランス文化 論Jによると， フラン

スでは18世紀後半になって文明(civilisation)とい

う新しい概念が登場しました。 フランス人は， 文明

とは自由の発展の成果であり 人類に普遍的な内容

をもっているとして， こ れを文化よりも高く評価

し， フランスこそ文明の先駆者であるとの自負を持

つにいたりました。 これに対してドイツ人は， 文化

(Kultur)を文明より上に置きました。 ドイツ人に

とって文明とは物質的で機械化された生活を意昧

し， 精神の世界や芸術の世界， つまり文化と対立す

るばかりでなく， それを脅かす敵ですらあったので‘

す。

1871年の統一以後もドイツでは歴史的な諸国

並立の状態は引き継がれ， 国家社会主義時代と戦後

の東ドイツを除いて， 今日まで地方分権制が維持さ

れてきました。 19世紀後半に成立した新しい国民
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国家， 地域(州、1)ごとの「文化Jを尊13\連邦国家， そ

れが現在のドイツ連邦共和国なのです。

文化連邦主義をとるドイツの教育

ドイツでは， 文化連邦主義(文化高権)の理念に基

づいて， 教育行政は告州の専権事項となっていま

す。 各州、11こは文部省(名称は州により異なる) が設置

され， それぞれ独自の教育政策を実施しているため，

学校制度 ・ 教育課程・教科書制度!こは遣いが見られ

ます。 ただし， 告州が全く独自に教育政策を展開し

ているわけではなく， 告州の文部大臣が参加する

「告州文部大臣会議J(1くultusministerkonferenz:

KMK) が告州の教育政策・制度を調整し， ある程度，

連邦としての共通の方向を維持しています。 例えば，

ドイツでは義務教育段階だけでなく， 国立(州立) 大

学の授業料まで無料ですが とれは全ての州で共通

の運用となっています。

三分岐型の学校制度

また， ドイツの学校 制 度 は日本の6・ 3・ 3制

のような単線型ではなく， 三分岐型の学校制度を

採用しており， 子ども達は「基礎学校/グ ランド

シユーレ(Grundschule : 4年制) Jを卒業する9

�10歳の段階で， ["基幹学校/八ウブトシユーレ

(Hauptschule : 5年制 )J. [" 実 科 学 校/レアル

シユ レ(円ealschule・6年制) J， ["ギムナジウム

(Gymnasium : 8年制)Jのいす、れに進学するかを

判断しなければなりません。

基幹学校を卒業すれば， 就職資格(Berufsreife)

が得うれ， 職業学校に行くと同時に見習いとして

企業内で職業訓練を受けることと芯ります。 実科学

校在卒業すれば， 前期中等教育修了資格(Mittlere

Reife)が得5れ， 専門学校に進学する芯どして，

主に専門職に就職する道が開かれています。 ギム

ナジウムを卒業すれば， 大学入学 資格(Abitur/

Hochschulreife)が得られ 大学に進学できるよ

うになります。

教科書検定と貸与制

ドイツでは， 日本と同様に教科書検定制度が採用
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されており， 告州の文部省は 民間の教育出版社が

著作・編集した教科書の検定を行っています。 検定

に合格した教科書は， 州文部省が作成する教科書目

録に掲載され， その目録の中から， 各学校が採択す

る教科書を決定します。 各州がそれぞれ学習指導要

領を定めていること， 学校の種類が多様であると

と， 告学校単位で教科書採択がなされるとと芯どに

より， 教科書発行者には多数の採択を得るための編

集上の対応が求め5れます。 また， 多くの州、|で行わ

れている教科書の貨与制は， 1冊の教科書を学年

初めに貸与し， 学年末に返却するということを数年

間繰り返すもので， 1冊の教科書が何年も使用さ

れます。

バイエルン州の地理・歴史教育の特徴

バイエルン州は戦前かう続く伝統的な教育制度や

教育観を持ち， ドイツ国内でも教育熱心な州と言わ

れています。 また， 製造業や手工業， サ ビス業

芯どの幅広い分野で強い競争力を備えている多くの

中小企業に支え5れているため， 他の州、11こ比べ， 現

在でも基幹学校選択率は高く(約25%)， 伝統的な

三分岐型の学校制度を維持しているのが特徴です。

(1) バイエルン州独自の教育内容

州の学習指導要領に定められた学習テーマをみる

と， いすれの学校-教科目においても， パイ工ルン

州の地域性が強く意識されています。 とりわけ， 実

科学校やギムナジウムの力 りキュラムでその傾向が

強く， 歴史教科書では常に「そのときバイエルンで

は.. .Jと語りかけられます。 バイエルン州の人々の

強固なアイデンティティーは， バイエルンの1000

年以上にわたる歴史に根ざしていますが， 現在， こ

れは， 州の歴史 地理教育を通して担保されていま

す。

(2) 近現代史を重視した歴史教育

バイエルン州では， 前期中等教育期間中の5年聞

をかけて， ゆっくりと古代かう現代にいたる通史を

学びますが， 乙のうち18世紀以降のドイツとヨー

ロッパを主要舞台とする近現代史は， 生徒の発達段

階が進んだ後半の3力年をかけて学習します。 さら

に， 後期中等教育(ギムナジウムの第11ハ2学年)
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バイエルン州用基幹学校教科書
[Klett社]

では， r 19世紀の新興産業社会での生活J rワイ

マ-)レ共和国J rドイツ人とホロコーストJr初期の

連邦共和国Jroo円(東ドイツ)Jといったドイツ近

現代史に関するテーマ 「古代・中世・近代におけ

るヨーロッパ思想と現代政治Jrヨーロッパにおけ

る「人Jと「国家JJ r中東 .世界的な政治対立の歴

史的ルーツJrアメリ力合衆国 ー 植民地かう超大国

へ」といった近現代を含む時空横断的なテーマが取

り上げられています。

(3) 「地球で始まり， 近隣から世界へ，

再びドイツに戻る」地理教育

そして

バイエルン州の地理教育では， r遠くから近くへ，

近くか5遠くへ， 再び遠くから近くへjというカリ

キユラムが組まれています。 例えば， 実科学校で

は，

オ

第5学年で「地球」と「ドイツとパイ工ルン」

を学んだ上で(遠くかう近くへ)， 第6学年で「ヨー

ロッ}\J. 第7学年で「サハラ以南のアフリ力，

り工ント，ロシアJ .第8学年で「アングロアメリ力，

ラテンアメリ力， 南アジア， 東・東南アジア」と学

習対象範囲を身近な地域から遠い地域へと段階的

に進めていき(近くから遠くへ)， そして第9学年で

「ドイツと世界の統合」と「近隣空間」を学13\(再ひ、

遠くから近くへ戻る)力リキュラムと芯っています。

基幹学校「歴史/社会/地理」教科書におけ

る国土・イン フラ教育の内容

以下では， バイエルン州用基幹学校「歴史/社

会/地 理 」 教 科 書 TERRA GSE Geschichte 

Sozia l k unde Erdk u nde Ausgabe für 

Hauptschulen in Bayern" (Klett社: 2004 � 
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2008 年版)から，

ライン川の洪水
[Klett社]

国土・ インフラ教育の学習内容

の幾っかを紹介します。

(1) r全ての道はローマに通すJ(第6学年・ 歴

史)

第6学年の学習テーマr2 ローマ帝国jに は，

同タイトルの見聞きのページが存在し， ローマ街道

lこ関して以下の説明がなされています。

・ ローマ街道は， 古代ローマ帝国領域内に敷設され

た道路網であリ， 紀元2世紀には主要幹線道路だけ

で・約8万5千kmにも達しました。 また， もともと軍

事目的で敷設された道路であることから， 舗装され

手入れの行き届いた街道では， 兵士たちl.ìl日に約

50kmを行進することができました。

- さらに， 帝国官吏や巡礼者などの一般市民も徒歩

や馬， 馬車で利用することが出来たため， ローマ{封

道は， 帝国経済や市民生活を支える社会基盤として

大きな役割を果たしていました。

(2) 自然の猛威(第7学年・ 地理)

第7学年の学習テーマr9. 自然の力が大地を変

えるjでは， 熱帯低気圧， 洪水， 火山噴火， 地震と

いった自然災害Ijスクの説明とその対策に1つの単

元(18ページ)が割かれています。

とのうち「洪水jのページでは， ライン川が通

過する大都市ケルン(Köln)の過去の洪水被害履歴，

1926年と1995年のケルンの洪水写真， 200年

前と現在のライン川周辺の土地利用比較図等を用い

ながら， 洪水の発生状況や原因について以下の説明

がなされています。

.20世紀， ケルンでは大規模な洪水が何度も発生し

ました。
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「アルプスを越える」
[Klett社]

-過去15年間でみると， ライン川の水位(通常3.55m)

は臨界レベル(水位9.50m)を6度超えています。

- ライン川の洪7}くは， 融雪と豪雨が重なることが原

一般的|こは冬(1月と2月)に発生します。因で，

- また， 人による土地の改変(産業プラン卜整備，

コンクリ一卜 ・ アスフアルト舗装など)も， j共7}えの

頻繁な発生の原因となっています。

(3) rアルプスを越えるJ(第8学年-地理)

第8学年の学習テ マr1.ヨ ロッパ 我々の

大陸Jでは， アルプスを横断する交通ネットワ ク

の整備が， 旅行者の安全 快適な移動を可能とし，

物流の活性化によってヨーロッパの結びつきを強め

ていることを， 見聞き2ページを使って詳しく説明

しています。

- アルプスを横断することは， 前世紀中は大きな冒

険でした。 落石や洪水， 暴風雨， 雪崩などは旅行者

にとって脅威でした。 そのような悪い環境の中， 旅

行者はラノくや牛に重い負荷を背負わせて， 深い峡谷

をわたリ， 急な山道を登っていきました。

. 19世紀以降， 交通ネットワーク(鉄道， 道路)の整

備が進みました。 高架橋や長大トンネルを有する高

速道路も整備され， 今日では， 数時間でアルプスを

越えることができます。

-現在では， 毎年， 約4，000万人の観光客が地中海

での休暇を過ごすためにアルプスを横断していま

す。 また， 1.000万台のトラックが中欧と南欧の間

で大量の物資を輸送しています。 一方で・， 山頂の住

民にとっては， 交通による騒音や悪臭が問題となっ

ています。

- ビアシナ渓谷を横断しゴッタルド峠を通過する道
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「ドイツの工業化」
[Klett社]

E各やトンネルは， アルプス山脈を縦貫してヨーロッ

ノfの南北軸を形成する最重要交通路ですが， 既に交

通容量が限界に達しておリ， 現在， 完成後は世界最

長の鉄道トンネルとなるゴッタルドベーストンネル

Gotthard-Basistunne (全長57km)を含む鉄道路線の

建設が進められています。

- この鉄道路線が完成すれば， 人は250km/h， 物資

は160km/hてや移動できるようになリ， また環境に優

L\、交通手段が実現し， アルプスは完全にヨーロッ

パの高速鉄道ネットワークに統合されます。

(4) 鉄道の建設(第8学年・歴史)

第8学年の学習テーマr2.産業革命と国家統 」

では， ドイツ国家統 の背景の っとして， 19世

紀に鉄道ネットワークの整備が急速に進め5れたこ

とが取り上げうれています0

・鉄道の建設により， 旅客および貨物輸送の高速化・

低廉化が図られ， ドイツの工業化が急速に進められ

ました。

. 1835年に最初の鉄道路線が敷設されて以降， ドイ

ツにおけ る鉄道建設は急速に拡大しました。 1835年

にわず万、6kmで、あった鉄道路線延長は， 1880年には

3万3，865kmに達し， ドイツ全体を覆う鉄道ネット

ワークが形成されました。

* 
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