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子 どもの 貧困と学校の役割

一
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は じめ に

　1974年 大阪府 立西成高等学校は 「地元西成

区に普通科高校 を」 との 4 万人署名 によ り、
「地元校 」 と して設 立 され た。もとよ り西成

で は 、寄せ 場 ・
釜 ヶ 崎 、 被差別部落、在 日 コ

リア ン
、 沖縄 か ら移住者、そ し て野宿など差

別 と貧 困の集積 と累積が見 られ た。

　創立か ら 30 年を経た 2006年本校は 「格差

の 連鎖 を断つ 」 とい うミ ッ シ ョ ン を掲げた 。

そ の 年 はま さに、バ ブ ル 崩壊後に生まれ た子

どもた ちが高校 に入 学を果 た した年で あ っ た 。

格差社会 とい う言葉や ワ
ー

キ ン グプ ア とい う

言葉以上 に学校現場で は親か ら子 へ 格 差 と貧

困が連鎖する現実があ っ た。子 ど もた ち が 将

来、市民 と し て 社会参加 し政 治参加 して い く

ために も 、
「将来 の た めに、今、頑張れ る生徒 」

を育成す る必要が ある と の 「育て た い 生徒像」

を掲げた。

1 ．今、高校で あらわれる貧困とは

　大 阪府 に お ける授業料減免率は 2005 年

26．2％で あ っ た。全国で も最も高い 減免 率で あ

っ た が 、府内の 課題集 中校で は 概ね 50％を超

えて い た。2006年度か らは制度が変わ り、生

活保護世 帯が減免対象か ら外れた。生活 保護

世帯に生 業扶助 として各世帯 に授業料が い っ

たん渡 され る形 にな っ た。今年、小 ・中学校

で は 「子 ど も手 当」支給 と給食費未払い の 問

題が 取 りざた され て い るが、こ れ は昨年 ま で

の 高等学校 にお ける生活保護世 帯 にお け る授

業料未納問題 と同根で あ る。さ らに、2010年

度か らは授 業料が無償化 された。授業料の 減

免時代は経済的困窮家庭 の ほ とん どを減免 申

請 の 時に把握す る こ とがで きた 。 無償化で 授

業料未納 とい う生徒に とっ て も学校に とっ て

も困 っ た 問題 は なくなるが、かえ っ て 貧困状

況が潜在化する よ うな っ た。

　さて 、 現在高校進学率は全国 平均 97％時代

に突入 し た。私たちは こ の こ との 意味 を し っ

か り捉えな い とい けな い と思 う。進学率 97％
とは、小 ・中学校で起 こ っ て い るす べ て の こ

とが、高校で も起 こ る とい うこ とを示 して い

る。大阪府の 高校で は生徒た ちが入学者選抜

時に 「学力」（偏差値）に よっ て 「輪切 り」 さ

れ て 振 り分け られ る。そ し て現在 の とこ ろ 「学

力格差」 は 塚 庭環境格差」 で もある。そ の

結果、家庭 と学習に課題 を抱えた生徒が い く

つ か の 高校に集 中する こ とに なる。こ うした 、

構造は 中途退学者数の 分布 をみ て も明らか で

ある 。 2008年の 府内 （全 日制）の 中退者は約

2700 人 （2．5％）で あ り 、 課題 集中校 に集 中し

て い る 。 堺市の 道中氏が 明らか に したよ うに、

こ うした中退が格差を連鎖させ て い くこ とは

間違 い な い。また 、貧困は虐待 の 形を取 っ て

現れ て くる こ と も多い
。 幼少期か ら中学校時

代ま で に虐待 を受けた子 どもた ちは 、 そ の す
べ て が解決 されて 、高校 に入学 して くるわ け

で はな い 。高校におい て も虐待は形を変 えっ

つ 続 い て い る とみ るべ き で あ る。
「門限を守れず、親か らの 厳 しい 折檻を受け

るため、友人 宅を泊ま り歩 く」 「ある 日、自宅

に戻 っ た ら家族が 引っ 越 し して い た 」「昼食が

な く、水をばか り飲ん で い る 」、私た ちが気づ

く の はそ うい う生徒の様子 で あ る 。

2，　「自分とはちがう人間になっ てしまいたい」　（30．4％）

　西成高校で は、毎年 5月 に新入 生に ア ンケ
ー

ト調査 を し て い る。「学校生活 と人権に関す

る ア ン ケ
ー

ト」 で ある 。 生徒 の 実態か らス タ
ー

トす る の が本校 の ス タイ ル である。今年 度

は学校生活だけで なく、家庭 に つ い て も質問

を し て みた。

　 Q 「あな た と現在い っ し ょ に生活 して い る

人 は 誰ですか 」。 集計 の 結果、過半数の 生徒 の

回答 が 「ひ とり親等」 で ある 。 ま た、Q 「周

囲の お となは 自分 に大 きな期待 をか けて い

る 」 との 問い に は 、7．9％が 「そ う思 う」 と答

え て い る 。 大 阪府立学校人権教育研究会が同

じ質 問で集計をし て い るが、府 の 平均 の 約 半

分の 割合で ある 。

　課 題集 中校 で 担任 を し た経験か ら、家庭訪

問時に生徒 の 机を見た記憶が あま りな か っ た

こ とか ら、今年度、生徒 の 机につ い て も調 べ

た。
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Q 「あなた は 家／生 活 の 場で 勉強す る とき に 、

自分 の 学習机があ りますか ？ 」過半数が 自分

だ けの 学習机を持 っ て い ない こ とが分か っ た 。

教員 として抱 い て い た実感 に近い 集計結果で

あ っ た。また、Q 「あなたは家／生活の 場で 、

落 ち着い て勉強で きる環境がある と思い ます

か 」 との 問い に 「落ち着い て勉強で き る環境

が ある」 と答えた生徒は半数以下 で あ っ た。

親や周囲の 大 人か ら期待 され ず、学習机 も与

え られず 、 過 半数の 生徒が 「ひ と り親」 の 元

で生育 して きて い る。確 かに 「自尊感情」 育

成が重 要で あ るこ とに疑 い はない が、目の 前

の 問題 （生活）に 改善の 方 向性が見 えな い 中、

どの よ うに した ら 自尊感情が 育つ の だ ろ う

か ？

　また、学力は 「習1貫」 で ある。生徒たちは

幼 い 時か ら学習習慣 を身に つ け る家庭環境に

なか っ た の で は な い だ ろ うか
。 そ うで あるな

ら学校 こ そが家庭に か わ る学習環境を提供 し

なければ な らな い 。

3 ．家庭環境へ の ア プ ロ
ー

チ

（1）教職員は生徒の 話を徹底 し て 聞き、シ グ

　ナ ル を受け止 め る役割を はたす。そ うして 、

　 「信頼で きる」 大人 と して 接す る。

（2）生徒 自身が 自ら の 生活 を ど う捉えて い る

　 の か ？ ど う し た ら 「意識化」 で きる か 。そ

　の プ ロ セ ス を用意す る 。

（3＞受 け とめた シ グナ ル を学校 と し て 共有 し、

　問題事象に対処 で き る校内体制 （学校全体）

　 が 必要。

（4）問題事象へ の 対処 の 過程 で 適切 な時期に

　必要な関係 （福祉）機関 と連携する 。

  問題 の 「急性 期」 だけでな くそ の 後も継

　続的に事象に 関わ っ て い く。

生徒には指導だ け で な く支援が 必 要 で ある。

特 に こ こ数年は こ うした点に意識的に こ だわ

っ て 教育活動 を して い る。

　既存 の 社会に適応す る 「社会性 」と ともに、

現状 の 課 題に気づ き、それ を克服 し よ うとす

る意欲 をもち、自分 の 今 の 状況は変える こ と

が で き る とと らえる こ とが で きる 「社会力」

の育成 に っ い て も学校 の 役割だ と考える。

4 ．「反貧困学習」 が持 つ 教育の可能性

　従来、貧困は各家庭 の 自己責任 と され て き

た 。 果た して そ うな の か ？従来 の 人権教育も

差別 との文脈の なか で 結果 として の 貧困を取

り上げて きた 。 どの よ うな原 因に よ り貧困に

陥っ た か の 前に 、子 どもた ち に と っ て は理屈

で な く、毎 日の 生 きに くさ、貧困そ の もの が

ス ター ト地点な の で あ る 。

　西成高校では 2007 年か ら総合的な学習の

時間 （校内名称 Challenge）1年生 時に 「反貧

困学習」 を展開 して きた 。 教材は教員 の 手作

りで ある。

（1）生 きる力 をもつ 子 どもた ち（ダ ッ カ の ス ト

リー トチ ル ドレ ン）、（2）「ネ ッ トカ フ ェ 難民 」

か らセ ー
フ テ ィ ネ ッ トを考 える、（3）「ワ ーキ

ン グプ ア 」 か らセ ーフ テ ィ ネ ッ トを考え る、

（4）シ ン グル マ ザー
につ い て 、（5＞「ホ

ーム レ

ス 中学生 」に つ い て 考えよ う、（6＞貧 困ビ ジネ

ス に つ い て 、（7）日雇派遣 につ い て 、（8＞「こ

ん な ときは どうす る の ？ 」（労働者 を守る法律

や制 度）、（9）西成差別 か ら野宿問題 へ 、（10）

社会的排除にっ い て考え よ う、 な どの 問題 を

教材 に取 り上げて い る。「反貧 困学習」は
一

方

的に 知識を教え 込 む もの で はな い
。 生徒との

学び あ い の 中で 、 彼等 の 発す る声 （感想 と い

う形）を拾い 上 げ共有す る こ とで 。   自らの

生活 を 「意識化 」 する  現代的な貧困 を生み

出 し て い る社会構造に気 づ く  西成学習を通

して 差別 と貧困 との 関係 に気づ く  現在あ る

社会保障制度に っ い て 理解を深 める こ とな ど

を通 じて貧困を生み出さない 「新たな社会像 1

を描き、その社会を創造す るた め の 市民 （主

体）を形成す る こ とを 目指 し て い る。

5 ．格差に挑む学校づ くり

　 「格差の 連 鎖を断 つ 」 との ミ ッ シ ョ ン を掲

げて か ら、5 年 目を迎え て い る。今後 3 年間

に め ざす の は、  最大 の 教育環境で ある教員

を意識的に育成す る こ とで あり （教育 の 質 の

確保）、  意識的に 「意欲」 「関 心 」 「態度」 に

重点を置き、意欲 を伸ばす教材や 評価の 開発

で あ る （育て た い 学力〉。  更に キ ャ リア教育

の み ならず職業教育的 カ リキ ュ ラ ム の 開発 を

通 じて 、   「関係 の 貧困 」 に対抗するチカ ラ

を育成す る こ とで ある 。

　 こ の よ うな ビ ジ ョ ン を見据えなが ら、当面、

中途退学防止 が最重点 の 課 題 で ある 。 そ の た

め に 、 生徒 の 就学を支援する組織の 立ち上 げ

を計画 し て い る 。 現在は 、 SSW の 配 置がな

され ない 高等学校で ある の で 、自前の ケ
ー

ス

会議を設定 し、地域や行政機関 との連携協力

を模索 して い る。
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