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書 の 付論 とで もい うべ き第六章で詳述さ

れ て い る）で 発表 され て も十分な内容を

そ なえて い るぼか りか ， 目本の デ ュ ル ケ

ー ム 研究の 水準を証 明す る もの で ある 。

　そ こ で 本書は 単に デ ュ ル ケ ーム研究 ，

フ ラ ン ス 大学史研究 と して の 価値を もつ

だけで な く， 数多 くの社会学的命題をち

りばめ て い る 。 豊富な資料に 裏付け られ

た 歴史的叙述に 読者を 圧倒 せ しめ ない た

め に も， こ うした
一

般命題を整理 して も

らえれ ば ， も っ と よみ やす く説 得力を も

つ もの とな っ て い た で あろ う。 学問や理

論の 成立 や変貌， 大学の 役割や改革過程

そ の 他 ， 本書に 盛 られた 事実は ， 単に デ

ュ
ル ケ ー ム

， 社会学 ，
フ ラ ン ス な ど個別

的 ， 特殊的な事象を越 えて ， 広 く
一

般的

書 評

に 妥当する法則的命題 を示 唆す る こ とが

多い 。 例えば こ こ で 明 らか に され て い る

新興の 学問の 制度化 ， 大学に おけ る講座

の 設立 ， さ 収 こ は 大学の 改革に さい して

の 既存の 勢力の 側か らの 抵抗 ， それを打

開す るた め の 戦略な どは ，決して 第三 共

和政前後の フ ラ ン ス に 限 られた もの で は

な く日本に も見 られ る し， また それに 似

た プ ロ セ ス や メ カ ニ ズ ム は 大学だ けで は

な く学校制度全般に も見 られ る よ うに 思

う。 また 大学 の公 開が叫 ば れ る 現在 ，

「固有の 学生 」を 大学が もつ こ とがい か

に 大事か な どとい う
一

般的教訓 も， 本書

か ら （つ ま りフ ラ ン ス か ら）数多 く引 ぎ

出すこ とが で きよ う。
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一

発達疎外 の 時代
一

』
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深谷 昌志著 『孤立化す る 子 ど もた ち』
＊ ＊
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　 こ こ で 取 り上げる 『か わ い くない 子 ど

もた ち一 発達疎外 の 時代　　』 と 『孤

立 化する子 どもた ち』 は ， そ れ ぞ れ 山

村 ， 深谷教授が一
般読者 を対象に ， 今 日

の 子 どもた ちの お か れて い る問題状況の

把握 を 口的に 執筆された もの で あ る 。 構

成 は 以下の よ うに な っ て い る 。

『か わ い くない 子 ど もた ち』

　第 1 章　子 ども観の 転換

　第 2 章 子 ども と学校

　 第 3章 病 め る子 ど も

　 第 4 章 荒れ る子 ど も

　第 5章 受験体制か らの 脱出

　 附 章 現代の 子育て

『孤 立 化す る子 どもた ち 』

1234遊 び の ス タ イ ル が 変質 した

テ レ ビ は どう見 られて い るか

大衆化社会 と子 ど もの 孤立化

生 きる 力 の 衰退 をめ ぐっ て

5
ハ
D7

成績崇拝 と意欲の 減退

日本の 学校教育に 欠けて い る もの

第二 次反抗期 の 喪失 と父親 の あ り

方

　 こ の 構成か らも大凡の 内容は理解 され

よ うが， い ま内容を ご く簡約に 述 べ る と

こ うで ある 。 rか わ い くな い 子 どもた ち』

は ， 今 日の 子 どもた ち ， 殊に 中学生は ，

受験体制の 抑圧を うけ， 鬱屈 した精神状

態に お か れ て い る とする 。 高度工 業化社

会に お け る知的能力申心 主義 と 日本の 文

化的風土 （集団主 義的な同調 と競争 の 文

化） の 相乗作用 に よ っ て 今 日の 受験体制

は 確立 した が ， それが今や家庭 と学校 を

支配 し， た め に 子 ど もた ち は 成績 とい う
一元的尺 度で の み 評 価 され ， 勉強以外 の

活動 は 許 され て い な い
。 だ か ら子 どもた

ち は 出口 の ない 閉塞感と鬱屈 した 欲求不

満 に 陥 り， 疎外 された発達 を強 い られ て

い る 。 そ し て そ の 欲 求不 満 の 故 に ，

一
方

一 249 一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Japan Society of Educational Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Soolety 　of 　Eduoatlonal 　Soolology

で は ， い じめ ， 登 校拒否， 自殺 ， 性め ゆ

がみ とい っ た 病め る行動が発生 し ， 他方

で は ， 非行 ， 家庭 内暴力 ， 校 内暴 力 ，
つ

っ ぱ りとい っ た荒れ る行動が発生 して い

る 。 だか ら受験体制の 抑圧か ら子 ど もた

ち を解放する こ とが必要 で あ り， その た

め に は 親 は 子 ど も観を転換 させ ，子 ども

を人格を も っ た 小型の 大人 ，
つ ま りか わ

い くな い 子 どもと して扱い ， 子 ど もの 自
由を認め て や らね ばな らな い 。 そ して 従

来の 固定的 な人生観を再 検討 しなけれ ば

な らない とい うの で あ る 。

　 『孤立 化 す る子 ど もた ち』 は ， 今 日の

子 どもた ち は ， 体や知識面 で の 成 長が 加

速 され て い る反面 ， 精神的発達が遅滞 し

て い る とい うア ン バ ラ ン ス な成長を辿 っ

て い る と し ， それを児童期 ・青年期 の発

達課題の 喪失の 故で あ る と す る 。 児童

期の 発達課題 とは 遊戯仲間へ の 帰属 で あ

り， 青年期の それ は 第二 次 反抗期な の で

あ るが ， 今 日の 子 ど もた ちは テ レ ビ ・マ

ン ガ等の 孤独 型 の 遊戯に 傾斜 して ， 遊戯

仲間で ある ギ ャ ン グ集団を喪失 して い る

た め ， 人間性を琢磨す る機会が失わ れ て

しま っ た 。 そ して その
一

方で ， 学業 に 追
わ れた 生活を し て い る が ， それ が 中学生

に な る と高校 進学を ， 高校生に な る と大

学進 学を 目指 して の 学業中心 の 生活に な

り ， そ うし て い る間に ， そ して また 他方

で 父親の 権威が喪失 して 子 どもは 感情的

反 発の 対象を失 っ て しま っ た が た め に ，

第二 次反抗期を経験す る機会を 失い ， 自

己 の世界を確立 す るこ とな く， 幼児的心

情を残 した ま ま体や 知識面だけ成 長 す る

と い う体 と心 の ア ン バ ラ ン ス を生 じさせ

て い る の で ある とす る 。

　両著書に は ， 内容的に 関連す る部分 も

あ り， ま た そ うした 観点か らの 書評が評

者に 与 え られ た 課題か も知れない けれ ど

も ， こ こ で は そ う した こ とに 捕 らわ れず

に ，
2 ・3 の 気づ い た 点を指摘 した い と

思 う。
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　今 日の 受験体制下 で の 子 ど もの 学習に

は ， 2 つ の 目的が あ る 。 受験 の た め の 知

識 ・技術 の 習得と 5 段階相対評価に よる

成績向上で ある 。 今日の 子 どもが受験体
制 の 枠に 規 制され ， その 受験 （高校入試）
の 合否基準が ペ ーパ ーテ ス ト と内申書の

2 つ に あ る とすれ ば当然で あろ う。 そ し

て ペ ーパ ーテ ス トの 点数に 関わ っ て ， い

わ ゆ る偏差値信 仰と もい うべ ぎ傾 向が現
れ た 。

　山村教授は ， 偏差値信仰 が受験体制を

支配 し， それ が将来の 夢を 閉ざ して 子 ど

もを欲求不 満 の 状態に お い て い る と して

い るが ， そ して そ れは 一面確か に そ の 通

りで あろ うと思 うけれ ども， 受験体制を

問題とす るか 嚇 こ は ， 内申書制度を も取

り上 げ る べ きで は なか ろ うか 。 否 ， む しろ

今 日の よ うに 受験勉強を長期化 ・ 日常化

せ しめ た の は 内申書制度で は ない か と思

わ れ る 。 中学生に な っ た 時点か らの 常時
の 成 績や学習態度の 評価が合否 を何程か

左右す る とす れ ば ， 受験は 常に 射程 距 離

に あ っ て ， 子 どもは不 断の 心 的緊張を強

い られ る こ とに な り， そ こ に 欲 求不 満や

閉塞感が徐 々 に 蓄積 され て い くと思わ れ

る 。 「偏差値が 不幸な予測 を与え る 」（152
’

頁）の は 事実 と して も， 「子 ど もは 偏差

値 も努 力の 程度に よ っ
て 上 下す る と考え

て い る」 （深谷 ，
169頁）な ら， 少な くと

も受験 まで は努 力の 余地が あ るが ， 内申

書に 記 され るで あろ う過去 の 評価は 如何

と もしがた い 。 それ も中学生の 初期 の 時

点で すで に 挽回不 可能 な不 幸な予測 を も
つ

。 ま して 自己を 選別的に 評価 した ，そ

の 教 師 との 常時の 接触を余儀な くされ る

学 校生 活で は ， 子 どもは 正 に 「や り場の

な い 圧迫感 と閉塞感か らエ ネ ル ギ ーを爆

発させ る」 （校内暴 力 ， 103頁）か ， そ う

した場か らの 逃避 と絶望 （登校拒否 ・家

庭内暴力）ある い は 校則の 否定 （非行）
へ と向か うの で は なか ろ うか 。 そ して そ

の 僅 少な努力 の 余地 に 望み をか け て ， 子

どもは 塾学習に 奔走す る の で は ある ま い

か 。 だ か ら， 内申書制度を こ そ受験体制

の 問題 と して 取 り上 げ る べ きで は な い か
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と思 うの で ある 。

　 次に ， 受験体制に よる欲求不満か ら生

じる問題行動を病 め る行動 と荒れ る行動

とに 分類 し て い るが ， その 分類の 基準は

何か とい う疑問で あ る。 適切な分類 カテ

ゴ リーだ と思 うけれ ども， そ うだ とす る

な ら家庭内暴力 とい じ め は ， そ れ ぞれ逆

の カ テ ゴ リーに 入 る の で は なか ろ うか 。

欲求不 満に 対 す る 反応 は ， 外罰的反応

（攻撃） と内罰的反応 （退行） と に 分類

され るが ， そ れを基準にす る に して も，

ま た 問題行動 の 発生過程や 形態 ・内容を

基準に 分類す る に し て もで ある 。 家庭内

暴 力は表面的に は暴力行為で あるが ， そ

の 発生過程 は 登校拒否 と軌を一に し ， 欲

求不満の 反応か らすれ ぽ ， い わ ば 自己 の

分身 （家族 ， 殊 に 母親）に 対す る暴力 と

い う内罰的 な一
種の 自虐的行為で あ り，

ま た い じめ は 陰湿な行為で は あ っ て も，

本質的 に は 欲求不満の 解消を は か る一
時

的 な共犯 に よる連帯的な攻撃的行為 で は

な い か と思 うか らで ある 。 も っ とも こ れ

は 枝葉の 問題 で あろ う。

　 さて ， 本書 の 結論は ， 受験体制 の 圧 力

か ら子 ど もを 解放する た め に ， 親は こ れ

ま で 当然 とされ て きた 生き方 ・考え方の

再検討が 必要で ある とい うこ とに あ る。

しか しそ れだけ で は い ま一歩説得力に 欠

け る の で は ない か と思われ る 。 す で に 父

親 の 多 くは 「子 どもに 夢を託 さず ， 人 並

み の 暮 らしを願 っ て い る 」 （深谷 ， 248〜

250頁）の で あ り， そ の 人並み の 生活に

さ え知的能力が要求 され て い る か らこ そ

親 も子 も受験 こ邁進す る の で ある 。 知的

能力は 職業や生活の 営為 と直結する が ，

他の 人間的資質 は不 可 欠 で は あ っ て もそ

れだ け で は 職業や生活の 営為 とは 関連 し

ない 。 リヵ レ ン ト教育 とか 生涯教育は 生

活の 保障が あ っ て の こ とで ある 。 だ か ら
一人 の 親 と して 読ん だ場 合 ， 最 も知 りた

い の は ， こ うした従来の 考え方 ， そ して

現状以外 に ， それ で は どの よ うな生 き方
・考 え方が あるの か とい う再検討の 具体

性で あ る 。 「高度な工 業化社会で あれ ば

書 評

あるほ ど， 知的能力以外 の 人 間的資質が ・

必要 とされ る は ず」 （176頁）な らば，そ

うした 人間的資質は 具体的 に 社会の どの

よ うな領域で ， どの よ うに 要求 され ， そ

して そ れは 生 活の 営為 とどの よ うに 関わ

っ て い る の か 。 「子 ど も の 自由を認め ，

その 可能な限 りの 実現を は か る こ と」

（155頁）が将来の 生活の 営為 と どの よ う

な形で結び つ くの だ ろ うか 。 こ うした 問．

題 こ そが親 と して は 知 りた い の で は あ る

まい か 。 それ が分か らな い が た め に ， と

もか くも人並 み の 学歴 を求め て 受験に 同．

調する の で は ない か と思 うの で ある 。
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　 『孤立 化す る 子 どもた ち』 に は ， 深谷

教授が こ れ まで 実施 された 多数の 調査か ・

らの 豊富な デ ータ が用 い られ て い る 。 そ

して 詳細に 分析 された 今 日 の 子 どもの 傾

向は 確か に その 通 りだ と思 う。 た だ ， 調、

査 デ ータ が 質問紙法の それ に 限 られて い

る よ うで あ るだけ に ， 対象が子 どもで あ

る こ とを考え れば ， 果た して 今 日の 子 ど

もの 実態を どれだ け正確に 把握 し， また

解釈されて い る だ ろ うか とい う疑問が 常

に 付きま と っ た 。 と同時に ， データ が 豊

富なだけに その説 明に ウ ェ イ ト が お か 一

れ ， 分析がや や平板な 印象を与 え る よ う

に な っ た の で は ない か と思われ る 。 こ こ

で は 調査 に つ い て の疑閇を述 べ て み た

い
。

　 子 どもは 急激な 成長 ・発達過程に ある

か ら，僅少な年齢差 で あ っ て も具体的 な

知識 ・能力に は 大 きな差が 現れる 。 だ か ・

らその 成長
・
発達段階に 却 した 質問項 目

が考 え られね ば な らな い 。 と同時に ， 子 ど

も調査 の 場 合に は ， 調査者 で ある大人 と

被調査者で ある子 どもと の 判断基準が全 ．

く異な っ て い る こ とに 留意 しなければ な

らな い
。 本書で の 疑問は ， 例 えば仲間 と

の 遊び が喪 失 した とす る遊び の 調査項 目

に ある 。 小学校高学年児童が 果た して 鬼，

ご っ こ や 隠れん 坊の よ うな単純な遊び を

す る の だ ろ うか 。 「子 どもが 成長す る に

つ れ ン 活動量が 多 く， 技術の 難 しい 遊び
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