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書　 　評

灘　書　評　難

秦政春 ・ NHK 教育 プ ロ ジ ェ ク ト

『公立中学は こ れ で よい の か』

群馬大学 永 井 聖 二

　本書は ， 平成 3年 11月に NHK テ レ ビ

で放送 され た番組 「義務教育 は こ れで よ

い の か」をもとに ，秦政春氏 と NHK 教

育プ ロ ジ ェ ク トの 共著と して 公刊 された

タ イ ム リーな好著で ある 。

　 は じめに概要 を紹介 して お くと ， 第 1

章 は 「公立中学 は，今」 と題 して私立中

学 ブーム の 問題 を と りあげ，以下第 2 章

で は生活指導の 見直 し，第 3章で は不登

校 の 問題 と今 日的な問題 を要領 よ く検討

して い く。 次い で第 4 章で は学習指導面

に眼 を転 じ，授業に つ い て い けな い 生徒

が多 い実態をと りあげた うえで ， 第 5 章

で は中学校の カ リキ ュ ラ ム 構成の 過程の

現状に つ い て 疑問を呈 して い る 。

　秦氏 と NHK 教育 プ ロ ジ ェ ク トの 共著

と して 出版 され た もの で あ るが ， 秦氏が

署名入 りで 論述 して い るの は 「ス ト レ ス

い っ ぱい の 教師たち」 （87頁〜106頁）と

題す る論稿の 部分だ けで あ り， そ の 他の

部分 に つ い て 氏が どの よ うにか か わ られ

たか は ， 明 らか で は ない
。 啓蒙的な もの

で ある うえ， そ う した 事情 もあ っ て ，学

会誌 の書評 と して どの レ ベ ル で もの を言

っ て よ い の か ， 評者 と して も困惑す る部

分 も多い の で あ るが ， まず本書全体 に っ

い て ， っ い で 秦氏の 論稿に つ い て ， 恣意

的なが ら感想を 記す こ とで ご寛恕を い た

だ きた い 。

　 まず ， 本 書全体 に っ い て い うと ， なか

なか に そ っ な くま とめ られ た好著 とい う

印象で あ る。 私立中学 ブーム の 問題，生

徒規則 と管理教育 ， 不登校豆0万人時代 ，

いわ ゆ る 「七 ・五 ・三 」 の 問題，習熟度

学習の導入等々 ， 現代 日本の 中学校の 問

題状況 を 的確に おさえ て い く。

　そ の 論 旨は飛躍が な く説得的で あ る。

時期的に 出版後 に話題に な っ た業者 テ ス

ト問題を別に すれば，現代の 学校教育の

問題点を集約 した観が ある 中学校 の 問題

状況を ま こ とに そ っ な くま とあた好著と

い うほか はない
。 私立 ブー ム

， 不登校，

管理教育，「七 ・五 ・三 」とい っ た内容が

こ の 学会で もしば しば議論に の ぼ るテ
ー

マ で ある こ とに加 え，そ う した現象の 背

景説明に も， 日本社会の 階層化 ， 文化的

再 生産論 ，
プ ラ イ バ タ イ ゼ ー シ ョ ン な

ど，教育社会学的な視角か らの 解説が多

く，学会員 の 多 くに とっ て もな じみやす

い もの で あろ う。

　 そ の 意味で は現状 とそ の 背景 の 分析に

関 して は 大変よ くま とま っ た啓蒙書 なの

で あ るが ，そ の
一

方で， 困難な 状況 の も

とで の 教育実践の あ り方 に つ い て の 論述

に な る と， ス テ レ オ タ イ プ化 され た指摘

が めだ っ の は 残念で あ る 。 具体的に い う

と ， 「現場 の 教師は 懸命 に や っ て い る。 文

部省は悪 い 」 とい う図式 の 方向で の 主張

が ， さ ほ どの 吟味 もな く持 ち込 まれて い

る の が い か に も気 に な る 。 評者 と して
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も， そ う した結論そ の もの が必ず しも不

当だ と屯 張す る っ も りはない の だが ，
こ

の 種の 出版物 と して 最 も無難 な結論を，

具体的な分析を十分に経 ない ま まに ， ア

・プ リオ リに 提示 して い る の で は な L．1か

とい う不満を禁 じえ な い の で あ る。 た と

えば，第 4 章 「授業がわ か らな い 一
図形

の 論証 をめ ぐ っ て
一

」 とそれ に続 く第 5

章 「何 をい っ ど の よ うに教え るか」 は，

大変重要 な問題 を扱 う章な の で あ るが ，

そ の 結論は現行の 学習指導要領に 無理 が

あ り， 教 師は被害者 とい う ト
ーン で ま と

め られ て い る。 実は第 4 章で 引用 されて

い る小関煕純氏 らの 共書 「図形の 論証指

導」 は ， 発展段階を考慮 した指導の 在 り

方とは い か な る もの なの か に つ い て ， 実

践的 に ， しか も単に 現場 の常識の 再生産

と い うもの で な く， 明 らか に した点で 評

者 も高 く評価 して い る研究な の で あ る。

小関氏 らは， こ とさ ら に現場 の教師た ち

を批難 して い る わ けで はな い が ，
ピ ァ ジ

ェ に触発されな が ら， 図形の 論証指導に

っ い て 真に発達段階を考慮 した指導の 在

り方 に つ い て 論 じ， そ の 可能性を強調す

るの が そ の 主張の 趣 旨で あ る 。 教師 の 取

り組 み 次第で 生徒 の 理 解度 は大 き く左右

される の だ とい うの で あ るか ら， 現場で

の 指導 の現状 に は ネガテ ィ ブな と らえ方

が 中心 に な っ て い る ， と理解す る方が 自

然 で あ ろ う。 と こ ろが ， こ の 章に お け る

小 関氏 らの 研究 の 引用の さ れ方 は ， そ う

した個々 の 教師 の 実践の 可能性に ふ れ ら

れ る方向で は ない
。 おそ ら くは こ う した

形の 引用 は ， 原著者の 意図を損な う もの

と い え よ う。 小関氏 らの 研究をか な りの

ウ エ イ トを も っ て とりあげ なが ら，問題
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解決の 方向性に つ い て の 記述 に な る と被

害者と して の 教師の 立場を強調 して ， さ

まざまな 実践 の 可能性 に っ い て 論及 しな

い の は ， 悪 い 意味で ジ ャ
ー

ナ リス テ ィ ッ

ク な 「無難な」扱い に す ぎる とは い え な

い だ ろ うか。

　 今 日 の 困難な状況 の もとで 教師た ち の

苦労が多い こ とは当然 だが ， 学校教育 の

問題状況が 議論 され る場合，教師の 心が

まえ に す べ て を帰結 させて 論 じる の か ，

逆に 教師被害者論に 終始す る の か ， そ の

い ずれ かに 偏 っ て しま うの が ， 従来の 学

校論， 教師論の 不毛の 一
因 とい え るだ ろ

う 。 お そ ら く， そ うい う形の コ メ ン トの

付 けか た こ そ が ， 教育の 問題を ジ ャ
ー

ナ

リズ ム が と りあ げる場合に ， きわ め て 好
幽
都合な の で あ ろ うけれ ど ， 教育社会学者

が マ ス メ デ ィ ア に かか わ る場合 に そ の 真

価を問われ るの は ， そ う した常套的な図

式の 結論 に ， もう少 し実態か ら の 知見を

反映 させ る こ とが で きる か ど うか ， とい

うこ と に な る とい え よ う。

　 次に ， 秦氏の 論稿 「ス ト レ ス い っ ぱ い

の 中学教師た ち」 に つ い て ， 感想を記 し

て お きた い 。 こ の 論稿 は ， もと もと教師

の 仕事 の 無限定性が教 師の ス ト レ ス を生

み 出す もの で あ る こ とを 強調 した うえ

で ， 昨今の 荒 れ る学校が教師の ス ト レ ス

を増加す る と指摘 す る。 教師た ち は こ の

困難な 状況 の もとで ，同僚との 人間関係

に悩み ， 増幅 さ れ た ス ト レ ス は r一ど もた

ち へ も
“

ネガ テ ィ ヴ
”

な影 響を与えて い

る 。 そ して ， こ う した現状認識を もとに

著者は 「教師の ス ト レ ス を一人の 個人的

問題 に す る つ もりは ， ま っ た くな い 。

…

む しろ，教師を取 り巻 く環境や ， 教師 と
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