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い う仕事の 困難さ とい っ た立場か ら， 教

師の 勤務条件を抜本的に 検討す る必要が

あ る 。 そ の 部分 か ら出発 しな い か ぎ り，

事態はなん らか わ りな い 」 と主張す る 。

　 こ の 論稿は ， 従来見落とされ が ちで あ

っ た教師の ス ト レ ス を改めて 問 うもの で

あ り，極め て 貴重 な指摘を多く含む 論稿

で あ る 。 評者 の 小規模 な調査で も，都市

部 を 中心 と して 教 師 バ ー
ン ア ウ ト現 象

が ， わ が国で も目立 つ よ うに な っ て きて

い る。 もち ろん労働市場の 変容の 問題と

もかか わ るが ， 教師た ちが仕事の 困難に

耐えか ねて い る現 状と い うの は ，今 日無

視で きな い 程度 に まで たか ま っ て い る と

い え るこ とが考え られ る。

　た だ ， 秦氏 が 結論 と して 強調 さ れ る

「教師を取 り巻 く環境や ， 教 師 とい う仕

事の 困難 さとい っ た立場か ら， 教師の 勤

務条件 を抜本的に 検討する必要が ある」

とい う場合の ， 教師の 勤務条件 の抜本的

検討 とは ， 具体的に は どの よ うな こ とで

あろ うか 。 秦氏 自身が指摘 され て い る よ

うに ， 教師の 多忙の 問題 は ， 単 に物理 的

多忙に の み起因す るの で はな く， 教師役

割 の 無限定性 に も多 くよ る もの で ある 。

とすれ ば，必要 なの は ， まず何よ り も新

しい 教師モ デ ル の 提示 とそれ に 向か っ て

の 合意で あ り， 単 に勤務条件を云 々 す る

とい うこ とだ けで は本質的 な解決 に は な

らな い の で はなか ろ うか 。
こ れ また秦氏

自身が 指摘 さ れ るよ うに ， 教師集団内

に ， 特定の 教師に対す る集団的排斥 ，
い

じめ まで あ る と い う現 状 が め だ っ な ら

ば ，なお さ らの こ と，単に 勤務条件 を再

検討す る こ とだ けで す む問題 で は な い の

で はな い か 。 転換期に おけ る教師モ デ ル

の 再検討 とい う枠組み の もとで の
， 教師

の 勤務条件 の 再検討が必要 なの で あ る。

秦氏の い う 「勤務条件 の再検討」 と い う

こ とが どの よ うな 内容 なの か ， も う少 し

明 らか に して ほ しか っ た とい うの が率直

な感想で ある 。

　以上 ， 雑駁 なが ら感想を述 べ て きた 。

全体 と して み る と ， 現 代 の 公立 中学校

が ，「公立」の 故 に，また ，義務教育の 完

成段階 と中等教育の 前半 とい う二 っ の 位

置づ けの はざ まで ， 社会変動の 波に大 き

くゆ らい で い る状況を ， 多面的に 明 らか

に した格好の 解説書 と して 高 く評価で き

る 。
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　本書は 五人 の 教育研究者の 編集に よ る

『教育学年報』の 創刊号 で あ る。 編者 はそ

れ そ れ教育慂想史，教育社会学 ， 教育行

政学 ， 日本教育史 ， 教育方法学 と専攻を

異 に す るが， 1951年生 まれ の 佐藤 を 除
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き ， 他の 4 人 は同 じ く1944年生まれ で あ

り， す べ て 40代 に 属す る 中堅世代 で あ

る 。

　本書で まず注 目す べ き こ とは ， 年報創

刊の 趣 旨の なか に， 50年に わた っ て わが

国の 教育研究 を主導 して きた 日本教育学

会編 『教育学研究』 に 対 して ，新 しい 流

れを作 り出そ うとす る挑戦 と して の 狙 い

が 込 め られ て い る こ とで あ る。 冒頭 の

「創刊 に あ た っ て 」 と巻末 の 「あ とが き」

は，創刊 の マ ニ フ ェ ス トで あり，短い 表

現なが らも編者た ちの 熱 っ ぽ い 問題意識

が 伝わ っ て くる 。

　「わ れ わ れ に共通す る の は大学闘争前

後 に生涯 の しごと と して 教育学研究を こ

こ ろ ざし， しか しその 後ず っ とわが 国の

教育学の 主流に 対 して 違和感を感 じつ づ

け て きた こ と で あ る」（「あ とが き」よ

り）。 「戦後教育学 の 枠組を自覚的に 問い

直す新 しい 研究 者世 代 の 形成 の た め に

は ， 自己の 所属す る機関の 紀要に研究成

果 を発表 す るだ けで は十分 とは い え な

い
。 さま ざまな 批評や批判の なか に 身を

置く， よ り積極的な活動が必要で あ る。

本書 はそ う した 者の た め の ホ ーム グ ラ ウ

ン ドとな る こ とを願 っ て ， 創刊 され る。 」

（「創刊 に あ た っ て 」 よ り）。

　編者た ちの 世代的特徴は ， 戦後民主主

義教育の な か で 育ち ， 大学時代 に は学問

や研究が ラ デ ィ カ ル に 問い 直さ れ る とい

う状況 を経験 しなが ら教育研究 を学 び始

め た とい うこ とで あ る。 したが っ て ， こ

れ まで 教育学界を中心 的に支 えて きた先

輩研究者の 世代が敗戦に よ る価値の 転換

を経験 し，戦後民主 主義教育 と い う時代

の 息吹の な か で 教育研究を始め た の に 対
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して ， そ の 後 に来 た る編者た ちの 世代が

「違和感を感 じ」「戦後教育学の 枠組を 自

覚的に 問い 直す」 とい う問題意識 を もっ

の も当然 の 成 り行 き と い っ て よ い だ ろ

う 。 そ の 意味で ，本書は教育学研究者の

世代交替が 確実に 進ん で い る こ とを示す

ひ とつ の 具体的な証左 で もあ る。

　 しか も， そ の交替は時間的経過 に よ る

自然な世代交替 とい うこ と以上の 意味を

も っ て い る 。
つ ま り， 研究の 基本枠組や

基本方法に関 して 従来の もの に代わ る新

しい パ ラ ダイ ム を編者た ちが提案 して い

る とい う こ とで あ る。 もちろ ん ， 年報 と

い う性格上 ， 多様 な論文が 収録 されて い

るか ら， 全体 と して 体系立 っ た論議の な

か で首尾一貫 した主張が貫か れて い る わ

けで はな い け れ ど も ， 提案を ご く大雑把

に整理 すれ ば次の 二 っ に な る と思 う。 第

1 は，ポ ス トモ ダ ン論を め ざす こ と。 第 2

は，狭い 専門領域 へ の 分極化を打破 して

学際的な研究交流を め ざす こ と。

　 　 　 　 　 　 　　 2

　本書は 4 部か ら構成され て い る 。 目次

を紹介 して お きた い
。 なお原著 に は記 さ

れ て い な い が ， 4部の 分類と各論文 に番

号を付 して お く。

1　 教育研究の 現在

　 1．教育の 概念 と教育学の 方法一勝田

守一 と戦後教育学一
（森田尚人）2。教育

権 の 論理 か ら教育制度の 理 論 へ （黒 崎

勲）3．「パ ン ドラの 箱」 を開 く＝ 「授業

研 究」批判 （佐藤学）4．教育史研究論 ノ

ー
ト （片桐芳雄）5．教育社会学に お ける

パ ラ ダイ ム 転換論
一

解釈学 ・葛藤論 ・学

校化論 ・ 批判理 論を中心 と して
一 （藤田

英典）
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ll 教育改革の 動向

　 1．歴 史的視座 か ら見 た く 再構造化 〉

一 ユ ー
トピァ へ の鋳掛 け作業

一
（D ・タ

イヤ ッ ク）2．中教審は変わ っ たか （天野

郁夫）3．「大学問題 」を見 る （寺崎昌男）

III 研究論文

　 1．近代 イ ギ リス に お け る く 学校教育

〉 の 誕生
一

「公私教育論争」 の 分析を中

心 と して
一

（安川哲夫） 2． コ ン ドル セ

1770年代
一

公教育論以前
一

（田原宏人）

3．大正期に お け る一
体罰事件 を め ぐる

議論の 展開
一一〈 教育問題 〉 の 歴史的検討

一
（廣田照幸） 4．「大正 デ モ ク ラ シ ー

」

と優生学
一 「自由教育」 論者 の 能力観の

一
側面

一
（高木雅史）5．サ ッ チ ャ

ー
政権

下の 教育改革 （大田直子）

IV　研究動向

　 1， ドイ ッ 教育学 の現 在
一 「ポ ス ト モ

ダ ン」の あ とに
一

（今井康雄）

　 と こ ろで ， ポ ス トモ ダ ン論を め ざす具

体的な作業課題 を，評者な りに ご く一般

的に整理 して み る と
，   普遍的 ・ 絶対的

な もの と して信 じ込 まれ て きた 「近代的

思惟」 を相対化 し， 近代的思惟 の 特徴 と

それ を産 出 し支えて きた社会的諸条件を

解明する こ と，  最近 さ まざまな領域で

観察され る よ うに な っ て きた 「近代的生

活様式 」の 変動 を検討 し， そ の 変動 に対

応 した新 しい 思 惟 様式 を 定式化 す る こ

と，の 二 っ を挙げる こ とが で きよ う。 も

ち ろ ん ポ ス トモ ダ ン は モ ダ ン の 単純 な否

定で は ない し， モ ダ ン や プ レ モ ダ ン の な

か に モ ダ ン を乗 り越え る手掛か りを探 し

出す こ と も可能で あ る 。

　以 上 の 整理 に 基づ きな が ら，本書の 内

容構成を検討 して み よ うQ ポ ス トモ ダ ン

書　　評

をめ ざす とい う本書の 第 1提案 は ，

一
方

で は日本の 戦後教育学 の 理 論的枠組の 問

題点 を指摘す る と同時に （1 − 1〜4）， 他

方で は海外 の議論 も含 め て ポ ス ト モ ダ ン

の理 論動向を探 る作業が展開されて い る

（1 − 5， IV− 1）。 要す るに ，学校や教育

が 「善 き もの 」で あ り， 「主体」と して の

個人 の 「発達」 を保障す る と い う基 本的

前提 に立 っ て 議論を組み立て ると い う近

代 的な 思惟方 法 を相対化す る こ とで あ

る
。

こ の 相対化作業を補強す る議論と し

て ， 皿 に配置 され た い くっ か の 論文を読

む こ とが で き るだ ろ う。 また ， 近代的思

惟方法 と も関連 す るが ， 戦後日本の 教育

学 に しば しば見 られ た啓蒙主義的で 固定

的な認識枠組や教条主義的な イ デ オ ロ ギ

ーに呪 縛され な い とい うこ と も， 1 と皿

の 諸論文 に ほぼ 共通 して 含 まれ て い る関

心 点で あ る 。

　 とい うわ けで ， 上記  の 作業課題は 積

極的に取 り組 まれ て い る 。 皿 の 諸論文 に

も表れ て い る よ うに ， 本書に 歴史研究が

目立 っ の も ， そ の 積極性 を 物語 っ て い

る 。 しか し  の 課題 に つ い て は ど うだ ろ

うか 。 昨今の 教育研究 に 関する ポ ス トモ

ダ ン 論 は総 じて   に比重が おか れ   が弱

い よ う に 感 じ られ るの だ が
， 本年報は こ

れ か ら も  に主題を 置 く とい う方針なの

だ ろ うか 。 近年 ， 現実 が研究 を乗 り越え

て 急速度で 動い て お り， 何か らど う手を

つ けれ ばよ い の か ， 研究側に 戸惑い さえ

感 じ られ る だ けに ，私 た ち の 目の 前に 突

きっ け られ て い るさ まざ まな教育問題 を

  の 観点か ら捉 え直す作業 は ど うして も

必要で あ る
。 年報は ぜ ひ そ う した 作業 も

目指 して い た だ きた い
。
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　次に，分極化す る専門分野を越え た交

流 を とい う第 2提 案 に 異議 は な い
。

た

だ ， 教育史や 教育社会学 ， 教育方法学 な

どとい っ て も， それ らは教育研究の ご く

些細 な専攻分野の 区別に す ぎな い
。 文部

省科研費の 分類に して も 「心 理学」「社会

学」「教育学」「文化人類学」が 同じ 「分

科」に く くられ て い る ほ ど で ある
。 近年，

周辺諸科学が教育問題に 大 きな関心を寄

せて い る の で あ る か ら， 研究交流 は よ り

広 い 関連領域を視野に入 れ て よ い の で は

な い だ ろ うか 。 少な くと も （臨床）心理

学と文化 （教育）人類学 と の 交流 まで 広

げる くら い は考 え て よ い だろ う。

　 もちろ ん ， そ うい っ た各領域の 論文 を

単に 並べ て み て も交流に は な らな い 。 相

互 の対話を はか るに は ， た とえば 目の 前

に突きつ け られ て い る具体的な教育問題

を対象に して 学際的に 共同研究 して み る

と い う方法が あ る 。 また ， 各領域 を横断

す る よ うな概念 そ の もの に っ い て 検討 し

て み る とい う方策もあ るだ ろ う。 本書で

は第 1 部 を 中心 と して 「再 生産」 とか

「秩序」「統制」「再構造化」（リ ス ト ラ ク

チ ャ リ ン グ）あ る い は 「社会史」 とい っ

たキ ー
ワ

ー
ドが登場す る が ， 本書で は あ

ま り扱わ れて い ない 「カ リキ ュ ラ ム 」 と

い っ た用語 も加 え るな ら， こ う した キー

ワ
ー ドは，伝統的な 領域分類を打破す る

性質を もっ て い る の で あ る 。 今後計画さ

れ て い る こ ととは思 うが
， 新 しい 流れ を

作 り出す とい うの で あれ ば ， ぜ ひ思 い き

っ た交流企画を立 て て ほ しい と思 う。
エ

ス タブ リ ッ シ ュ メ ン トを撃 っ 営為 も， 下

手をす る とそ れ 自体が エ ス タ ブ リ ッ シ ュ
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メ ン トに転化す る危険性を常に 内包 して

い る こ とに留意 した い
。

　さて
， 本年報は理 論志 向や純粋学術研

究的色彩を強 く持 っ て い る と感 じられ る

だ け に ， あ とひ とつ だ け論点を指摘 して

お きた い
。 それ は ， ポ ス トモ ダ ン を めざ

す教育研究 は学校を は じめ とす る教育実

践現場に い か に 寄与 で きるか ， とい う問

題で あ る。
そ れ は

，   「近代的生活様式」

の 変動に対応 した新 しい思惟様式の 定式

化 を ど う追求す るか ， とい う課題に もっ

なが る。 この 点の検討が今求め られ て い

るの で はない だ ろ うか 。

　第 n 部で は， 教育改革が取 り上げ られ

て い るけれ ど も，大学改革の 動 きを みて

い る と ， 教育学 や教育研究 そ れ 自体が厳

しい状況 に置か れて い くだ ろ う。 そ うし

た状況 と急激 に変化 する社会の 現実 を見

据 え るな らば ， こ の 年報 に 期待 され る も

の は ， 創刊 の 趣旨以 上の もの が あ る よ う

に 思 う。 本書 は創刊 記 念号 と い うこ とで

380頁 とい う豪華 な本 と な っ た が ， 学術

雑誌や学術書を刊行 す る の は容易な事業

で は ない
。 編者諸氏 の 労苦 は並大抵 の も

の で は な い だ ろ うと想像 す る と ， あ ま り

無理 を され な い で 息 長 く続 く取 り組み

を ， と祈 らな い で は い られ な い 。
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