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だ とい う筆者の 主張は新鮮で ある 。 教育

社会学 は ， こ の 原点 に も っ と注目すべ き

で あ る 。 今日 の 教育が存在論の 地 平を問

題視せ ざるをえ ない 状況 に あ る とい う認

識か ら，本書で 探究 す る社会 学的人 間学

の 考察法は，教育社会学の リス トラ に 重

要 な示唆を与えて くれ る と信ずる 。

　最後に ，筆者に こ れ か ら期待 した い 点

は，
一

貫 した理 論展 開で あ るが早急 な 展

開を の ぞん で 機能論の 傾 斜を避け たい 。

受 苦性 の 問題 ， 生 と社会 構造 の 連関 な

ど，ま たデ ィ ル タイの 生 の 哲学 の 「存在

規定 の 問題」，そ して 0 ・F ・ボ ル ノ ーの

「個別諸現象の 人間学的解釈の 原理」 の

問題 も考えた い 。

　本書か ら教育社会学の 考察法の 反省 は

重 要で あ る 。 それ がやが て 「教育の 社会

学的人間 学」 ま た ， 「人 間学 的教 育社会

学」 の 考察へ と導か れ る の で はな い か と

私は密か な期待を も っ て い る こ とを つ け

加 えて お きた い 。
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　 ◆　 日本的な進学事情

　 日本の 進学事情を外国の 研究 者 に理解

させ るの は容易 で は な い 。 高校受験を例

に すれ ば ，結果 と して は ほ ぼ全員 が 入学

で きる定員が保証 され て い る上 に ， ど こ

の 高校に進学 して も学習を進め るの に そ

れ ほ どの 開 きは認 め られ な い 。 したが っ

て ，学 習塾や予備校に 通 い ， 夜遅 くまで

勉強 しな くと も，進学は 保証 され て い る

状滉下に ある 。 さ らに 大学進学 に つ い て

い え ば ， 進学率が 4 割に 迫 っ て ， もは や

「大学卒」 が将来 の 社会 的 な達成 を保 証

す る とは い え な くな っ た 。 進学 した と こ

ろで ，それ ほ どの メ リ ッ トが な い こ と は

誰で も知 っ て い る 。 そ う した意 味で は受

験競争 の 激 しい 割に 目的が は っ き り しな

い 「競争」 の よ うに 思え る 。

　 っ きっ めて い うな ら，多 くの 者が競争

に 敗れ挫折感を味わ っ て い る一方で ，競

争の 勝利者に な っ た と こ ろで 勝利の もた

らす もの は 努 力 に 比 して 少 な い 。 い わ

ば ， 勝 利者 無 き競争 ， あ る い は ， 幻 の

ゴ ール をめ ざ した 意 味の 少 な い 争 い で あ

る。 子 ど もや 親は
一

流の 良 い学歴 は人生

を送 る た めの 最高の パ ス ポ ー トと信 じて

一本 心 は信 じ き っ て い な い の で あ ろ う

が，信 じ こ もうと して
一競争に参加して

い るが ，競争が 成 立 して い る土 台 その も

の が 喪 失 しか け て い る の で あ る 。 した

が っ て ， 親 た ち が 学 歴の 効用 を冷静 に

な っ て と らえ直 し，子 ど もの 塾 通 い を や

め させ れ ば，進学競争 は一気 に 鎮静 しよ
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う。 土地 は必ず上 が るとい う土地神話が

バ ブル が は じけて 崩れ さ っ たよ うに ，少

子化の 流れの 中で 学歴競争の バ ブル もい

ずれ消滅す る と い うの は楽観的す ぎるの

で あ ろ うか 。 しか し，le年後を考え ると

かな りの 確 率で 全体 と して の 進学競争が

鎮静化す るよ うに思 う。

　◆　 「閉 じられた競争」 の 概念

　久冨善之 氏の r競争の 教育』 は 第三 者

に は意 味 が少 な い か に 見え るが 当事者は

真剣に 一と い うよ り， 時 に は狂気の よ う

に な っ て
一

取 り組 ん で い る そ う した

「（受験）競争」 の メカ ニ ズ ム を 解 明 し

よ うと して い る 。 と もする と ， 受験その

もの に 目が集中 しが ちだ け に，そ う した

メ カ ニ ズム を焦点に 据え て分析を試み よ

う とす る姿勢に 研究者 と して の セ ン スの

良 さを感 じる 。

　そ こ で 問題 とな るの は 久冨氏が ど うい

う論理 で 競争の メ カ ニ ズ ム を解明す るか

で あ ろ う。 同氏は まず ，進学 競争 の 歴史

的な流 れ に着 目す る 。 そ して 第 2 次大戦

後 の 受 験 状 況 を，   「抑 圧 さ れ た 競

争」，  「開か れ た競争」，   「閉 じられ

た 競争」 の 三 つ の 時期 に 分類 して い る

（同書 22頁）。

　第一 の 時期は 1959年頃まで で ，経済的

・文化的 な抑制要因が 作用 して 進学 が抑

制 されて い た時期に 当た る 。 しか し，経

済的な繁栄に つ れて ，い くつ か の 進学抑

止要因が 取 り除 か れ ，進学が社会 の 諸階

層 に 「開 か れ 」， 60年代か ら70年 代 前 半

まで の 第 二期に はい る 。 第三 期 は 1975年

頃か らで ， 進学先が頭打ち とな り閉鎖的

な 状況 が 深 ま る に つ れ て ， 競争 の 中で

「優 者」 と 「劣者 」 との 格差 が 拡大 し

書　評

「格差拡大 ・固定化」 が 進む 。

　 こ の 「閉 じられた競争」 は ，   競争参

加者が相互 に敵対化，t  競争 に勝 つ こ と

が 大事 とい う競争 の 価値の 肥大化，  序

列化 され た競争の 正 当化な どの 状況を も

た らす とい う （同書 72頁）。

　そ して ， こ うした変化を背景に して ，

い くつ か の 問題状況が生 まれ て くる 。

一

例 を あ げ る な ら，競争 が激 し くな る と

「後の 効用が 不明確で も， そ の 競争で 獲

得 が難 しい こ とそれ 自身が
一

つ の 価値に

な る」 と い う 「上下方 向拡大効果」 （同

書 74頁）が 生まれ る 。 た しか に ，現在の

受験競争を 見て い る と将来の 達成 をそれ

ほ ど 信 じて い る わけ で は な い が ，競争を

降 りるの も心 配 なの で ，競争 の ため の 競

争を して い る印象を受け る 。 そ う した状

況に 対す る久冨 氏の 指摘は鋭 く，説得力

を持 つ 。

　 さ らに ，皮肉な こ と に 「競争が 空前の

規模で 激化する こ とを通 して ，教育上 の

序列 は社会 に お け る人間評 価 の 正統的序

列 に まで の し上が っ た 」 （同書 166頁）の

指摘 もな されて い る 。

　 そ うな る と ， 学歴 の 効用に 疑心 を抱 き

なが らも，全国的 な 渦に 巻 き込 まれ る形

で 競争が 激化す る 。 しか も， 激化すれば

す るほ ど，皮肉な こ とに競争の 値打 ちが

上が っ て さ らに競争の 激 しさが増す。 そ

の 結果，競争が 競争を呼ん で ，歯止 めが

きか な くな る 。

　久冨氏 は 現在 の 受験を こ の よ う に 「閉

じ られ た 競争」 と性格づ け た上で ，学業

成績が 子 ど もに 与え る影響 や 進学競争の

渦に 巻 き込 まれ る家 庭の 状 況 な どを考察

して い る 。 中で も， 成績の 中以 下の 生徒
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の 自我が上位層の 生徒 よ り閉ざ され，学

校が不安の 場 に な っ て い る結果は興味深

い 。

　な お ，同氏編著の r調査 で 読 む学校と

子 ど も』 （草土 文化 ） に はデー タ に基 づ

い た 話 し合い が 掲載 され て お り問題の 理

解を深め るの に 役立 つ
。 特に ，教育社会

学関係者は デ ータに慣れ ，独りよが りの

結論を書 きが ち なの で ，データの 解釈 に

当 た り， こ う した形 で 現 場の 教師の 声を

聞 く機会 を もうけ る こ と も重 要 で あ ろ

う。 しか し，論 じられ て い る 内容 は前者

と同一なの で ， こ こで は コ メ ン トは割愛

した い 。

　◆　今後の 課題

　 すで に ふ れ た よ う に ，本 書 は 「（受

験）競争 j の メカ ニ ズム を解 明 しよ うと

して い る 。 そ して，解明 に 成功 して い る

よ うに思 う。 それだ けに ，ふ れ られて い

な い 部 分 を考 え て み た くな る 。 もち ろ

ん ，本 書は 200頁前後 の 本 で ， こ の 本 に

す べ て の 期待を 託すの は無理 とい う もの

で あ ろ う。 したが っ て ， こ れ か らの 指摘

は久冨 氏 とい うよ り ， 受験や 進学に 関心

を持 つ もの が手分けを して 研 究 を重 ね る

課題 な の か も しれ な い 。

　本書で は 子 ど もと受験 との 関連 に 多 く

の ス ペ ー
ス が 割 か れて い る 。 その 割に そ

う した 子ど もた ちの 生活 へ の 言及が 少な

い 。 例 え ば ， 受験生 活 と テ レ ビ や マ ン

ガ，テ レ ビゲ ーム と の 関係が ど うな っ て

い るか 。 また ，塾通 い と友 だ ち との つ き

あ い ，成績 と部活 との 関連，生 活の 乱れ

が 食生活に ど うい う影響を与え るの か な

どふ れ て 欲 しい 領域が 少な くな い
。 子 ど

もの 自由時闇が 塾通 い に よ っ て 失わ れて
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い る実態な ど もくりか え し明 らか に して

欲 しい 問題で あろ う 。

　子 ど もを学習者 と して で はな く， ひ と

りの 生活者 と して と らえ ， そ う した生活

の 中に 学習を位置づ ける 。 特に 学業に 自

信を持て な い 子が ど うい う生 活を送 っ て

い るの か に 言及が あれ ば ，
「競争」 が 生

活の 深い 部分 に まで 傷跡を残 して い るの

が 明 らか に な っ た と思 う。

　ま た ， 冒頭 にふ れ た よ う に，国際比較

的な視野 に た つ と 日本の 受験 に特色が 見

られ る 。 現在で も，イ ギ リス や フ ラ ン ス

で は高学歴を望む階層が 限 られ ， 久冨氏

の い う 「抑圧 され た 競争 1 下 に ある 。 ま

た，韓国 な どで は競争その もの は激 しい

が全 体 と して 抑圧感が な く ゼ開 かれ た競

争 1 の 印象がす る 。 その ほ か ，北欧を尋

ねた時 ， 進学 に それ ほ ど大 きな価値を置

かず，それ な りの 無理 を しない 生活 を送

ろ う と して い る青 年た ち に 出会 っ た 。

ニ ュ
ー ジー

ラ ン ドや オ ー
ス トラ リア の 青

年 も競争 して い る者 もい るが，全体 と し

て は 自分な りの ゴ ール を定め て の ん び り

とハ イ テ ィ
ー ン ら しく暮 ら して い た 。 さ

らに ，ア メ リカ の 場合 ， きび しい 競争な

の は 確 かだ が， きび しさが 個別化 され ，

少な くと も 「閉 ざされた競争」 とい う感

じで はな い 。

　 そ う考え て み る と ， 進学競争 に社会に

よ っ て い くつ か の パ タ
ー

ン が あ り， そ の

中に 日本 の 「競争」 を 関連 させ る 。 それ

と 同時 に 日本の 「競争」 が 成立 して い る

基盤 を押 さえ てお くこ とが 大事 に な る 。

　 小 さ な島国の 上 にか な り同質の 文 化を

共 有す る人 たちが 同一の 言語 を使 っ て 生

活 し て い る 。 しか も，何故か 意欲的 な人
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