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書　評

され る父性， 母性の 概念とは異な る とさ

れて い る （11頁）。 とすれば タイ トル の 1

っ の 社会化側面を意味する ，
つ ま り子 ど

もの 発達的側面に お け る 「父親の 役割」

とは一体何だ ろ うか とい うわ けで あ る。

　 もう
一

っ ， 理解 しに くか っ たの は，統

計的手法に よ っ て さ まざ まな要因間の 有

意な 関連を見出して い るの だ けれ ど も，

そ の 関連の説 明が な され て い な い とこ ろ

が い くっ かあ っ たか らで あ る 。 例えば ，

妻が無職の 父親 （夫）は柔軟さ と相関が

あ り， 妻が有職の 父親 （夫）は 自己の 強

さ ・ス ト レ ス と負の 相関が あるか ら父親

の 親 と して の 成長 は母親 で あ る妻が有職

か 無 職 か で 現 れ 方が 異 な る と あ る が
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（127−128頁）， 実際統計的に は そ うな の

だ けれ ども，で は何故な の か 。

一
体有職

の 妻の 何が ， また無職の 妻の どの よ うな

こ とが父親の 親 と して の
， どの よ うな成

長 ・発達の 側面 とどの よ うに 関連 して く

るの だろ うか 。

　 しか し父親を巡 る問題 は教育社会学 に

お い て もまだ未開拓 とい っ て もよい ほ ど

の 分野で あ るか ら，本書 は発達心理学 の

研究で はあ るけれ ど も ， 教育社会学 に お

ける父親研究の 今後の 方向と課題に 大き

な示唆を与えて くれ るだ ろ う。
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『社会 「同和」教育の 地域的形成に関す る研究』

広島大学 原 田　 彰

　こ れ まで 社会 「同和」教育に 少 しばか

りか か わ っ て きた 者 と して ， 現在私 は次

の よ うな疑問 に対す る答えを模索 して い

る 。

　（1） あ る 関係 に お い て は被 差別者 で

あ っ て も， 他の 関係 に お い て は差別者で

あ る ， とい う差別の 多元性を ど う考え る

か 。 最近 ， 上野千鶴子 「複合差別論」（『岩

波講座 ・現代社会学』15．1996）が理論

的に こ の 問題 を扱 っ て い るが ， 社会 「同

和」教育 に お い て も ，
こ の 間題 に 関す る

具体 的な議論が 必要で は ない か 。

　（2｝ 部落差別 ，性差別 ，在 日韓国 ・朝

鮮人差別 ， ア イ ヌ 差別 ， 障害者差 別な ど

に 対す る取 り組み に お い て ，
こ れ らの 固

有性 と共通性 （非連続性 と連続性）をど

う考え るか 。 部落差別の 固有性に こ だわ

りつ つ （「同和」教育 に は， この こだ わ り

は必要だ と私 は考 え る）， そ れ を共通 性

に まで拡げて い くた め に ， 社会 「同和」

教育に は今何 が 必要なの か
。

　（3） 国際的動向と もかか わ っ て 注 目さ

れ る 「人権教育」に ， 社会 「同和」教育

はどの よ うに っ な が るの か 。 社会 「同和」

教育は ， 現在，
こ の っ なが りを見っ け出

さね ば な らぬ重要な岐路 に立 っ て い る の

で は な い か 。

　（4） 「解 放」の イ メ
ー ジ を め ぐ っ て

197

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Japan Society of Educational Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Soolety 　of 　Eduoatlonal 　Soolology

様々 な議論が あ るが ， 社会 r同和」教育

を進 め て い くうえで ，どの よ うな 厂解放」

の イ メ
ージが必要な の か 。 多元的な差別

の 現実 に学びなが ら， どの よ うに して 共

通の 焦点 に結ばれる 「解放」 の イ メ
ージ

を描 くこ とが で きる の か
。

　  「同和」とい う言葉 自体 は ， もとも

と融和主 義 と結 び っ い て 登場 したが ， 第

2 次大戦後 も 「同和対策」 とい う行政用

語が 用い られ，教育運動 の 申で も， 実践

上 の 必要か ら 「同和教育」 とい う言葉が

使わ れ っ づ けて きた
。 今日，「連帯」 「友

愛ll「共生」 （そ の 内実が問わ れね ば な ら

な い ）とい っ た言葉で 示され る新 しい 人

権の 視点か ら， 「同和」の 内実を ど う転換

して い くこ とが で きるの か 。

　以上の よ うな問い に対す る答えを求め

て ，私は 本書 を読ん だ 。

　著者に は ， すで に 『部落解放教育の 地

域的 形成
一

自己教 育 の 生 成 と展 開
一

』

（明石書店 ， 1984）とい う力作が あ り， 本

誌 の 書評で も取 り上 げ られて い る （第40

集 ，
1985）。 本書は，そ れ に つ なが る もの

で ある が，研究の 対象を 1970 ・80年代 の

社会 「同和」教育 に 限定 し， こ の 教育が

切り拓い て きた地平 と こ の 教育が 陥 っ た

問題点 （陥穽）を 明 らか に す る こ と に

よ っ て ， 近代社会 の 構成原理 を超え る人

間解放の 方向を展望 しよ う と して い る 。

　第
一

部理論編で は ， 著者 は ， 人間解放

理 論 （廣松渉 ， 見田宗介な ど），「人権 と

して の 社会教育」論，地域教育論 （「地域

社会 と教育」論） な ど を参照 しなが ら，

ま た 地域 に 根 ざ す学校の 視点か ら学校

「同和」 教育に 目を配 っ た うえ で ， 社会

「同和」教育実践を ， 形式的平等 （部落と
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非部落の 格差是正）か ら実質的平等 （互

い に 違 うけれ ども平等） へ
， 近代的人権

か ら現代的人権 （友愛的な協同 ， 共生）

へ ，「建 て 前 ・法が あ るか ら仕方 な くす

る」社会 「同和」教育か ら 「真の 草 の根

民主主義 と して の 」社会 「同和」教育 へ
，

浅 くて 暗い 社会 「同和」教育か ら深 くて

明るい 社会 「同和」教育へ
， とい っ た人

間解放の 方向性 に おい て 理論的 に と らえ

よ うと して い る。

　第二 部実態分析編 で は ， 著者は t みず

か らかか わ っ た 福岡，熊本，佐賀な どの

実態調査 ・教育調査 な どを手 がか りに ，

理論編で 示され た方向性を踏ま え て
， 社

会 「同和」 教育の持 っ 「人権教育 と して

の 」先進性 （「互 い に 違 うけれ ど も平等」

とい う実質的平等や現代的人権 と して の

友愛的な協同原理 を め ざす， 深 くて 明る

い 社会 「同和」教育）とそ の 陥穽 （格差

是正の み の 形式的平等論に とどま り， 近

代的人権論に埋没 した ， 浅 くて 暗い 社会

「同和」教育）を克服す る方向を，個別的

具体的に 明 らか に しよ うと して い る 。

　社会 「同和」教育とい う言葉は ， 60年

代終 りか ら使われ始あた 。 それは，著者

に よれ ば ， 「社会教育 の 分 野 に お い て 部

落問題 の 解決をめ ざ し， 同時に すべ て の

人々 の 市民 的権利 ・人権問題の 解決 をめ

ざす教育」 と定義 され る が ， 社会教育の

持つ 二 面性 に よ っ て ， 公的社会 「同和」

教育 と 自己教 育 の 組 織化 と して の 社 会

「同和」教育を含んで い る 。 こ の 両者の 接

点 （あ る い は両者 の ずれ の 状態）で の 計

画や展開が ， 地域に お け る現実の 「同和」

教育運動で ある 。 著者 は ， 地域 に お け る

社会 「同和」教育の 展 開を 5 っ の 分野 に
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