
The Japan Society of Educational Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Soolety 　of 　Eduoatlonal 　Soolology

書　評

これ も論理的に詰め切れ て い な い と思 う

の だ 。 多子だ か らこ そ 「い じめ」が よ り

多 く発現 す る の で は な い か 。 教室 を ス

モ ール サ イズ に す る と，教師 と生徒 （小

学校の 「児童」 は ど うす るの か）の 関係

が 温か くな る ほ ど現実 は甘 い の か 。 子 ど

もの 「自由時間」が ある か らこ そ ， 教師

の 目を盗ん だ 「い じめ」が起こ りやす い

の で は ない か 。

　悲 しい こ とに ， こ うした疑問が 本書の

最初か ら最後まで まっ わ りつ い て 離れ な

い 。

　（3＞ だれ へ の メ ッ セ ージか

　
一

言で い え ば ， 本書 の最大の 弱点 は ，

だ れ に向けて の メ ッ セ ージか が定ま っ て

い な い と こ ろに あ る 。 「い じめ学」の 専門

家か ， そ れ と も教師か親か 。 こ の ポイ ン

トが中途半端だ 。 本書 の 論理 も表現 も，

成熟 さ れ な い ま ま世 の 中に 出て しま っ

た ， とい う思 い を抱 く。

　著者を深 く尊敬す るだ けに
， 評者自身

の 悔 しさが評 の 中に表 れ 出て しま っ た 。
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　激 しく変動 し，教育 や人間形成 に関わ

る多 くの 問題を抱え て い る現代社会の な

かで ， 教育社会学が
， 社会や教育関係者

にどの よ うな デ
ー

タや方策を提示で きる

か は ， 教育社会学 とい う学問の 意義や有

効性 に関わ る重要な ポ イ ン トで ある 。 し

た が っ て 教育社会学 に は，社会 と教育 と

人間形成の 関連 を ， 常に 問い 続け る こ と

が求め られて い ると もい え る。

　本書 は ， 「社会の 変化 が 教育 に どの よ

うな影響を及ぼ すの か ， あ るい は教育の

変化が ， 社会 に どの よ うな影響を与え る

の か」 とい う視点か ら， 教育 と社会の 相

互関係を社会学的に マ ク ロ に捉え よ うと

し て い る 。 具体的 に は， 「情報化 ， 国際

化，高齢化，学歴社会，学 習社会 と い う

現代的視点か ら実体 的 ・重層的に その 本

質をあきらか に し， そ の 中で の 教育の 位

置 づ けを 探 る こ と」が 第 1 の 目的 で あ

り， 学力保障，
ジ ェ ン ダー

， 社会階層 ，

学校組織と教員 ， 教育改革 とい う 「直面

す る教育諸課題 とそ の 本質の 理解 ， そ し

て 課題解決へ の 展望 を持 っ 」 こ とが ， 第

2 の 目的とされ て い る 。 本書 は， 11章か

ら構成されて お り， 編著者に よれ ば ， 各

章は ， もっ とも 「脂の の りき っ た」関西

人で ある若手研究者 た ち に よ っ て 執筆 さ

れて い る。

　内容 を概略的に紹介 して お く。 全体 は

前半の 第 1編 と後半 の 第 2編 か ら構成 さ

れて お り， 第 1編 は ， 現代の 社会 と教育

の 課題 と して 6 章か ら構成 され ，第 2 編

は， 変動す る社会 と教育の 課 題 と して 5

章か ら構成 されて い る。 各章 の タイ トル
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は ， 次 の よ うに な っ て い る 。

　 第 1編 1章　現代社会と教育

　　　　 2章　情報化社会 と教育

　　　　 3章　国際化社会 と教育
一

「個

　　　　　　性」 を考え る

　　　　 4章 高齢化社会と教育

　　　　 5章 　学歴社会 と教育

　　　　 6章 学習社会 と生涯教育

　第 2編 7章 　学力保障と教育機会

　　　　 8 章 ジ ェ ン ダ
ー

に おけ るハ ビ

　　　　　　 ト ゥ ス と資本

　　　　 9 章　社会階層 と教育

　　　　10章　学校組織 と教員

　　　　 11章　社会変動 と教育改革

　 1章 は， 教育社会学の 研究の 視角 と課

題及 び現代社会 の特質 と教育の 関係に つ

い て の 総論 ， 2章 は ， 社会の 情報化 とそ

れ へ の 教育的対応の 動向， 3章で は ， 外

国と くに イ ギ リ ス との対比の もとに
， 国

際化社会の なかで の わが国の 学校文化 の

特質 （そ の 同化作用 と排除作用）が 明 ら

か に され ， 教育の 個性化の 必要性が力説

され て い る。 4 章で は ， 高齢化の 状況 と

課題，そ れ に対応す る教育的課題 が述 べ

られ ， 5章 で は 「学歴社会＝能力社会で

ある と い う前提」に 立 っ て ， 機会均等化 ，

業績主義化 ， 高学歴化 とい う観点か ら日

本の 社会 の 実情が検討 され て い る 。 また

「学歴社 会 ＝能 力社会」 とい う図式が肯

定され るため に は ， どの よ うな問題が あ

るかが 指摘 され， 日本 の 学歴社会を展望

して い る 。 6 章で は生涯教育や 生涯学習

社会 をめ ぐる様々 な考え方が 紹介 され，

課題が提示され て い る。
7章で は， 学校

に お ける 客観 テ ス トの 合理 性 と正 当性 が

論 じ られ，また 教育機会の 不平等の 現 わ
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れ と して ， 学力の 地域格差の 問題が デ ー

タに 基づ き明 らか に されて い る 。 執筆者

は ， 最近 の 学力観の 変化 をふ まえて ，学

力保障 の観点か ら知育の 見直 しの 必要性

を説い て い る。
8 章で は ，

ジ ェ ン ダー ・

ハ ビ ト ゥ ス お よ びジ ェ ン ダ ー ・キ ャ ピ タ

ル と い う概念 を使 っ て ， 社会 の な か に

「女 らしさ」「男 ら しさ」 が 価 値を も っ

ジ ェ ン ダ ー
市場 が形 成 され て い る こ と

を， 多様な研究結果や事例を 引用 して 説

明 して い る。 「男 ら し く／女 ら し くふ る

ま うこ とに よ っ て 利益 をあ げて い る入間

が い る こ と ， それを支え る場や 制度が あ

るた め に ， 社会はジ ェ ン ダー
化す る こ と

を止 め」ず，「表面的に は男女差 は減少 し

て も ， 新た な別 の 形 で ジ ェ ン ダー ・ハ ビ

ト ゥ ス よ び ジ ェ ン ダー ・キ ャ ピ タ ル は再

生産 され て い く」 と執筆者は い う。
9章

で は ， デー タに基づ い て ， わが国に おけ

る進学機会の 平等化や地位達成の 構造 の

変化が検討されて い る。 産業化に よ っ て

業績主 義化 ， 機会の 平等化が進 むとい う

関係 は見い だ されな い こ とが 明 らか に さ

れ ， 機会の平等化の 阻害要因が指摘され

て い る。
10章は ， 学生 と教授 との 対話形

式を と っ た学校組織 と教職論 の 解説で あ

る。 最後に 11章で は ， 日本 ， ア メ リカ ，

イ ギ リス の大 まか な教育改革 の 推移とそ

の 比 較が行わ れて い る 。

　概論書 で ある と は銘打 っ て い な い が ，

こ の よ うな章だて と内容 を見れ ば，本書

が マ ク ロ な視点か らの 教育社会学の 概論

書風 の 書物で あ る こ とに 気づ かれ る人 も

多 い だ ろ う。 論 文 と い っ て もよ い 部分

（5，7，8，9 章）もあ るが
， 全体的に は概

説的な色彩の ほ うが勝 っ て い る 。 各章の
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