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書　評

復 ・充実 を図ろ う とす る もう 一
っ の 国 の

政策 と矛 盾す る こ とに な る 。

　さ らに 政策の 狙 い で あ る 教育の 個性

化
・
自由化の 実現 と引 き換 え に ， 国民 の

教育水準の 多様化 と低 下が もた らさ れ る

可能性が 高い と警告す る 。

　 こ う した 公教育制度を揺 るが す 自由化

の 流 れ とそ れ に 関係 した改革に 対 して ，

著者 は ダニ エ ル ・ベ ル の 社会 を発 展 させ

る中軸原則 「効率 ・平等 ・自己実現」 を

紹介 し， そ れ に 「共生」 とい う価値を加

え， コ ミ ュ ニ テ ィ を重視 した教育制度 を

考え る べ きだ と主 張 して い る 。

　国が 提 起す る政策 に 対 し， 目先の 是 非

だ け で な く，教育 シ ス テ ム 全体 との 関連

とそ の 整 合性や外国の 教育改革の 動向 と

の 比較な どに も目を 配 り， 自由化 ・多様

化を促進 させ る改革の 構造を批判 し， そ

れ に 代わ る教育改革の 「条 件」 を も提示

した 著者の 主張 は， 現 在 の 教育改 革論議

に 新 しい 視野 と論理 を持 ち込 ん だ もの と

して 評価で き る 。

　い まの 教育改革 に 積極的 な批判の 論理

や根拠を 持て な い ま ま ， しか し違和感や

不安 を抱 い て い る人た ち に と っ て 、本書

は改革を 考え る ヒで 刺激 的で ，教え られ

る こ との 多い もの と して 歓迎 さ れ る の で

は ない か 。

　 また 教育政策 へ の 関心 を高め る に は ，

著者の よ うに 社会に 向け て ，政策に 対 す

る論理 的な批判を展開 し， そ れ に よ っ て

市民 の 関心 を刺激 し， さ ま ざ ま な場で 政

策 に対 す る意思表示 を行 うよ う促す しか

な い
。

　た だ 気に な るの は，本書の 読み や すさ

に や や 欠け る点で あ る 。 文章 は 明快，節

ごとの 論 旨 もわ か りや す い
。 ただ全体 の

内容が 教育改革の 検討 だ けで な く， 教育

の あ りよ う とか教 育の 構造 と機能に つ い

て の 叙述 に 分か れ， そ の 間の 関係が理 解

しに くい 。 叙述 の 量 や 論 旨か らみ て 2 冊

の 本 を 1冊 に 詰 め 込 ん だ 印象 を 拭 え な

い
。 厂教科書」な ら こ れ で い い の か もしれ

な い が ， 新書 と して は い か が な もの か 。

評者は メ モ を と りな が ら再読 し， なお 本

書を 自分の もの に した と い う実感 が湧 か

な か っ た 。

　　 ◆岩波新書　258頁　 630円 （税別）

　　　 　　　　 　　　　 　　 岩波書店

■ 　書 　評 　■

ま しこ ひ で の り 著

『イ デ オ ロ ギ ー と して の 「日本」
一 「国語 」 「日本史」 の 知 識社会学

一
』

関西学 院大学 清矢良崇

　本書 は ，東京大学 大 学院教育学研究科

に 提 出され た 氏の 学位論文 を加 筆 ・修 鑑

した もの で あ る
。 「イ デ オ ロ ギ ー

」と い う

問題 に疎 い 私の よ うな 者が ，本書の 評者

と して 必 ず し も適 切で な い こ と は 明 らか

で あ り， た い へ ん な 力作 で あ る 本書 の 多

岐 に わ た る論 旨す べ て に ， 適切 な か た ち

で 論評 を加 え る よ うな読解能力な ど ， と
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て も持 ち合わ せて い な い
。

しか し，私が

あ え て 本書の 書評を お引 き受 け した の

は ，旧 本文化1 を一
つ の 研究対象 に して

い る 者 と し て ， 自分 自身を 見っ め なお す

よ い 機会 だ と思 っ たか らで あ る 。

　
一

読 して ， ま っ た く反省 さ せ られ る点

ばか りで あ っ た 。 とい うの は ， 本書の 根

本的 な 問題 意識の
一

っ が ， （私が そ の 恰

好の 例で ある よ うな） 自分で は政治的に

無縁な立場で 発言 して い る つ もりで い る

人 た ち の 「言説」の なか に ，厄 介な イデ

オ ロ ギーが隠されて い る とい う事実を指

摘す る こ とに あ るか らで あ る。 本書の 中

心 は ， 第 2 章 厂イ デ オ ロ ギ
ー

と して の 国

語」，第 3 章 「イ デ オ ロ ギ ー
装置 と して の

日本史⊥ 第 4章 「イ デ オ ロ ギー
装 置 と し

て の 学校教科と周辺知識を こ え て 」 とい

う三 っ の 章 で ある と思 うが ， 「営識」に安

住 して い る こ との 恐 ろ しさに 気づ か され

る鋭 い 論点 が 随所 に 散 りば め られ て お

り，細 本」 「日本文化」 と い う言 藥を安

易に 使 っ て しま う私 自身 の 、 まさ に 「み

に くい 自画像」 を見せ っ け られ る 思 い で

あ っ た 。

　第 2 章で は ， 「国語 」 厂日本語 」 「標準

語」「共通語」な ど の 概念が ，いか に 困難

な問題 を孕ん だ もの で あ る か が，詳細 に

議論 さ れて い る 。 しか し， こ の 章の 主要

な論点 の 一
っ は ， 厂漢字 シ ス テ ム 」の 「イ

デ オ ロ ギ ー性」「権力性」 の 問 題 で あ り，

これ が 再生産論や 知識社会学 に お け る言

語論か ら 1す っ ぽ り 1ぬ けお ちて い る と

い う氏 の 指摘 は ， 確 か に正 鵠を得 た もの

で あ る と思 う 。 また ， 興味深か っ たの は ，

厂モ ジ は オ トの 転写 手段 ｝と い う前提 を

批判す るポ ス ト ・モ ダ ン 系の 議論に対す
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る氏 の 批判で あ る 。 「言 語学者／教 育学

者 の 健全な 協力関係 が ，
“
モ ジ は オ トの

転写で あ る べ きだ
’

とい う理想 を おい も

とめ る民主化運動だ っ た 」 とい う事実 を

彼 らが見落 と して お り，「か き こ とば は，

は な しこ とばに か ぎりな くちか づ い て い

くべ きだ」 とい う志 向性 に 逆行す るよ う

な ポ ス ト
・モ ダ ン 系の 議論 は 「貴族主義

的な 」発想 で あ る， な どの 視角か らの 氏

の 痛烈 な抵判は ，「生の 会話」をデ
ー

タ と

して き た私 に と っ て も共感で き る部分が

多い 議論で あ っ た 。

　第 3章で は ， 教科 と して の 「日本史」

の イ デ オ ロ ギ ー性 を， 高等学校 の 教科書

の 記述分析 を申心 に論 じて い るが ，そ こ

で 行 わ れて い る と こ ろ の ，従来 の 「教科

書問題」 の 視角 とは異 な る氏独 自の 論 点

は ， 「日本」とい うもの の 同
一

性 を疑 うこ

との な い 日本史記述が ， 実 は 「歴 史教育

を批判的に 検討 し，向上 させ よ うと して

きた 知識 人」 自身の 記 述 の 中に も同様に

指摘 で きる とい う事実 ， さ らに ，彼 らの

「反動 イ デ オ ロ ギ ー とた た か っ て い る と

い うセ ル フ ・イ メ
ー ジゴ の た め に ， 彼 ら

自身の 認 識に 潜む イデ オ ロ ギ ー
性 が 自己

点検 さ れな い とい う事 実に こ そ， イ デ オ

ロ ギ ー
装 置 と して 「日本史」 の 問題性 の

本質 が あり ， 戦前に 見 られ た よ うな教 育

の 「フ ァ ナ テ ィ シ ズ ム 」 の 結果で も文部

省の 検定 に よ る圧 力の 結果で もな い とい

う指摘 で あ る 。 私の 印象で は， こ の よ う

な諸事実 を と らえ る氏 の まな ざ し，氏 自

身 の 言葉 を借 りれ ば，「本論考 が対象 化

して きた の は ， 執筆者 自身が政治性 をお

そ ら く自覚せ ず に ， 結果 と して 政治性 を

お び た記 述 を 再生 産 して い る 実態 で あ
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る 。 文部省検定で 話題 に の ぼ らな い 政治

性 こ そ ，深刻か つ 本質的な問題 を は らん

で い る と認識 した か らで あ る」 とい う視

角が ，氏 の議 論 そ して 本書全体 の 魅 力

を 支えて い る と思 わ れ る
。 ま た、 こ の よ

うな ま な ざ しは，（私の よ うに ）氏の 関心

領域 に 必 ず し も接点 を持 た な い 研究者 に

と っ て も ， 本書 で 行わ れ て い る 「隠れ た

イ デ オ ロ ギ ー
性」 批判 に 自 らの 感覚 を さ

ら し，そ れ を相対化す る とい う作業をす

る うえ で ，た い へ ん 有益で あ ろ う と思 わ

れ る。

　 しか し，そ の よ う な隠れ た 「神話． を

乗 り越え る た め に 氏が 提示 して い る処方

箋 は ，か な り厳 し い もの の よ うで あ る 。

「い ま ／ こ こ 」 を 生活者 の 実感 と して 認

知 し， しか も 「歴史的 な と らえ か え し」

に よ っ て 固 有の 文化 を 象 徴 的 な 中 核 に

し，
一

方 で ，歴史幻想 に と らわ れ な い よ

うに 「しな や か さ一も必 要で あ り，また ，

「過 去」と も 「現在　と も異質 で あ る と い

う自己主張 と同時に
、 「い ま／ こ こ ． を 柑

対化す る通 時的視点 もか か せ な い とす る

氏 の 要求 （第 4 章）が，「実 践的 な」課題

と して ど の くらい 実行可能な もの か とい

う点 に 関 して は，私 に は適り」に 判断 す る

能力が な い c た だ， そ の よ うな 要求が ，

た とえば会話分析 とい う 作業の 中で ．記

述者と して の 自分 自身を 見 っ め る
一

視点

と して 重 要 で あ る と思 っ た こ とは 事実 で

あ り ， ま た ，

「 こ れ まで 自明視 されて きた

教科の わ くぐみ を ， 根底か らと らえ か え

す とり くみ の た め に は ， 教育学者， な か

で も教育社会学徒が ， 言語学者／ メ デ ィ

ア 論者や，図書館情報学， ま た歴 史文献

の 専門家 （歴史学／文学） と協力 して ，

具体的提言を す べ きだ ろ う」 と い う氏の

提 言が，教 育社会学 に お け る 新た な研究

テ ー
マ を模索 して い る人 々 に と っ て 参考

に な る だ ろ う と思 っ た こ と も事実 で あ

る。 以 kの よ うに ，研 究者 と して の 自 ら

を相対化す る 意味で も， そ して 今後 の 教

育社会学研 究の 豊か な フ ィ
ー

ル ドを示唆

して い るとい う意 味で も，本 書は ，多 く

の 研究者に 刺激を 与え て くれ る研究 で あ

る と 思 う。

　　　◆ A5 判　336頁　3，200円 （税別）

　　 　　　　 　　　　 　　　　 三 元社
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