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■　書　評　 ■

馬渕 　　仁 ［著］

「「異文化理解」の デ ィ ス コ
ー ス ー 文化本質主義の落 と し穴

一
』

東京学芸 大学 佐藤　郡衛

　本書 は ， 異文化間教育， 国際理解教育 ，

共生 の た めの 教育の 背後 に潜む 文化本質

主義の 読み解 きとその解体 を意図 した も

の で ある 。 挑戦的な タイ トル に ふ さわ し

く， 教育の 国際化 に関わ る これ まで の議

論 の問題性が 浮 き彫 りに な っ て お り， 読

み 応 えが あ る。 本書の特徴 を通 して その

意 義 に っ い て述 べ て み た い
。

　 まず ， 第 1 は 日本の 海外 ・帰国子女教

育 ， 国 際理解教育に 関す るディ ス コ ース

の 把握に成功 して い る点を指摘で きる 。

「帰国子 女 の 中 に ， 構築 され 理 想化 され

た欧米 を見出そ う とする視点が あっ た」

「日本 の社会や 教育の 問題点が 指摘 され

る と同時に
， 帰国子女や帰国子女教育 こ

そが ， その 問題解決の契機に な る と い う

主張」等々 の 議論 ， さ ら に ， 狭義 の 文化

間の 差の み に注 目した り， 集団間 の力 関

係 に 踏 み込 まなか っ た りす る規範的な国

際理解教育の 議論の 背後 に潜む デ ィ ス コ

ー
ス を取 り出 し，それ を文化本質主義 と

特徴づ け る 。 つ ま り， 「日本 を
一

枚岩 的

に と ら え ， か つ 常に 特殊 的で
， 海外 と比

べ る と 日本の社会や教育 は問題が 山積 し，

改革 しな くて は な らな い とい う一
方的な

言説」の こ とで ある 。 こ の ディ ス コ ース

の 説 き明か しは
， 海外子女教育や 国際理

解教育の研究に お け る仮説構成の 再 考を

促す 。

　 第 2 の 意義は ， これ まで ディ ス コ ース

の 消費者 として 位置づ け られ て きた海外

の ビ ジネ ス マ ン ， 学校教員 ， そ して母親

をデ ィ ス コ
ー

ス 分析の 中心 に お い た と い

う着想 に ある 。 3 つ の グル ープ を政策担

当者や研究者がつ くりだ す公的な ディ ス

コ
ー

ス の 文化的仲介者 と して 位置づ け ，

文 化仲介者が
， 「公 的な言説 を い か に 理

解し ， 解釈 し ， それに 応答 し て い るか を

調査 す る こ と を通じ て
， その 教育観 ， 文

化 に 関す る理解を炙 り出す」 こ と を試み

て い る。 イ ン タ ビ ュ
ー調査 を通 して ， 文

化仲介者に は 「コ ン フ リク ト ・フ リーな

考 え方」 と 「ナ イーブな言説」が あ る と

指摘す る 。 それは ， 異文化理解や共生 に

つ い て 「協調 のす ば らしさ は説か れ るが
，

コ ン フ リク トへ の 関心は低 く， よ しん ば

コ ン フ リク トが生 じる こ とが想定 され て

も ， そ れ は努力に よ っ て 乗 り越 え られ る ，

乗 り越 える べ きだ とい う」規範的な言説

で あ り， 文化間の 権力関係を視野に 入れ

な い ア プ ロ
ー

チ の こ とで あ る 。 そ の 背後

に あ るの が文化本質主義 で あ り， それ に

囚わ れ る限 り，
コ ン フ リク ト ・ フ リー

か

つ ナ イーブな規範的言説 は ， 常に再生産

し続け られ る 。 海外 ・帰国子 女教育 や国

際理 解教育 は こ の 文化本質主義の呪 縛か

らい か に逃れ る こ とが で き るか と い う重

要な 問題 を提起 してい る 。
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　第 3 の 意義は
， 文化本質主義の 問題 を

指摘す る に と どめ ず ， そ こ か らの 解放 の

方向性 を示 して い る点 に あ る 。 著者 は ，

公的な言説 と文化仲介者 との見解の相違，

日本人 が海外 に住み つ くこ とや 海外 と 日

本 を行 っ た り来 た りす る 「根無 し草」に

文化本質主義か らの 解放 の芽 を読 み取 っ

て い る 。 「根無 し草」と い う 「デ ィ ア ス

ポ リッ ク なア イデン テ ィ テ ィ が 従来の 国

家や 民族性 に規定 され た ア イ デ ン テ ィ テ

ィ に置 き換わ る可能性 を秘め て い る 」 と

い う指摘 は， アイデ ン テ ィ テ ィ研 究に 新

しい 視野 を提供す る。

　 しか し， 本書 を読 み進 めて い くとい く

つ か の 疑 問 もわ い て くる 。 第 1 は文化仲

介者の ディ ス コ ース の 分析に っ い て や や

物足 りな さを感 じた。文 化仲 介者 をデ ィ

ス コ ース の 生産者 として 位置づ けるな ら

ば ， デ ィ ス コ
ース を重 層的に と ら え る必

要が あ ろ う 。
つ ま り， 国や民 族 の デ ィ ス

コ ース と企 業 ， 学校 ， 家族 の デ ィ ス コ
ー

ス を相互関連の 分析が な い と， 文化仲介

者 は公 的 デ ィ ス コ
ー

ス の 消費者 と して の

側面だ けが 浮か びあが っ て し まう。今後 ，

企 業理 事 （日本人 学校 ・補習授業校 の 運

営委員会の 理事を務め る ビ ジ ネス マ ン ），

母親 （PTA 役 員）， 教員 の 体験 と い う

個別的な文脈 に 即 した 分析か ら， それ ぞ

れ の お か れ た社会的な 文脈 を も視野 に 入

れ た分析を進 めてい く必要が あ ろ う。 例

えば ， 企業理事 は 企業論理や企業言説の

中で生 き て い るが ， そ う した 独 自の 言説

とこ こ で取 り上 げて い る公 的な デ ィ ス コ

ー
ス との相互 の関わ りを分析の 視野 に 入

れ る こ とで 多様 な デ ィ ス コ
ース を描 くこ

とがで きる よ うに 思 う。

書 　評

　第 2 は ， 文化本質主義か らの 解放に 関

す る議論 に つ い て で ある 。 企業理 事や母

親 の 中に ， 文化本質主 義 をこ え る萌芽が

見 られ る こ と， そ の 重 要 な根拠 と して

「根無 し草」 に対 して 肯定的評価が 見 ら

れ る こ とをあげて い る 。 しか し
， 「根無

し草」 に 対す る否定的評価か ら肯定的評

価に 転化す る こ と で 文化本質主義か らの

解放 と解釈で きるの か ， また ， 評価が ど

の よ うに変化す る の か ， あ る い は変化 の

過程で どの よ う な コ ン フ リ ク トが 生ずる

か か とい っ た疑問 も出て くる 。 さ らに ，

「根無 し草」 を文化本質主義 に対 峙す る

もの と して 位置 づ け るな らば ， 「根無 し

草」は 別の 規範的な 言説 へ と転化す る 。

著者は 1章で 「徹底 した本質主義の 脱構

築 が迫 り， もう一方で 古 い 本質主義へ の

誘惑 と新しい 本質主義へ の 模索が姿を 見

せ る」 と指摘す る が ， 文化本質主義の 脱

構築か らい か に して 「根無 し草」が浮か

び上 が っ て くるか に つ い て 読み 取 る こ と

がで きなか っ た 。 今後， キー概念で あ る

「根無 し草j に つ い て 議論 を深 め る こ と

と文化仲介者の デ ィ ス コ ース の 時系列的

な分析 を進 め て い くこ とが課題 に な ろ う。

　第 3 は
， 本書に お け るジ ェ ン ダーの 位

置づ けに つ い て で ある 。 著者 は ， 本質主

義の議論 を深 め る に は ， 国や民族 だけ で

な く， ジ ェ ン ダーの 視点を取 り込 む必要

性を主 張 してい る。 文化本質 主義か ら解

放 され て もジ ェ ン ダー
に は 囚わ れ て い る

と い う こ とが 指摘 され て い る。 1 つ の 文

化の 「内に あ る差異」 と して ジ ェ ン ダ ー

に 注 目して い るが ， ジ ェ ン ダー と国や 民

族 との ダイ ナ ミズム を どの よ うに とらえ

る の か とい う点 ， 文化本質主義の 理論構
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成に ジ ェ ン ダーが どの よ うに位置付 くか

と い っ た 点が わ か りに くい 。 ジ ェ ン ダー

研 究の 成果を取 り込 んで い くに は よ り踏

み 込 ん だ 議論が 必 要 の よ うに思 う 。

　　　　◆A5 判　338頁　本体 3
，
800円

　　京都大学学術出版会　2002年12月刊

■　書　評　■

武藤　孝典 ［編著］

「人格 ・ 価値教育 の 新 しい 発展 一 日本 ・ ア メ リカ ・ イギ リス
ー

」

滋賀大学 紅林　伸幸

　イ ン グラ ン ド，
ス コ ッ トラン ド， ア メ

リカ ， そ して 日本 ， 本書の 編者 は ， 普段

の 会話 と変わ りの ない ， その軽妙 な語 り

口 で ， 読者をそれ らの 教室に 導 い て い く。

それ は ， さ なが ら道徳教育紀行 と い っ た

調子 で ある 。 頁をめ くるた びに ， 各国の

子 どもた ちが道徳の学習を して い る様子

を教 室 の 窓 か らの ぞ き見て い る よ うな印

象を受 ける 。 も っ と も， こ こに 紹介 さ れ

て い る学校の 多 くは
， 教室 をの ぞ き見 る

た めの窓が ある はずの 教室 と廊下 とを分

け隔て る壁 を ， そ もそ も持 た な い か も し

れ な い が 。

　さ て
， 本書は ，

1993年に 始 まる編者の

海外の 人 格 ・ 価値教育実践 に 関す る訪問

研究の 成果 をま と め た ， 道徳教育 の テキ

ス トで あ る 。 解説 に よれ ば ， 氏 の 訪問国

は 4 力国 に及ぶ が
， 本書に取 り上 げられ

て い るの は ， その 内の イ ギ リス とア メ リ

カ に ， 日本 を加 えた 3国で ある 。 もちろ

ん それ らの 国で行わ れて い る価値 ・人格

教育の 実践は 多様で あ り， その す べ て が

本書 に お い て 網羅的に取 り上 げ られ て い

るわ けで はな い
。 しか し， 本書が取 りあ

げる実践構想 は， 現在我が 国が進 めて い

る教育改 革に お い て モ デル とな っ て い る

イ ギ リス とア メ リカ で ， 道徳的側面 を担

う教育実践 と して 特に期 待 され て い る も

の であ り， 注 目す るに十分妥当な もの で

ある 。

　第 1章 「イギ リス に お け る人格 ・価値

教育 の発展」が取 り上げるの は， 1989年

の ナ シ ョ ナル カ リキ ュ ラム 採用後の 教育

の 中で ， 学力問題 と並 ぶ 国家的 な課 題 と

され てい る PSE （Personal　Social　Edu−

cation ）で あ る （新井浅浩 氏）。
　 PSE は

「子 どもの人格及 び社会性の 発達 の た め

の教育 の 総称」 （p．21）で あ り， 宗教教

育， 性教育 ， キ ャ リア 教育等 を具体的な

内容 と し て い る が ， 中で も特に 重要なの

が 2000年 よ りナ シ ョ ナル カ リキ ュ ラム の

中に必修 として位置づ け られ た市民性教

育 で あ る 。 た だ し ， 本書 で は PSE と し

ての紹介が中心 とな っ て い るた め ， 市民

性教 育 に 注 目 した紹介分析 は必 ず し も十

分で はない 。 本書が書か れた時期 を考え

れ ば仕方 ない こ とで は あ るが ， 後述する

本書の 持 つ 意義に 鑑 み れ ば ， なぜ市民性

教育が必 修化 された の か を含 め て ， その

分析紹介が 間に合わ なか っ た こ とは残念

で ある 。

　第 2 章 「ア メ リカ に お け る人格 ・価値
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