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等の 「教育病理 」（こ の 表現 に は ひ っ か

か る が）に 対 して ， 子 ど もの生活全般 を

支援対象 とす るス クール ・ソー シ ャ ル ワ

ー ク の 必要性が 指摘 され て い る 。 ち な み

に ス クール ・ソー シ ャ ル ワ ーク は ， 児童

虐待 防止対策 と して も緊急課題 で あ る 。

　さ らに ， 「第 4 章 　家計 と管理 の 階層

性」 （鳥 山 ま ど か ）， 「第 6 章　貧 困家族

の 自立 支 援 と ケ ー ス ワ ー カ ー
」 （杉村

宏）， お よび ， 「第 7 章　ア メ リカ の 貧困

家族の 自立支援の 現実」 （青木デ ボ ラ）

と い っ た分 析を通 じて
， 「見 え な い 」貧

困や 「見 え な い で い る」不平等が可視化

され て い る 。 多 くの 母子 家庭 に と っ て
，

社会 保障 ・社会福祉 へ 「依存」 しなが ら

自立す る と い うラ イ フ チ ャ ン ス が
， 社会

的シ テ ィ ズ ン シ ッ プ と して確立 さ れ る こ

との 重要性を痛感す る （208頁）。 自立 と

は ， 様 々 な他者 との直接的 ・間接 的な関

わ りを とお して ， だ れ もが ， 生活 に必要

な物 ・人 ・情報な どの生活諸資源 を確保
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「教育基本法 改正 論批判

で き る こ と で あ り， 自立 した生活 を営む

こ とは 基本 的人 権で あ る と ， 主張 した い
。

　頼 まれ る と断れ ない 性格ゆ えに ， 書評

をお 引 き受 け した の だ けれ ど ， 本書 と の

嬉 しい 出会 い に ， 心 よ り感謝した い
。 私

自身 ， あ る地方 自治体 の ひ と り親家庭 の

実 態 調査 に 関わ るなか で ， 青木氏 の 言わ

れ る貧困の 世代的再生産 へ の 危惧 を強め

て い た とこ ろで あ り， また ， 被差別部落

の 教育問題 に つ い て は ， 教育格差 の 世代

間再生産を指摘して きたか らで あ る 。

　今後， 本書で指摘され て い る， 母子 家

庭 に み られ る貧困の 世代的再生 産 に関す

る経験的
一
般 化命題が

， 代表性の ある統

計 デー タに よ っ て 追証 され る こ と を期待

した い 。同時 に ， 教育福祉施策が 推 し進

め られ る こ と を期待 して や ま な い
。 私 自

身の 課題で もあ る 。

　　　　◆四六 判　260頁　本体 2
，800円

　　　　　　明石書店　20e3年　 8 月刊

新 自由主義 ・国家主義を越え て
一

」

宇都宮大学　中村　　清

　本書 は ， そ の題名の示 す とお り， 最近

世情 を騒がせ て い る 教育基本法改正 論を

新 自由主 義 ・国家 主 義 をめ ざす もの と し

て 批判す る書で ある 。 著者 に よれ ば ， 最

近の 教育 基本法改 正 論は ， 規制緩和の 名

に お い て 教育の なか に 市場原理 に 基づ く

競争の論理 を持ち 込 む （すなわ ち 新 自由

主義） と同時 に
， 教育内容 の 点で は逆に

道徳や伝統， 郷土や国 を愛す る心 を育て

るた め に 国家統制 を強め る （す な わ ち国

家 主 義） とこ ろ に特徴が あ る 。 著者 は ，

各種 の 答中類 と その 社会的背景 を分析 す

る こ と に よ っ て ，
こ の 二 つ の 特徴 が臨時

教育審議会以来の 政府や経済団体の 教育

政策に
一

貫 して 流れ て い る こ と を示 す 。

そ うす る こ とに よ っ て ， 著者 は， 最近 の
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書　評

教育基本法改正論が 個人 の 尊厳 と価値 を

尊重 す る教育基本法 の 理 念 に反す る もの

で あ る と批判 す る 。 以上の 点 に お い て ，

本書 の論述 は簡潔か つ 明解で あ り， 教育

基本法改正論に反 対す る立場 を鮮 明 に打

ち 出す こ とに成功 して い る 。

　 新 自由主義 ・国家主義 に反対 する人 々

に と っ て は ， 教育基 本法改正諭批判 とし

て ， 本書 の議論 で 十分 な の か もしれ な い
。

しか し， 肝心 の 教育基本法改正 をも くろ

む人 々 に は
，

こ の 批判は届 か な い の で は

ない か 。 彼らは ， 本書の 議論 を相変わ ら

ず現実 を無視 した理想主義に すぎない と

して
一

蹴 して し ま うの で はな い か 。 今 日

の世論 は ， 新自由主義 ・国家主義 を肯定

す る方向に 動 きつ つ ある 。 した が っ て ，

教育基本法改正 論 を批判す る た め に は
，

たん に それ が新 自由主義 ・ 国家主義に与

す る もの だ と指摘す るだ けで は な く， 新

自由主義 ・国家主義 に 与す る こ とが い か

に誤 っ て い るか
，

い か に今 日の 教育問題

の 解決 に と っ て無力 であ り， さ らに 有害

で さ えあるか を示 す 必要が ある 。 そ こ ま

で 踏み 込 ん で 議論 した か ら と い っ て ， い

ま積極的 に新自由主 義 ・国家主義を唱 え

て い る人 々 を説得す る こ とはで き な い で

あろ う。 しか し ， 新 自由主義 ・国家主義

に淡 い 期待 を抱い て い る人々 に は再考の

機会 を与え る こ とが で き， うま くい けば

彼 らの 意見 を変 える こ とがで き るで あろ

う 。 批 判 は， 批判 さ れ る相手 と対話 し ，

共通 に受 け入 れ られ る立場 を確立 しよう

とす る もの で な けれ ば な らな い
。 残念な

が ら本書は ， この 点に 不足が ある 。

　 もち ろん ， 著者 は ， 新 自由主義 ・ 国家

主 義の 難点 を指摘 して い な い わ けで は な

い 。 しか し
， その 指摘 は

， とうて い 新 自

由主義 ・国家主 義を支持する 人々 に届 く

もの に はな っ て い な い 。 た とえば著者 は ，

臨時教 育審 議会 答申の 「個性重 視 の 原

則 」 が世論 に よ っ て受 け 入 れ られ た原因

として ， それが 教育行政 に対 す る 「教育

の 自由」 と混同 され た た め に教育運動側

に混乱が 起 こ っ た こ とや
， 教育を受 ける

市民の 側 に 消費者意識 が広 が っ た た め に

教育病理 の責任 を学校や教 師に 負わ せ る

よ うに な っ た こ と をあ げて い る 。 そ して，

「個性 重視 の 原 則」の 本 質が 教育 へ の 市

場原理 の 導入 に あ り，
エ リー

ト養成 と弱

者切 り捨 て に な る と指摘 し て い る。 こ れ

らの 指摘 は すべ て正 しい
。 しか し

，
こ の

指摘だ けで は 「個性重視 の 原則」を十分

に 批判 した こ と に は な らな い
。 多 くの

人々 は ， 弱者切 り捨て を望ん で は い な い

に して もエ リー ト養成は望んで い るか ら

で あ り， 消費者意識 を もっ こ とを当然 だ

と考 えて い るか らで あ る 。 著者 は ， 「教

育の 自由」 を教育行政 の 教育内容 へ の 不

介入 と い う意味 で 解して い る よ うで あ る 。

か りに教育行政が教育内容 を規制 しな い

とすれ ば ， 誰が 規制 す る の か 。 市民 が規

制 す る とすれ ば， 市民 の 意識 に よ っ て 教

育 内容が規制 され る こ と は避 け られ な い

で あ ろ う。 現実の市民 は， 社会科学が想

定す る理 念的な 「市民」で はな い 。現 実

の 市民の 多 くが 消費者意識 を もち ， 教 育

病理 を解決す るた め に教育 に市場原 理 を

持 ち込 む べ き だ と考 えて い るの で あ る 。

そ うだ とす れ ば ， 市民の 側 に 消費者意識

に代 わ る正 しい 意識を示 し ， 教育運動側

に 「教育の 自由」 に 関す る正 しい 原則 を

示 す の で な けれ ば， 市場 原 理 を持 ち込 も
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う とす る人々 を説得す る こ とはで きな い

で あろ う。 しか し ， 著者は ， そ こ まで踏

み込 んで 議論 して はい な い
。

　私 は ， 教 育 基本 法改正 論 が 新 自 由主

義 ・国家主義 をめ ざす もの で あ り， それ

が本書 にお い て 指摘 さ れ るよ うな難点 を

もっ と い う点 に お い て
， 著者の 主 張 に賛

成す る 。 しか し， 世論 は ， まさ に その よ

うな難点 を認 めた うえで
，

な お か っ 新 自

由主義 ・国家主 義を支持 して い るの だ と

思 う。 そ うだ とす れ ば ， 著者の 議論 は ，

教育基本法改正論の 特徴 を正 確に見抜い

て は い る けれ ど も， それ に対 す る批判 と

して は弱 い とい わ ざるをえな い
。 上 で は

もっ ぱ ら新 自由主義 に つ い て 述 べ た が ，

国家主義 に つ い て も同様 で ある 。 著者 は
，

愛国心や伝統文化 に よ っ て 日本国家 へ の

帰属意識 を強 め る こ と を め ざす教育 は ，

グ ロ
ーバ ル 化時代の 国際的経済競争を勝

ち抜 くた め の 国家戦略 として教育 を位置

づ け る こ とだ と指摘 して い るが ， まさ に

世論 はその 国家戦略 を受 け入 れ て い る の

だ と ， 私 は思 う。 だか ら ， 教育基本法改

正論 を批判す るた めに は ， この 国家戦略

自体 を批判 しな けれ ばな らな い 。 その た

めに は
，

い か に 国際的経済競争 に対処 す

るの か ， どの よ うな 日本 国家 へ の帰属意

識 を育て るの か を論 じ な けれ ばな らない 。

しか し ， 本書 に そ の よ うな議論 は な い
。

総 じて本書 は ， 教育基本法改正 論に 反対

す る立場 を再確認 す る もの で は あ るが ，

改正 論者 を批判 して 説得 す る もの に はな

っ て い な い とい わ ざる を えない
。

　注文ばか りを述 べ た が ，そ れ は ， ない

もの ね だ りだ っ た の か もしれ ない 。本書

は ， 近 年の 教育基本法改正 論 の 特徴 を的

確に 見抜 き ，
こ れ を批判す る視点 を正 確

に見定 めて い る点で 高 く評価され る 。 教

育基本法 の改正 を も くろむ人々 が本当の

と こ ろ何 をめざ して い る の か を知 るた め

に ， 本書 は有益で あ る。

　　　　 ◆新書判　196頁　本体 1，40  円

　　　　　　　　 白澤社　2003年 6 月刊
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「W 杯 サ ッ カ ー の 熱狂 と遣産
一 2002年 日韓ワ

ール ドカ ッ プ を巡 っ て
一 」

静岡大学　馬居　政幸

　本書 は 日韓共催 2002年W 杯 とい う巨大

イ ベ ン トを巡 り， その 準備段 階か ら終焉

後 の 影響 も含めて ， 両国に 生 じた様々 な

事象 を社会学 （者） の 目か ら読 み 解 くこ

とを試 み た もの 。
W 杯サ ッ カ ーの 熱狂

を レ ッ ドデ ビ ル ス と と もに ソ ウ ル の街 角

や テ ジ ョ ン の ス タ ジア ム で 経験 し， 日本

か らの報道 と自分の 五 感 で 得た リア リテ

ィ との ズ レ に違和感 を も っ た評者に と っ

て ， 知 的興 奮 に満 ち た書で ある 。 その 理

由は ， 韓国の研究者 との論議で 明 らか に

な っ た両国 の 差異 に戸惑 い つ つ も ， 既存

の 枠組 み を廃 した著者
一

人
一人 の 独 自の

視角に よ り ， 巨大な イベ ン トと と もに生
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