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仮 説 とデータの 適合性の 検討 ， 結果 の 考

察 （＝ それが 社会 に と っ て ， また社会学

に と っ て ど の よ うな意 味 があ るの か ） と

い っ た こ とが ，
2 次分析に お い て は よ り

強 く意識す る必要が ある こ とを思 っ た 。

2 次分析が研究の蓄積発展の 重要な一位

相 で ある こ とを強 く感 じた 。 本書は ， 2

次分析研究 を推進す る重要 な
一

段階 を刻

む もの で あ る 。

　　　　◆A5 判　204頁　本体 3
，
100円

　　　　　　　勁草書房　2004年 5 月刊

■　書　評 　■

岩木秀夫 ［著］

「ゆ と り教育か ら個性 浪費 社 会 へ 」

松山大学 大内　裕和

　本書は その タイ トル か ら もわか る よう

に ， 極め て現 代的 な教育状況 を扱 っ た著

作で ある。 また 「ゆ とり」教育や学 力論

争， 教育 の個性化 と い っ た時事的な テー

マ を扱 っ て い る こ とか ら ， 教育社会 学者

だ けで な く， 多 くの 人 々 の 関心 を集め る

内容だ とい え る 。

　本書の ポ イ ン トは ， 近 年の 教育や社会

状況 の 変化 を い か に 捉え る か とい う点 に

ある 。 そ こ で 筆者は ，
1984年に ス ター ト

した 臨時 教育 審議 会 （以 下 ， 臨教 審 と

略） を転換 点 と して 設定 して い る 。 中曽

根首相直属の こ の審議会 は ， イギ リス の

サ ッ チ ャ
ー

政権や ア メ リカ の レ
ーガ ン 政

権 が 実施 し て い た の と同様の ， 新 自由主

義政策を導入す る こ とを目指 した 。 しか

し こ の 時期 の 教 育政策 は ， イギ リ ス ・ア

メ リカ と 日本 とで大 きな違 い が ある こ と

を筆者は指摘す る。 イギ リス ・ アメ リカ

は産 業競争力 再建 を 目指 して ， 全 国 テ ス

トの 実施 と結果の公表や全国共通カ リキ

ュ ラム な ど初等
・
中等教育 を国家的に標

準化 して い っ た の に 対 し て ， 日 本 で は

「新 学力 観」， そ して 「ゆ と り ・生 き る

力」と い っ た 「ゆ とり改 革」 が 推進 され

た 。

　 しか し こ の 教育 に お け る 「ゆ と り改

革 」は ，
バ ブル 経済が崩壊 して 以 降， 雇

用 ・労働の 柔軟化 と新産業の 創出が課題

とな り， 教育政策 は， 高等教育にお ける

大学院重点化 ， 国立大学法人化 ， 初中等

教育に お け る学力向上 フ ロ ン テ ィ ア ス ク

ール や学校選択制な ど， 競争力の 向上 を

目指 す もの へ と移行 して い っ た 。 筆者は

こ れ を脱近 代能力主義 と呼 び ， 近代能力

主義→ ゆ と り改革→ 脱近代能力主義 と い

う時期 区分で整理 を行 っ て い る 。

　 こ こ で 日本社会 が ， イ ギ リス ・ア メ リ

カ同様の脱近代能力主義 へ と収斂して い

く とは筆者 は考 えて い な い
。 脱近 代能 力

主義へ と移行 した とは い っ て も ， 臨教審

以来の規制緩和 ・内需拡大 とい っ た経済

政策 ， 自己 実現 や 「消費 す る生 き 方」を

追求す る方向は継続して お り， 日本はグ

ロ ーバ ル ・
メ リッ トク ラ シ ー

（国際能力

主義）社会 とイ デ ィ オ シ ン ク ラシ ー （個
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性浪費）社会の 両方に突入 し， その双方

の 困難 に直面す る と い うの が筆者の 見方

で ある 。 そ して 後半の 第五 章で は ， グ ロ

ーバ ル ・メ リッ トクラ シ
ー とイデ ィオ シ

ン ク ラ シ
ー

の 分析が 行わ れ て い る 。 こ こ

で はイ ディオ シ ン ク ラ シーの典型 として

日本社会が 考察 され て い る。

　臨教審が 教育政策の 転換点で あ っ た と

い う本書 の 見方 は， 評者 も共有す る （拙

著 『教育基本法改正 論批判』， 白澤社）

も の で あ る 。 1980年代 以 降 の 教 育 改革 を

新自由主 義改革 として 位置づ けなが ら ，

イギ リス ・ア メ リカ と日本の相違 を論 じ

る と い うア プ ロ ーチ は ， 有効 で あ る と い

え る 。 こ うした構造的 ・ 歴史的視点を も

っ た 教育政策研究， 比較研究が さ らに 深

め られ て い く必要が あ るだろ う。 また教

育政策に与えた ポ ス トモ ダ ニ ズ ム の 影響 ，

それが 日本の 消費社会化 に与 えたイ ン パ

ク トに つ い て の 論点 も興味深 い
。

　議論 を深めて い くため に，
い くつ か の

疑問点や論点 を出 してみ た い
。

一
点 目は

近代能力主義 → ゆ と り改革→ 脱近代能力

主義 と い う時期区分の 問題で あ る 。
バ ブ

ル 経済崩壊以後 ， 1990年代後半 に徐々 に

脱近代能力主義へ の移行が始 ま っ た と論

じ られ て い るが ， 厂ゆ と り」や 「生 き る

力」 を定 め た学習指導要領 は 1998年 に改

訂 され て お り， 小 ・中学生 の学校週 5 日

制の完全実施 は，2002年か らの こ とで あ

る。 21世 紀 に 入 っ て か ら 「ゆ と り」教育

は本格的 に実施 され たの で ある 。
この 点

で ， 本書が 1990年代後半に ゆ と り改 革か

ら脱近代能力主義へ 移行 した と位置づ け

るの は ， 適切 とはい えな い の で は な い だ

ろ うか 。 筆者 自身 も 「こ れ ま で の ゆ と り

72

教育 を明確に清算 し， 政策理念を全面的

に 転 換 し た わ け で は あ り ま せ ん。」

（p ．12．） と述 べ て い る よ う に ， 完 全 に

政策理念が転換 して い た とは見て い ない
。

ゆ と り改革か ら脱近 代能力主義 へ の移行

と位置づ け るので はな く， ゆ と り改革 と

競争力向上 の政策が同時 に混在 し て い る

と捉 え， 両者の 関係や矛 盾を分析 して い

くこ とが大切で は な い だ ろ うか 。

　二 点 目は， 日本 の教育改革 に お い て

「ゆ と り改 革」が推 進 さ れ た 背景の 説明

に つ い て で ある 。 本書は その
一

っ として ，

政治経済分野に お ける新自由主義改革の

影響 を挙 げて い る 。 石油 シ ョ ッ ク 以降 ，

高い 輸出競争力に よ っ て例外的に 経済成

長 を行 っ て い た 日本経済 は ， 「プ ラザ 合

意」に よる ドル 高是正 と内需主導経済 へ

の移行 をせ ま られ た 。 当時の 中曽根政権

は内需拡大， 黒 字減 らしを 目標 と した こ

とか ら ， 臨教審が 産業競争力 を支 えて き

た能力主義教育を非難す るの は ， 自然で

あ っ た と論 じられ て い る 。 しか し こ れ は
，

政府の政治経済に お け る
一

つ の 政策目標

と教育に お ける 「ゆ と り改革」 と を直結

さ せ 過 ぎて い るの で はない だ ろ うか 。 内

需拡大， 黒字減ら しの 政権 目標 が ダイレ

ク トに能力主義教育の 見直 しに つ なが る

とは考えに くい
。 臨教審に は産業競争力

を高め る こ とを望む財界 ・官界 関係者 も

多数参加 して い た の で あ り， こ の 点に つ

い て は ，
マ ス コ ミや 教育学者 に よ る画

一

主義教育批判 ， 経済の グ ロ ーバ ル 化 ・情

報化 に ともな っ て 求 め られ る労働力の質

が変化した こ とな ど， 複合的な要因を考

慮する必要が あるだ ろ う。

　三 点 目は教育政策や社会 に与 え るボス

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Japan Society of Educational Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Soolety 　of 　Eduoatlonal 　Soolology

書 評

トモ ダニ ズム の評価に つ い て で あ る 。 筆

者は臨教審の 「ゆ と り政策」に お い て ，

ポス トモ ダニ ズ ム に 共鳴 した 官僚 や学者

の 役割を強調 す る 。 彼 ら が一
定の 役割 を

果た して い た こ とに は異論 は な い
。 しか

し筆者は ， こ の 「ゆ と り政策」に お け る

ポ ス トモ ダ ニ ズ ム の 影 響 をや や 過大 評価

し過 ぎて い る の で は ない だ ろ うか 。 「ゆ

と り政策」 は ， ポス トモ ダニ ズム だ けで

な く， 受験競争や管理教育に 対す る マ ス

コ ミや 教育学者の 批判 ， 受験産業の 拡大

や教育の 市場化 に と もな う教育意識の 私

事化 ， さ らに 公的教育予算を削減 した い

とい う財界 の 要求 な どが結び つ くこ と に

よ っ て ， 受 け入れ られて い っ た と見 る方

が妥当で あるだ ろ う。
こ れ らの 関係を丁

寧に 読み 解 い て い く作業が 求め られ て い

る の で は な い だ ろ うか 。

　本書は 興味深 く， 大胆 な見取 り図を提

出 してい る。 本書が 提出 した 論点 をめ ぐ

っ て，実の ある論争が起 こ るこ と を期待

した い
。

　　　　　◆新書判 　235頁　本体 720円

　　　　　　　筑摩書房　2004年 1月刊

■　書 　評 　■

小 宮山博仁 ・立 田慶裕 ［著］

「人生 を変 え る生涯学習 の 力」

山梨学院大学 　永井　健夫

　本書は研究的 と い うよ り啓発的な意図

に 基 づ く編纂書 で あ る 。 す な わ ち ， 急速

に変化す る現代社会 ゆ えに 「生涯学習 」

が必要 と言われ る今日， 具体的に どの よ

うな能力 を どん な方法で 習得す れ ばよ い

か と い う こ とを示 し なが ら ， 読者 を生 涯

学習の 実践 に誘 お う とす る書物で ある 。

　プ ロ ロ
ー グ に よ る と， OECD の 後 援

に よ る 「能 力 の 定 義 と 選 択 」

（DESECO ）プ ロ ジ ェ ク トの 成果 として

「今後の 生活で 鍵 と な る重要 な 力」が 明

らか に され た とい う。 それ は 「社会的に

異質 な集団で 生 きる力」， 「自律的 に 活動

で き る 力」， 「道具 を う ま くつ か い こ なす

力」で あ る 。
こ れ を踏 ま え て 編著 者 は

「（人々 が）生涯に わた る学習の 力 を自ら

の 権利 と して 身 に つ け，生 きる力 と し て

活用で きる よ うに それ ぞれ の力 の 習得に

チ ャ レ ン ジ」 （p ．vi） す る こ とが 本書 の

「ね ら い 」で ある と述 べ る 。

　構成 は ，
DESECO が 示 す 「能 力」 に

対応 さ せ た形 で は な く， 「基本的 な学習

の 力」 を取 り上 げ る第 1部 「生涯学習の

基礎
一

若い 時代 に育 む学習カ
ー

」 と 「い

ろ い ろ な学習 の 力 」 に つ い て 説明す る第

2部 「生涯学習 の発展
一

お とな に必要な

学習カ
ー

」の 2部構成 とな っ て い る 。 そ

の 概要を確認 して お くと ， 次 の とお りで

ある。

　第 1 部は， 市民社 会 で 生 き る た め の

「生 活 知」 を培 うた め に も小 ・ 中学校 で

の 「学びの 原体験」が重要である と指摘

す る第 1章か ら始 ま り， 学ぶ 意欲や知的

好 奇心 を高 め る効 果 的 な 学校 マ ネ ジメ ン
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