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書　評

て 今 日の 学力論 争 を俯瞰 す る と ，

一
点重

要な点 を見落 と して い る こ とに 気づ く。

最後に その
一

点 を問題提起す る形 で この

書評 を終 えた い
。

　そ の
一

点 とは ， 論者の 多 くが 苅谷氏の

学カ
ー

階層関係 に つ い て の 問題化に の み

着 目し ， 氏 の もう
一

つ の 指摘 を 見落 と し

て い る点で あ る 。 確か に 学力 と階層 の 関

連に つ い て の議論は 以前 か らあ っ た 。 し

か し苅谷氏 の功績は ， む しろ差別感 を子

供 に与 え る と い う理 由に よ り ， 能力 ・ 学

力 ・階層の 格差 に触れ る こ と自体が 避 け

られ て きた と い う歴史的経緯 を ， 今日の

学力論争が生 じる前に 『大衆教育社会の

ゆ くえ亅 に て十年前に指摘 して い た点 に

あ る 。 実 は苅谷氏 の こ の 指摘が あるか ら

こ そ ， 学カ
ー

階層の 関連 を社会 に 向けて

発信 し問題化す る意味が あ っ た の だ
。

た

だ し学カ
ー

階層問題 が強調 され るあ ま り，

そ の 問題 に蓋 を して きた装置， す なわ ち

（被 差 別 ）感情 へ の 過度 な配 慮 に つ い て

は ， 今で も学校現場 をは じめ我々 の社会

全般 は十分 な視線 を向けて い な い よ うに

思 う。 我々 の社会が こ の 蓋 をい まだ に持

っ て い る とすれ ば，
この 蓋の 扱 い 方の 再

考 こ そ が必 要で は な い か 。 蓋 を取 らず に

学カ
ー
階層の 関連 を問題化 して も， 蓋が

邪 魔 して歪 ん だ形で しか 学力問題は扱わ

れ な い 。事 実学力 に は視線が 向け られ る

よ うに な っ た が ， 階層へ の 正面 か らの 取

り組み は研究者以外 に も広 が っ ただ ろ う

か 。 評者が 最近 関わ っ た学力実態調査 で

は
， 学校 は依然家庭 へ の心 情的配慮 に 敏

感で あ り， 家庭背景 に関す る調査が難 し

い 状況で あ っ た 。 2007年か ら文科省に よ

り全国学力調査 が実施 され る こ と に な っ

た が
，

これ と並行 し て家庭背景 に踏 み 込

んだ調査が 実施 され るだ ろ うか 。 この 全

国学力調査 は ， 文科省が学力論の 日本的

本質 に切 り込 めた か どうか の 試金石 に な

ろ う 。
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「希望格差社会 一 「負 け組」の 絶望感が 日本 を引き裂 く一
」

労働政策研 究 ・研 修機構 小杉　礼子

　現 在我 が 国 で 進行 して い るの は ， 経済

的格差 の 拡大ばか りで な く， 将来 に希望

が持 て る人 と将来に絶望 して い る人の分

裂 で あ り，
これ こ そが 問題だ と い うの が

本書 の タ イ トル の 意味す る と こ ろで あ る 。

以下， 本書 の 主な議論 を各章の 記述 に沿

っ て 紹介す る 。

　 1990年以 降 ， 家族 関係 ， 学卒就職 ， 青

少年の 非社会的行動な どで 大 きな変化が

起 こ っ て お り， また ， 大人 も子 どもも将

来生 活 へ の 不 安 が 大 き くな っ て い る 。 不

安定 化 を背景 に ，努力をすれ ば 「豊 か な

生活」が手に 入 る こ とに裏打ちされ た希

望 が 失 わ れ ， 不安 が 広 が っ て い るの で あ
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る。 本書の 目的は ，
この 生活の不安定化

の プ ロ セ ス を 「リス ク化」 「二 極化」の

2 つ の キ
ーワ ー ドで 捉 え ， こ の そ れ ぞ れ

の 実態を明らか にする こ とで ある。 そし

て ，
こ の 不安定化 は避 け得な い 事態で あ

り ，
こ れ を見 据 えて の 対 応が 必 要だ と い

う （第 1章）。

　本書で は 「生活 リス ク （＝ 人 並 み の 生

活が で きな くな る危険）」 を リス ク の 中

心 と する 。 高度成長期 は予測可能性が高

くリス ク は 小 さか っ た が ， 1990年 ご ろか

ら リス クを とる ことを強要 され る 「リス

クの普遍化」が起 こ り， 同時に 「リス ク

の 個人 化」 も進行 して 家族 や企業 な どの

中間集団が個人 を守れ な くな っ た 。 リス

ク化 は自己責任 の 強調 に つ なが るが
，

一

方で 努力 しな くとも危 険 な状 態 に 陥 らず

に済む可能性 もあ るため ， 努力を無駄 と

考え る 「運頼み」の 人間 （＝フ リーター
，

パ ラ サ イ ト ・シ ン グル ） を生み 出し て い

る とい う （第 2章）。

　「二 極化」 は ， 量的格差 （収 入等数値

化で き る格差）の 拡大 ばか りで な く， 質

的格差 （ス テ イ タス の 差や心理的な差）

をふ くむ 。 産業構造の 転換 を背景 に 職業

で の 質的格差が 出現 し拡 大 してい る こ と ，

家族 （夫婦 ， 親子）の 「利用 可能性」の

差 が 拡大 し て い る こ とが 二 極化 を進 行 さ

せ て い る。
二 極化は ， 仕事能力が ない と

自覚 す る人 の や る 気 を失 わ せ
， 家族 の

「利用 可能 性」の 低 い 人 の 不 満 を 高 め ，

将来 に希望 を もて な い 人 を増や して い る

（第 3章）。

　 さて
， 高度成長期に 形成 され た 「安心

社会」で は ， 職業領域 での 「男性雇用の

安定 と収入 増加」， 家族 領域で の 「サ ラ

98

リー
マ ン ー専業主婦家族の安定 と生活水

準の 向上」， 教育領域 で の 「学校教育 の

職業振 り分 け機能 （パ イ プ ラ イ ン ・シ ス

テム ）の成功 と学歴上昇」が人々 に希望

を もた らして い た （第 4 章）。

　1990年代 に 入 り， 不安定化 が進行す る 。

職業分野で は ニ ュ
ー エ コ ノ ミ

ーが労働力

を二 極化 し， 「夢 見 る使 い 捨 て 労働者」

と して の フ リー タ ーを増加 させ （第 5

章）， 家族 は 未婚 の リス ク ・ 離婚の リス

クが 高ま り， 「サ ラ リーマ ン
ー
専業主婦」

家族 が 不安定 化す る （第 6 章）。 教育分

野で は ，
パ イ プ ライ ン ・シ ス テム に 「漏

れ 」が お こ っ て ， 漏 れ て落 ちれ た もの が

「フ リー ター」 に な る 。 若者 に は ， 学歴

に 見合 っ た仕事 に就 けな くな る不 安が広

が り ， 勉強 し て 上昇 異動す る期待 も失わ

れ る 。

一方， 漏れ る確率の 高い 層で は
，

む しろ過大 な期待 をあき らめ る機会が な

くな っ て い る （第 7章）。

　 こ うした不安定 な社会 で ， 「努力 が報

われ な い 機会」が増大 し， 希望 を もて る

人 と もて な い 人 の格差が拡大 してい る 。

希望な き社会で 「労苦」を忘れ逃れ よう

と い う人 が 増加 して い る こ とが
， 嗜好

（ア デ ィ ク シ ョ ン ） として の 薬物中毒等 ，

絶望か らの 犯罪 ， あ るい は
， 社会的ひ き

こ も りな ど の 増加 に つ な が っ て い る 。
そ

して ，
パ ラサ イ ト ・シ ン グル や フ リ

ー
タ

ー もそ う した 「労苦」か らの 逃走で あ り，

社会 の 荷物 ， 不 安 定 要 因 と な る と い う

（第 8 章）。 だ か ら対策が必要で あ り， リ

ス ク化や二 極化 に耐 え うる個人 を公共政

策で 作 り出す こ とが重 要で あ る 。 具体 的

に は ， 能力開発 の機会の提供 と努力が 報

わ れ る こ と を実感で きる仕組み ，
カ ウ ン
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セ リ ン グの 強化な ど の 対策 を総合的に 行

う必要が ある （第 9章）。

　 ク リア に現代社会 の状況 を切 り取 っ た

著作で あ る。

一
貫 したス トー リーが 強い

イ ンパ ク トを残 し， この 本が話題 を呼ん

だ こ とに納得が い く。

　 さ て ， 「あ とが き」 に は 学 生 た ち に 現

状 を認識 し て も らわ なけれ ば な らな い と

い う想い か ら始めた講義が もとに な っ て

い る と記 され て い るが ， お そ ら く講 義に

は
， 強 い 個人 と な り 「夢見 る使 い 捨て 労

働力」 に は なる な とい うメ ッ セ
ージが こ

め られ て い た の で は ない か と想像され る。

「運頼 み 」の 「漏れ 落 ち た 」若者 た ち と

い う非正 社員 の若者 へ の ラベ リン グは ，

そ う した背景 を想像 しな けれ ば ， 理解 し

がた い とこ ろが ある 。

　また
， 本書 に は統計 データ が多数用 い

られ て い る し ， 実証的な調査研究 を手が

け られ て きた著者で あ るだ け に
， デ ータ

の裏づ けが欲 しい 議論 もあ っ た ． 例えば ，

職業高校 を特 に漏 れ の 多 い パ イ プ ラ イ ン

だ とした り， 専門学校 と各種学校 を
一
括

して 漏れ を前提 と した新 た な パ イ プ ラ イ

ン だ と指摘す るあた りは ， 学校卒業時点

で の進路 データで の 確認 が欲 し い とこ ろ

で ある。 （デー タの 扱 い 等 へ の 疑 問 は ，

す で に ， 本 田 （「日 本 労 働 研 究 雑 誌 」

No ．540， 2005．7）の 評が 的確 な指摘 をし

て い る 。 ）

　第 9 章で 提案 さ れ て い る公 共的支援 に

つ い て は大変賛 同す るが
， 効 果的 な支援

とす るた め に は若者の側 の発 想や理屈 に

沿 っ た展開が必要で ある 。 政策発動 を促

すた め に ， あえ て強 い イ ン パ ク トの あ る

議論 とす る必 要が あ っ た の か もしれ な い

が ， 私 に は ， 中核的労働力 とな っ て い な

い 若者た ち を夢 み るだけの 1丿ス クか らの

逃走者 と決 め付 ける の で はな い 議論 が必

要だ と思わ れ る 。
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