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特集テ ー マ 　〈「格差」に挑む〉 につ い て

紀要編集委員会

　生活保護世帯 ・就学援助世帯の増加 をは じめ とし
， 若年層に お ける非正規雇用 の

増加や ，
い わ ゆ る 「ワ ーキ ン グプ ア」の 広が り・「相対的貧困率」の 高 さ な ど

，
1990

年代半ぼか ら今日に 至 る 日本社会 に お ける経済的な格差の 拡大 ， と りわ け格差の 底

辺部分の 広が りが 指 摘 され て い る 。 格差 は また ， 経済面 を基礎 と しなが ら も ， 生活

の 社会的 ・文化 的局面に 及ん で い る と い う点 や ， 地域間の 格差拡大な ども着目さ れ

て い る 。 1950−60年代 に始 ま る経済成長期 に お け る 「格差の 縮小 」時代か ら ， 日本社

会 の 「平等神話」や 「総 中流神話」が あ る程度幅 を きか せ 浸透す る こ とが で きた 1980

年代や90年代初頭 ま で の 時代 と比 べ るな らば ， 社会構造 に お い て も社会像 ・社会認

識 に お い て も，
こ の 間に重大 な様変 わ りが起 こ っ た こ と は間違い ない だ ろ う 。

　「格差 は ， そ もそ も人間社会 に つ き もの だ」と言 っ て し ま えばそれ まで か も しれ な

い
。 しか し何 らか の規準で 見 た 際に そ こ に 「差」が ある と い う状況 を敢 えて 「格差」

と呼ぶ とす れ ば，   そ の量的 な差 の 開きが 「何 らか の 上下 関係」 を想起 させ る よ う

な質的な差 に まで 画然 と広が っ て い る と い う場合 ， ある い は
，   本来平等で ある べ

き と い う理 念的要 請か らは 「あっ て はな らない 差」が そ こ に存在す る と見 られ る場

合 （男女格差 ， 民族格差 ， な どな ど）， とい っ た この 用語の使用理 由が 考えられ る だ

ろ う。 だ とす れ ば 「格差 な ど世 の 中に つ き もの 」 と澄 ま し て は い られ な い
， む し ろ

「かな りの 問題性が そ こに あ る」とい うイ メ
ー ジ喚起力 を 「格差 」とい う言葉 は持 っ

て い る 。
こ の 10年余 に 日本で 進 行 して きた 社会変化 に 対 して ， 「格差」・「格差社会」

と い う表現 はそれ だ けの 社会問題性を提起 し ， か つ そ れ を シ ン ボ ラ イ ズす る言葉 と

な っ て い る。

　こ うした 時代状況の 中で教育の 営み とい う文化領域 は ， 格差問題 に とっ て の
一

つ

の 結び 目に な る よ うな重要な位置 を 占めて い るだ ろ う 。 と言 うの は
，
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（1）その よ うな 格差 と底辺 の 広が りに伴 っ て 「子 ど も とその家族 （子育 て を含め て）」

　の あ り方が ど う変化 ・課題化 して い るのか 自身が ， 子育 て ・教育問題で あ り，

（2ぽ た ， その よ うな子育 て ・家族生活変化を心身 に 刻 ん だ子 ど もた ちが 学校 をは じ

　め とす る諸教育機関に や っ て来 る の で あ るか ら， そ こ に は子 どもた ちが 背負 っ た

　格差問題 の諸機関内部 へ の浸 透 と反映 とい う状況 が あ る 。

（3）それ とは逆の 関係 として ， 幼児教育か ら各学校段階， 高等教育 までの 諸教育機関

　の 今 日的 なあ り方が ， そ こ で の 産出 （学習者た ちの 学力 ・進路 ・キ ャ リア ・逸脱

　な どを含 め て ）を通 して ， 家族 ・地域間の 格差 と底辺 の広が りを事実上再生産 す

　 る働 き をす る と い う面が 注 目 され る 。

（4）そ こ に は ， 社会的格差の 侵入 ・再生産 領域 と な っ て い る教育 シ ス テ ム 自体が ， 制

　度 と して 内部格差 （学校間 ・大学問格差 な ど） を拡大 させ ， その 底辺部分 の 広が

　 りが見 られ る とい う問題 が伴 っ て い る 。

（5）それ ら（1）〜（4＞の 問題 ・ 課題 は また必然 的に ， それ らを受 け止 め て それ を少 しで も

　「是正 」 し ， 「支援」 しよ う と い う意図 ・指向 ， そ して政策や教育機関運営
・実践

　 に ど の よ うな現代的あ り方 ・性格 を もた らしまた 要請 して い る の か とい う課題 を

　提起 して い る （そ れ は単 に 理 念や 希望だ けの 問題 で な く， 現実の 中で すで に 展開

　 して い る こ とが らで あ る）。

　本特集 は ， 教育 の 営み に絡ん で 現 実に進行 して い る格差 問題 に対 して ， 以上 の よ

うない くつ か の視角を持ちなが ら
，

この 「格差 と教育」 と い う追究課題 に く総論〉

的 ， お よび各課題領域 ご と く各論〉 的に アプ ロ
ーチす る もの で あ る 。

（文責　　特集担 当の
一

人 として ，　 久冨善之）

6

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　


