
The Japan Society of Educational Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Soolety 　of 　Eduoatlonal 　Soolology

書 　評

執筆者の 「層」に 注 目して さ らに分析す

る こ とが 求 め られ るの で は ない か ， また ，

（3）確か に朝鮮総督府 の 教育政策 は ， 朝鮮

民衆 を蔑視 して 差別的 に扱う もの で あ っ

た が
， 朝鮮民衆の 日本語力や文化の 違 い

に 配慮 して それ に 沿 うよ うに進 め られ た

側 面 もあ り，
これ は巧妙 な日本化の 過程

に しか 過 ぎなか っ た か もしれ な い が ， 朝

鮮民衆 の 上記 の よ うな要求 に だ け影響さ

れ た とは言 えない の で は な い か 。 そ して ，

（4潮 鮮総督府 の近代教育遂行の
“
余波

”

を受 けて ， こ の よ う な 朝鮮民衆 の 「対

応」 も もた らされ て い る とい う関連性 に

もR を配 る必要が あ っ た の で は ない か
，

な どで あ る 。 以 上 ， 若干 の 疑問をも っ た

が い ずれ著者 自身か ら聞 い て み た い と思

っ て い る 。

　 と はい え ， 本書 は これ まで の 朝鮮植民

地教育史研究の 手薄な部分 を補 っ た貴重

な研究で あ り， 著者 自身の 朝鮮植民地教

育史研究者 と して の 確か な地 歩をさ らに

固め た会心の 研究成果で あ る と言え よ う。
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■　書　評　■

清水睦美 ・児島　明 ［編著 ］

「外 国人 生 徒 の ため の カ リキ ュ ラ ム 」

東京学芸大学 佐藤　郡衛

　外国人 児童 生徒 に 関す る研究が 開始 さ

れ 10年以 上経過 し，多 くの 研究成果が蓄

積 され て きたが ，
こ こ に きて その 研究は

や や停滞 して い る よ うに 思 える 。 こ うし

た 中で 最近注 目す べ き書籍が 刊行 され て

い るが
， 本書もその 1 冊 で ある

。 本書 は
，

副題 が 示 す よ うに 神奈川 県大和市立 下福

田 中学校 を舞台 に した 「学校 文 化 の 変革

の 可能性 を探 る」実践の 記録で あ る 。 そ

の 中心 は ， 学校 の 教育課程 に 正 規 に位置

づ けた 「外国人生 徒の た めの 学習」で あ

る 「選択国際」の 取 り組みで あ る 。 1部

「学校文化 と外 国 人生 徒 との 関 係 を探

る」， II部 「外 国人 生 徒の た め の 授業づ

くりへ の 参画 」， III部 「当事者か らみ た

外国人 生徒 の た め の カ リキ ュ ラ ム 」 とい

う 3 部 19章 か らな る 。 1 部 は ， 「日本 の

学校 に お け る外国人生徒 とい う存在 を ど

の よ う に 認識 す るか 」 とい う問か ら ，

「選 択 国 際」 と い う実践 を立 ち 上 げ ， そ

れ が どの よ うな意味を も っ たか を中心 に

記述 ・ 分析 さ れて い る 。 H 部は 「そ の実

践 に どの よ うに 関わ り， そ こ に 何 を見い

だ し て きた か 」に つ い て 異 な る立場 か ら，

教育実践 に意味 を見 い だ して い る。 III部

は 当事者か らみ た教育実践 の語 りで あ る 。

まず ， 本書の特徴 を通 して その 意義 に つ

い て述 べ て み た い
。

　第 1 は ， 外国人 生 徒に か か わ る教育 実

践 を多角的 に 描 き 出 して い る点で あ る 。

中学校教師 ， 研究者 ， ボ ラ ン テ ィ ア ， 地

域の 外国人青少年 とい う異な る立場か ら

「選 択 国際 」 に か か わ っ た 実践 が詳細 に

記述 され て お り， 中学 校 に お ける 外国人
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生徒 をめ ぐる現実が描 き出されて い る 。

編者 の 「1つ の 授業づ くりの ， 狭 い 意味

で の 実践報告に 終わ らない 」よ うに した

い と い う意図が 成功 して い る 。 異な る人

た ちが それぞ れの 立場 か ら， 実践 の 葛藤

を含 めて多角的 に記述 してお り，
こ こで

描 き 出さ れた 「事 実」が リア リテ ィ を も

っ て 伝 わ っ て くる 。 「外国人生 徒 の た め

の カ リキ ュ ラム 編成」に お い て は ， 「外

国人 生徒が共通 の 足場 を構築 で き るよ う

な場 を保障する こ と」， 「各自が 固有の 経

験 を語 る こ との で き る 場 を保 障す る こ

と」が必要だ と い う主張 は， 具体的な 実

践 との 関わ りか ら導 き出 して きた知見 だ

けに 説得性 をもつ 。

　第 2は 「境界」 とい う分析概念 の有効

性 で ある 。 「境界」 と い う概 念 に よ り，

教 室 で の 「外 国人 生 徒」 と 「日本 人 生

徒」 と い う固定的な関係の組み換えの プ

ロ セ ス を詳細 に描 き出 して い る 。 「外 国

人 生徒 が 日本人生 徒 と新た な関係 を築 け

る」 よ うに ， 「境界線 の 問 い 直 し と新 た

な境界 線の 設定」 とい う授業実践が外国

人生徒 に何 を もた らした か を明 らか に し

て い る。 この た め本書は ， 実践記録 と し

て だ けで な く， 教育社会学的な 研究 と し

て も意義が ある。外国 人生徒の 教育で は ，

構造的な関係性 の 組み 換 えや 支配的な 学

校文化の革新を射程に 収めた実践 を進 め

な けれ ばな らな い が
， その 実践 を分析す

る 上 で 「境界」 と い う概念が
一

定の 有効

を持 つ こ とが 具体例 を もと に 示 されて い

る 。

　本書 は ， これ か らの 外国人 生徒教育の

実践 と研究に重 要 な示 唆 を与 えて くれ る 。

次 に本書の 課題 に つ い て 述 べ る。 まず は ，
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集団 と個の関連 をどの ように と らえるか

とい う点 で あ る 。 「外国人生徒 とい う共

通の 足場」が必要な こ とを指摘 して い る

が
，

これ は これ まで 外国人教育 に お い て

主 張 され て きた点で ある 。 しか し， 同化

や排除 へ の 抵抗 を契機に ， 外国人 の い わ

ば 「主体」の構成 をはか る とい う関係構

築が ， 外国人 と い う集団内部 の均質化 を

もた ら し， 集団が個 を抑圧す る よ うに な

る とい う問題 を抱え て きた 。 しか も ， 抵

抗 と抑圧 と い う関係を前提に した 関係構

築が外国人 と い う枠 を本質主義化 して き

た と い う点 も忘れ て はな らな い 。 抑圧 と

抵抗 とい う関係 を前提 にす る限 り， 集団

へ の
一

体性が常 に求 め られ ， 個人 の 自由

が抑圧 され る とい う問題 を抱 え る こ とに

な る 。

　本書で は ， 戦略的に 「外国人生 徒 の共

通 の 足場」を つ くる こ とで ， 「外国人生

徒が 固有 の経験 を語 る」実践 を展 開して

い る が ，
こ の 実践 を進 め れ ば進め る ほ ど

「外 国人 生徒」 と い う集 団 へ の 帰 属 を強

め ， そ こ に
一

体性 を もっ た生 徒の 語 りの

みが ， い わ ば 「成功者」 として描 き出す

こ とに な りは しな い か とい う問題で ある 。

外国人生徒や 当事者の 語 りを取 り上 げて

い るが ， その 語 りが か な り共通 した よ う

に も読 み 取 れ る 。 「共通 の 足場 」 を っ く

る と い う集 団の
一

体化 とそ こで の個 の あ

りよ うに つ い て は検討 を重ね る必要が あ

る 。

　 こ の こ とは ， 外国人 生徒教育の あ り方

をめ ぐる課題に も つ な が る 。 こ こで は ，

異な る立場 の人 た ちが ， 相互作用 を繰 り

返す中で
， 相互 に 影響 しあい

， 実践 の 場

を つ くりあ げて い る 。 実践の 過程 で は新
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し い 課題 が生 じる が ， そ の課題 を解決す

るた め に さ らな る 実践 を共 に展開する と

い うダイナ ミ ッ クな取 り組 みが 描 き出さ

れ て い る 。 実践 の課題解決 を 日指す に は ，

ある べ き方向性 を示さ な けれ ばな らず ，

自ず と 「当為1 の 問題が伴 っ て くる 。 自

分た ち の 実践 の あ り方や そ の妥 当性を ど

の ように 検証 して い くか に つ い て は慎重

な議論が 必要の よ うに 思 う。

　最後 に ，
この研 究を さ らに発 展 ・拡充

させ て い くこ とを研究 グル ープ に は期待

した い 。 「選 択 国際」で 外 国人 生徒が共

通 の足場 を構築 した後 ， それ を手が か り

■　書　評　■

潮木守
一

［著］

「大 学再生 の 具体像」

し て
， 「通常学級」に どの よ うに 参入 し

て い くこ とが で き るか
， その た め に は ど

の よ うな戦略が有効 か ， さ らに は どの よ

うな学校文化が阻害要因に な り， それ を

ど の よ うに 革新で きるか とい っ た分析で

あ る 。
こ の 教育 に長年か か わ っ て きた著

者た ちだ けに ， さ らな る実践研究の 展開

と
， 実践 か ら外国人生徒教育の 分析に 有

効 な新た な概念を導 き出す こ と も期待 し

た い 。

　　　　◆ A5 版 270頁 本体 2，600円

　　　　　　嵯 峨野 書院　2006年 4 月刊

勧 日本 私学教 育研究所 山岸　駿介

　本書 は，著者が所属す る大学で ， ど の

よ うに著者 自身が大 学改革 と関わ っ て き

た の か ， そ の 体験 を克明 に記述 し な が ら ，

そ こ で の 改革の必 要性 と限界を明 らか に

した こ と
。

そ の 上 で
， 我が 国の 大学進学

者の 大半を受け入 れて きた 大衆大学 を再

生 させ るた めの 具体策 を勇敢に提起 した

点 に ある 。

　本書の特徴の 1 つ は ， 第
一

章 と二 章 に

ある 。 こ こで 著者 は名古屋大学 に お け る

改革 ， と くに 5 学部が協力 して 設置 した

大学院国際開発研究科 を中心に ， 創設 ま

で の 過程， 設置後の 運営内容， 海外で の

実地研修 の 体制づ くり ， あるい は大学図

書館の 地域社会 に 向けた休 日開放 を実現

させ た経験 な ど， さ まざ まな改 革の 取 り

組 み に つ い て報告 して い る 。 国立大学 は ，

法 人化 に よっ て ， かな り状況 が 変わ っ て

き て お り， 現在 な ら こ うまで苦労 しな く

て すん だか も しれ な い が ，
っ い 最近 まで

は
，

こ こ で 記述 され て い る こ とは
， 特異

な状況で はな く， そ の 結果 ， 我が国の 大

学が不信 を買 い
， 大 学が何か を し よう と

し て も ， 学外か ら応援団が 出て こ な い わ

けで ，
20世紀 末の 状況 を知 る上 で 役 に 立

つ 。

　ただ ， そ こで の 記 述 は ， 大 学 の 内側 の

人 な ら分か るが ， 企 業や報道 な ど， 学外

者に は 知 られ て い な い こ とが 多 い か もし

れ ない
。 著者 は そ こで ， 教員だ けで な く，

事務職員の 問題 も取 り上 げて お り， そ こ

で 印象深 く書か れ て い る学部 エ ゴ の 具体
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