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『北 海道 新 聞」）。 こ の 間 の 人 口 減少 は，

137万 人に も及ぶ 。北海道 に お い て は ，

夕張市を始 め とす る空知支庁 を構 成す る

個 別の 地方 自治体だけで な く，檜山支庁

等 の 支 庁 レ ベ ル で も，すで に い か にサ バ

イ バ ル す る の か が 地域社会の 課 題 とな っ

て い る 。 これ は 著者が ，山村や離島を例

に 明 らか に した変化が ， 北 海 道の い た る

とこ ろ で 生 じて い る こ とを意 味 して い る 、、

近未来 を予 測す る な ら ， 相対的に 人凵 が

集中す る札 幌市 にお い て も， 大規模な 人

口 減少が不 卩」避 で ある 。

　 とこ ろ で 著者が 明 らか に して い る よ う

に，「平成 の 大合 併」は 人口 減少 に よ る

地 域社会 の 衰 退 に， さらに大 きな否定的

影響 を もた ら して い る ，今井照氏 も 「市

町村数半減 『平成の 大合併』は 大失敗」

（『エ コ ノ ミ ス ト』 2010年 6 月23日号） 等

にお い て ， 「平成の 大合併」に よ る身近

な行政機能 の 喪失が ， 生 活の 場 と して の

集落の サ バ イバ ル 機能 を， 決定的に 損 な

っ た こ とを明 らか に して い る 。 こ の こ と

は逆 に，生 活の 場 と して の 共 同性や これ

と重 なる行政の 機能を作 り出す こ とがい

か に 重要で ある の かが 示唆 して い る と も

い え る 。

　 「成長戦略」 を量の 面で 語 る こ とが不

可 能 な時 代 に ， 生 活の 質を維持 し，そ の

激 烈な低下 を くい 止 め るた めの 課題 は
，

行政機能の 問題は 言 うまで もな く，地域

内の 経済循環 （投資，雇用，地域 通 貨 も

含め た） を再 活性化 も含め て 多い が ，待

っ た な しで ある 。 本書の
一

番の 貢献は，

その 切 迫感 を伝 えて い る点 にあ る 。

　　◆ A5 判 2 巻組

　 　第 1巻　454頁　本体 3，600円

　 　第 2 巻 374頁 本体 3．400円

　 　東京農工 大学出版会　2009年 10月刊

■ 　書 　評　■

広 田照幸 ［著］

『格差 ・秩序不安と教育』

大阪 大学 吉川 徹

　 こ の 人は どの よ うな価値観 を もっ て 教

育や 杜会 をみ て い るの か 。 そ こ を知 りた

い 　　。 わ た した ちをこ の よ うな関心 に

駆 り立 て る 「論客」 に誰 もが なれ る わ け

で は ない 。 まず，徒手空拳に社会を語る

の で は な く，歴 史社 会学 ， 計 量社 会 学 と

い うよ うな専 門分野の 基礎が しっ か りし

て い るこ と 。 その うえで 「こ ん な とこ ろ

に まで 囗配 りを して い る の か」 と驚か せ

る ほ どの 博 覧強記 。 そ して 十 分な 「筆

力」。
こ れ らを併せ もつ 人 の 卞張 だ けが ，

こ うした読 み解 きの 対 象とな る 。

　 もっ とも， 具 体的な事件 ・出来事か ら

大 き く国を左右す る政策や世 界観 まで 広

くコ メ ン トを求め られる の は，大所高所

か ら学 界を見渡 す立場 を知 る 入 に限 られ

る 。 あ ま り下世話 な こ とは書 きた くな い

が，「論 客」で あ る た め の 事実上 の 条件

と して は ， そ うした期待や 要請 を受 けた

経験が 必須で あ ろ う。
い ずれ に して も著
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者 の 広 田 照 幸氏 は ， 中堅 世代 の 主 要 な

「論客」の
一

人で ある 。

　 本書 は， そ の 著者が 直近の 5 年ほ どの

間 に， さま ざまな メデ ィ ア に 異なる 長 さ，

異 なる読者想定で 公表 した論稿20本を，

お よそ400頁の 紙幅 に まとめ た 論文 集で

あ る 。 著者が 何を考え， どの よ うに 発信

して きたか を知 る こ との で きる得が た い

書 とい える 。

　 論及 され る対 象は，国 際関 係論 ，教 育

政 策，格差社会，学校現場の 今 日的課題，

そ して 歴 史認識 … と驚 くほ ど幅広い 。 そ

れ らは大 まか な イ シ ュ
ーご とに 「グ ロ

ー

バ ル 化 と教育」， 「格差 と学力」， 「教 育 と

政治」 とい うセ ク シ ョ ン に 分け られて い

る が， い ずれの 論稿 も今の 社会状況 の な

か で 学校 ・教育は どうある べ きか ？と い

う 「教育社 会学 目線 」で 書かれ て い る 。

　 書物全体の 統合性 を鮮明に させ て い る

の は，冒頭 お よそ30頁の 書 き下 ろ しの 序

論 で ある c そ こ を読め ば もは や 下手 な解

題 の 必要 は な い の だ が ， 評者 は本書か ら

以下 の 2 つ の 志向性を読み取 っ た 。

　 第
一

の 志向は，現下 の 学校教 育を考え

る に は 近 視眼 的 に な っ て は だ め で
， 視 野

をで きる だけ大 き くもつ べ きだ とい うこ

とで ある 。

　 まず ， 時代的視野 を大 きくもつ べ きこ

と 。 著者 は い う。 「教育 は け っ こ う時間

的射程が 長い 営み で ある
，

とい うこ とで

す 。 経済の 領域 で は，た とえばある 経済

政策 を打 っ た ら効果 が上 が らない とい う

結 果 は 短期的に わ か る わけで すけれ ども，

あ る教 育政 策で 自分が 受け る こ と に な っ

た教育の 効果が良か っ た の か ，悪か っ た

の か と い うの は
， 最 終的 には 棺桶の ふ た

書　評

が 閉 まる60年後 ， 70年後に な っ て ， よ う

や く歴 史の 審判 を受ける こ とに なる と思

うん で す （p41 ）」歴 史社 会学 者 と して

の 認識が 述べ られ た箇所 で ある が ， 成人

の 社会学の 視点で 学校教育 をみて い る 評

者 も首肯す る と こ ろ で あ る 。

　次に ， 地理 的視野 を大 きくもつ べ きこ

と 。 本書か らは， い わ ゆ る グ ロ
ーバ ル化

とい う時代の 流 れの なか で 必 要 と され る

状 況理 解，判断力，知識 を次世代 に ど う

伝え て い くべ きか ， と い うコ ン テ ン ポ ラ

リーな視 点が うか が え る 。 日本型 教育 シ

ス テ ム は，確 か に 日本 と い う国家が 国際

競争力 を高め て い っ た高度成長 を下支 え

した 。 グ ロ ーバ ル 化時代の 今， そ うい う

日本の 学校教育の どの 要素 を存続 し， ど

の 部分 を改め る べ きか と い う是 々 非 々 の

選択 を迫 られ て い る ， と著者は指摘する 。

　 さ ら に，政治や経済， ある い は 世代間

関係な どの 学 校教育 を包摂する社 会の 構

成要素の 関係性 に つ い て 視野 を大 き くも

っ べ きこ と 。 学校教育は
， 将来の 労働市

場 に人材 を送 り出す とい う意味で 経済セ

ク タ
ーか ら無縁で はあ りえな い

。 国の 教

育政策 に左右 され た 営為で あ り， 近 未来

の 民 主 主義 を支 え る市 民 を形 成す る場 で

もある の だか ら ， 政治か ら もニ ュ
ー トラ

ル で は あ りえない
。 加 えて ，世代間再生

産 の 媒介項 と して 格差社 会と も不可分 に

か かわ る 。 現状 を近視眼的 に見 る だ けで

は な く， こ れ らの 関係性 を広 く見渡さな

けれ ば ， 学校教育の 望 ましい あ り方 を問

うこ とは で きない
，

と い うわ けで ある 。

　著者の 第二 の 志向は
，

一元性か ら多元

（重層 ）性 へ の パ ラ ダ イム の 転換で あ る 。

　まず教育政 策を左右す る イデ オ ロ ギ
ー
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を一元 的 に とらえるべ きで は な い とい う

こ とが 強調 され て い る 。 新 自由主 義が は

らむ輻輳 した 問題性 を見究め る と きに ，

戦 後 日本型の 「保守　革新」の イデ オ ロ

ギー
対立 の

一一元 的構図 を持ち出 して も，

もは や得 る とこ ろ は大 きくな い 。む しろ ，

新 自由主 義の 名の もと に 進め られ る 多様

な事柄 を ， 曇 りの な い 目で 見究め る 「リ

テ ラ シー
」が必 要な時代 だ と著者は主張

す る 。

　 さ らに ， グ ロ ーバ ル 化に つ い て の 状 況

把握や 日本の 将来像 に つ い て の 予 測 も，

一元 的 で あ る よ りは 多元 的で 柔 軟で ある

こ とが 望 まれて い る 。 複雑 な状 況を正確

に把 握 す る能力こ そ が重要 な時代 だ とい

う指摘で あ る。

　 こ れ ら と関連す る が
， 望 ましい 学力 と

は 何か を考える場合で も，学力 （牛 きる

力）＝将来の 民主主 義を支え る力で あ る

の だ か ら ， 学校教育は
， 固定的 な政治的

価 値観 の 植 え付 け と い う意味で は な く，

社 会情勢 を見定 め つ つ 社 会 に役 立つ 力 を

教 える と い う意味で ，「政治 的」な色合

い を帯 び る こ とをやみ くもに避 けて は な

らない
，

とい う主張 も読 み 取れ る 。

　広 い 視野 と多元 （重層）的 な状 況把

握 　　。 裏を返せ ば ， 視野が 狭隘で
， 単

純 な枠組 み を もつ 教育論 へ の 痛烈な批判

精神 。 こ れ こそが 「論客」広 円照幸の オ

リ ジナ リテ ィ で は ない か 。

　 こ の とこ ろ ，「○○ する な 1」「00 し

ろ 1」 とい う類 の
， 上 か ら 目線 ・恫喝 ・

脅迫系 の 若手の 主張 を よ く見 か け る 。 そ

ん な中に あ っ て ， 単純で 毒々 しい 言葉に

訴 える の で は な く， 「中身の きちん と し

た 腑分 け （p106）」 を提 唱す る 著者の 言

葉 に は 存在感が あ る 。 学校教育の 緊急 の

課題 に つ い て 専 門家か らの シ ン プ ル で 実

践 的な メ ッ セ
ージ を希求す る 人た ちに は，

著者の 言葉 は届 きに くい か も しれ ない が ，

そ こ は 読み 手の リ テ ラ シ
ー

が 育つ の を じ

っ と待 つ しか な い 。

　 い さ さか抽象的な評 に終始 して しまっ

たが ， PISA デ
ー

タ ， 校区安全 パ トロ ー

ル
，

モ ン ス タ ーペ ア レ ン ト， PTA ， 臨

教審 ・中教審，明治の 教育不要論 な ど，

具 体事 象に つ い て の 言 及 の 細部 に も傾聴

す べ き箇所 は多い 。 そ れ は読 んで の お 楽

しみ ， とさせ て い ただ きたい 。

　　　　◆ B6 判　407頁　本体3，600円

　　　　　　　世 織書房　2009年 7 月刊
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］

　

著

評

［

書

踉

■

内

『「児童虐待」へ の ま なざ し
一

社会現象は どう語 られ るの か　』

お茶の 水 女子大学 小 玉 　亮子

　杜 会問題 と して 児童虐 待 を分析 しよ う

とする 試み は
，

上 野加代子の 『児童虐待

の 杜会学』（世 界思 想社 ，
1996）以 降，

徐 々 に積み 重ね られ て きて い る が
， 「社

会問題 の 構 築主 義」 （ス ペ ク ター ・キ ッ

セ ）か ら着想を得た とい う本書 もまた
，
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