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「教育問題」 と して の 少子化

伊藤茂樹 （東京学芸 大学）

　本報告 で は、1990年6月以降 「1．57 シ ョ ッ ク」とい う形で

社 会問題 化 した 「少子 化」 とい う現 象が、どの よ うな人 々 の ど

の よ うな書 説 に よ っ て 、い か に構成 され 、推移 して きた か をあ

とづ け、日本 祉会 にお け る子どもと教育をめぐる 闊題状況 の 構

成 の され 方 の 特質に つ い て 考察す る。

1 ．問題の 経 過

　出生．率 （特 に合計特殊 出生率）は、厚生省が 発表す る 「人匸1

動態統計」 に基づ い て 毎年報道され る G こ れ は 74年 に 「人 口

置換水準」 とい わ れ る Z．08 を下 ま わ り、そ の 後 80年代前半 に

ゃ や もちな お した後、85 年以後低下 を続け、　「出生率 の 低

下 」　「子 ども数の 減少」 は 徐 々 に 注 目され る よ うに な っ て い

た 。 しか し、こ れ を一
挙 に社会問題化させ た の は 90 年6月 に発

表され た 「平成 元年人ロ 動態統計」で あ る 。 こ こ で は、89年

の 合計特殊出生率が 1．57 と 「ひの えうま」 の 66年 （158 ） を

も下まわ っ て 史上最低を記録 した こ と と、前年か らの 減少幅が

0，09 と大 きくなっ た こ と が 強調 され た の が 問題化 の 直接の

きっ か け で あ る 。 　「1．57 シ ョ ッ ク 」と言 わ れ る ゆ えん で あ

る 。 また、出 生率の 低下 と それ に 起因する子 ど もの 減少を表わ

す川譜 と して 、 「少子化」 とい う言葉が 用 い られ る よ うに な っ

たの も、　「1．57 シ ョ ッ ク」以後で あ る 。 それ まで は 「出生 率

低下」 や 、 「少産化」 とい う人口 学的 な 用語 が 川 い られ て い

た 。 　（「1．57 シ ョ ッ ク」以前に 出生率低下 の危機 を訴えて い

た 言 説で 代表的な の は、厚生大臣の 懇談会で あ る 「こ れ か らの

家庭 と子育て に 関す る 懇談会」　（座長 ：木村尚三郎）の 報告書

（1990 年 1月 ）で あ る 。
こ れ は 「古 代 ロ ーマ の 末 期 が そ う で

あ っ た よ うに 、未来を担 う子 ど もが 減少 し、人 々 が 未来に 夢 を

持 た な くな る こ と は、文明が 蓑退す る一
つ の 前兆 で ある とい わ

れ て い る」 とい う、　「1．57 シ ョ ッ ク 」以 後頻 繁 に 引 用 さ れ る

よ うに な る 警告を行 っ た。）

　 こ の 後、政府 や 政党 に 出生率回復策を検討す る委員会 や 会議

が 続 々 と設 け られ （例えば 「健や か に 子 どもを生み育 て る 環境

づ くりに関す る 関係省庁連絡会議」　「子 どもが健や か に 生 まれ

育 つ ため の 環境づ くり推進会議」）、多様な言説がなされ る よ

うに な っ た 。 91 年6月に は合計特殊韻生率が さら に 1．53 に ま

で 減少 した こ とが 報 告 され 、危機感 に拍 車 をか けた 。 92 年 11

月に は 経済企 画 庁が 「少子 社会 の 到 来、そ の 影響 と対応」と題

す る 「国民 生活白書」を発表 し、少子化を国家的課題 と位置づ

ける こ とが さ らに 正 統 性 を確 立 した 。

2 ．少 子 化 問 題 の レ トリ ッ ク

a ．問題 の 立 て方の タ イ プ

　 少子化 を問題 に す る 言説 に は、大 きく分け て そ の 原因 を検討

す る もの と、少 子 化 に よ る影響 を検討 す る もの が あ り、こ れ は

問題をどうみ るか とい う論者 の 立場 と 関わ っ て い る 。

　
’
原因を検討す る言説 は、原因 と して あげられる現象の 方がむ

しろ問題で あ り、少子化 は そ の 当然の 結果で ある とい う前提 に

立っ
。 こ れ は、女性が職業 と育児を両立で きる体制が整 っ て い

な い た め に 出産 を拒否 して い る の だ とい う 「出産 ス ト」説 （例

えば 冨士谷、1991 ） や 、立場 は 逆 で あるが、女性が 「男まさ

り」 に 職 場 に 進出 して 家庭 に 価値 を 認め な くな っ て い る か ら 出

生率 が 下が る とい っ た論 （典型 rl9に は 渡部、1991 ）に み られ

る
。

こ れ ら は、原因で あ る現象 を解 消 す れ ば、少 了
L
化 の 傾 向 は

い ず れ お さま る 、と して 少子 化 じたい は さ ほ ど深 刻 に受 け とめ

ない
。

　逆 に 少子 化の 影響 に 焦 点 を当 て る言 説 は、問 題 を よ り深 刻 な

もの と考える 。
こ こ で は 、少子化の 結果生 じる と され る労働力

不足 や社会福祉負担の 増大、さ らに は E1本経済の 活力 の 低下 と

い っ た現象の 深刻 さが、少子化 を問題 と訴 え る 際の 根拠 と して

列挙 され る 。 そして 、こ の 傾向が 今後 も続けば 大変な こ と に な

る 、と して 少子化 を解消す る た め の 対策 が提 案 され る。政 策担

当 者 や 経 済 学 者 の 論 の 多 くが こ の タ イ プ に 属 し、少子化が 祉会

問題 化するの を リードして きた論調 と言え る 。

b ．とり あえ ずの コ ン セ ン サ ス

　原因t 影響 の そ れ ぞ れ を重 視 す る言 説 は、基 本 的 な 前提 が 相

反す るに もか か わ らず、現在の とこ ろ 問 題 の 認識 と対策 に 関 し

て コ ン セ ン サ ス を形成 した ようで ある （「女性は家庭 に帰 れ」

と い う論 は、公 の 場で の 言説と して は も はや 少数派 で あ り、影

響力 は 小 さ い と思 わ れ る）。 この コ ン セ ン サ ス とは、少子化 の

主 な原因は 女性 が 職 業 と育児 を両 立 す る の が ［uakな 状況 で あ

り、子育 て を支援す る体制 を 行政 、企 業、地域 、家庭 に お い

て 、男性 も協力 して驚備 して い か な け れ ば な らな い 、と す る も

の で あ る 。女性 の 職場進 出 を不 可 逆 の 趨 勢 と と らえた うえで 、

就業 して い る 女性 が 「生 み た くて も生 め な い 」状況を理解 し、

生 み 育て る こ とが で きる 環境 をつ くっ て い こ うと い うの で あ る

（例えば労働省総合政策課の 三 船 は、今後の 労働政策の 基 木 的

な 指針と して 「職業生活 と家庭生 活 の 調 和
・両 立 と男女共同参

画型杜会 の 実現」 を唱 えて い る 。三 船、199Z ）

　 こ うして と りあ えずコ ン セ ン サ ス が 形 成 され た わ け で あ る

が、こ れ は 2 つ の 意味で 悶題 の 解 決 に は まだまだ遠 い もの と言

える 。

　まず、 「子 育 て支援」体制 の 確立 に 異論 は 出な い が、そ の 実

現 に は 各領域 で 多大 な 園 難が 伴 い 、容易に 実現 で きる もの で は

な い と い う認識がある と思われ る 。 むしろ、そ の 実現困難性を

見越 して い るか らこ そ コ ン セ ン サ ス が 形成で きた と言 え る か も

しれ ない 。 出生率圓復は 当分見込 め ない とい う人口 学的な予測

（例 えば厚生省人 口 問題研究所 、1991 ） の 圧倒 的 な力を 前

に 、一
縷 の 望 み をそ れ ぞ れ が こ こ に 託 して い る と い う感が あ

る 。

　さらに、この よ うな コ ン セ ンサ ス じた い へ の 疑澗 も提畠され

る 。
つ ま り、子 育て 支援の 体制が 整 い さえ す れ ば 女 は子 ど も を

生 ま な け れ ば い け ない のか 、とい う異議 で あ る 。 　「生 み た くて

も生 め な い 」状 況 の 改 善 が、生 め る状況 に な れ ばみ な生め 、と

い う方向 に す りか え られ る危険を訴え、出産 は個人や 夫婦 の 自

由 意 志 に よ る私 的な営 み で あ る こ と を確認せ よ とす る主 張 で あ

る 。 　「生 み たくて も焦めな い 」 とい う現実 は、　「生 み た くな

い 」 と は 容 易 に言 えな い 日本的状況 に お い て 、生 み た くな い 際

の 格好の 言 い 訳 に な っ て い る 面 が あ る が、子育 て 支援体 制 は

「生 み た くな い 」意志 の 尊重 を確認 した うえで 確立 しな けれ ば

な ら な い とい うの で あ る 。 上述 の コ ン セ ン サ ス 形 成 に 対 して
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は、 「女性の 声」 が こ れ まで に な く反映 され た と言 っ て よい と

思 われ る が v しか しその 際 の 「女性」 と は…・
義的に は 「生 み育

て る 性」 と規 定 さ れ た もの だ っ た の で は ない かとい う疑義 と言

え よ う （こ の ような もの と して 例えば森、1992） 。

3 ．少 子 化 と子 ど も、教育

　 少子 化 とい う問題 が 構成 され て き た経 過 とそ こ で 用い られ た

レ トリッ ク をみ て きたが 、少子化 と は一・義的 に は 「子 ど もが 少

な くな る 」現象 で あ る以一ヒ、子 ど もをめ ぐる 言 説 が 展 同 され る

の は 不可 避 で あ る し、教育 に つ い て も様 々 な こ と が 述 べ られ

る 。

a ．教育費の 増大、受験戦争、萵学歴 化

　少子化 の 主 要な 原因 の ひ とつ と して あげられ る の が、教育費
の 増人で あ る 。 こ れ は 「子 ど もは （もう）欲 しくない 」理 由

や、少 子 化が 進行 した 理由として 世論調査 で 選ばれ る割合 が多
い （例えば 経 済企画庁 「平成 4年度国民生 活選好度調査」）ほ

か 、経済 ≠的 に、子 育 て に か か る 費用が 教育費の た め に 上昇 し

て い る
一
つ∫で 、子 ど もの 効 用 が 低下 して い る と説明され る こ と

もある （例 えば 河野、1991 ） 。 こ の 原因 も大方の コ ン セ ン サ

ス を得て い る が、先 に み た 「職 業 と育 児 の 両 立 の 困難」が
、 苴

雌 子どもを生 まな い 原因、と して 語 られ るの に 対 し、教育費

の 問題は去壁 子 どもを育て る こ との 困難 と して 語 られ る。

　 しか し、教育費の 増大 は た だ そ れ だ け と して 語 られ る わ けで

は な く、教 育費の 増大の 原 因 と して 受験戦争 が あげ ら れ る の が

つ ね で ある
。 受験戦争

．が 過熱 し、私立学校や 塾 ・予備校 などが

ブー
ム とな っ て い る こ とが 教育費増大の 主な 理由 で あ り、そ の

対策と して 、受験戦争解消の た め に、個性 に応 じた ゆ と りあ る

教育を実現 しなければな らない とさ れ る （例 えば 『国民 生 活 白

男
『
』）。

　 しか し、こ こ で 言 われ る 受験戦争と は、望 ま しい 現 象 と して

の 高学歴 化 を 「病理」 の 意味 を含ん だ川 ，111 で 言 い 替えて い る に

過ぎず、　「本来の 教育」 に 反す る もの と して 「病理的教育」を

対置する、教育問題 に お ける常套的な レ トリ ッ ク で あ る 。 少子

化の 直塵 L原因と して 重要 と言 わ れる 女性の 晩婚化 も、女牲 の

高学歴化 に 負 うと こ ろ が 多い わ けで あ る が、こ れ も望ましい 傾

．向 で あ る とい う前 提が あ り、否 定す る こ と は で き な い
。 しか

し、少子 化が 進 む と1人 の 子 ど もに か け る 教育期待や 教 育費は

増大 し、さ ら に 高学歴 化す る とい う循環 的 な プ ロ セ ス を た ど

る 。 この 意 味 で、少子 化 と高 字歴化の 問 に は、受験 戦争とい う

レ トリ ッ ク で は bl“｝ しきれ ない ジ レ ン マ が ある と
一

え よ う。

b．パ ー
ソ ナ リテ ィ と発達

　 教育費 の増大や受験戦 羯 ま、少子化の 原因とさ れ なが ら実 は

結果で もあ るが、一・
方、エ麺 悪影響 として 指摘 さ れ る の

が 、まわ りに子 ど もが 少 な い こ とが 発達 に対
’
して 好ま し くな い

とい うもの で ある
。 親子 関係、特に 母

一
」 関 係が 濃密 に な っ て 1†

えが 許容され た り、き ょ うだ V）との 人 間関係 を通 じて 発達上の

諾課題を達成 して い くこ とが 困難に なる結果、自立の 遅れ や、

協調 性の 欠 如 な どパ ー
ソ ナ リ テ ィの 杢 み が 危惧 さ れ る 。

　 学校や 地域 とい う単位 で も、同年代の 子 ど もが 身近 に 少ない

と、遊 び な どの 社会的経験が 乏 しくな り、同様 の 問題が 生 じる

とされ る 。
つ ま り 「『杜 会 の 中 で もまれ る」機会や 『人 と人 の

闘で 育つ 亅機会 を 減少 させ る お そ れ 」が あ り、 「さ ま ざ まな 人

間関係 の 中 で 多様 な 価値観の 存在や が ま ん す る こ と な ど を学 ぶ

機 会 が 減 少 し、創造 性 や 活力 を 失うば か りで な く、社会性 に 欠

け、人 の 心 の 痛 み を 感 ず る こ と が で き な くな る な ど、子 ど もの

健や か な成長 に大 きな影響をもたらすお それ」　（「こ れ か らの

家庭 と子育て に 関す る 懇談会」報告荘）が 指摘 され る。こ の 報

告iLで は、こ うした子どもと家庭をとりまく状況の 変化を 「縮

小化 と希薄化」 と まと めて い るが、か つ て の 家庭 や 地域 に おけ

る子 ど も を と り ま く人 Rlllva係 は 濃 密 で 全 体 的 な もの で あ っ た と

とらえ、そ れ が 失われ つ つ ある こ とへ の 危機感の 表 明 ととる こ

とが で きよ う。

c ．その 他 の 影響

　子 ど もや 教育に 関連す る その 他の 影響 と して 、教育機関 の 余

剰や 縮小、子 ども ・教育 関連 礒 業の 哀退 、大学卒 業者 の 質の 低

下 が あ げ られ る ほ か 、労働力不 足 とい う問 題を介 して 、外 国 人

子 女 の 教 育 保 障 や 生 涯 学 習 の 阻 出 と い っ た 問 題 が 指摘 され る

（r国 民生 活白 曹亅 、河 野 （1990 ）、岩 木 （199P な

ど〉。こ れ らは 中 ・
轟期的 な 影響 と して 予 測 され る もの で あ

り、その 妥当性 は今後検証され て い くべ きもの で あ る が、現在

の とこ ろ こ う した 影響 は全社会的 な問題 とい うイ メ
ージは さほ

ど喚起 して い な い と思 わ れ る 。

4 ．少子化 とい う 「澄食」

　70 年代 か ら・一部 で 指摘 さ れ て い た 出 ノ1．率 の 低下或 い は 少 産

化とい う現象 は、　「1．57 シ ョ ッ ク 」 を経て 「少子化」 と・い う

名称 を与え られ た 。 「少産化」と 「少 子 化」は・一・’f：しか 丿麁わ な

い が 、後者 は現 象 を問題 と認 識す る際 の 前提 や イ メージ を表現

して い る とみ る こ とが で きる 。 「少産 化」は子 どもの 出生数が

減 っ て い る とい う現象 を記述す る 用
1
「

に 過 ぎない 。こ の 語 を用

い て 「1．57 シ ョ ッ ク」以 後 に 広 ま っ た よ うな 不安 を表明す る

言 説 もな くは な か っ た が、 「子 ど もが 少 な い 社 会 」 へ の 不 安 を

当初 か ら含意 させ られ た 「少 子 化」 と は 異 な り、ニ ュ
ートラ ル

な 語 で あ っ た と看 える 。

　少 子 化を問題 に す る 際 の 前提 と して 、 「未 来 社会 を担 うも

の 」とい う子 ど も観を読み と る こ とが で き る 。 こ れ は 世 論 を

リ
ー

ドしよ うとす る言説 の み な らず、・・一般 に浸透 して い る （総

務庁 「児童 の 実態等 に 関す る 国際比較調査」　（1979 ）で は 、

「子供 を生み 、育て る こ との 煮味」 と して 「次 の 社会をに なう

世代 をつ くる」 を 選ん だ 者が 61．7％ と、5か 国 il 最も多い ） 。

子 どもに こ の よ うな 意味や 願 望 を託 して い る に もか か わ らず ．

そ の 子 ど もの 絶対数が 減 っ て きて い る、そ して 今後も減 り靴 け

る と い うこ と は、不安を掻 き立 て ずに は お か な い
。　「子 供 の 数

が 減 り、近 所 づ きあ い が 少な くな り、家庭 が 変 わ っ て い く。そ

れが 永遠 に 続 い て い くとい う不 Eが あ る （竹内 h、）」　（シ ン ポ

ジ ウ ム 「2020 年 の 衝 撃
一IM ．率の 低下 と 変 わ りゆ く ili本 社

会 」 、90 年 11 月1 目 ） とい う発 言 は ま さに こ れ を表明 して い

る 。

　
一

般 に 社会 ll1】題 は、村 会の 外 部 か らの 攻撃 と イ メ
ージ される

場合 と内部 か らの 浸食 と イ メ
ージ さ れ る場合が ある 。 前名の 場

合社会問題 は、異貞な他者が3［会の （象徴的な意味で ）外部 か

ら攻撃して くる こ と に よ り
1
社会 を危機 に 陥 れ る と イ メ

ージ さ

れ、こ うした 例 と して 凶 悪犯乳や 外 来 の 伝染病が あ る。一一・
方後

者 で は、社 会 は 自分た ち と 同 質の もの に よ っ て 内側 か ら没食さ

れ つ つ あ る とイ メ
ージ さ れ る 。

こ の 際 の メ タフ ァ
ーは 「病い 」

で あ り、近年社会問題 は こ の ように イメ
ージ される場合が多く

な っ て い る 。

　 少子化 と い う問題 は、内部か らの 浸食 と と らえられ る社会問

題 の 典 型 とみ る こ とが で きよ う。 子 ど もを生 まな か っ た り、1

人 しか 生 ま な い 最近 の 央 婦 た ち は、祉会 に と っ て 決 して 外部か

ら来 た異 端者で は な い 。 子 ど もを生まなか っ た り1人 しか 生 ま

ない 理由が、こ こ まで み た よ うに十 分 に 了 解 可 能と され コ ン セ

ン サ ス が ある 以 」、そ の 結 果 と して の 少子 化を、わ け の わ か ら

な い 逸 脱 者 に よ る攻 撃 と と ら える こ と は で きな い
。 そ して 、そ

れ が 究 極 ま で 進行すれ ば 社会は 消失 して しま うわ けで あ り、攻

撃者 が や っ て 来た わ け で は な い の に 内側か ら 「崩 壊」す る こ と

に な るの で ある。
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