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ナ シ ョ ナ ル ・ ア イ デ ン テ ィ ティ と 〈公 〉 認 識
一

イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル ・ス クー ル 選択 を め ぐ っ て
一

中村 浩子 （東京 大 学 大 学 院）

《問題 関心 》

　近年 日本で は 、越境通 学の 容認 、不 登校

へ の 積極的意 味づけ、学校選 択自由化 の 提

唱な ど 、公 教育 に対 す る 人 々 の 信頼に ゆ ら

ぎが 見 られ て い る 。こ う した 動 き は 同時 に、

公共性の 意 味が 問い 直 され 、国 家の 役割 が

問 い 直 され て い る こ と を示 し て い る。本 報

告で は 、こ う し た教 育を め ぐる 〈公〉 なる

もの に対す る検 討が な され る なか、人 々 の

意 識 にお い て 教育 と 国家 は ど の よ うな 関係

に あ る の か を 問題 とす る。

　そ の 際 に本研 究で は 、国 家 ・政府 側 と親

たちの 側 の ま な ざしを対 置 させ 、両 者の 認

識 の あ い だ に 見 られ る 関係 に 注 目す る 。 具

体 的に は 、 国家 ・政府側 の まな ざ しを 公教

育離脱 家庭 に対す る 扱 い に 、親た ち の 側 の

ま な ざ し を公教 育離脱家庭 の 教育政 策 に対

す る認 識 に見 て い く。

《教育 と国家》

　近 年 の 教育改革 に お い て 、教育 を め ぐる

国 家の 役割 を問題 と し て い る の は 私事化 論

で あ る 。そ れ は 、 1980 年以 降 、経 済の グ

ロ ーバ ル 化 と そ れ に 呼応 した産 業界 に よ る

規制緩和や 市 場化要求 の 高ま り の な か で 出

現 し て きた 。 こ こ で 私 事 化論が 目指し て い

る の は 、国 家 が 担 う公 教育 の 統 制主体 と し

て の 役割 を市 場 に移行 させ る こ とで ある。

こ うした私事 化論 に対 する 教育 学者 ・教育

社会 学者 に よ る 批判 に お い て は 、公 教育 の

公共 性 を い か に担保 して い くの か の 議論が

中心 とな っ て い る 。しか し教育の私事化 は 、

「国 民 的 （national ） で 普遍 的 （universal ）

な公 教育 （public　education ）」 （藤田 、1993 ）

を い か に 再構築 して い く の か と い う 問題 を

も含 ん で い る 。

　
一

方個 人 主 義的 な 自由競争 を 目指す向 き

は ま た 、グ ロ
ー

バ リズム に 支え られ た もの

で あ る と言 え る 。 しか し こ うした グ ロ
ー

バ

リズ ム に対す る 批判 の 論 調 も著 し い 。佐伯

（1998 ） は 「こ の グ ロ
ー

バ ル な 時代 に 、国

家 は も はや 個 人 の 自由 と対 立す る 外在 的な

権 力機 関 で はな く、まず は個 人 の 内に あ っ

て 自分 が何者で あ るか を確か める 基盤 とな

る も の 」 で あ り、「も し こ の 意 味で の ナ シ

ョ ナ リズム を本当 に失え ば、そ れ は ほ と ん

ど国 民 を 挙 げて 無倫理 的、没 規 範的 とな る

こ と を意 味す る ほ か な い 」 と警 告す る 。 こ

うし たグ ロ
ーバ リズム 批判 は私事 化批判 と

並 ん で 、行 き過 ぎ た市場主義 に対 す る 批判

と見 る こ とが で き る 。

　 と こ ろ で こ こ で 人 々 の 意識に お け る教育

と国 家 の 関係 を検 討する に あた っ て 、区別

し て お く必 要が ある の は、佐伯 の 言 う 「個

人 の 自由 と対 立 す る 外在 的な 権 力機 関」 と

し て の 国 家 と 、「個 人 の 内に あ っ て 自分が

何者 で ある か を 確か め る 基盤 とな る もの 」

と し て の 国 家 の 違 い で ある 。 そ れ は 、ス テ

ー ト と ネー シ ョ ン の 違 い と言 い 換 え る こ と

が で き る 。私事 化論 に お い て 問題 と さ れ て

い る の は あ くま で ス テ
ー

トと し て の 国 家の

役割 で あ り、私 事化 批判 に おい て もネー
シ

ョ ン を基盤 とし た営み とい う点 に関 して は

検 討が 不十 分の よ うに 思わ れ る 。

《研 究方法》

　以上 の 関心 か ら本 報告 で は 、ネ
ー

シ ョ ン

と ス テ
ー

トと い う、国家の 持 つ 二 つ の 性格
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は 、国 家 ・政府 と親た ち に そ れ ぞれ ど の よ

う に認 識 さ れ 、両 者 は ど の よ う に 関係 して

い る か を明 らか にす る こ と を 目的 と す る。

まず 、国 家 ・
政 府 側 の ま な ざ しを見 る 手段

と して 、主 に文部 省 に よる イ ン タ
ー

ナ シ ョ

ナル ・ス ク
ー

ル （以 下 『イ ン ター
』 と略記 ）

を 含め た外 国人学校 に 対す る扱 い を検討 す

る 。また親 たち の 側 の 事例 と して 、私事化

志 向 とグ ロ
ーバ リズム の 思想 を強 く持 っ て

公教 育離脱 の 選択 を した と考 え られ る 、イ

ン タ
ー

選択家 庭 （特 に 親た ち） を扱 っ て い

る。調査 は 、 1997 年 5 月か ら 1998年 10 月

にか け て 、東京 都内 に住 む 選択家庭 へ の イ

ン タ ビュ
ー

を 中心 に行 っ た 。そ の 中か ら今

回分析 の 対象 にす る の は 、 在 日外国 人 、国

際結 婚家 庭、 日本国籍 家庭 の 20 ケー
ス で

ある 。こ う した 家庭 は駐 在員家庭 な どで は

な く、日本 の 公教育を選 ぶ こ と が で き る に

もか かわ らず 、敢 え て イ ン タ
ー

を選択 し て

い る 家庭 で ある 。

　 公 教育 を離脱 し、イ ン タ
ー

を選択 した親

た ち が 国家 を最 も意 識す る の は 、文部省 に

よ る 認 可が 問 題 に な る と き と思 わ れ る。そ

の 具体的な 現れ 方 と し て は、  国 内の 公 教

育 お よび 高 等 教 育機 関 へ の ア クセ ス の 制

限 、  「義務教 育」 就学 を求め る教育 委員

会等か ら の 督促 、  高額 な授 業料、が 挙 げ

られ る 。従 っ て 今 回は こ れ ら三 点 をめ ぐっ

て 語 られ た デー
タ を 中心 に検 討す る。

《考察》

　 国家 ・政 府側 にお い て 、日本国籍を有 し

な が ら文部省 の 認可 を受 けて い な い イ ンタ

ー
に通 う者 へ の 排 除 は徹底 して い る。 しか

しこ う した イ ン タ
ー

選 択家庭 の 存在 は、国

家 ・政府側 の 掲 げる教 育 の 「国 際化 」 を条

件付 きの も の と し て 映 し出 し て もい る 。グ

ロ
ーバ ル 化が 進 む 今 日、国家 ・政府側 に お

い て は、公 教育に お け る ス テ
ー

トと して の

活 動領域 の 縮小 は意 図 され て も 、ナ シ ョ ナ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1

ル
・

アイ デ ンテ ィ テ ィ形成 の 機能 の 確保 は

一
貫 して 前提 とされて い る 。

　 対 し て イ ン ターを選択 した 親 た ち と は 、
　 　 　 　 　 　 　 　 　 i
グ ロ

ー
バ ル 化 に伴 い 国 境 を越 え た移 動が 物

理 的 に 容易 にな っ た 今 日、教育 に おい て も

国 家の 枠 を越え た 人壷 ある と言 える ． こ

う し た 親 た ち に よ る ス テ
ー

トとし て の 国 家
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

に 対す る認 識 に は、 （i）度外視 型 、（2）納得

型 、 （3）批判 型 の 三 類 型 が 見 られ る 。 そ し

て そ こ に は 個々 の 家庭 の ネーシ ョ ン に 対す

る 認識 （ナ シ 。 ナ ル ．しイ デン テ 。 テ ． ）

と密接 な関わ りが 見 られ る。

　 しか し、教育 に お いて も 国 家の 枠を越 え

る こ と が親 た ち に と ？ て ど ん な に 理 に か な

っ て い る と し て も、国家 ・政府 の 側 か らす

れ ば、それ は国民 と Llて の 義務 を放棄す る
　 　 　 　 　 　 　 　 　 1

こ と を意 味す る 。 国家 ・政府 側の 論 理 にお
　 　 　 　 　 　 　 　 　 1
い て 、公 教育 は ネ

ー
シ ョ ン の 枠 と重 な り合

うもの で あ る。 こ の こ と は 、イ ン ターを選

択 した こ と で 公 教育 の 枠 は 離 脱 し て い て

も、アイ デ ンテ ィ テ ィ1の 上 で は ネ
ー

シ ョ ン

の 枠 を 離脱 し て い な い 家 庭 の 論 理 との 間
　 　 　 　 　 　 　 　 　 1

に 、乖離 を生 じさ せ る こ と に な っ て い る 。

　以 上 の 議論 を も と に、教育を ネ
ー

シ ョ ン

を 基盤 と した 事業 と夷 瀦 と、ス テ
＿

ト

に よ る 事 業 と す る 認識 とに 整 理 す る こ と
　 　 　 　 　 　 　 　 　 1
で 、学校教 育 こ そ が 国家に よる ナ シ ョ ナ リ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

ズ ム 、ナ シ ョ ナ ル
・
アイデン テ ィ テ ィ の 注

入 装 置で ある とす る視点 とは 違 っ た角度 か
　　　　　　　　　 　
ら、教育 と国 家 と の 関係 を 問 う作 業が 可能

にな る と思 わ れ る 。
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