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公教育の 自明性再考 「日本人 」 育成の 政治性の

　　　　　　　　検討を中心 に

ま しこ ・ひで の り （中 京大学）

　 わ れ わ れ は 、公教 育 とい う 「世界宗教」

の と り こ で あ る 。 わ れわ れ は 学校教育 を う

ける権利 を普遍 的 に有 し、公権 力や 保護者

はそ れ を保障す る義務 をお っ て い る と され

る 。

一
方で 、登 校拒 否や 「授業崩壊 」 な ど

学校空間 へ の 身体的拒絶反応 二公教 育の 空

洞 化を にお わ せ る事 態が先進諸 国で つ ぎ っ

ぎ とふ き だ して きて い る 。

　 学校 空間の 確 保が急務の 課題で ある地域

と、 「幼稚 園 受験塾」　 「ダブル ス ク
ー

ル 」

な ど 「過剰 な教育」 が 社会 問題 化す る先進

諸地 域、と い う奇妙な コ ン トラス ト。 で は

こ う い っ た 事態 は 、　 「適切 な質 ／量 の 公 教

育」 と い う状態 か ら の 例外的逸脱 なの で あ

ろ うか ？　そ れ と も西欧化 と い う社 会変動

が は じ ま るや、前者 ＝ 欠乏状態 を出発点 と

し て 、後者 ＝ 「過剰症候 群 」 へ と い た る こ

と で 、近代公 教育 と い う壮 大な ドラ マ が 終

息す る とい う こ とな の か ？　 どうもどち ら

で もな さそ うだ 。

　 さ ま ざ ま な 目的／規模 の 、塾 ／ 予備校 が

「過剰」 だ とい うな ら、そ れ ら を へ な い こ

と に は競争にせ りか て な い と い わ れ る各種

選抜試験制度 自体 が 、 必要限度を こえ た過

剰な存在 と い うこ と にな る （しか し、す べ

て が そ うで は な い だろ う こ とも、ほぼ確 実

だ） 。逆 に、そ れ らが 実際上 公 教育機能 の

不可 欠の 部分 を にない つ つ ある と い うな ら

公的資金 を膨大 に っ ぎ こん で 拡充／維持 に

つ とめて きた公教育政 策が 妥当だ っ た の か

深 刻 な疑 念が 生 じ て くる だ ろ う 。

　本報告は 、公教育 は近代 社会 として 自明

の 制度か ど うか 再検討 を と う も の で あ る。

1 ．初等中等教育 の あてが う 「素養 」 とは

　 近年、社会問題化 して いる 「学力不足 」

とは 、 要は 、 大学生 の 「学 力不 足」 に対 し

て 大学人／識者が い だ く不安感 と い え る 。

した が っ て 「学力 不足 へ の 社会 的危 機感」

と い う社会問題 の 生 成 と い う事 実そ の もの

が 知識社会学 的 に興味ぶか い 課題 で ある 。

しか し、よ り本質 的で 深刻な問題 は、初 等

中等教育が 「不 可 欠 な 市民 的素養」 と し て

構想し、現実に あて が っ て き た 、　 「基礎 学

力 」 の な か み の 性格に あ る とお もわ れ る 。

　 た とえ ば、つ ぎ の よ うな 素朴な 疑義 に 、

教育 関係 者や 教科書編纂陣は、て み じか に

こ た え られ る だろ うか ？

　 まず 、 国語 ／外 国語や算数／ 数学 は 、 現

代社会で い き る た め の 広義 の 言 語 能力 を つ

ちか う基礎科 目とうけとめ られ て い るはず

だ。しか し、首相が 「静脈 」 と い う漢 字語

を慣例 にそ っ て 音読で き な い と い っ た事態

は ど うし て 生 じ る の だ ろ う ？　 英語 の 授業

／試 験には 、 正 誤 がは っ き り判断で きる よ

うな ふ ん い きが あ る が、世界中で 共存す る

多様な英語．か な らず し もネイ テ ィ ヴ ・ス

ピーカー とはか ぎ らない 話者 と の コ ミ ュ ニ

ケー
シ ョ ンが想定 され て い ない の で はな い

か ？　ま た在 白コ リア ンが 過半数 を しめ る

よ う な地 区 の 外国語科 目 （授業 ／ 入 試） が

な ぜ 当然 の よ うに英 語科な の か ？

　図形 の 証 明問題 は実生 活の ど うい っ た 面

で応 用可能で ある の か ？　 電卓や計算 ソ フ

トが前提 の ビジ ネス 社会で 筆算 による 、 分

数の 四則 計算力な どが 問題視 され る の か ？
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　保健体育 に お い て 、なぜ ス ポー
ツ 選手や

ダンサーの まね ごと の よ うな トレ
ー

ニ ン グ

がおお くの 時間 を しめ る の か ？　栄 養学／

ス トレ ッ チ ングや応急処 置／着衣水泳／性

科学／ 生理 学／医 学など、健 康維持や 危機

管理 に関す る基本的知識の 定着 に はあま り

時間が さか れ な い の か ？

　技術 科 は、なぜ 日曜大 工 ／園芸 技術 の 解

説／実習と大差 ない の だろう e 家庭科が近

年 、 日常空 間か ら大 量 生産廃棄社会 ＝ 情報

化社会で の 生産 ／流 通／廃棄 シ ス テ ム をと

らえ か えす 、生活科 学へ と変貌を とげて も

技術科は体 育の 格技 とな らん で 、既存の ジ

ェ ン ダ
ー

意識を基本的 に強化 して き た 。 保

健体育 とな らん で 、本来、市民 的素莢の 中

核的科 目群 として 、 大学 入試で も、必須科

目と位置づ け られ る べ きなの に、工 学部や

家政 ＝生 活 科学部 の 入 試 科 目か らも排除さ

れて き た 経緯は異様 で はな い か。

　 こ の よ うに み て くる と、　 「初等 中等 教育

は 高等教育 と ちが っ て 、市 民生活 に不 可欠

な基本的知識 ／技 能を保証 す る も の だ」 と

い う通 念 は 、 はなは だ あや し い 。 と りわ け

受験科 目と し て 位置づ け られ て きた 「主要

教科」 概念 は。極論 に き こえ る か も しれ な

いが 、教育 関 係者がか た っ て き た 「基礎学

力」　 「市民的素養」 の お お くは 、 教科担 当

者 の 生活 の 糧 と して 制度化 した 、文化資本

なの で はな い だろ うか ？　 通説で は 、そ れ

はオ トナ＝近代的市民に な るた め に 不可 欠

な知識と して 、なか ば義務的にみ に つ け る

べ き 存在 と信 じられ て きたが 。

2 ．　 「鬪本人 」の 育成装置 と しての 公教 育

　 「公教育 に お け る 教科群が 、教師 集団 の

生活手段 と し て の 内容しか な い と して も、

労働市場 の 入材配 分 に不可 欠で 貴重な 差別

化装置 で あ る 」 と い っ た ニ ヒ リス テ ィ ッ ク

な学校観 ／学力観 もな りた つ か もしれな い

が 、そ うい っ た 合理 化 はすべ て の 教科群で

な りた つ だ ろ うか ？　 そ れ は、学校 教科が

は らむ 政治性か らめ をそ らし た、無 責任な

正 当化 にす ぎな い と お もわ れ る 。

　た と え ば琉球列島 の 共 同体 に と っ て 、律

令制度 の 成立や 生 成発展過程 は 、不可 欠 な

素養 と い える だ ろ うか ？　それは 近代 日本

に 併合され 、日本国 民と して 統合 され た と

い う歴 史的経緯 を必然的な もの だ と納得す

る ために は 、ふ さわ しい 知識 だろ う。しか

しそ れ は同 時 に 、列 島住民 の す くな く と も

一
部 に と っ て は、拒 絶す る権利 を有す べ き

知識 と も い え よ う 。　「日本史」 を お しつ け

られ ようと した 、帝国支配下 の 朝 鮮半 島住

民の よ うに 。 同様の こ と は、ア イ ヌ 系の 住

民 に つ い て もあて は ま る だろ う。まして 、

在 日 コ リア ンが、　 「日本 民族」 の 生成 史 と

い う物語 に っ き あわ され る と した ら、知 的

支配とい うほ か な か ろ う 。　「民族学校 で は

な く、日本の 公立学校 を選択 した の だか ら

当然 だ」 と関係者／為政 者が か ん がえて い

る な ら、民族 教育 を い ろ い ろ と 阻害 して き

た経 緯 へ の 説 明責任 を お う こ と に なる 。

　 国語科 と い う存在 も同様の 性格 をみ て と

る こ とが 可 能 だ 。 標 準語 を全 国共 通 語 と し

て つ か う こ と の 自明 性 をす りこ み、あ る い

は東京山 の 手地域の 話 し言葉 と古典文学 の

連続性を と い て き た 国 語科。そ こ に政治性

が な い と い い はるの は もち ろ ん、こ の こ と

に無関心 な こ と 自体が政治 的な こ とは あ き

らか だろ う 。 東京／京都以外 の 地域の 住 民

に と っ て 、自ら の は な しこ とば の 社会 的地

位が ひ くい と納得 さ せ られ る 過程。ま して

民 族的少数 派 に と っ て は、戦 前 の 「国 語 教

育」 との 共通性 ＝同化 主義 の か げを ぬ ぐい

され ま い 。

　 多数派 日本 人が 無 自覚に 自明視 し て い る

公教 育 。 そ の
一部 はあ き らか に 「日本人」

育 成 ＝ 同化装置 で あ る 。既存 の 学校教 科 を

す べ て 相対化す べ き と きが お とずれ た 。
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