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学校 と地域の 協働に関す る
一 考察

一
ソ
ーシ ャ ル キ ャ ピタル 論に よる事例分析
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1澗 題の 所在

　こ こ 数年、「地域に 開か れた 学校づ くり1 が再 び叫

ばれ る よ うに な り、学校 と地 域 の 新 た な 関係 づ く り

が各地で 生まれ て きて い る。教育改革の 動 き にお い

て も、義務教育過 程 に お け る 「総合的な学習の 時間」

の 設置 を 契機 に 、児 童 生 徒 が 学習 の 過 程 で 地域 の

人々 とか か わ る機会 が増 えて き て い る。さらに学校

評 議 員 制 度 や、大 阪府 の 地 域教育協議会 （中学校 区

単 位）、高知 県 の 地域教育推進協議会 （小 学校 区 単位）

の よ うに、校 区 レベ ル で 地 域教育活 動 を調 整 して い

く機関が 設置 される な ど、地域教育活 動 へ の 保 護者、

地域の 参加 の 制度的 基盤 も整 え られ つ つ あ る。

　 この よ うに 「学校 と地 域 の 関係 の 再構築」 に 向け

た実践 が様 々 なか た ちで 進行 して い る が 、
一

方で 近

年 の 教育研究の 動向に 目を 向け る と、学校 と地域の

現実 の 変化 に 直接 ア プ ロ
ー

チ し、そうした 実践の 効

果や 課題 を 明 ら か に して い くよ うな研究は未 だ 少な

く、「地 域 に 開 か れ た 学校づ く り」、「学校 と地域の

連 携
・協働 」 が 具 体的に 何 を もた らす か に つ い て は

っ き り と した見 解 が 打ち立 て られ て い な い の が 現 状

で あ る。

　そ こ で 本報告 で は、大 阪府 下 の あ る中学校区 に お

け る学校 と地域 の 協 働 （コ ラ ボ レ
ー

シ ョ ン ）の 実 践

を事例 と して と りあげ、エ ス ノ グ ラフ ィ
ー

の 手法 を

用 い て 、そ の よ うな協働的実践か ら生 ま れ る 変 化 を

明 らか に して い く 。

2．フ ィ
ール ドワ

ー
ク の 概要

　 A 中校 区の フ ィ
ー

ル ドワ
ー

ク は、2000年 5 月 か ら

2001 年 11 月 ま で 、イ ン タ ビ ューや 参 与観 察 を 中心 に

行っ て きた 〔その 間、との 校 区 の 教師、保護者、地

域の 人 々 に行 っ た イ ン タ ビ ュ
ー

の 回 数 は 15回、授 業

や学校行事、地域の 活動 に 参加 させ て も ら っ た 回 数

は 40 回 以 上、ま た、市 の 教 育 委 員 会 の 方 に 市の 教育

改革の 全体的な 動きや A 中校 区 の 特色に つ い て 聞き

取 りをさせ て 頂 く機会 も得た ）。

　事 例研 究 の 舞 台 とな る A 中 学校 区は 大阪 府郊外 の

松原 市に位置 し、1960年代以降急速 に 開 けて きた 新

興 住宅地で ある。松 原 市 が 市 の 教育改 革 の 1 っ の 柱

として進めて い る 「学校 と地域 の 協働」 に つ い て は、

日本教育社会学会第 52回、53回 大 会に お い て も、「学

校 と地域の 協働に 関す る研究 （1）（H ）」 （発表者 ：

1 は 池田 寛
・
牧 野 紀之、n は 池 田寛 ・大橋保 明 ）の

中 で す で に 報告 され て い るが、本報告 で と りあ げ る

A 中 学校 区 の 実践の 背景に も上 記 の 報 告 で 紹介され

た 松原 市の 教育改革 の 動きが あ る。

　 こ こ 数年、A 中校区の 小 中学校 は 地域 を フ ィ
ール

ドに し た 様々 な 総合 的な 学習 の 実践を展開 し て お り、

地域 と関わ っ て い く こ と へ の 問題 意識 が 高ま っ て き

て い るが、
一

方 で 地 域 は新興 住 宅 地 特有の 地縁的っ

なが りの 弱 さか ら、子 ど も会や 町 会 とい っ た地域組

織の 活動は 停滞 し て い る。そ の よ うな 地 域 に お け る

教育活動の 弱まりの 中で 、1996 年、一
部の 教師有志

の イ ニ シア チ ブか ら始まっ た 「校区祭 り」 立 ち上 げ

の 動 きは 、校 区の 青少 年指 導 員 ほ か ス ポー
ツ 関係者

など、地域ボ ラ ン テ ィ ア の 参 加 を 呼 び 起 こ し、学校

と地 域が 共 に創 り上げて い くような校区祭 りの 運 営

ス タイ ル を生 み だ した。こ の 取 り組み に よ っ て 小 中

学 校 と地 域 と は よ り密な関係 で つ な が る こ とが で き、

そ の
一

方で 、かっ て は硬直化 して い た 地 域組 織 間 の

関 係 も よ り協力的なもの へ と変化 して き た。さらに

現 在 で は、そ の ような実践を媒介に して広 が っ て き

た ネ ッ トワーク が小 中学校 の 授業実践や 行 事 を バ ッ

ク ア ッ プ する 姿勢もみ られ、そ うした動きが 2000年

度 の 「A 中学校区地域教育 協議 会 」 の 立 ち上 げ に も

っ なが っ て い る。

3．分 析の 視点一
ソ
ー

シ ャ ル キ ャ ピ タル 論

　本報告 で は、日本 教 育社会学会前大 会 で 池田
・大

橋 らが提 示 した視点 を受け継ぎ、事例 を分析 して い

くた め の 枠組 として、J ・S ・コ
ール マ ン （1988 ）

や R ・パ ッ トナ ム （1993）らの 展 開す る ソ
ー

シ ャ ル ・
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キ ャ ピ タ ル 論を 用 い る。

　社会学者 コ
ー

ル マ ン （1988）は ソー
シ ャ ル キ ャ ピ

タル を 「複 数 の 行 為 者 の 関係 性 に 内 在す る、そ の 行

為者たちの 特定 の 活 動 を促 進 す る よ うな要素」 と定

義 して い る。具 体的に い え ば、ネ ッ トワ
ー

ク の 成員

の 問で 共有、蓄積 され た規範やサ ン クシ ョ ン 、信頼、

情報な どが そ れ に あ た り、それ が 参加 者 た ちの 自発

的協力を促す。また パ ッ トナ ム （1993）は、「自発的

な 協力が と られ やす い の は、互 酬 性 の 規範や 市民的

積極参加 とい っ た 形態で の ソ ーシ ャ ル キ ャ ピ タル を、

相当に 蓄積 して きた 共 同 体で 亅 あ り、さ らに、い っ

た ん形 成 され た ソ
ー

シ ャ ル キ ャ ピ タル は、集 団 の 協

力 行 動 の 中で 自己強化的か つ 累積的 となる傾 向が あ

る と説 明 す る。こ の ソ
ー

シ ャ ル キ ャ ピ タ ル 論 を用 い

て、本報告 で は 事例 を 分析 す る に あ た り、図 1 に 示

す よ うな仮 説 モ デル を 想 定 して い る。す な わ ち学校

と地域 が 協働 し、継続的に相 互 作 用 を続 け る過程で

参加 者 の 間 に ソ ーシ ャ ル キ ャ ピ タ ル が 蓄 積 され、そ

れ が さらに 協働 を支 え る基盤 とな る、とい う
一

種の

循環 作用 が 生 ま れ る と考 え られ る 。 事例の 考察で は

こ うし た仮説 モ デル を検討す る と同 時に、そ う した

循環作用を促進す る た め に 教師や 地域 リーダーた ち

が校区内の ネ ッ トワ
ー

ク形成を どの よ うに進 め て き

た か に も焦点をあて 考察 して い きた い 。

図．1 協働 と ソ
ーシ ャ ル キ ャ ピタ ル の 循環 モ デ ル

学校 と地域 の 協働

蓄 積

SoCial　Capital

（ネ ッ トワ
ー

ク ・信頼 ・情報）

地 域 がそ れ ぞれ に ネ ッ トワ
ー

ク を 広 げ て い る。そ し

て 、参加者た ちの 意志 疎通 や 試 行錯 誤 を 経 て 形 成 さ

れ た ノ ウハ ウやル
ー

ル 、役 割 分担 の 形 式 が、校区 の

共 有資源 す な わ ち ソ
ー

シ ャ ル キ ャ ピ タル と して 受 け

継が れ て い る 。
2000 年 に A 中校 区 は それ ま での 校区

祭 りの 実行委員会 をベ ース に 地域教育協議会を 立 ち

上げ、そ れ ま で の 実践が よ り制度化 され る か た ち に

なっ た。こ うした組 織は 地 域住民 も含 め て 参加者 の

積極的な コ ミ ッ トメ ン トや、参加 者相互 の 信頼関係

の 基盤 が な けれ ば 形骸 化 しや す い もの で あ る が 、A 中

校区の 場合 に は、これ ま で の 協働の プ ロ セ ス に よ っ

て 培 われ た 学校 と地 域の 信 頼 関係 や 実践を進 め るネ

ッ トワ
ー

ク が、同協議会の 活 動 を支 え る大 きな 基 盤

とな っ て い る。

　見 逃され て な らな い の は、そ うした 実践 と ソ
ー

シ

ャ ル キ ャ ピ タル の 好 循 環 を支 え て い る の は 、ネ ッ ト

ワ
ー

ク の っ なぎめ に ある キ
ー

パ ー
ソ ン た ち の 積極 的

か っ 柔軟な コ
ー

デ ィ ネーシ ョ ン の 過程 で あ る。例 え

ば、A 中校区 祭 りの 実践 にお い て 、校 区 の 人々 の ボ

ラ ン タ リ
ー

な力 を うま く引 き 出 し結 びつ け る過程 に

お い て 、最初に イ ニ シ ア チ ヴを と っ た の は、学校 サ

イ ドで は 特に 当時の 小 学校教頭 ほか 教員 有志、地 域

で は 青少年指導員た ちで あっ た 。こ の よ うに組 織 の

境界を越 え る よ うな人の つ なが りを生み だ し、互 酬

的 な 協力 関係 を構 築 す る人 を、サ ラ ソ ン と ロ レ ン ツ

は特 に 「ネ ッ トワ
ー

ク コ
ー

デ ィ ネーター
」 と呼 ん で

い る （Sarason＆ Rolentz，1998 ）。こ う し た 人 が 学校

サイ ドに も地域 サ イ ドに も存在 し、相互 に配慮 し合

うこ とが な けれ ば、協働 は ス ム
ーズ に 進まない だ ろ

うし、地域教育協議会の よ うな組織の 活動も形骸化

す る だ ろ う。

＊ なお 、よ り詳 しい 事 例 の 記 述 と考察 を 記 載 した 資

料を、当日配 布 させ て 頂 く予 定で あ る。

促 進

4．考察一協働 とネ ッ トワ
ー

ク

　先述 の A 中校区にお ける校区まっ りで は、それま

で つ な が りの 弱 か っ た 小 中学校の 教師、保護者、そ

して 校 区 の 住 民 が．協 力 しあ う場が つ く られ、学校、
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