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集団主義教育 へ の 臨床社会学的ア プ ロ ー
チ

　　 同和教育推進校の エ ス ノ グラ フ ィ
ー か ら

はや しざきか ず ひ こ

林 嵜 和 彦

1．問題設定

　昨今の 教育改革で 「個や能力に応じた教育」の名

の もと全国公 立小 中学校の うち約 6割以上で習熟

度別学習 が行われ る よ うに なっ たが、こ の 習熟度別

学習に実践上の 期待を寄せ る者も少なくない 。例え

ば苅谷 （2001）は階層問学力格差の縮小の ための
一

つ の 対処 として 「下 に 手厚 く」を原則 とした （特に

初期段階で の ）習熟度別学習の 広 範な導入 を提案し

た 。 これまで 日本 の 公教育で は習熟度別学習 （能力

別学習）は生徒に コ ン プ レ ッ ク ス を与え被差別感を

引き 起 こすもの と して 忌避 され て きた。苅谷 は 「差

異的な取 り扱い 」 を 「潮 r！」 と直結させ 、生徒間に

学力 の 差異を無い か の ごとくすべ て の 生徒を同 じ

く扱 うべ きとす るこの 公教育言説 が、階層的視点を

教育の 問題構成か ら欠落させ て きた大きな要因 と

主張する。だが今の 習熟度別学習の 普及は、こ の 「差

異的取 り扱い ＝差別」とする言説の 見直しが図られ

たとい うよ り、否定的効果と実益 との 緊張を抱えた

ま ま で あ る と 言 え るだろう。「被差別感」 を持たせ

ない ように と技巧的手段 しか 充当 され ない こ とは

この 緊張 の 放置を物語 る（分割され た ク ラ ス 名に序

列的記号で は な く動物 の 名前をつ けるなど）。

　だが 日本 の
一

般的公教育の 風土とは 対照的 に、差

別がよりア クチ ュ ア ル な問題で あ る部落出身生 徒

を抱え る同和教育推進校 （以
．
ド 「同推校j）で は、

逆説的にもこ の 30年近 くに渡り、低学力生徒に対

する 「差異的な取 り扱い 」を推進 して きた の だ っ た。

それ とい うの も同推校で はあ らゆ る生徒に 「学力を

保障する」とい う大義の もと学力格差を縮小 しよう

と努 め て きた か らで ある。

　で は 同 推校 で は 「差異的な取 り扱い 」に 付随する

被差別感 の 発生 とい う葛藤を どの よ うに 片付け よ

うとして きた の か。よ り社会学的に言えば、負の 価

値を持 つ レ イベ リン グや地位不満が高じて反学校

的な生徒が （時 に は集団 化 して）生み 出されるよ う

な緊張をどの ように 緩和 しよ うと して き た の か。私

の 同推校で の フ ィ
ール ドワ

ー
ク の 経験 か ら、こ れ ら

の 緊張 の 緩和や葛藤を処 理 す る 二r夫に 関して 大き

な貢献を果た して い ると思 わ れ た の が、解放教育

　（同 和教育）運 動の 中で 生み 出されて きた
一

つ の 教

育ス タイ ル 、す な わ ち 「自己 をみ つ め、自己 を語 り、

他者 とつ なが る1 （松下 2000＞を真髄とす る 「集団

づ くり・仲間づ くり」 の 取 り組み で あ る。 本報告で

は、こ の 「集団づ くり」 の 取 り組みに 焦点 を 当て、

低学力 の 生徒 が 差異的な取 り扱い を受け る際の 否

定的 自己規定やそ の 克服 の 問題 を、事例を検討する

こ とを通 じて明らか に して い きた い
。

2 ．調査対象と利用デー
タにつ い て

　今回 の 報告 の た めの データに は 、1998 年 6月 か

ら 2000 年 3 月まで ある同推校 （A 校）で 私が フ ィ

ール ドワ
ー

ク を行 っ た際 の ノ
ー

トや資料 を用 い る

（要旨で は ノ
ー

トの 引用等は省略）。A 校は 大阪府

内 に お い て校区内 の 小学校 とともに 先進的 に 同和

教育に取り組んで きた中学校の
一

つ で、1970 年代

初頭から同和加配教員 が 配置され て い た こ とも助

けとなり、少 子化 に よ る生徒数減少以前から、英数

の 分割教室 （習熟度別学習）、抽出授業 （別室 で の

少数指導）、一斉授業におけるテ ィ
ーム テ ィ

ーチ ン

グ、社会教育施設に おけ る補習授業な どを行 っ て き

た。これ ら取 り組み の 主な ターゲ ッ トとなっ て きた

の は 部落出身者を中心 と した低学力の 生徒 で ある。

私 は 同校の補助教員的 として 特定 の 学年を約 2年

観察した。こ の 学年は小学校時代に学級崩壊を起 こ

して お り、成績下位に は家庭で学力低下を防御 で き

なか っ た部落出身の 生徒が集中 して い た。ちなみ に

学年の 生徒数は 4 クラス 126人 で、そ の うち部落出

身の 生徒 （同和地区生徒）、在 日 コ リア ン生徒、障

害児生徒は計 26人 で ある。

3 ．集団単位 と して の班

　事例検討の 前 に 触れ て おかなければな らな い の

は、同推校での 集団づ く りを制度的に 整え る 「班」

の 特権性で あ る。班は ク ラス 内 の 4 人 で構成され、

当番などを担う生活班とグル
ープ 学習 の 単位 とな

る学習班とを兼ね備え、学級通信と同程度に重要に

「子ども達をつ なぐコ ミュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 手段 」と し

て 班 ノ
ー

トが位置づ けられ る。それぞれの 班 は、リ

ー
ダ
ー

格 と見込 まれ る比 較的学力が高 く向学校的

な生徒と、「しん どい 生徒」 と呼ばれ る低学力の 生

徒や逸脱 しがちな生徒が 分散する よ うに 構成 され

る。構成の 際に は 生徒同士 の 人間関係 も考慮され る。

特に 向学校 的な生 徒 と逸脱的 な生徒、高学力の 生徒

と低学力の 生徒が仲良く して い れ ば、教師た ち は 次

の 班編成で はす か さず同 じ班 に入 れ る 。 そ して 同じ

班 の 生徒同士 は授業中の 逸脱的行為を お 互 い に 注

意 した り、勉強で 分 か らない とこ ろ を お 互 い に教え

あ っ た りす る よ う教師は 強力に奨励す る。

　 だ が 「お 互 い に」 これ らが 行われ るの は まれ で あ

り、実際に は注意する生 徒 と注意され る 生徒、教 え
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る生徒と教えられ る生徒は 固定化しがちで ある。負

の レ イベ リン グや生徒集団の 分化の リス クが こ こ

で 生 じるため、もともと仲の 良い 生徒同士 を同 じ班

に編入 した り、生徒同 士を仲良くさせ る ような取 り

組み が行われ る。以下 こ れらの 取 り組みを生徒 の 事

例を通 じて 検刮す る。

4．事例分析

4．1 低学力に関する劣等感の 除去一 「しんどい

生徒」 を中心とする仲間づ くり

　生徒同士 の 関係に は表層的な関係 と よ り深い 関

係があり、表層的な関係におい て は勉強がで きない

こ とを 「恥ずか しい 」と思い がちな低学力の 生徒は

助けを求め る事が で きない と考えられて い る。

　事例に見 る第 三 学年初頭 の 雄介が そ うだ っ た
。
グ

ル
ープ学習に お い て雄介は同 じ班 の 友人に勉強を

教えて もらお うとはせず、自分は課題を片付けられ

て い ない に もか か わ らず課題 を終わ らせ て しま っ

た友人た ちとお しゃべ りに興 じて しま う。で きの よ

い 友人は雄介 の 問題 を真剣に考え る必要があり、雄

介は見栄を捨て て助けを求め るこ とが 必要だ っ た。

担任 の 浅井先生 は そ の 両者の 課題 を認識 しな が ら

「まだ雄介 は そ こ まで 行 っ て い ない 」 と述べ 、その

心 理的障壁の 克服 の 機会をうか が う。

　また学級通信や HR で は 「勉強が分か らない こ と

は恥ずか し い こ とで は ない 」 「で き へ ん子 が頑張る

た め に A 中はある」 「助け合 い は大きな力となる」

な どとい うメ ッ セ
ー

ジが学年や担任教師たちか ら

折りに触れて 発せ られ る。

4．2　 「語 り」 に よ る自己の肯定的措定と 「しん ど

い 生徒」 の 可視化

　見栄や劣等感とい っ た心理的障壁 の 克服 と、生徒

同士の 深い 人間関係の 形成の ため、生徒同士 で 頻繁

に 話 し合い の 機会が設 けられ る。そ して しば しば生

徒 自身による自己の 「語 り1 により、「しんどい 生

徒」の 可視化が行われ る。その 際、勉強が で きない

こ とが クラス の 皆 の 前や特定 の 集団 の 前 で 自己暴

露 され るが、そ の 語 りの 型 の 特徴 は、勉強が で きな

い こ とや そ の 他の 精神的な苦痛が （たい て い は家庭

生活 σ）問題 として）外的に起因する課題として 提出

され る こ とで あ る。こ れ に よ り自己 を語る生徒は、
「課題 に皆の 助けを借 りて 立ち向か お うと頑張 る」

自分 として 肯定的 に 自己措定す る 。

　こ の 可視化は 「しん どい 生徒」 とそれ以外の 生 徒

を社会的な カ テ ゴ リ
ーに結 び つ ける差異化 で あ り

生徒間の 分離を もた らす リス ク も併せ 持つ が、信頼

関係 を 育む
一

体化 と もな り うる。
一
般 に他 者 とは 違

う自分の 悩みを吐 露するこ とは相手 に 対する信頼

を前提 とする し、打ち明けられ る 方は その 信頼を感

じ取 る こ とに な る。お の お の の 生徒がク ラ ス の 中で

自己 の 否定的側面 を隠そ うとや っ きに な り匿名性

に 埋没して い る 時は、人間関係が表層的なもの に 終

わ るが 、おの おの の 差異を含めて お互 い を把握する

こ とにより生徒達は深い 関係に進む こ とになる。し

か も、これ らの 可視化に 通ず る 「語 り」 と話し合い

は合宿や修学旅行な ど生徒 の 気分 が高揚 しが ちな

と きに は必 ず行 われ る （仲間づ くりの 「山場」 と表

現される）。例えば晴子は修学旅行の夜の話し合い

で 転校する前の 学校 で の イ ジ メや 母親を亡 くした

と きの 辛さを話し、後 に他の 生徒か ら肯定的な反応

が返 っ て きて嬉しか っ た と述べ る。こ うした 自己 の

「語 り」による差異 の 表出と受容は多文化教育 の 理

念と通 じるもの と して評価で きると考えられる。

4．3 差異的な取 り扱 い に 対する周 りの 生徒の 理解

　 「しん どい 生徒」の 社会的カテ ゴ リ
ー

に 結びつ け

た 可視化により、教師達による差異的な処遇が 当然

の 成すべ き こ とで あ る と周 りの 生徒に考えさせ る

とい う効果が 見出され る。ち ょ うど精神 ・情緒障害

を持 つ 生徒 が 同 じ教室 で多少逸脱 して い て も許容

され、または補助教員に横につ い て もらっ て 別 の課

題 をして い て も教師による 「ヒイキ」 と思われ ない

よ うに、低学力の 生 徒 に対 して も同 じ理解が 抱か れ

る。 剛史に対する生徒の 理解は この こ とを最もよ く

表す。うつ 伏せ て ばか りだ っ た剛史の 課題は 「自分

を出すこ と」で あり、授業中誰か と喋っ て い て も他

の 生徒に 肯定的 に受け取 られ て い た。そ の よ うな周

りの 生徒からの 受容感を下敷きにし、剛史は卒業間

際に HR で 二度目の 発言 （自己 開示）をするに至 る。

4．4　匿名性へ 埋没する場合

　 当然見栄 を捨て きれ ない 生 徒もい る。勉強 が 分か

らな い 時に それ を隠す傾向がある翔や辰 の 事例 か

らは友人や教師に対す る信頼 の 欠如を見る こ とが

で きる。また何か に つ い て 「語 る」 とい うこ とさえ

で きない 生徒、「語 り」 の 標準的な型 に は まれ な い

経歴 の 生徒もい る 。 剛史や カ ズ の 事例か らは そ うで

あ りなが らも担任 の 稲本先生 の ク ラス 全員への 働

きかけに よ り剛史や カ ズ の しん どさが可視化され

ク ラ ス に 受容されて い っ た様子 が 見 て 取れ る。これ

らか ら 「集団づ くり」の内的限界や教師の 働きか け

によるその 部分的な克服 の 可能性が示唆され る。

5 ．まとめ

　同推校 で の 「集団づ く り」は階層間格差の 縮小 を

目的と した習熟度別学習が行われ る際の
一・

つ の 示

唆となりうる。だが 本報告で はあえて
一

つ に限定 し

て 副次的効果を仮説提示的 に 読み 込 もうとす る も

の の 「集 団 づ く り」 は それ 自体 を 目的 と して 語 られ

る もの で、差 異的 な扱 い に 対す るリス ク減少の 手段

で あるわけで はない 。R 的の ための 手段 に 落ち込 め

ばそ れ は表層的な対策に終止 した だ ろ う。そ れ ゆえ

集団主義の 多岐 に わ た るオ ル タナ テ ィ ブ 性 は まだ

解明されない ままで あ る。〔文献 リス ト省略〕
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