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社会か ら排除 されが ちな子 どもを包摂す る学校の 研究

原 田　琢也 （金城学院大学）

1　 研究の 目的

（1 ） 社会か ら排除されが ちな子 どもた ち

　1970 年代ま で ，日本 は 「一億層 中流社会 」

と形容 された ほ どに ， 総 じて言え ば差異 の 少

ない ，凝集性 の 高い社会で あ っ た。

　 しか し，近年 その 様相 は
一

変 した 。 第
一

に，格差が拡大 し，貧 困が深刻 さを増 して い

る。7 月 15 日 の 政府 が発表 した 「2013 年国

民 生活基礎調査」 の 結果 に よる と ，
17 歳以

下 の 子 ども の 相対 的貧困率は 2012 年 時点 で

16．3％ とな り，過 去最悪を更新 した。第二 に，

ニ ュ
ー

カ マ
ー

の 子 どもた ちが増加 し て い る。

文部科学省 （以下，文科省）の 資料 に よれ ば，

日本語 指導が 必 要 な児童 生 徒数 は ，2012 年

には 27，013 人に及 び ，
2003 年 と比較すれ ば

1．4 倍 に増加 し て い る 。 第三 に ， 知的障害者

の 数 が急増 し て い る。文科省 の 資料 に よれ ば ，

2011 年 に特 別 支援学校に 通 う知 的障害児 生

徒数 は ， 111，　468 人 で あ っ た。2001 年の 58，866

人 と比較す れ ば，こ の 10 年 間で 2 倍近 くに

膨れ あが っ た こ とにな る 。

　そ れぞれ は背景 の 異 な る 問題 で ある。 し

か し，学校 と の 関係 を通 して 問題 が 生起 し ，

結果的に ， 子 どもたちが学校や社会か ら排除

され が ち とな る とい う点で は 共通 し て い る。

（2 ）課題が 生 み 出 され る メカ ニ ズ厶

　教育社会学は ，か ね て よ り，学校 で 生起 す

る子 どもたちの 課題 に 焦点を当て ， そ の メ カ

ニ ズ ム の 解明 に努 め て きた。

　 た と えば高知県 の 漁 村部落 で フ ィ
ール ド

調査 を行 っ た池 田 ・西 田は ， 漁業 とい う生業

と密接 に結び つ い た 生活 文化 と学校文化 の 葛

藤が ， 教師 ・生 徒間の 相互作用 を通 し て ， 若

者集団に反学校文化 を醸成 し て い く様 を描き

出 して い る （池 田 1985，西 田 1990）。

　 ニ ュ
ー

カ マ
ー

の ケ
ー

ス で は ，志水 ・清 水

（2001 ） が，学校にお け る教育支援が行 き届

く範囲が， 「学校パ ー
ソナ リテ ィ 」 にお い て

「問題」だ とみな され る部分に の み限定 され ，

そ こ に合致 しな い 子 ども た ちの エ ス ニ シ テ ィ

は切 り捨て られ，結果的 に ，
ニ ュ

ー
カ マ ーの

子 ど もた ちが 「見え に くい 」 存在 となっ て い

ると指摘して い る。

　貧 困に 関 し て は ，久 冨善之 ら の 研究 グル

ープ （1993）が ，「よき家族」 像 と貧困層定

型 像とが表裏
一

体の ヴェ
ール とな っ て ，学校

と教師が生活 困難層 の 生活 の 本 当の 姿を直視

す る こ とを妨 げて い る と指摘 し て い る。

　 こ れ らの 研究が 明 らか に した こ とは ， 学校

にお ける子 ども の 課 題は，個 々 の 子 どもの 背

景か ら直接生 み出 され て い るわけで は な く，

個 々 の 子 どもの 背景か ら形成 され た特性 （ハ

ビ トゥ ス ）に対 し て ，学校 ・教師が十分に適

応 で きて い な い こ と か ら作 り出 され て い る と

い うこ とで ある 。 そ う考えれ ば ，
こ れ ら の 問

題はす べ て ，個別の 問題 で もな けれ ば，子 ど

も
一

人
一

人 の 固有の 問題 で もな く ， 学校 の 在

り方 とい う普遍 的な問題 で ある と言え る。

（3 ） 日本の イ ン クル ーシブ教 育シ ス テ 厶

　と こ ろ で ， 2012 年 7 月，中央教育審議会

は ，
「共生 社会 の 形 成 に向けたイ ン ク ル

ー
シ

ブ教育シ ス テ ム 構築 の た めの 特別支援教育の

推進 （報告 ）」 を ま とめ， 日本 が こ れか ら共

生社会 の 形成 に向けてイ ン ク ル ーシ ブ教育シ

ス テ ム の 構 築を 目指す こ とを宣言 した。

　しか し ，
「報 告」 は ，従来の 特別 支援教育

を漸進 的に発展 させ る こ とに よっ て イ ン クル

ーシ ブ教 育シ ス テ ム に 到 達可 能 で あ る とす

る。特別 支援教育は ，医学 （個人 ）モ デル に

依拠 し て お り，次 の よ うな問題 が危 惧 され る。

  多様な子 どもの 課題 が ，
一

括 りに され て 「障

害」 と見な され る可能性 が あ る。  障害児生

徒が増 え続 け ， 通 常学級 か らの 分離 ・排除が

進行す る。   問題 の 責任は子 どもの 側 に ある

もの とされ，学校の 在 り方 は問われ ない 。

（4 ）サ ラ マ ン カ宣言の イン クル
ー

シブ教育

　 1994 年 の サ ラ マ ン カ宣言で は，イ ン ク ル

ー シ ブ 教 育 は ，
「万 人 の た め の 教 育 」

（education 　for　all＞ と捉 え られ る。そ の 特徴

は ，   障害の あるな しに 関わ らず ， 個 々 人 の

「特 別 な教育的 ニ
ー．一ズ 」 に応 じて ， 学校教育

が提供 され るべ きこ と。  それが で き るだ け

「通 常の 学校」 で 行 わ れ る べ きこ とで あ る。

　今， 日本社会 の 状況 を顧み た とき，求め ら

れ て い る の は，これで ある 。
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　で は，どの よ うに すれ ば，それが 可能 とな

る の か。そ の コ ン セ プ ト， 組織 の 在 り方 ， 指

導方法な どを ， 現場 の 先進的な取 り組みか ら

探 り出そ うとす る の が，本研究の 目的で ある。

2 ．大阪市立大空小学校 の実践

（1 ） フ ィ
ー

ル ドの説明

　本報告で は ， 大阪市の 住吉区にある大空小

学校 とい う公 立 の 小学校 に 焦点を当て る。

　大空小学校は全校生徒 230 人 。特別 支援学

級在籍生徒が 50 人 。 それ 以外に，何 らか の

課題 があ り，い わゆる グ レ
ーゾー

ン と位置づ

け られ る 子 どもが 30 人。ネ グ レ ク トな ど家

庭の 事情 で ケ
ー

ス 会議 に上 っ て くる子 ど もが

13 人 。 それ ら の 子 どもた ち全 員が通常学級

で共 に学ん で い る 。 さ らに，開校以来不登校

ゼ ロ が続い て お り，今年 で 9年 目を迎える 。

これ ほ どイ ン クル
ーシ ブ な学校 は ， 筆者 の 知

る限 り ， 他に例 がない
。

　報告者は，2014 年 の 4 月 か ら 7 月まで の

間に大空小 を 7 回訪問 し ， 校長の 木村泰子先

生にお話 しを伺 っ た り，生徒の 様子 を観察 し

た りして きた。また，関西テ レ ビ制作 の ドキ

ュ メ ン タ リー 「みん なの 学校 」 は
一

年間をか

けて 大空小 学校 を記 録 し た も の で あ り ， 貴重

な資料 となる 。

（2 ）大空小 の 学校づ くりの特徴

  明確で わか りやすい 学校づ く りの 理念

　 「学校 の 理念」 は ，
「す べ て の 子 ども の 学

習権 を保障する学校 をつ くる 」。
「学校づ くり

の 理 念」は ，
「みん な で つ くるみ んなの 学校」。

こ れ らの 言葉が ，単な るお題 目として では な

く， 教員 ・児童 ・保護者 （サポー
タ
ー

と呼 ば

れ る）の 間に浸透 し て お り，日常生活 の 様 々

な場面で 繰 り返 し引用 され て い る 。

  分か りやす い 行動指針

　 「自分が され て い やな こ と は 人 に し な い 言

わ な い 」，これ は 「た っ た
一

っ の 約束」 と呼

ばれ て い る，「人 を大切に する力 ， 自分の 考

えを持つ 力，自分 を表現 する力 ，チ ャ レ ン ジ

す るカ」，こ れ が 「4 つ の 力」 で あ る。こ れ

らの 言葉が，あらゆ る時 と場 で繰 り返 し使 わ

れ，児童 も教師 も ，
こ れ ら の 言葉で ，自分の

言 動 を方向 づ けた り，振 り返 っ た り して い る。

  「子 どもの た め の 学校」

　あらゆ る こ と の 基底 に 「学校は子 どもの た

め 」 とい う理 念が息づ い て い る，既成 の 学校

文 化 は ，
「子 ども の た め 」 と言 い なが ら大人

の 都合を優先 させ ，子 どもがそれ に適応す る

よ うに 強制 し て い る とされ ， 既成の 学校文化

を変革する こ とが 目指され て い る 。

  「パ ブ リ ッ ク 」 （公共性 ）

　 二 っ の 意味が ある。
一

つ は，「どんな子 ど

もも包摂す る」 とい う意 味。子 どもに どん な

課題 があ っ て も決 して排除す る こ とな く，学

校 ・教師が そ の 子 どもの あ りよ うに 柔軟に 合

わ せ て い く。そ れは ，
「ス ーツ ケ

ー
ス で は な

く風 呂敷で 」 とい う言葉 に象徴的に表 現 され

て い る 。

　 も う
一

つ は，「み ん な で つ くる学校」 とい

う発想。サポーターや地域 の ボラ ン テ ィ ア が

多 く関わ り，それ ぞれが大空小 学校 を
一緒 に

つ くっ て い る とい うプ ライ ドを持 っ て い る。

  厂チ ーム 1

　大空小 学校 では 「担任」 とい う言葉が使わ

れず ，
「担 当」 と表 現 され る。全 て の 子 ども

を全て の 大 人で み ると い う考え方が徹底 され

て い る。教師間で 子 どもの こ とをめ ぐり， 激

し い 議論が 闘わ され る こ ともあ るが ， それ も

チ
ーム の 糧と され る 。 教師を支える支援体制

が し っ か りし て い る （L 研，B 研 ，
　 C 研 。 5

回に 及ぶ 新転任研修 な ど〉。 教師 は厳 しく指

導され る こ ともあるが ，決 し て 排除され な い 。

困 っ た ときは必ず誰か が力 を貸 し て くれ る と

い う同僚性 ・信頼 関係 が培われ て い る。

  校長 の 指導力

　校長 自ら授業を行 い ，範を示 して い る。全

校道徳や大空 コ ン サ
ー

トな ど全 校あ げて の 取

り組みで は 率先 して 指導 に あた る。全て の 子

どもの 状況や背景 ， 子 ども同 士 の 関係 を つ か

ん で お り ， 瞬時に適切 なア ドバ イ ス を行 う（こ

れ は教職員集団 に対 し て も同様 ）， 次 か ら次

に発 生 す る 「問題 」 に対 して ，「ピ ン チ は チ

ャ ン ス 」と受 け止 めポ ジテ ィ ブ は 姿勢 で 臨み ，

次 々 に解決 して い く。

（3 ）結び

　課題 もな い わ け で は な い
。 校長 の 指導力が

強い と い うこ とは 時と して ア キ レ ス腱 ともな

る 。 ま た ， 6 年生 の 算数の 授業で は，子 ども

の 厳 しい 実態が見 え て くる こ ともある。そ う

考 え る と，中学校 との 接続は難 しい 問題で あ

る と思 われる。

　 し か し
， 大空小 学校 の 実践は ， 多くの 人 々

が 学校 とは とか くこ うい うもの だ と，半ばあ

き らめ かけて い た学校 に 対す るイメ
ージを

一

新 し，学校 に対す る期待や信頼 を再燃 させ て

い る よ うに感 じられ る。大空 小 学校は ，今ま

で の 学校が到 達 し得なか っ た，新た な地 平を

切 り拓 き つ つ あ る こ と は 間違い な い 。
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