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実際 に中産地 主が リーダーシ ッ プを取 っ て い る こ

とが 明 らか に さ れ て い る こ と で あ る，麓の 道は

違 っ て も，玉 利 と横 井は同 じ嶺 を目ざして い たこ

とに な る．

　その 4 は，産業教育，特 に農業教育の場合 は，

地域差が 大 きい た め ，地域実態史の 研 究が不可欠

であ るが ， 本書 で は ， 「東北 型」として 山形県の 庄

内地 方，「西南型」と して 愛媛県の 中予地方を子細

に分析 して い る こ とである，この 手法は ， 米作だ

けで な く養蚕，染織 などに も役立 つ と思 う。

　 そ の 5 は ， 中央お よび地方の 農会報 の 資料 的価

値が示 されたこ とで ある，特に地方農会の 出版物

の 中に 多 くの 情報が含 まれて い る こ とが 分か る．

　私 として は，本書 を学ぶ 中で，い くつ か の 課題

をつ きつ け られ た よ うに思 う．例 えば ， 本書で

「農民の 学習 と農民の 教育は 表裏
一
体の 関係」 に

あ っ た と言 うとき， そ の 関係 の 構造 を考えて み た

い ．収益 を伸 ばす 目的で
， 先進稲作技術 を学 び ，

自ら試行 し て 得た苦労 の 成果を，なぜ他 人に教 え

る 必要があ っ たの か ， とい う素朴な疑問が 生 まれ

る 。そ こ に は，「技術」の 次元 を超えた ，横井時敬

の 言うよ うな 「精神」の 要素はな か っ た の か ，あ

る い は
， 農事講習や農事改良に関係 した上 層農民

は ， 自らの 教育課題 を どの ように認識 して い た の

か ， そ の 他 を含 めて ， 学校教育との 接合点を探 り

出 して みた い と思 う．

　高い 姿勢か ら，人様の 研 究成果 を論評する こ と

を苦手 として い るため ， 本書か ら私自身が 学び得

た こ とを列挙す る こ とで ，紹介にか えさせ て 貰 う．

学び合 い の 中か ら農事改良が 進捗 した と い う本書

の 主 張を大切 にする こ とに もなろ うか ら．

（日本図書セ ン タ
ー
刊 　2002年 3 月発行　A5 判

334頁　本体価格 5，400円）
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『子 ど もが育つ 地域社会

　　　　　 学校五 日制 と大人 ・子 ど もの 共同』

住田　正樹 （九州大学）

　本書は ， 社会教育研 究を志 した当初か ら 「地域

の教 育力」問題 に関心 を持 ち続 けて きた 著者が ，

地域 か らの 教育創造の 実現 に 向けて の 条件 と可能

性 を検討する こ とを課 題 として執筆され た もの で

あ る．構成 は以 下 の よ うで あ る ．「序章 子 ど もが

育つ 地域社会1， 「1 章　子育て困難か ら共 同 の 子

育て へ 」，「n 章　地域 の 教育力 をどうと らえなお

すか」， 「皿章　地域社会 にお ける子 どもの 居場所

づ くり」，「IV章 子 どもNPO と地域ネ ッ トワ
ー

ク」，「V 章　学校と地 域社会の 協働」，「W 　地域

教育計画 と住民 の 参加」．

　 序章に著者の 主 張が集約 されて い ると言 っ て も

よ い ．「地域 の 教育力」の 現状 と課題が簡潔に整理

され，何が当面の 問題 なの か が分か りや す く語 ら

れ て 充実 した 内容に な っ て い る ．まずは序章を読

んで 問題点 を整理 し ， 最後に再度序章を読み直 し

て 本書の 主張を まとめ る とい う読み 方を して もよ

い の で は な い か ．序章の タイ トル が そ の まま本書

の タイ トル に な っ て い る の も頷ける ．

　本書の 特徴は，第
一

に，著者自身 も述べ て い る

ように，「子 どもたちが育 つ 場 ・親たちが参加する

場 と して の 地域社会 を構造的に把握 しようとして

い る」（216頁）と こ ろに ある．そ れ は地域社会を

大人 と子 どもが 共同 し ， 参加する ， さまざまな 関

係性の 重層的な ネ ッ トワ ーク と捉え る と こ ろ に 見

い だ され る ．著者が 地域社会を関係性の 重層的な

ネ ッ トワ ーク と して構造的に 捉 えよ うとす る の は，

そ の こ とに よ っ て 「地域の 教育力」を具体的な事

実の 問題 と して 捉 えて ， その 意義を考察 し， その

再生 を図ろ うとす る強 い 問題意識か ら出発 して い

るか らで ある．こ れ まで 「地域の教育力」 は学校

と対等な教育的意義を持 つ よ うに は捉 え られず ，

学校の 補完的機能と しか 考え られ て こなか っ たが

（4 頁），それは 「地域の 教育力」 を経験的 な次元

で 具体的に捉え ようと して こ なか っ た ため ， 「理念

的 ・抽象的 に理解 されがちに な り」 （43頁），説得

力に乏 しか っ たか らで あ る．地域社会を重層的 な

ネ ッ トワ
ー

ク として捉 えよ うとする本書 は ， その

意味で これ まで の 「地域の 教育力1 論を大 きく前

進させ た とい っ て よ い ．地域社 会の 日常的な，重

層的 なネ ッ トワ ークか ら形成 され る 共同性 に こ そ

「地域 の 教育力」の 独 自性が存在する の だ と著者は

い う．その こ とを地域の 共同子育て 活動 を事例 に

して説明 して い る の が 1章で あ る．そ して ，
こ う

した地域社会の 共同性 と 自治体 との 相互 協力関係

が 「地域 の 教育力」の 再生に繋が っ て い くの で あ

るが ，それ は具体的には ，父母 ・住民 の 自主的な

教育文化活動 ，地方自治体の 教育文化環境 整備，

学校と地域 の 対話 とい う三 つ の 内容 をもつ の で あ

る とする （8 頁）．こ うした視点か ら こ れ ま で の 研
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究の 流れ を整理 した の が n 章で あ り， m 章以 下は

こ うした それ ぞ れ の 視点か らア プ ロ
ーチ して い っ

た論文か ら構成 されて い る とい うの が本書の 全体

構 成で ある．

　本書の特徴の 第二 は ， 子 どもを地域社会の なか

で の 主体的存在 と し て捉 えよ うと して い る こ とで

ある．子 ど もを主体的に捉えよ うとする視点 自体

は こ れ まで に もた び た び試 み られ て きた こ とで

あ っ て 新 た な視点 と い うほ どの こ とは ない ．しか

し ，
こ れ まで は ともすれ ば主体的 と い う抽象的な

言葉の み に終わ っ て い た の で は な い か．こ れ まで

は，本書の 言うよ うに 「子 どもが育 つ 地域社会」

と して で は な く，
主体的 とは言 い つ つ も大人 の 側

か ら子 ど もを客体と して捉えて きた ので は ない の

か．だが ， 本書 は文字通 り 「子 どもが育つ 地域社

会」 として 子 ど もを主体的 に捉 え よ うとする．そ

れ は ， 「共 同」とい う概念 に表れて い る．こ の 共 同

には 二 つ の 意味が ある．一
つ は地域 の 大人 ど うし

の 「相互 の 共同的な 関係性」（ユ2頁）を指 して い る

が ， もう
一

つ は地域の 大 人と子 どもの 関係性 を指

す．そ して そうした関係性の なか に子 ど もが 「参

加」（13頁）する こ とに よ っ て大 人 と子 ど もの 共 同

性が生 まれ，そ うした大 人と子 ど もの 共同の 関係

性の 重層的なネ ッ トワ
ー

ク こ そが 地 域社会な の で

あ る．こ れが 「子 ど もが育 つ 地域社会」 に ほ か な

らな い ．

　 そ して第三 に 「地域の 教育力」 を文字通 り 「地

域」の 教育活動 とし て捉えよ うとして い る こ とで

あ る．こ れ までは 「地域 の 教育力」と言 い つ つ も

学校 を軸 として の 「地域」 で しか なか っ た．だ か

らこそ 「地域 の 教育力」は学校の 補完的機能で し

か なか っ た の である． しか し，本書 は 「地域の 教

育力」 の 独 自性 を示す こ とに よ っ て 「地域の 教 育

力」を学校 とは相対的に異 なる もの として捉え よ

うと して い る．それが地域社会の 共 同性 で あ る ．

そ して そ の 共同性は地域社会 にお い て 営まれ る共

同的 な生 活それ 自体 の なか に 形成され る の で あ っ

て，そ こ に子 ど もの 「育ち」を見い だ して い る の

で ある．そ の 意味で 本書は 正 に 「学校か ら地域 へ
，

まな ざしの 転換をこ ころみ ， そ の 視野か ら従来の

議論 を再構築 しようと して い る 」 （213頁）の で あ

る．

　 本書は，「地域の 教育力」を子 ど もに 焦点 を合わ

せ て論 じて い る と は言 っ て も ， そ の 問題 の 全体を

カバ ー
して い る わけ で は な い ．例 えば，著者自身

も述 べ て い る よ うに ， 「自分の こ とばを もっ て い な

い 」 （83頁）思春期前半 （小学校中・高学年か ら中

学生 に至 るまで ）の 子 ど もに つ い て は さら に 検討

が必要だ ろ う．もっ ともこ れ まで の ，子 ど もに対

す る地域社会の 取 り組み は ，
せ い ぜ い 幼少期 か ら

小学校低学年の 子 どもたちに対す る もの で あ っ て ，

小学校 中 ・高学年か ら中学生に 至 る まで の 最 も地

域 活動の 活発 な，ある い は地域活動に参加 させ る

べ き年齢層に対 して は 殆 ど何 も論 じて こ なか っ た

か ら，それ は 「地域 の 教 育力」論全体の 問題で あ っ

て ， 本書 だけ の 問題 で はない ．む しろ 本書で は，

皿章で 「子 どもの 居場所づ くり」 と して 中学生 ・

高校生 の 地域 へ の 参加 を論 じ， 新 た な視点 を提供

して い る．

　そ して私 自身の 関心 か ら言えば （私 は教育社会

学を専攻 して い る の で視点が多少違 うか も知れな

い が），地域社会を関係性の 重層的な ネ ッ トワ
ー

ク

と して 捉 える の は よい として ， そ の 共同的な生活

の 営み に参加する こ と に よ っ て 子 ど もが 発達 して

い く，その 発達の 内容に い か な る独 自性が ある の

か が問われ なけれ ばならない と思 うの で ある，こ

れまで の 「地域の 教育力」（私 自身は，概念の 曖昧

な，こ の 用語 を好 まな い が）論の 最 も大 きな問題

は こ の 点で は ない の か ．そ して その 発達の 内容の

独 自性 に こ そ 「地域 の 教育力の 再生」の 意義が あ

る の で はない か と思 うの で ある．

　本書 は，残 され た課題 もあるが ，著者の 専攻す

る社会教育学ばか りで な く， 「地域社会 と教育」問

題 を対象とす る教育社会学 ， 教育行政学，教育法

学等に も新た な視点を提供して くれ るだろ うと思

われ る．

（東京大学 出版会　 2002年 10月発行　 B6 判

231頁　本体価格 2， 500円）

住田 正樹 ・南 博文 編

『子 どもたちの 「居場所」と対人的世界の 現在』

佐藤　
一子 （東京大学）

本書は ， 1990年代後半か ら住田正樹 氏が 中心 と

な っ て 組織 した 「子 ど もの 居場所」 に 関す る共同

研究の 蓄積 とそ の 後の 3
’
力年にわ た る科学研 究費

補助金基盤研究の 成果 を ふ まえて 刊行 され た学術

研究書で あ る．教育社会学の ア プ ロ
ーチ を中心 と

しなが ら，環境心 理学，発達心 理学 ， 人文地 理学 ，
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