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小松茂久著

『ア メ リカ都市教育政 治 の 研究

　
一 20 世紀 に お け る シ カ ゴ の 教育政治改革』

（人文書 院　2006 年）

筑波大 学 浜 田 博 文

　本書 は ， 著者 が 2006年 に 神戸 大学 に 提 出 した博十 学位請求論文 を も と に し て

い る 。 研究 の 目的 は 「20世紀 の ア メ リカ 都 市教育統治 改革 の 歴史 を明 らか に す

る こ と と
， 現代都市教育改 革に お け る シ ビ ッ ク ・キ ャ パ シ テ ィ

ー論の 有効性 を

検 証す る こ と」 に あ る 。 そ の 中心 舞台は ， ア メ リカ 第三 の 大 規模学 区 「シ カ

ゴ 」 で あ る、著者が シ カ ゴ を事例 とす る 研究 に 着手 した の は 約20年前 だ とい う 。

それ に 並行 す るか た ち で 口本 の 地 方教育行政研究 に も取 り組み 続 けた著者 は ，

「学校 と家庭 と地域 との 協働 ・連携」 等 に っ い て の 理 論的基盤 と して の 教育政

治理 論 の 曖味 さ を感 じ た とい うn 「文部 省や 教 育委員会 の 絶 対的な権力 を 背景

と した 教育支配か ら ， しだ い に さ ま ざまな ス テ
ー

ク ホ ル ダ ー
が 重な り合 い な が

ら教 育 政策 の 決 定 に 係 わ る よ うに な っ て き て い る」 に もか か わ らず ， 「文部

（科学）省や 教 育委員会 な ど に っ い て の 研究 は豊富に あ るが ， 非公 的 セ ク タ ー

に 関す る研究 は驚 くほ ど少な い 」 こ とへ の 鋭 利な 問題意 識 。 それ が ，政治学分

野 の 「ア ーバ ン ・レ ジ ー ム 」論 と 「シ ビ ッ ク ・キ ャ パ シ テ ィ
ー

」概念 を用 い た

ア メ リカ の 事例 分 析を通 じて ， 「市 民が連帯 し た水平的な 信頼 関係 か らな る ネ

ッ トワ
ー

ク型 ガバ ナ ン ス 」 へ の 転換 とい う展 望の 提起 へ と結実 す る。

　本 書は ， 「第 1 部　都市教 育政 治の 歴 史 」 「第 Il部　都市教 育の 課題 と改革の

理 論」 「第皿 部 　シ カ ゴ 教 育統治 改 革の 動態 1 と い う 3 つ の 部か ら成 る ， 第 1

部で は， 革新主 義期 を対象 と し た教育政 治研究の 歴史 的展開 を， 1980年代 半ば

まで （第 1 章）とそ れ 以 降 （第 2 章）に 分 け て 特徴 づ け ， 詳細に 追 っ て い る 。 そ

の 上 で ， 同 時期 の シ カ ゴ に お け る教 育統治改 革の 動態が 分析 され る （第 3 章）。

これ らの 考察 を通 じ て
， 教育政 治 は 「きわ め て 多元的な ア ク タ

ー
の 相互 交渉」

で あ り ，
「多元主義的特徴 」 を も っ て い る と い うこ とが 明 らか に され て い る 。
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　ng　II部で は
， 第 「 次 大 戦後 ， 都 市の 社会 的 ・経済 的変動 の も とで マ イ ノ リテ

ィ の 児童生 徒が 急増 し 教育機 会の 不
’

ド等が 顕在化 した こ と と， そ うした 中で の

人 種分離学校廃止運動の 展開 と行 き詰 ま りの 内実 を，
シ カ ゴ を事例 と して 明 ら

か に して い る 。 都市学区は改革を 忌避 した の で は な く， 学校官僚制 内部又 は 教

育専 門職者 主導の 取 り組 み に と ど ま り都 市の 社会経済的条件 を考慮 に 入 れ た包

括 的 ・政 治 的取 り組み が な され な か っ た こ とが ， 問題 と して 析 出 され て い る

（第 1章），， その 上 で ， 現代ア メ リカ の 都市教育改革を捉え る理 論が 検討され て

い る 。 そ こ で は ， 1980年代半 ば以 降に 都 市政 治 理 論 とし て 提起 され た ア
ー バ

ン ・レ ジ ー ム 論 と， そ こか ら都市教 育政 治を説 明す る概念 とし て 導 出 され た シ

ビ ッ ク
・
キ ャ パ シ テ ィ

ー 論 に つ い て詳細 に 考察 して い る 。 そして ， 都市 コ ミ ュ

ニ テ ィ 構成員一 人ひ と りの 「市民 の 力能 」 を高 め ，
い か に 凝集 させ うるか が 都

市教育 改革 の 成否 を握 り，
シ ビ ッ ク ・キ ャ パ シ テ ィ

ー
の 形 成 ・維持 ・発 展の 契

機 は政 治に あ る と論 じて い る （第 2 章）。

　第III部は ，
シ ビ ッ ク ・キ ャ パ シ テ ィ

ー
論に 基づ くシ カ ゴ 教育統治改革の 分析

で あ る 。 まず ， 1980年代 の シ カ ゴ に お け る深刻 な教 育課 題 状 況 と教 育政 治ア ク

タ ーの 動 き に つ い て 検討 し て い る （第 1 章）。 次い で ， SBM の 理論 に 依 拠 し た

1988年 シ カ ゴ学校 改 革法 の 制定過 程 に お け る 教育政治 の 動態 を描 出 して い る 。

そ こで は ，
ビ ジ ネス ， メ デ ィ ア ， 財団， 市民運 動 団体 な ど の 間 の 緊密な ネ ッ ト

ワ ー クが つ くられ て い た反面 ， 教職員 ・教育長 ・教 育委員会事務局等 の 教育専

門職者 は リー ダー シ ッ プ を失 っ て い た （第 2章）。 そ して ， そ の 後 ま もな く断

行 され た 1995年学校改革修正 法制定 の 背景 と その 教育統治改革 の 特徴 とし て の

「市長に よる教育 統治の 包摂 ，

一
元 化 ， 統合 化 」 に っ い て 検討 し ，

シ ビ ッ ク ・

キ ャ パ シ テ ィ
ー論 の 観点か ら ， 同法 に よ る教育統治改革の 意義 と限界 に つ い て

論 じて い る 。 都 市の 児童 生 徒 の 学 習改 善を 目的 と し た シ ビ ッ ク ・キ ャ パ シ テ ィ

ー
に と っ て は ， 制度 ， リー ダー シ ッ プ

，
お よび 教育専門職者の 役割が い ずれ も

不可欠で あ る こ と が
，

こ こ で は論 じ られ て い る （第 3 章）。

　 終章 は第 1部 か ら第lll部 まで の 所論 の 総括 と ともに ， 冂本の 教育行政 研究 へ

の 示 唆 を 3 点 提示 して い る 。 第
一
は ， 「教 育政 治」 「教 育政策」 「教育行政 」 の

上位概 念 に 「教 育統 治 」概念 を位 置づ け る こ との 有効性で あ る 。 第二 は ， 教育

行政 当局の み を主体 とす る の で は な く多様 な ス テ
ー

ク ホ ル ダー を視野 に 含 め ，

ア ク タ ー間の 関係性構 築 の理 論に 関心 を 向け る こ とで あ る、，そ して 第三 は ， 保

護者 ・住 民 に 限 らず企 業 や第 三 セ ク タ ー を も含め た ア ク タ
ー

の 参加 と協働 に よ
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っ て 「豊か なシ ビ ッ ク
・キャ パ シ テ ィ

ー
」 の 創造 ・ 維持 に 傾注す る こ とで あ る 。

　本書 を読み 進 め ， 頁 を め くる度に iE倒され る こ とは ， 記述 の 土 台に な っ て い

る史 ・資料の 豊富 さ と，
シ カ ゴ の 教育政治 をか た ちつ くる事実記述 の 克明 さ で

あ る e よ どみ な く流れ る文章の 中に ， そ れ らが 縦横無 尽 に 配置 され て い る 。 だ

が ， 政 治学 に つ い て の 専 門的な知 識 と素養 に 乏 し く， ア メ リカ を研究対象 とし

て い な が ら
一

度 もシ カ ゴ の 街 に 足 を踏み 人 れ た こ との な い 評者 に と っ て ， 総 頁

数400を超 え る大著 を最 初か ら最後 まで 読み 通す に は か な りの 根気 が 必要 だ っ

た とい うの が 正 直な と こ ろで あ る 。 自らの 能 力不足 を省み ず に 書評の 依頼 を引

き受 け て し ま っ た軽 率 さ を， 何度 も悔や ん だ。 しか し ， 読み 終 えた 時点で 本書

の タイ トル に 日 をや る と
， そ こ に 織 り込 まれ た 「ア メ リカ 1 「都市」 「教 育政

治 1 「20世 紀」 「シ カ ゴ 」， そ して 「改革」 とい う一
つ ひ と つ の キ ー ワ ー ドが ，

重厚 な本書 の 特徴 を見 事 に 表現 して い る こ とに 感服 して
，

思 わ ず大 き くうなず

い て し ま っ た 。

　本書が拠 っ て 立 っ 「政治学」 とは ，
「『誰が 何 をい っ どの よ うに 手に 入 れ るの

か 」 に つ い て の 研究 」で あ る。 そ の パ ー
ス ペ ク テ ィ ブ を携 え て

， 関心の 矛先 は

ア メ リカ の 「都 市」 に 向け られ る 。 厳 しい 人 種差別 とそれ に 連 な る深 刻な貧困

と教育の 不平等な ど ， 「社会 的な 矛 盾を 引き受 けて い る」都市教育に 対 して 著

者は ，
「民 主教育の 原則 とし て の 『非抑圧』『非差別 』 を逸脱 して ， なぜ マ イ ノ

リテ ィ が 権 力関係か ら疎外 され て い る の か に 関す る実態 の 分析はむ ろ ん の こ と ，

何を どの よ うに 改革すべ きで あ る の か ， あ る い は ， そ うし た構造 は ， 歴 史的 に

どの よ うに 形成 され て きた の か ， そ うし た構造 を改革 す るた め に は 何が 必 要 な

の か が教 育政治研究 に よ っ て 明 らか に され な けれ ばな らない 」 と鋭 い 眼差 しを

向け る 。 そ うして ， 都市教 育問題が 凝縮 す る 「シ カ ゴ 」 を， 「20世紬 とい う

視野 で 捉 え直す こ とに よ っ て ，
「都 市教育 問題 を もた らし た社 会的 ， 経 済的 ，

さ らに は政 治的文脈 の 歴 史的分析 と現状 を明 らか に す る」 と と も に ，
「政 治 に

よ る教 育問題解決の 可能性 を探 る こ と 」 とい う当初 の ね らい は 明確 に 達成 さ れ

て い る 。

　 ア メ リカの 教育改 革 と教 育経営に 関心 を持 つ 者 は もち ろん の こ と ， 今後 い っ

そ う不安定要素 を抱 え続 け るで あ ろ う日本の 教 育改革 の 行方 に 関心 を寄せ る者

に 多 くの 示 唆を もた ら し て くれ る 1 冊で あ る 。

「
政 治 に よ る教 育 問題 解 決 の 可

能性 を探 る 」 とい う著者 の 意 図を呑み 込 み 難 い 読 者 は ， 最初 に終 章第 2 節 を読

ん で か ら本論に 入 っ て い くと よい か もしれ な い
。

日本 教育経 営学 会紀要 第 51 号
・2009 年 195

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　


