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研究成果の概要（和文）：　本研究では、「同和地区の人々」「貧困層」「外国人」「障害者」という4つのマ
イノリティー集団を対象として、彼らが日本の学校教育システムからどのように排除されているかについての実
態を把握したうえで、彼らをいかに包摂しうるかという問いについて検討を加えた。中心的に行ったのが、上記
4つのグループに該当する高校生年代の子どもたちに対する聞き取り調査である。それに合わせて、学卒者・学
校教師・その他教育関係者に対する聞き取りも付加的に実施した。排除の実態については、「学校からの排除」
「学校のなかの排除」「学校から社会の移行に関する排除」の3つのカテゴリーを設定し、それぞれについて分
析を実施した。

研究成果の概要（英文）：　The aim of this study is to explore how minority groups are excluded from 
the Japanese school system in Japan and to consider how to include them in it. Our focus is on four 
minority groups, that is, Buraku students, students in poverty, foreign students and handicapped 
students. Semi-structured interviews with them have been conducted and their subjective point of 
view have been stressed in our analysis.  

研究分野： 教育社会学
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  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
　本調査の成果は最終報告書に整理している。その中身は、4つのマイノリティー集団の高校生・若者たちに対
するインタビュー調査の分析であり、付加的に海外（イギリスとフランス）で行った現地調査の結果である。
　教育における排除と包摂というテーマは、現在の教育社会学分野において最も注目されている研究分野の一つ
であり、当事者の視点に焦点を当てた研究は数少ない。なおかつ本研究は、4つの集団の学校体験を横断的に俯
瞰し、比較検討するというユニークな資格をもつ経験的研究である。学校教育の今後を考える上で、きわめて貴
重な知見と示唆を提供するものである。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。
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１．研究開始当初の背景 
 
 申請者が所属する大阪大学には多くの教育社会学者が在籍し、日本のなかでの一大拠点とな
っている。そのなかでも被差別部落の子どもたちの低学力問題を嚆矢とする「マイノリティと教
育」研究の流れは、その学風の大きな特徴となっている。申請者自身は、この 20 年ほどにわた
って、「ニューカマー」と呼ばれる外国にルーツをもつ子どもたちの教育支援を主たる研究テー
マの一つとしてきた（志水宏吉・清水睦美『ニューカマーと教育』2002 年など）。「被差別部落」
「ニューカマー」「障害児」にかかわる社会学的・教育学的研究の流れを総括した前掲レビュー
論文（2014 年）は、そうした文脈に位置づくものである。 
 合わせて申請者は、以前に日本学術会議の正会員であり、「排除・包摂と教育」という名称を
掲げた分科会の委員長をつとめた。その分科会では、上記テーマにかかわる「提言」を 2020 年
のまとめ、広く社会に向けて発信した。 
 本研究は、そのような背景のもとに構想されたものである。 
 
２．研究の目的 
 
本研究の目的は、現代日本の学校教育システムが有する特性とそこから生じる諸課題を、「マ

イノリティ集団に対する排除と包摂」という視点から把握し、その改革・改善の方途を探ること
にある。かつてはその平等性や全人性を海外からも高く評価されていた日本の学校教育システ
ムであるが、1990 年代以降の格差社会化の趨勢や「ペアレントクラシー」（＝親の富と教育期待
が子どもの将来を大きく規定する事態）と呼ばれる動向の進展のなかで、そのあり方にほころび
が目立ち始め、公教育の危機が叫ばれるようにすらなってきている。具体的には、階層間・社会
集団間の教育達成の格差が顕在化し、その平等化機能や社会統合機能に疑問符が呈されるよう
になっている（佐藤学他『社会のなかの教育』2016 年）。 
 本研究では、「被差別部落民」「外国人」「障害者」「貧困層」という 4 つのマイノリティ集団を
設定し、彼らに対する教育的排除を、1）彼らが有する教育機会の現実（後期中等教育および高
等教育への進学機会を中心に。統計データの収集等を通して）、2）それに対する当事者の経験や
評価（14～21 歳の若者層への聞き取り調査を通して）の二側面から把握する。その上で、彼ら
をよりよく社会的に包摂するための方向性や具体的方策を、国内（東京と大阪）や海外（イギリ
スとフランス）の先進事例を参考にしながら、理論的・実践的に構想していきたい。 
 本研究の成果は、期間終了後一年以内に出版物として公刊し、広く社会に向けて発信するほか、
中央・地方教育行政にも提言の形で適宜フィードバックする予定である。 
 
３．研究の方法 
 
 本研究では、以下の 3つの研究作業を行うものと構想された。 
研究Ａ： 
全国の都道府県を対象とした調査から、マイノリティの排除・包摂にかかわる各種のハードデー
タを収集する。 
研究Ｂ： 
国内の 2 地点（東京と大阪）において、当事者対象の聞き取り調査を実施する（各地で一グルー
プ 10 名×4グループ、合わせて 80名を目標とした）。 
研究Ｃ： 
海外の 2カ国（イギリスとフランス）で、本テーマに関する現地調査を実施する（各国 10日間
程度、3名の調査員を派遣予定）。 
 
 2020～22 年度という本研究の助成期間は、日本（世界）でコロナ禍が蔓延した時期とぴった
り重なるものであり、研究の推進・継続には大きな障害があったと言わざるをえない。そうした
状況のなかで、上記 3つの研究作業を何とか完遂することができた。 
 
４．研究成果 
 研究成果は、最終報告書に整理されている。 
 報告書は、５つのパートに分かれている。４つのマイノリティ集団の学校体験に切り込んだ４
つのパートとイギリスとフランスにおける現地調査の結果をまとめた５番目のパートである。 
 本研究の中核をなすのは、「当事者」である高校生および若者を対象とした半構造化インタビ
ュー結果の分析である。その分析に当たっては、各班共通の枠組みとして、「学校からの排除」
「学校のなかの排除」「学校から社会への移行にかかわる排除」という３つのカテゴリーを設定
し、当事者たちの主観的・経験的世界を共通の視点から読み解くという作業を行った。 
 



 そもそも４つの集団カテゴリーはその社会的起源と今日的存在様式において多様性を持つも
のであり、それぞれのカテゴリーに所属する当事者たちの意識・生活のありようも一枚岩では捉
えられないものであった。その詳細は、最終報告書に記載している。 
 今後は、見出された結果に対してさらなる分析・検討を行い、これから 1年後をメドとして、
その成果を広く社会に公開する予定である。具体的には、岩波書店から一般の読者にもアクセス
可能な書物として刊行する予定となっている。 
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