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一 M ． ヤ ン グ 「知識成層論」 を越 え て
一

熊　谷　一 　乗

1．　 問題 の 所在

　学校知識 ω は ， 教育上 ， 特別に オ ー ソ ラ イ ズ された 知識で あ り， 限定 された 特殊な

知 識で あ る 。 そ れは ， 学校を通 して 権威的に ， 拘束的に 伝達 され る 。 そ うい う学校知

識 の 編成が問題 とな るの は ，そ の 限定された 特殊性が学校に お け る子 どもの 社 会化，彼

らの 学習上 の 成功や 失敗 ， さ らに は 社会構造や政治体制 の 維持お よび 変化に 重大なか

か わ りを もち ， 教育的 ， 社会的に 適切か ど うか 問題視 され るか らで ある 。
い い か え る

と， 学校知 識が子 どもの 発達 ， さ らに 社会の 現状 と未来 とい う点 か ら関係者に 問題 と

して意識され る とき ， その 限定された 特殊性は い か に 形成 された の か とい うこ と一

つ ま り学校知識 の 編成が問題 とな る の で ある。

　英 国の 「新 し い 教育社会学」派を代表す る人物の
一

人 ， M ．　F ．ヤ ン グ の 「知識成層

論」 は ， 学校に お け る子 どもの 失敗 と学校知識 の 特殊性 との 関係に 注 目して 子 どもの

側 で は な く，学校知識の 側を問題 と し
〔2）

，そ れが編成 され る過程 に 目を 向け ，
こ の 過程

と社会構造， と くに そ の 支配 と分配の 構造 とを関連させ て 把握 し よ うと し た
。

ヤ ン グ

の 所 論 が有す る意義は 何 よ りも従来 の教 育社 会学が閑却 して きた 学 校知識の 編成 ， 伝

達 の 過程 を 研究上 の 中心 課題 （3）
と し学校に お け る子 どもの 学習上 の 成 功や失敗 と い う

ミ ク ロ な レ ベ ル と社会の 経済的政治的構造 ， 歴史的文脈 とい うマ ク ロ な レ ベ ル とを統

制 の 視点 か ら関連づ け て と らえ る構造論的理 論枠組を構築 した とこ ろに あ る とい っ て

よ い 。 統制 の視点に た っ て ミ ク ロ か らマ ク ロ に 接近 し，
マ ク ロ か ら ミ ク ロ を理解 し よ

うとす る構造論的枠組に よ っ て 批判的に 学校知識を め ぐる現実を問い つ め ると こ ろ こ

そ ，　 「新 しい 教育社会学」 の 新 しさで あ り，
ユ ニ

ーク さ で あ る 。

　 ミ ク 卩 と マ ク ロ とを連環的に 関係づ けた 枠組 と統制の 視点 とを基底 と して 成 り立 つ

「知識成層論」 は ， 学校知識の 編成 をめ ぐる 日本 的諸問題一 教 科書問題，学習指導

要領 の 制定 と実施に 関す る 論争 ， カ リキ ュ ラ ム の 編成や 教材 の 選 択 を め ぐる葛藤な ど

一一
を と りあげ研究 す る うえで 多 くの 示 唆を与 えて くれ る よ うに 思 われ る 。 しか し ，

創　価　大　学

一 172　一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Japan Society of Educational Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Soolety 　of 　Eduoatlonal 　Soolology

学校知識の 編成 に 関す る社会学的試論

ヤ ン グ の 所 論は ，後述する よ うに 理 論的1・C 不 備な点が少な くな く， しか も ， そ れは 階

層的格差 が は なは だ しく階層間 の 流動性 に とぼ しい 英国社会の 教育現実に 根 ざ して 形

成 され た もの で あ っ て
， そ の 理 論的 枠組を 日本社会の 教育現実の 研究に そ の ま ま応用

す る こ とは ， もち ろ ん 不適当で ある し ， 実際上 ， 無理 で あ る 。 ヤ ン グが示 した理 論枠

組や視点を H本社会の 教育現実， と くに 学校知識の 編成を め ぐる問題の 研究に 有効に

役立 て るに は ， 彼 の 「知識成層論」 を 日本 の 現実の なか IC投 げ込 み ，そ の 可能性 と限

界 とを検討 し見極め て み る必要が あ ろ う。

　と こ ろ で 「知識成 層論」は ，
ヤ ン グ の 編著 『知識 と統制』（Knowledge 　and 　Control）

の 巻頭に お か れた彼の 論文 「社会的に 編成 され た知識 と して の カ リキ ュ ラ ム の 研究 へ

の 接近 」（An 　ApProach　to　the　Study　of 　Curricula　as 　Organized　Knowledge ）で

展開さ れ て お り，
い わぽ ，

こ の 論文 の エ
ッ セ ン ス で あ る 。 それ は ，

一方 で 「マ ル ク ス

主 義の 伝統」ω と 「ウ ェ
ーバ ー学派の 貢献」（5｝とを肯定的 に 考察 し， 他方 ， デ ュ

ル ケ ム

に 対 し統合 的機能を重視 し過 ぎて い る （6）と批判的な 評価を与 えた あとに 展開 され て い

る ｛7＞
。 こ の こ とは ， ヤ ン グが マ ル ク ス 主 義の イ デ オ ロ ギ ー論 とウ ＝

一バ ーの カ リキ ュ

ラ ム 観 とに 強 く影響 されて い る反面 ， 機能主義的 ア ブ P 一
チ を 排斥 して い る こ とを示

唆 して い る 。 「知識成層論」 は ， マ ル ク ス 主義の 階級 の 視点 とウ ェ
ーバ ーの 支配 の 視

点 とを 基底に お い て 形成さ れ て お り， その こ とに よ っ て 学校知識の 編成 と経 済的政 治

的構造 とを結び つ け る うえで 成功 し て い る 。 しか し
， 機能主義的 ア プ ロ ー

チ に 否定的

な態度を とっ た た め
， 学校知識の 編成をめ ぐる人的社会的諸要因の ダ イ ナ ミ ッ ク な相

互 連関の 解明 と い う点で は 失敗 して い る よ うに 思わ れ る 。 以下 ， 「知識成 層論」の 主

要 な点を 日本教育 の 歴史的現 実 と関係づ け なが ら検討 し， そ の 意義 と問題点を 明 らか

に した うえ，学校知識の 編成に 関す る社会学的理論枠組 の 形成を試み て み よ う。

2．　 編成 の 主体 に 関す る問 題

　学校知識 の 編成過程を研究 の 対 象 とす る場合， まず ， 編成 に あた る行為主 体が問題

となろ う。 ヤ ン グは ， 統制 の視点か ら， 知識を選択 し ， これに 教育上 の価値を 与えて

カ リキ ュ ラ ム に 編成す る主 体を r権力の 地位 に あ る者」　those　in　positions　of 　power （8）・

とだ け規定 して い る 。 ある種 の 知識を教育用に 特定化 し ， これ に 権威 と拘束性を もた

せ るに は ， い うま で もな く権力が 必要 とさ れ る 。 しか し ， 「権力 の 地位に あ る者」 が

教育用 の 知識を選択 し特定化 す る とい うだ け の 規定は ，学 校知識 の 編成 に あた る主 体

を 抽象的に 明示 す る こ とに 役立 っ て も， 具体的に 編成 の 過程を分析 し よ うとす る場合

に は 曖味過 ぎて 実効性に とぼ しい 。 国家権力が学校教育を厳格に 統制 して きた 明治以

降 の 日本で は ， 学校知識 の 編成に 関与す る 「権力の 地 位に あ る 者」 と し て 政治家 ， 官

僚， 知識人 （文化エ リー ト）， 教師があげられな ければな らない （9）
。 これ ら複数の 行

為主 体が ど うい う関係で 結 ぼれ る か が編成 の 過程に お ける決定的 なポ イ ン 1・とな っ て

い る 。 編成に か か わ る主体相互の 関係は 重層的で あ り， 学校知識が どの よ うに 編成 さ
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れ ， そ の 結果が ど うな るか は ， 各主体相互 の地位 ・役割関係 と力関係 とに 規定 され る

とこ ろが大 きい の で ある 。 そ こ で 「権力 の 地 位に ある者」 を 分解 し ， 編成に か か わ る

権力の 性質 ， そ の 担 い 手の 性格 と役割 ， 担い 手相互 の 関係 ， 編成行為に お よん で くる

社 会的要 因 の 圧 力 がどの よ うな もの で あ るか を 明 らか に す るこ とが必要 とな る。ヤ ン

グ は こ う した点を見過 ご した ま ま ， 編成の されか た ， 編成の 内容を 問題 と し て い る 。

しか し，行為主体 の 要因は 編成 の 過程に お い て 主導的位置を 占め 編成 され か た ， 編成

の 内容を操作す る機能を果 た して い るの で あ り，
こ れ を ブ ラ ッ ク ポ ッ ク ス 扱い に して

見過 ごすわけに は い か ない の で あ る 。 ヤ ン グが い うよ うに 学校知識 が社会的に 編成 さ

れ る過程を問題 とす る場合に は ， まず ， 編成に か か わ る主体 に つ い て十分な考察が な

され なけ れ ばな らない で あ ろ う。

　 こ こ で権力を 「抵抗を排除 して ま で も自己 の 意思を貫徹 （10）
し意図 した 効果を他者

に 対 し て もた らし得 る能力」（11） と定義 した場 合 ， 権力が行使され る対象に 応 じて 統治

上 の権力 ， 経済上 の 権力，文化面 の 権力 ， 教 育上 の 権 力 な ど種類 を異 に す る複数の 権

力 の 存在 を認め る こ とが で ぎる 。 これ らの権力は ， そ の担い 手の 教育に 対す る関心 か

ら， どの よ うな性 質の もの で あれ ， 学校 知識 の 編成過程に 関与 し得 る可能性 を も っ て

い るが ，
こ れ らの 権力 （そ の 担 い 手）が どの よ うに 学校知識 の 編成に 関 与す るか は ，

一
？ ク ロ に は 社会構造，政 治体制 ， 学校制度， 社会 の 状況 ， ミ ク ロ に は 学校の 段階や 種

別 ， 学級 の 状態に よ っ て い ろい ろに 異な っ て くるで あ ろ う。 通常，学校知 識の 編成に

直接的に 関与す る権力は ， 公教育の 維持に 責任を負 う統治権力 （担い 手は 中央 と地方

の 政府機関）と教育権力 （担 い 手は 教師層）， それ に 知識の 開発 と管理 とに 主 導権を発

揮す る文化権力 （担 い 手は 文化 エ リー ト） の
ミ

三 権 。 とす る こ とが で きる 。
こ うし て

学校知識 の 編成 に か か わ る主体を 問題 とする場 合，　
ミ

三 権Ns 相互 の 関係 ，
つ ま り政府

機関 （文部省 ， 教委）， 教師層 ， 文化 ＝ リー トの 関係が焦点 と な る 。 こ の 三 者は
一

定

の 地 位
・
役割関 係 と力関 係 とに もとつ い て 作用 しあ っ て い る 。 い うま で もな く， 学校

知識 の 編成過程に お い て 権力を もつ 行為主体 は主 導的な役割を 果た す の で あ るが ， こ

の 役割は 特定 の社会的歴 史的文脈 〔12）の な か に 組み 込ま れ た もの で あ り ， 恣意的に で

は な く社会的要因の 連鎖の拘束の もとに 遂行 され るの で ある 。 学校知識 の編成は ， 社

会的歴史的文脈に 組み 込 まれた
ミ

三 権ミ の ダ イ ナ ミ ヅ ク な相互作用 の 過程 を中心に と

らえ られ なけ れぽ な らな い で あろ う。

3．　 知識の 成 層 と 社会構造

　知識が 「権力の 地 位に あ る者」に よ っ て 限定 され特定化 され る とい うこ とは ， 知識

に 付与 され る価値 ， 異な る知識領域間の 関係 ， 知識へ の 接近 の 制限に し た が っ て知識

の 体系内に 上 ，下 あ る い は 高 ， 低の 格差が で きる こ と ，
つ ま り知識が成層化す る こ と

を意味 して い る （13 ）
。 学校知識の 編成は ， 結果 と して 知識 の 成層を形成す るこ とに な

る の で あ る 。 日本の 場合，権力の 統制に よ っ て 知識 が 成層化 す る こ とは 明治期以前 に
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さ か の ぼ っ て 認め る こ とが で きるが ，特に 1872年 の 「学制」発布以降 ， 近代的学校制

度 の 整備 とともに 知識 の成層が 制度 と し て 形成 され画然 とした もの に な っ た とい え

る 。 「学制」発布直後 の 「小 学教則 」〔14） 「中学教 則」（15） 以来 ， 文部省が 示 した 各種の

教 育内容に 関する基準は ， 学校知識の 成層を明確化し法制化す る と い う意味を もっ て

お り， それは 小学校か ら大学に い た る学校制度の ハ イ ア ラ ー
キ

ー
， 入学試験制度 と密

接 に 関連 し， 学校に お ける知識の 教授 ， 子 どもの 学習に 強い イ ン パ ク トを 与えて きた

の で あ る 。

　 とこ ろで ヤ ン グ に よれ ば，知 識の 成 層とい う観 念に は ，教 育用 の 知識が威信 と財産

とい う点か らみ て 段階的 に 層を な し て い る とい う意味が ふ くまれて い る （16 ＞
。 威信に

は 知識 の 領域に 与え られ る社会的評価が
， また 財産に は 知識の 所有 と使用 の 自由度 と

が対応 して い る 。 財産 の 側面に は ， 所有 を通 して知識が使用 され 報酬が 得 られ る とい

う意味 もふ くまれ て い る の で あ る 。
つ ま り， 財産 と して の 知識は ， 使用 され る こ とに

よ っ て 富 ， 権力 ， 地位 とい っ た社会的価値の 獲得を可能に す る 。 知 識は ， 威信 とし

て ， 価値を獲得す る道具 と して ， す なわ ち権力へ 接近 する手段 と して 社会の 支配 と分

配 の 構造　　社 会構造 と密接に 関係 して い る の で あ る 。
ヤ ン グは ， 知識 の 成層 と社会

構造 とを対応 させ て 学校知識 と経済的政 治的構造 との 関係は ， 知識の 成層の 局面に 集

約 的 に あ らわ れ る とい う（17＞
。 「知 識成層論」 の 意義は，社会構造 とい うマ ク ロ な次元

と学校知識の 教授とい う ミ ク ロ な次元 とを連環的に 結び つ ける展望を開 ぎ， 知識を媒

介 とす る権力へ の 接近 と権力に よ る知識 の 統制 （学校知識 の 編成）お よび そ の 統制 さ

れ た 知 識の 教授 ・学 習 との 弁証法 的 な関係   を 把握す る視座 を 確立 した と こ ろ に あ

る とい っ て よ い で あ ろ う。

　 こ こ で 注 目 しなければ な らな い こ とは ， 「知識成 層論」が暗黙の うち に 学校知識の

社会的機能を認 め るこ とに よ っ て 成 り立 っ て い る こ とで ある 。
ヤ ン グは ， 理 論上 ， 機

能主 義的ア ブ Pt・一チ を排斥 して お り， 知識 の 成層 と社会構造 との 関係 を と らえ る場 合

に 機能 とい う用語を使 っ て は い ない 。 しか し ， 学校知識が一
種の 社会的力 と し て 威信

と財産の 社会的機能を果 た すよ うに 編成 され る こ とに よ っ て 経済的政治的構造の 維持

と形成に 貢献 して い る とい う機能的連関に 着 目 し ， そ の 意味を認め るの で な けれ ば ，

「知識成層論1 は 成立 しない で あろ う。 ヤ ン グの 展開 した 「知識成層論」 は ， 機能主

義 の 観点 か ら再解釈 され るこ とに よ っ て理 論的 に 高め られ ， 学校知 識の 編成過程 の 理

解に と っ て その 意味を増 して くる で あろ う。 とい うの も ， 経済的政治的構造 と社会的

力 として の 学校知識 との 関係を機能的に と らえる こ とに よ っ て 知識 の 成層 とその 編成

過程 との 関係が よ り明確に な っ て くる か らで ある 。

4．　 学 校知 識の 性質 に関 す る問題

　成層化 された 学校知識 に は 形態的側面 （構成 様式） と 内容的側面 （性質） とが あ

る 。 ヤ ン グは ， 形態的側面 を 知識領域間に お ける 開放度 （狭い か 広い か ）， 知識領域
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間に お ける 特殊化の 程度 （専門化がすすん で い る か どうか ）， 知識の 成層 に お け る分

化 の 程度の 三 点か らと らえ て い る （エ9）
。

こ れは ， 学校知識が提供され る 様式 ，
カ リキ

ュ ラ ム の 構造 （教科型か 統合型か な ど）を分析す る さい に 参考 とな る と らえか たで あ

り， 英国の よ うに カ リキ ュ
ラ ム の 編成上の 自由裁量 が各 学校に 大 幅に 許 され て い る場

創 こ は 形態的側面は 教育実践上 ， 重要な問題 となる 。 日本 で は ， 文部省の示 す枠組 と

入 学試験の 圧力 とで ，

一
般に カ リキ ュ ラ ム の 形態は ， 画一

的で 固定化 され て お り教師

が 形態的側面 を操作で き る余地 は 少 な く，それ は ，学校現場の 重要な問題 とは な りに

くい 状況に あ る 。

　学校 に お げ る子 ど もの 経 験 の 内容 ， 社 会化 ， そ の 社会化 へ の 影響 とい う点 で ， 内容

的側面 ， つ ま り学校知識の 性 質は 形態酌側面 に く らべ て ， よ り基本的で
，

よ り重 要な

問題 で あろ う。 ヤ ン グが学校知識 の 編成を教育社会学 の 中心 課題 とした の は ， その 内

容側面 に つ い ての 関心 か らであ っ た 。 ヤ ン グは ， 学校知識 の 性質は経済的政治的支配

層の 価値観 ・世 界観を反映す る もの と し ，
こ れを ア カ デ ミ ッ ク と非 ア カデ ミ ッ ク とに

わ け る 。 前者は抽 象的 ， 高度に 書物的 （bookish），個 人的 で ，非学校的知識か ら断絶

して お り， 後者は 具体的 ， 口 頭的，集団 的で ，非学校的知識 と連結 して い る とい う〔20）

の が ヤ ン グ の 説明で ある
。 彼に よれば

， 前者は エ リ
ー

ト養成の た め の もの で 社会的に

高い 地 位を与え られ 教育上 の 評価基準 と して定着 し ， 被支配層の 子弟に 与え られ る後

者 に 対 して 支配的 な位置に 立 つ とい う（21）
。

こ の 対立 的な と らえ か た は ，明 らか に マ ル

ク ス 主義の 階級論 を反映 した もの で あ り， 階級的格差 の著 しい 社会に お け る学校知識

の 分化を と らえ るに は あ る程 度， 有効 で あ り， 複線型学校制度 の もとに お け る学校知

識 の 分析に 意味をもつ とい え よ う。 しか し， 富国強度 をめ ざ した 近代国民国家や教育

機会均等 の 原 則の も とに 学校が普及 し進学率が上昇 した 大衆社会で は ，
ア カ デ ミ ヅ ク

と非ア カ デ ミ ッ ク と の 混合ある い は 融合がみ られ る場 合 も多 く， ヤ ン グの対立的二 分

法だけ で 学校知識 の 性質を説明す る こ とは で きな い 。 と りわ け後進資本主 義国 と して

特異な発展を とげた 日本 の 場 合は ， そ の 特異な社会構造 を反映 した 学校知識の 性質を

理 解す る た め の ヤ ソ グの 二 分法に か わ る分析の 枠組が必要 とされ るで あろ う。

　 とこ ろで 学校知識 は ， ヤ ン グが指摘す る よ うに 特定の 社会的政治的文脈の なか で一

定の 価値基準に もとつ い て教育用に 選択的に 構成 され た   連 の 意味の セ ッ トミ で あ

る 。 そ れ は ， 価値判断の 積み重ね に よ り特定の 社会的政治的文脈 の なか で 意味を もつ

よ うに 編成 され る の で あ り， そ の 結果， 日常生活 の 現実か らの 乖離 ， 実在あるい は 真

理 自休か らの
ミ
ズ レ

。 が生 じて くる 。 社会的に 編成 された もの と して ， 学校知識は ア

カ デ ミ ッ ク な もの に か ぎ らず ， ある程 度，抽象化 され ， 編成 に あた る行為主 体の 価値

観 ・世界観 を反 映 す る の で あ り ， 何が しか の 虚構性 を宿すこ とに な る の で あ る 。
こ の

虚構性は ， 学校知識が ，   抽象化 された もの で ある こ と（22）（日常的生活知識 常識か

らの 乖離），   重点化さ れた もの で ある こ と （教育用に 特定 の 部分が 強調 ， 重視 され

る こ とに よ る現実世界 ， 実在か らの 歪 み），   ユ ー トピ ア 化 され る こ と （一定の 価値
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学校知識 の 編成に 関す る社会学的試論

観に もとつ い て 理 想化され る こ と），   イ デ オ ロ ギ ー化 され るこ と （社会的政治的文

脈の 影響に よ る世界観的な片寄 り）に よ っ て 形成 され る もの で あ る 。 編成の 過程で ，

どの よ うな虚構性が い か に 形 成 され た の か を 問題に す る こ とに よ り， い ろ い ろ な段 階

に お け る学 校 知識 の 性質， さ らに そ の性質 と経済的政治的構造 ， 編成 に 関与す る主 体

との 関係 を よ り明確に す る こ とが で きる で あろ う。 国家の 統制下 に お か れ 政治の 動 向

に 敏感に 連動 して きた 明治期以降の 日本の 学校知識の 性質を理 解す るに は ， と りわ け

虚構性の 観点が欠か せ な い で あろ う。

　学校知識の 虚構性 の 分析 ， 批判に は ，
マ ン ハ イ ム が その 知識社会学 で示 した イデ オ

ロ ギ ー
論が有効で ある

（23）が
，

ヤ ン グ は シ
ェ ッ ツ の 現 象学的社 会学の 強い 影響下に あ

っ て
，

マ ン ハ イ ム の 知識社会学を あ ま りに も存在論的で教育社会学 に 貢献す る と こ ろ

が少 なか っ た と斥け て い る 。 しか し ， 学校知識の 編成過程 とそ の 内容 との 関連 ， その

性質 と経済的政 治的構造 との 関連を研究す る場合に は ， 実在 と知識 との ギ ャ ヅ プを 吟

味す る とい う意味で 存在論的認識論的視点 も必 要 とされ る の で あ り ，
マ ン ハ イ ム の 知

識社会学が与えて い る示唆を生か さなけれ ばな らない で あろ う。

　近代 日本に お け る学校 知識 が宿 して い る虚構性を とらえる場合に 注目 しなけれ ばな

らない の は ，ナ シ ョ ナ リズ ム お よび 国家が学校知識の 編成に お よぼ す圧力で ある 。 ヤ

ン グ の 所論で は
，

こ の 点が 閑却 されて い る 。 ヤ ン グが権力に よ る統制を問題 としなが

ら国家 と学校知識の 編成 との 関係に 対す る顴慮 を欠い て い るの は ， 国家が教育内容に

関与す る こ とを抑制 して きた英国の 事情を反映 した もの で あ る こ とは い うま で もな

い
。 公 教 育が国家 の 統制下 に お か れて ぎた 明治期以 降の 日本 に お い て は学校知識の 編

成 は ナ シ ョ ナ リ ズ ム お よび 国家 の 圧力を直接的 IC， しか も強烈 に 受けて お り， こ れ に

と もな っ て学校知識の 虚構性が 形成 され て い る 。 日本で は ， 英 国 とは 逆に 学校知識の

編成 を 問題 とす る場合 ，
ナ シ ョ ナ リズ ム と国家の 要因を と りわけ重視 しなけれぽな ら

な い で あろ う。

　学校知識の 編成 と国家 との 関係に 注 目す る こ とに よ り，
ヤ ン グが見過 ご して い る も

う
一

っ の 重要な局面が浮上 し て く る 。 そ れは 学校知識が社会構造 との 関連 で 成層化

　　分化す る反面 ， ナ シ ョ ナ リズ ム の 要請， 国家的必要か ら合
一

化が はか られ る とい

うこ とで ある 。 国家権力の 統制下に学校知識の 編成がおか れた場 合 ， 階層的職業的分

化に 対応 して 分化する学校知 識を 国民 の 形成 ， 国家 目的の 達成 とい う点か らナ シ ョ ナ

リズ ム とい う共 通項 で結び全体 と して の統
一

性を保 と うとす る 試み が な され る こ とが

少 な くない 。近代 日本 の 事例は そ の 典型 とい っ て よい で あろ う。 近代国 民国家に お け

る学校知識の 編成 ， その所産 として の 知識群の 性質は，成層化 （分化）と合一化 （統

合 ） との 弁証法的 関係 に お い て 把握 され なけれ ぽな らな い で あろ う。

5．　 社 会力 学 と しての 学 校 知識 の 編成

「知識成層論」は ， 学校知識 の 編成 の 研究に と っ て 社会的に ミ ク ロ な レ ベ ル と マ ク
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ロ な レ ベ ル とを結び つ け る示 唆に 富む展望を理 論的に 開い たが ， 以上 で考察 した よ う

に 未成熟で あ り， 実証的に 実 りある成果を生みだすに い た っ て い ない （？4）
。 その 限界は ，

一
っ に は ヤ ン グが前述 した よ うに 現 象学的社会学 の 強い 影響の も とに 機能主義的ア ブ

Pt・・一チ に 否定的な態度を と っ た こ とに よ る と こ ろが大 きい よ うに 思わ れ る 。 学校知識

の 編成 を ミ ク P とマ ク ロ との 連関に お い て 連環的に 把握す る に は ，
こ れに 関係 す る諸

要因の相互 作用 の メ カ ニ ズ ム を 明 らかに す る こ とが欠か せ ない の で あ っ て ， 機能的相

互 連関の 視点が必要 とな る 。
つ ま り，

ヤ ン グ に よっ て 葬 られ た機能主 義的 ア プ ロ ーチ

を 復活 させ ，社会的諸力の ダ イ ナ ミ ッ ク な相互 作用を と らえ る視点 と組み合わせ て ，そ

の 新 たな展 開をは か る こ とが 「知識成層論」 の 限界を克服 す る うえに 欠か せ ない よ う

に 思わ れ る 。 そ の ような観点 か ら，行為主体 の 相互 関係が 明確に 浮か び 上が る決定の

局面 に 焦点を あて学校知識の 編成過程を説明する理 論的枠組 の 設定を試み て み よ う。

　まず ， 学校知識 の 編成過程を社会学的に 十 分に 把握 し得 るた め に は ， 社会的に ミ ク

ロ な レ ベ ル と マ ク ロ な レ ベ ル とを 連関させ る 「知識成 層論」 の パ ース ペ ク テ ィ ブ を基

本に 置か なけれ ぽ な らない で あろ う。 しか し ， ヤ ン グが学校知識 の 編成 を分析す る さ

い の よ りどこ ろ と した視点 ， 統制に つ い て は 彼に 従 うこ とを留保 し ， そ の 意味を吟味

して み な けれ ば な らない 。 統制は ， 他者 に 対 し意味を限定 し賦課する 作用を示す用語

と して 使わ れ て い る 。 しか し ， 学校知識 の 編成 ， 決定は ， 多 くの 社会 的諸力が 作用 し

あ う過程 で あ り， 統制を重要な側面 と して 含んで は い るが ， 統制 の視点だけで は と ら

え切れ ない ， も っ と錯綜 した もの で ある 。 ある種 の知識が学校知識 として 選択 され構

造化され ， さ らに オ
ー

ソ ラ イ ズ されて 伝達 され る Z・こ い た るまで の 過程 を社会学的 に と

らえ るに は ， 統制 の 視点で は 不十分 で あ り，
こ れを含む ，

よ り包括的で ， ダイ ナ ミ ッ

ク な社会的相互作用の 過程 を と らえ られ る視点が求め られ る 。 そ れは ， 編成に 関与す

る行為主体の 地位 ・役割関係 と力関係 とを中心 として 多様な社会的諸力が作用 しあ う

動 的過程を有効に とらえ説明 し うる もの で な けれ ばな らない 。 そ の よ うな視点 と して

社 会力学 （25） の概念を設定す る こ とで 必要で ある よ うに 思わ れ る 。

　社会力学は 「人の 行為が主勢力 とな り社 会的事物が 副勢力 として 発動 し ， 機能的 連

関に お い て 作用 しあ う運動の 状態」 とい う点か ら社会現象を説 明する 概 念 で あ る 。

こ の 視点 に た て ば ， 学校知識 は そ の 編成に 参加す る行為主体の 相互的な活動が主 勢力

（第
一

次的力） と して 展 開され ， こ れ に と も な っ て 関連す る社会的諸要因が 副勢力

（第二 次 的力） と して 発動 し作用 しあ うとい うメ カ ニ ズ ム を 基本 IC形 成 され る とみ る

こ とが で きる 。

　 と こ ろ で学校知識の 編成に 関係す る要因 と して は ， まず ， 編成 の 主 勢力で ある行為

と，そ の 働 きか け の 対 象 とな る知識 の 体系を あげ なけれ ばな らない 。 知識の 体系 は ，

第
一

に 選択可 能な範 囲を 示す もの と して ， 第二 に 発展 し分化す る もの と し て ， 第三 に

それ 自体に 固有の 構造を もつ もの と して 編成 の 行為を条件づ け て い る （条件 づ け の 作

用 ）。 知 識 の 体系に 対 す る編成 行為の 働 きか け （評価 ， 選択，構造 化 ，オ ー ソ ラ イ ズ，
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決定）は ， 統制 とい える 。 こ の 統制は ， 学校知識の 編成に お い て 主導 的で あるが ， 決

して恣意的に ， 主 観的に 行われ る もの で は な い 。 統制に は 大 きくわ けて 三 つ の 要因

　　 「構造の 要因」「観念の要因」 「状況 の 要因 」が作用 して い る 。 「構造の 要因」 は ，

比較的恒常性 を も っ た要因で あ り， 行為に 対 して枠づ け の 作用 をお よぼ して い る 。 社

会構造 ， 政 治体制，学校制度 （進学 ・入試制度）， 学校組 織，学 級 が 「構造の 要因」

を構成す る 。 そ の ほ か ， 国際社会の 動向 〔26），教 育裁 判 ， 圧 力団体 ， 教育運動も 「構造

の要因」 の なか に ふ くめ るこ とが で きる 。 裁判 ， 圧力団体 ， 運動は 「構造の 要 因」 内

部の 矛盾 ， ある い は 問題を 直接的に 反映す る もの と して編成行為 の 作用 を 刺激する 。

「構造 の 要因」の 基底に は ， 国民で あ り職業人 で あ り住民 で あ り保護者 （親）で もあ

る
ミ

人 々
ミ が存在 して 編成 の 過程 に圧 力を お よぼ して い る こ とに も注 目 しなげれ ば な

らな い 。

　　　　　　　　表　義務教育段階に お け る学校知識 の 社会力学

国
民
・

職
業
人

利 用 し　う　る 知 識 の 体 系

〔構造の 要因〕

壓
社会

；

｛状況 の要 因〕

社会 の 状況

↓　 ↑
教育 の状況

　 〔観 念 の 要因〕

剥
件 斥
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　 「観念の 要因」は ， 編成行為を 内面か ら動機づ け ， 方向づ け る作用 をお よ ぼ して お

り， 判断の よ りどこ ろ ともな る 。 「構造の 要因」 に 対応 して お り， 社会構造に 対 して

社会意識 ， 政治体制に 対 して イ デ ）r　P ギ
ー

， 学校制度 に対 して教育 目的 ， 学校組織に

対 して 教 育の経営的 目標 ， 学級に対 して 教 育の 実践的 目標を それ ぞれ 設定す る こ とが

で ぎる 。 以上の ほ か に 「観念の 要因」に ふ くまれ る もの と して法意識 ・法理 論 （裁制

に 対応），教 育世論 と 教育理論 （と もに 圧 力 団体 ， 教育運動に 対応）を あげ る こ とが

で きる 。 と くに 數育世論，教 育理論 は ， 行為 の 決定作用に お ける啓発的促進的 作用 を

お よぼ し て い る と い え よ う。

　 「状況 の 要函」は ， 特定の 時点に お い て行為主体 の 相互 連関 （「行為 の 要因 」）を 中

心 に 各種 の 社会的要因が作用 しあ っ て 醸成 され る社会の 状態で ， 流動的で ある 。
こ れ

は 全体的な社会の状況 と教育の 局面に 限定された 教育の 状況 とに わ け られ るが ， もち

ろ ん両 者は 密接 に 関連 し て い る 。 「状況の 要因」は ， 編成 行為に 対 し て
’
S

仕事の 場

面 ミ ， 雰囲気 と して 作用 し ， こ れ を外面 か ら動機づ け触発す る働 ぎを して い る 。

　要言すれ ば ， 「構造の 要因」 の 枠づ け作用 ， 「観念の 要因」の 方向づ け ・
内的動機づ

け作用 ， 「状況の 要因」 の 触発作用 ・外的動機づ け作用 の 圧力を受けな が ら， 「行為 の

要因」 が主導的な推進作用を果た す こ とに よ っ て 学校知識は 編成 され る と い える の で

ある （表 「義務教育段階に お け る学校知識の 社会力学」参照）。 以上は ， 社会力学の

視点に もとつ く理 論的枠組の 骨子 であ るが ，
こ れ に よ っ て 学校知識 の 決定に い た る過

程を マ ク ロ な政策 レ ベ ル （構造 ， 体制，制度） と ミ ク P な実践 レ ベ ル （学校 ， 学級 ，

教師 ， 子 ど も） との 連環に お い て と らえ る こ とが で き ， さ らに 虚構性を宿 した 学校知

識が成層化 と合一化 との 弁証法的関係 の もとに 形成 され る メ カ ＝ ズ ム を説 明す る こ と

が で きる よ う1・こ思われ る 。

6． 編 成 に 関す る 諸行 為の 連 関

　学校知 識の 編成 に 関与す る権力は
， 前述 した よ うに ， 統治 ， 教育 ， 文化 の

Ys

三 権・
。

で ある が ， 日本 の 義務教育段階に 限 っ て み た 場合 ， そ の 担い 手か ら， 中央機関 （政府

＝ 文部省 ， 与党）， 地方機関 （地教委）， 教師層 ， 文化 エ リ
ー

トの 四者を編成に か か わ

る主体 とす る こ とが で ぎ る。
こ の 四者 が それ ぞれ どの よ うな地 位 ・役割 と行為の 力量

を もっ て 関係 し作用 しあ うか は 学校知識の 編成 に お け る焦点で あ り， そ の ア ウ ト プ ッ

ト と し て の 学 校知識の 性質を規定す る主要 な契機で ある 。 四者 の 関係が 具体的 に どの

よ うに 結ばれ る か は ， 「構造 の 要因 」 の 枠づ け作用 と 「状況 の 要因」 の 触発作用 との

影響に よ っ て い ろ い ろ に 変化 して くる で あろ う。 日本の 現実に 即 して 一般的に い え ば

四 者の 地位 ・役割関係 ， それに と もな う作用関係は つ ぎの よ うな もの で あ る 。 まず，

中央機関は ， 統治権力行使の 一環 と して教育内容政策を示 し ， そ の 実現をめ ざ して 他

の 主体を統制し て い る 。 も う少 し具体的に い え ぽ ， そ れは 学校知識の 編成基準を作

り， 文化 エ リ
ー

ト の 開発 した 知識を学 校知識 と して オ
ー ソ ラ イズ した り， 場合に よ っ
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学校知識の 編成 に 関す る桂会学的試論

て は 自 ら学校知識を編成す る 。 さ らに それ は
， 地 方機関を動員 し て 教 育内容行政をす

すめ ， 教師層が基準に 準拠 して 学校知識を教室化 （学校知識 を教授可 能な よ うに 実践

向けに 再構成する こ と） し， 伝達す るよ うに 仕向け る の で あ る 。 日本 の 場 合 ， 集権化

された政治構造 と国家権力が教育を支配 した 明治以来 の伝統 とを 背景 と して 中央機関

は ， 地方 機関 ， 教師層に 対 して 最 も優越 した地位に あ っ て 支配的な影響を お よぼ して

い る 。 中央機関に 対す る地 方機関 と教 師層の 作用は ， 政策に つ い て の 支持 と要求 ， あ

る い は ，抵抗 （批判や反対 ）で あ る 。 中央機関へ の 抵抗が， どの 程 度可 能で あ るか は

学 校知識 の 編成に お ける重要なポ イ ン ト で あ り， 学校知識 の 性質に 関係す る とこ ろ が

大きい
。 そ の 点 ， 日本の 地 方機関は ， 学校知識の 編成に 関 して は ， 自立性を 欠き ， 中

央機関に 対 して 従 属的 な位置に あ っ て 抵抗 よ りも教 育内容政策を実施 す るた め の
ミ

下

請喚 的な統制の 役割 を遂行 して い る 。

　 文化 エ リー ト は ， 中央機関 ， 地方機関に 対 して 支持 ， 協力を与え ， ある い は 要求 ，

批判 を行 う。 中央機関 の 教育内容政策 ， その 展開 と して の 内容行政 は ， 文 化 エ リー
ト

を動員す るこ とに よ っ て 展開され るの で あ り， 学校知識 の 編成 ， とくに 決定段階に お

ける 文化 エ リ
ー

トの 位置は重要 で あ る 。 とこ ろ で，そ の 文 化 エ リー ト
， さ らに 教師 の

要求や 抵抗に 対 し て 中央機関は 摂取，抑圧 また は 無視の 態度を と る 。 （以上 に み た 「行

為の 要 因」 の 相関に つ い て は，前 出の 表 「義務教育段階に お け る 学校知識の 社会力

学」 参照） こ こ で 注 目しなければな らな い の は ， 学校知識の 編成 ， 決定は ， 中央機関

を 申心 とす る政策 レ ベ ル の もの と教師層を巾心 とす る実施 レ ベ ル の もの と ， 二 段 階に

明確に わ か れ ， 行政 を通 して 前者が 後者を 支配 し拘束す る と い う仕組に な っ て い る こ

とで ある 。 こ の 仕組は ， 学校知識 の 編成過程 で 教師層が従属的 で 最 も劣位の 立場 に お

か れ て お り，中央 ・地方 の 機関 と教師層 との 間に
一

種の 支配
一

被支配の 階級的関係が

で きて い る こ とを示 して い る。 これは ， 学校知識 の 編成が統治権力 の 優位 と支 配的地

位に 対す る 教育 権力 の 劣位 と従属的地位 とい う関係 の もとで 行わ れて い る こ とを示唆

して い る 。

　学校知識 の 編成に か か わ る行為主体 の 相互 連関に お い て は ， 前述 した とこ ろ か ら明

らか な よ うに ， そ れ ぞれ の 行為主体 の 「力量 」が と りわ け重視 されなければ な らない 。

こ こ で 「行為の 力量 二 地 位 ・権限× 専門的知識 ・技術 x 価値観 ・
世界観 × 組織的背景」

（X の 記号は 相乗的関係を示 して い る 。） と定義 した 場合 ， それが学校知識 の 編成を

め ぐる社会力学の キ ーポイ ン トに な る こ とは 明 らか で あろ う。 行為の 「力量」 が r構

造 の 要因」に 制約 されて い る こ とは い うまで もない が ， それは ， 学校知識の 編成に お

ける主導的推進力 として ，あ らゆ る要因の 機能的連関の な か で 決定的な意味を もつ の

で あ る 。

7．　 お わ りに

権力 の 統制を受け た公教育の 場 で 教授され る学校知識の 編成 は ，
ミ グ ロ と マ ク ロ と
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の 連関に お い て と らえ る こ とに よ っ て ， は じ め て そ の 社会学的全体縁を明 らか に す る

こ とが で きる 。 本稿は ，そ うい う観点か ら，「知識成 層論」 の 意義を認め た うえで ， そ

の 限 界 を機能主 義的ア プ ロ ーチ と社会力学 の 視点 とを組み合わせ る こ とに よ っ て 克服

しよ うと した 理論上の 試み で ある 。 試論 と して 示 した理 論枠組は ， 学校知識の 編成に

関係す る諸要因の 相互連関 とその なか で の 行為主体の 地位 ・役割 ， こ れに ともな う作

用関係を 明確に する こ とを通 して問題点の把握を容易に し ， そ の 解決へ の 可能性 を示

唆する こ とを め ざ した もの で ある 。 もち ろ ん ， そ の 有効性は ，今後の実証的研究に よ

っ て 検証 され なけれ ぽな らな い 。

〈注〉

（1） ヤ ン グは ， 教育用に 選択 され た 知識を educational 　knowledgeと表記す る
一
方 ，

　学校外で
一

般的に 用い られ る知識を non −school 　 knowledge と表記 して い る が ，

　 educational 　knowledge か ら区別 して school 　knowledge とい う表記を して い る

　わ けで は な い 。 しか し ， 本稿 で は ， 教育の なか で も学校教育が 特別な 性質を もつ こ

　 とに 留意 し ， よ り広い 意味を持ち得 る教育知識 とい う用語 よ りも学校教育用に 選択

　 された とい う限定 され た意味 を よ り明確に 示すた め に 学校知識 とい う用語 を採 用す

　 る こ とに した 。

（2） M ．F ．D ．　Young （ed ．）Knowledge 　and 　Contro1
， （Collier　 Macmil ］an 　 P し1bli −

　 shers ，1971），　Introduction，　 P．2，

（3）　ヤ ン グ は ，
A ・Dawe “

The 　Two 　SociQlogies” （British　JotdrnaJ　of 　Soeiology，

　xva，1970） の 示 唆に したが っ て
，

カ リキ ュ ラ ム
， 教育内容を所与 の もの と し ， そ

　の 形成過程を問題 と して こ なか っ た従来の 教育社会学者 ， 教育者 の 前提を
“

order

　doctrine” に も とつ くもの と し， こ れ に 代えて
“

control 　doctrine” を提示 して い

　る 。 それ は 、 現行 の 判断基準や 認識カ テ ゴ リ
ーを所与 の もの と して 受け と らず ， 意

　味を他者に 賦課 し得る位置を 占め る春に よ っ て 社会的に 構成 され た もの とみ な し問

　題視す る立 場 で あ る 。
Ibid．　 pp ，1− 3．

（4） マ ル ク ス の 理 論 に つ い て は ，知識が い か に統制 され 正 統化 され る か に 焦点を お ぎ

　それ の 獲得 され る過程 を閑却 して い る とこ ろに 限界が ある と し て い るが ， 全体 と し

　て 積極的 な評価 を与 え ，
A ．　 Gramsci

，　P ．　Anderson
，
　R ．　Williams とい っ た マ ル

　 ク ス 主 義考 た ち の 所説を取 り上 げて説 明 ， 社 会学理 論の 紹介 の なか で は 「マ ル ク ス

　主 義の 伝統」 に 最 も多 くの ス ペ ー ス を さい て い る 。 Ibid．　 PP．27− 30，

  　ウ ェ
ーバ ーは

，

一
連の 官僚制 に 関する研究の な か で

， 支配 と教 育お よび知識 の 獲

　得 と の 関係を考察 し て い るが ，
ヤ ン グは そ こか ら重 要 な示唆 を得て い る 。 ヤ ン グが

　と くに 注 H して い るの は， ウ ェ

ーバ ーが中 国の 事例を 取 り上 げ，官僚 の 任官 ， 身分

　的 特権 と教育の 程度 ， 教育上 の 理想像 ， 特定 の 知識の 習得 とが密接に 関係する こ と

　を指摘 して い る点で ある 。
Ibid・PP ・30− 31． ほ か に Max 　 Weber，

　 Kapitel　 D（

　Soziol。gie　der　Herr　Schaft，　Wirtschaft　und 　Gesel正schaft
， 世良晃志郎訳 「支配

　の 社会学」 創文社 ，
1971 年 ，

241 − 245 頁を参照 。 なお ウ ェ
ーバ ー学 派 と して J．

　Ben ．David ，
　R ．　Wilkinsonの 所論も紹介さ れて い る 。

（6） デ ュ
ル ケ ム に 対 して は 批判的 な見解を示 しなが らもヤ ン グは ， B ．　Bemstein ，　P．

　Boudien の 所論を紹介 し，思 想の カ テ ゴ リーが社会的起 源 を もつ 社会学的認識論 の

　意義を認め て い る。 Ibid．　 P．31．　 Emile　Durkheim ，　 Les　Formes 　 Elementaires
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学校知識の 編成に 関す る社会学的試論

　De 　 La　 Vie　Rel三giense，古野清人訳 「宗教生 活の 原初形態」上 ・下 ， 岩波書店 ， 1975

　年 ， 上 巻46頁 ， 下巻367頁を参照 。

（7＞ ヤ ン グ の 所 論全 体 として は ，
A ．　Schutz の 現象学的社会学 の 影響が強 く認め ら

　れ る が ， それ は ，
い わ ば基礎的 視角 と

’
して の 意味を もつ もの で あ り， 「知識成層論」

　の 内容に 限 っ て み れ ば ， そ の 理論的背景は マ ル ク ス 主 義 とウ ェ
ーバ ー学 派の 所 論1・C

　 しぼ る こ とが で きよ う。

（8） M ．F．D ，　 Young
，
　op ．　 cit．，　p．31． ヤ ン グに よれ ぽ 「権力の 地位に あ る者」 は ，

　  知 識 と して 何 が取 り上げ られ る べ きか （い か な る知 識に 教育的価値を与 え るか ），

　  知識は どの よ うに 相異な る グ ル ープに 接近 し うるか ，   異な る知識領域間の 関係

　は どの よ うな もの で あ るべ きか ，   知識に 接近 し ， そ れ を使用す る もの の 間 の 関係

　は どの よ うな もの で ある べ きか を規定 しよ うとす る 。

（9） 高木市之助述 ・深萱和男録 r尋常小学国語読本」 中央公論社 ，
1976年は ， 政治

　家 ， 宮僚 ， 知 識人が教育内容 の 決定に あた っ て ， どの よ うに 関 係 した か を か な り ビ

　 ビ ッ ドに 描写 して くれ て い る 。 同書29− 39頁を参照 。

  　Max 　Weber ，
　Soziologische　Grundbegriffe，　 Wirtschaft　und 　Gesellschaft

， 清

　水幾太郎 「社会学 の 根本概念」岩波書店 ， 1974年 ，
86頁 。 ウ ェ

ーバ ーは，権 力を 「抵

　抗を排 して ま で 自己 の 意志を貫徹す るすべ て の 可能性」 と し て い る 。

  　D ．Wrong は ， 「権力 とは ， ある 人が 意図 し予期 した効果（intended 　and 　foresee紅

　effects ） を 他者 に 対 して もた らし うる能力で あ る 。 」 と述べ て い る 。　 D ．　 Wrong
，

　power−lts　 forms ，
　 bases　and 　uses

，
　 Basil　Blackwel1

，
1979

，
　 p．2．

  　ヤ ン グ は 、知識の 編成過程 を規定す る要因の
一

つ と して ， 社会的歴史的文脈 を重

　視 して い る 。 あ る教育上の 判断基準， 認識 カ テ ゴ リーは ， 特定 の 社会的歴史的文脈

　の なか で形成 され利用 され るに い た るの で あ り， 知識の 編成過程は ， こ の 文脈 の な

　か で進行する とい うの が彼の 見解で あ る 。
M ．F ．D ．　Young ，　 op ．　cit ．　pp ．4＿ 5．

  　知識が高 度に 成層化 され る とい うこ とは ， 学校知 識の 編成が厳格な選択 と排除の

　過程 を ともな うこ とで あ り， 教育用の 知識 と して価値が与え られ採択 され る こ と と

　そ うされ な い こ と との 間に 明確 な区分が存在す る こ と を 示 して い る とヤ ン グは い

　う。 さ らに 彼は ， 知識を高度に 成層化す る カ リキ ュ
ラ ム の 編成 は ， 教育者 と被教育

　者 との 間 の 厳格な ハ イ ア ラ ーキ ーを 正 当化す る こ とを前提 と して お り， こ れ に 役立

　つ もの で ある と指摘して い る 。 　Ibid・P・36．

  　教育史編纂会 ， 「明治以降教 育制度発達史」第
一

巻 ， 教育資料調査会 ， 1964年，283

　− 284頁 ，
397− 440頁を 参照 。

  　前掲 書、285− 286頁 ，
487 − 545頁を参照 。

  　M ．ED ，　 Young
，
　 op ．　 cit ．　 p．32．

  　支配的な価値パ タ ー ン と報酬 お よび権力の 分配 distribution，そ して 知識 の編成

　と の 問 の 関係を 明 らか に し分析 で きる の は ， 知 識 の 成 層化 とい う観念を通 して で あ

　る とヤ ン グは 考え て い る 。
Ibid，　 p．34．

  　権力 へ の 接近 とある支配的な判断基準 （d。minant 　categories ） を正 当化す る機

　会，そ して あ る 集団に と っ て そ の よ うな判 断基準を利用で きる こ とがそ の 集団に 他

　人に 対 す る椎力 と統制 とを主張す る こ とを 可能に し て い る過程 ，
こ の 三 者 の 間 の 弁

　証法的関係 dialectical　relationship を取 り上 げ ， こ れ に 取 り組 む こ と，こ れ が前出 ，

　Knowledge 　 and 　 Control　l・こ掲載 され た 自分の 巻頭論文
“ An 　 Approach 　 to　 the

　Study　of 　Currlcula　as 　Socially　Organized　Knowledge
”

の 主 題で ある とヤ ン グ

　は 述 べ て い る cIbid ．　 P・8．
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（1g　　Ibid．　pp．　32− 33．

¢O　Ibid．　p．38．

  　ア カ デ ミ ッ ク カ リキ ュ
ラ ム は ， 中世 に お け る僧侶の 書物中心 的学 習を モ デ ル に し

　て形成 され ， 支配者集団の 価値 と信念に 合致す る文化的選択 とし て エ リー ト養成の

　 カ リキ ュ ラ ム に 定着 ， 教育上 の支配的 な評価基準 とな っ た とい うの が ヤ ソ グの見解

　で あ る 。
Ibid．　p．38．彼は ， 現代イ ギ リ ス の 教育制度は ， 厳格に 成層化 された知識

　 で構成 され る ア カ デ ミ ッ ク カ リキ ュ ラ ム に 支配 され て い る とい う。
Ibid．　 P．36．

  　ヤ ン グに よれ ば ， ア カ デ ミ ッ ク カ リキ ュ ラ ム の 編成原理は 文書性 （literacy， ま た

　は 口 頭提示 に 対す る文書提示の 強調）， 個人主 義 ， そ して 抽象性 （学醤者 自身の も

　 つ 日常的知識か ら乖離 した構造化 と区画化）で あ り， そ こ で 扱わ れる知識は 日常生

　活や 普通 の 経験 と対立 す る よ うな性質を帯び て い る 。
Ibid．　p．38．

  　マ ン ハ イ ム は ， 集合状態に お け る人間が特殊な状況に 対す る 反応 と して 形成 した

　知 識の 妥当性を問題に して お り， こ の 視点は 集合的な行為の 所産 で ある学校知識の

　性質を 分析 ， 検討する うえで 欠か せ ない 。
Karl　 Manheim

，
　 Ideology　and 　Utopia，

　Routledge ＆ Kegan 　Paul
，
1960

，
　 PP，2− 5．

  　∫．Karabel ＆ A ．　 H ．　 Halsey （ed ．），
　 Power 　 and 　Ideology 　 in　Education ，潮木，

　天野 ， 藤i田共編訳 ， r教育 と社会変動上』， 東京大学出版会 ，
1980年，66頁 に おけ る

　 「新 しい 教育社会学」 へ の 批評 を参照 。

衂　B ．Russell は ， 「エ ネ ル ギ ー」 が物理 学の 根本概念で あ る の と同 じ意味で権力 も

　社会科学 の 根本概念で ある と し ， 社会力学 とい う用語を使 っ て い る 。 （B ．Russell
，

　Power − lts　Social　 Analysis
， 東宮隆訳 ，

　r権カ
ー

そ の 歴史 と心 理 』， み すず書房 ，

　 1951年 ， 8 − 10頁 。 ） こ こ で い う社会力学は ， 行為 を社会的事象を 生起 させ形成 す

　 る主動 と い う意味で 第
一

次的社会力 とし ， さ らに こ れ に 影響 力や拘束力を お よぼす

　社会的諸要因を第二 次的社会力 と して それ らの 相互 作用関係 を問題 とす る用語 で あ

　 る 。 社会力学 の 視点に つ い て は ， 伊藤迪 ， 『社会力学研究』， 広島大学政治経済研究

　所，工966，を参照 。

  　日本で は ，大宝律令の 成立 した 古代国家以来 ， 外来文化 が学校知識 の 編成 に 強い

　影響 をお よぼ して きて お り， 国際社会 の 動向を無視す る こ とは で きな い
。
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