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教育社会学に お ける解釈的ア プ ロ ー チ の

　　　　　　　　　　新たな可能性

一
教育的言説 と権力 の 分析に 向けて

一

稲 垣 恭 子

1．　 は じめ に

　教育社会学研究に お い て ， 解釈的ア プ ロ ーチ が議論の 俎上 rc上 るよ うに な っ て ， ほ

ぼ20年が経過 しよ うとして い る 。 日本にお い て も， 「新 しい 教育社会学」 が紹 介 され

て 以来 ， 解釈的ア プ ロ ーチ の 理論的 ， 方法論的な検討 と同時 に ， それ を使 っ た学校内

部 の 相互行為過程に 注 目す る実証的研究が ， 量的に はか な り蓄積され て きた 。 また ，

そ う した成果 に 基 づ い て ，解釈的ア プ ロ ーチの 有効性に つ い て の 総括 も何度か 行われ

て きた 。 そ して ，
「新 し い 教育社会学」 の ブーム は 過 ぎ去 っ た とい われ る よ うに な っ

て か ら も， 解釈的ア プ ロ ーチは ， 学校研 究の 申で も っ ぱ ら学校の 内部過程を明 らか に

す る方法 と して ，あ る意味で は根づ い て きた よ うに み え る。

　 しか し， こ れ まで の 研究で は，教育社会学 に お け る解釈的 ア プ ロ
ーチの 意味が適切

に お さえ られ て い なか っ た よ うに思 え る 。 そ れ は ， 解釈的ア プ ロ
ー

チ が 提起 した認識

論的な問題 を十 分 に 吟味 し ， 教育社会学 研究 の 中に位置 づ け る作業が な され な い ま

ま，部分的，断片的 に使用 して きたか らだ と思 われ る。 特に ，次の 2 点 に つ い て の 無

理 解 tc問題が あ る 。

　まず第一 は，「ミ ク ロ とマ ク ロ の 統合」 と い う， 何度 も繰 り返 され て きた問題をめ

ぐ っ て で あ る 。 こ れ まで の 研究で は，理論的な検討 が十 分に 行われ て い な い ため に ，

折衷主義的 な統合を主張す るに と どま り， そ の 問題 が うま く解決 され て い な い よ うに

思 え る 。 そ の こ とは ， 解釈的ア プ ロ ーチ の 重要 な問題提起で あ る 「自明性 を問 い 直

す 」 こ とをめ ぐる曖昧 さ と関連 し て い る 。 こ れ まで ，問われ るべ き自明性 とは何か に

滋　賀　大　学

66

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Japan Society of Educational Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Soolety 　of 　Eduoatlonal 　Soolology

教育社会学 に お ける解釈的ア プ ロ
ーチの 新 た な可能性

つ い て ， 解釈的ア プ ロ
ーチ を採用す る研究の 中で も十分な合意がで きて い なか っ た た

め に ，解釈的ア プ ロ
ーチ の 意義が曖昧化あるい は矮小化され て きた よ うに 思え る 。 こ

こで 再度 ， 解釈的ア プ ロ ー
チ の 認識論的な問題提起 を吟味 し直す必要 が あ る と思われ

る 。

本論 は ， 以 上 の 観点か ら ， これ まで の 解釈 的ア プ ロ
ー

チ に た つ 教育 研究 を再検討

し， 教育社会学に お け る解釈的ア プ ロ
ーチの基本的視座 を， 改め て 位置づ け る こ とを

目的 とす る。

2．　 「新 しい 教育社会学」 と解釈的ア プロ
ー

チ

　周知 の 通 り， 解釈的ア プ ロ ーチが教育社会学研究の 中で 注 目を浴び る よ うに な っ た

の は ， 学校に つ い て の 楽観論へ の 疑問 を端緒に した ， イ ギ リス の 「新 し い 教育社会

学」 の 出現に よ る 。 教育機会の 拡大や カ リキ ュ ラ ム 改革な どの 教育政策の失敗は，
こ

うした格差や 階層的不平等が ， 学校の 内部過程の 中で 生成 され て い る可能性 に 目を向

け させ る こ とに な っ た 。 こ う した文脈の 中で ， 教師一
生徒間の 相互作用 ， 教師の カ テ

ゴ リー
，

カ リキ ュ ラ ム が ， 学校自体 を問 い 直そ うとす る r新 しい 教育社会学」 の 主要

なテ
ー

マ と して 注 目 され るよ うに な っ たの で あ る 。 カ ラベ ル （J．Karabel ） とノ ・ ル
・
ぜ

一 （A ．H ．　Halsey）が 「新 し い 教育社会学」 に 期待 した の も， こ うした問題意識 に 応

え る方向に お い て で あ っ た
ω

。 そ の 意味で ， 「新 し い 教育社 会学 」 は ， その 問題設定

に お い て ， 基本的に政策志 向を内蔵 し て 出発 したの で あ る 。

　
一・
方 　こ の よ うな 「新 しい 教育社会学」 の 問題意識 と は別個 の ，ア メ リカ を中心 と

す る知的土壌の 中か ら展開 し たの が ， 解釈的ア プ ロ
ー

チ （象徴的相互 作用論 ， 現象学

的社会学 ，
エ ス ノ メ ソ ドロ ジ ー

な どを含む ）で あ る。 解釈的 ア プ ロ ーチの 共 通の 特徴

は ， まず ， 社会的相互作用 を解釈過程 とみ る こ と に あ る 。
つ ま り， 行為は予め構造に

よ っ て 与 え られ て い る の で は な く ， 行為者 の 解釈 に か か っ て い る とみ るの で あ る。 そ

して ， 解釈行為に よ っ て なん とか成 り立 っ て い る不安定 な 「構造」 を， どの よ うに し

て 自明の 「現実」 と して構成 して い る の か
， を間お うとす る の で ある 。

　 こ の よ う tCt 「新 し い 教育社会学」 の 出発点 に お ける政策志 向的 な問題意識 と ， 解

釈的ア プ ロ ー
チ が 志向す る認識論的な問題設定 と は基本的 に 同

一
の 方向 をめ ざす もの

で は なか っ た に もか か わ らず ， 教育社会学 に お い て は ，
「新 し い 教育社会学」 と して

セ ッ トで とらえ られ るよ うに な っ たの で あ る 。
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3。 学校研究 へ の 相互行為分析の 統合

　 「新 し い 教育社会学」 は ， 当初か ら 「ミク ロ と マ ク ロ の 統合」 が 問題 と して 取 り上

げられ ， そ れ に答え る形で 研究が 展開 した 。 そ して ， カ ラ ベ ル や ハ ル ゼ ーが指摘 した

問題意識 と解釈的ア プ ロ
ーチが提起 した課題 との どち らを重視す るか に よ っ て ， その

方向が 大 き く二 つ に分岐す る こ と に な っ た 。

　前者の 立場 に 立つ 研 究 は ， 相互行為の 分析 を構造的研 究 と関連づ け るこ と に よ っ て

「ミ ク ロ とマ ク ロ の 統合」 をはか ろ うとする方向をとる 。 それ は ， 学校の 内部過程に

焦点 をあて る こ とに よ っ て ， 成績の格差や階層差の 原因を明 らか に し ようとす る もの

で あ り， よ り政策科学的研究 と近接す る 。 ケデ ィ
ー （N ．Keddie）

（2〕
や シ ク レ ル （A ．　V ，

Cic。urel ）
（3）

は ，
こ うし た観点か ら教師 の カ テ ゴ リー化や判断枠 ， 進路指導 の あ りか

たを ， 選抜 メ カ ニ ズ ム や学校の 組織構造 と関連づ けて 検討 し て い る 。

　 こ うした方向で の 研究は ， 日本 に お い て も比較的早 い 時期か ら行 われ て きた。 た と

えば，教師 の カ テ ゴ リーや判断枠に焦点をあて るい くつ か の研究は ，
カ テ ゴ リー

の 運

用自休 をめ ぐる問題設定 よ りも ， そ うし た教師の 判断枠 を学校 の 組織的条件 と関連づ

ける 方向で 展開 して い る
 

。 また ， 教師の 判断枠が 典型的に 現れ る進路指導場面の 研

究で は，そ こ で の 相互 行為や進路 指導を行 っ て い く教師 の 論理 が，選抜の論理 と対応

して い る こ とを示す こ と に よ っ て ， 相互行為 と選抜の メ カ ニ ズ ム を関連づ ける 方向が

示 されて い る
（5）

。 さらに また ， 生徒文化論の文 脈の 中で も， 生徒文化が彼 らの 主観的

意味づ け の 中で 構成され るプ ロ セ ス を，生徒の 進路分化過程や学校の 組織構造 と関連

づ けよ うとす る研究 も行われ て い る
（6）

。

　こ れ ら の 研 究 は ， 解釈的ア プ ロ ーチ を導入す るこ と に よ っ て ， これ まで の 学校研究

をよ り説得力を もつ もの に 発展 させ た 。 しか し， こ うした研究で は ， 教師や生徒の 行

為が学校や社会構造 に 規定されて い る， とい う決定論的な説明 に な りが ちで あ り，行

為者で あ る教師 や 生徒 自身の 解釈過程 はあ ま り重視 されて い な い 。 したが っ て ， 解釈

的ア プ ロ ーチ 自体 の 意義 と い う観点か らす る と ， イ ン プ ッ ト ・ ア ウ トプ ッ トモ デ ル を

埋 め 合わせ る 「方法 1 と して の 二 義的な位置 を与 え られて い るに すぎな い 。

　 こ うした研究の 中で ，生徒 自身の 解釈過程 を組み込み なが ら， それ を再生産論 と結

びつ け るこ と に よ っ て よ り巨視 的 な研 究 と統 合 し， 注 目 され たの が ， ウ n リス 　（P ．

WMis ） の 研究で ある
（7）

。 『ハ マ
ー タ ウ ン の 野郎 ど も』 に お い て ， 彼 は ， 労働者階級

の 少年た ちが 学校の 価値観や権威に 反抗す る こ と に よ っ て ， 学校 パ ラ ダイ ム を彼 らな

りに 「異化」 して い く プ ロ セ ス を エ ス ノ グ ラ フ ィ ッ ク に 描 き出 した 。 そ し て
， そ うし
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教育社会学 に お け る解釈的ア プ ロ
ー チの 新 たな可能控

て つ くり出され た反学校文化 が ， 実 は労働者階級 の文化 と対応 して い る こ とを示す こ

とに よ っ て ， 社会的再生産が ， 彼 ら自身の選択に よ っ て 安定的に行 われ て い くメ カ ニ

ズ ム を明 らか に したの で あ る 。 ウ ィ リス は ， ネオ マ ル キ ス トの 立場 に立 ちなが らも ，

再生産論の 枠組の 中に ， 行為主体 の 解釈の 営み を組み入れ て い くこ と に よ っ て ， ミク

ロ とマ ク ロ を統合す るひ と つ の 方向 を提示 したの で あ る。

　こ の 研究は ， 葛藤論 に な じん だ多 くの 教育社会学者に と っ て は理解しやす く， 解釈

的ア プ ロ ーチの 方向 を示す もの と して 評価 され た。 確か に
， 行為者で ある生徒自身の

解釈 の 中で 学校が異化 され ， 反学校文化 と して 形成 され る プ ロ セ ス を組み入 れ る こ と

に よ っ て ， 従来の 再生産論の 決定論的な説明 か らある程度脱 し ， 分析 を ダイナ ミ ッ ク

に した。 しか しこ こで は ， 行為者の 主観や解釈過程の 分析が取 り入れ られ て は い る も

の の
，

そ れ 自体に は満足せ ず，
よ りマ ク ロ な研究 との つ なが りが強調 され て い る 。 す

なわ ち ， 学校は文化的再生産を通 して 社会的再生産 に寄与す る と い う前提が ， 説明 さ

れ る べ き命題 とし て 予め 存在 して い るの で あ り， 行為者の 解釈過程 そ れ 自体 を 「社会

学的」 研究 の 対象 と して み る視点は な い の で あ る 。 それ は ， ネオ マ ル キ ス トの 立場 を

とる ウ ィ リス 自身の 関心 が ， もと もと再生産論に あ り， 解釈的 ア プ ロ
ーチ 自体に は向

けられ て い なか っ た こ とに よ る と思われ る 。 こ の よ うに ，行為自体 の 社会学的意味 を

問 う方向で は な く， 構造 レ ベ ルと行為 レ ベ ル を対置す る と こ ろか ら出 発 し ， そ こ か ら

性急に 「ミク ロ と マ ク ロ の 統合」 をはか ろ うとす る方向 は ，
厂巨視的 レ ベ ル の 分析 と

微視的 レ ベ ル の 分析 と の 統合をはか るあま り， そ の 理論的根拠や問題意識の 相違を無

視 して ， 安易 な折衷 を試み る 」
（e）もの とい わ ざ るを え な い

。 結局 ， こ う した研究 は ，

再生産論を活性化す る役割 は果 た したか も しれ な い が ， 解釈的 ア プ ロ ーチ が提起 した

基本的な課題に は無関心で あ っ た と い え よ う。

4 。 相互行為自体 へ の 社会学的関心

　 こ うした研究 に対 して ， 相互行為は い か に して 成 り立 つ か
，

と い う解釈的 ア プ ロ ー

チ の共通の 課題か ら出発 し， その 説明 に構造的な視点 を入 れ る こ とに よ っ て 「ミク ロ

とマ ク ロ の 統合」 をめ ざそ うとす る方向が ある。 これ らの 研究で は ， 巨視的 レ ベ ル と

の 関連 を意識 しなが ら も ， あ くまで も相互行為 それ 自体 の 理解 に 重点 が お か れ て い

る 。
つ ま り， よ り理 論的 ， 認識論的 な問題設定を バ ッ ク グ ラ ウ ン ドと し て 相 互行為 を

分析 しよ う とす るの で ある 。 そ うし た方向で の 研究の 中で ，特に 積極 的に 実証研 究を

蓄積 して い るの が ， ウ ッ ズ （P ．W ・・ds），
ハ マ

ー ス レ イ （M ．　Hammersley ），
ハ ー グ

リーブ ス （A ．Hargreaves） らを中心 とす る ス トラテ ジ ー一研 究
（9｝

で あ る。
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　彼 らは ， 主 と して 象徴的相互作用論の 立場 か ら ， 教師 の教育行為 を役割論の 観点で

は な く， 各状況 に お ける 「状況の 定義づ け」 に基づ く意思決定の 結果 とみ る視点を提

出 した 。 す な わち ， 行為者で あ る教 師 は ， 構造 的制約や ジ レ ン マ 状況 に 直面 した場

合， 単なる役割行動を超 え て，制約 され た申で の ギ リギ リの 選択 と して 行為を形成す

る と と らえ る の で あ る 。 そ の よ うな観点 に立 つ と ， 教師の 教育行為は ， 学校の 構造的

制約 の 中で 直面す る さま ざま な問題に ， 状況 に 応 じて うま く対処 し た り　（coping

strategies ）
（1°｝

，あ る い は そ れ に よ っ て 教師 自身が 生 き残 る （survival 　strategies ）
（11）

ための ス トラ テ ジー
とみ えて くる。

　こ れ らの 研究は ， 教師の 教育行為が ， 言明 され た教授目的に対 して 合理的に構成 さ

れ た もの で は な く， 教師を制約す る構造や ジ レ ン V を回避す る よ うに状況 に適応 した

り秩序維持 に 向け られ た もので ある こ とを指摘 し， これ まで 自明視 されて きた教師の

教育行為の 意味 を ， 内側 か ら明 らか にす る方法 を提示 した点で 注 目 され る。

　 しか し一方で
， 構造的制約 の 中で 選択を迫 られ た行為者の 主体性 を強調す るあま

り， 説明が トー ト ロ ジ ー
に陥 っ て い る よ うに思 え る 。 なぜ なら ， そ うした説明で は ，

行為の 源泉が 明 らか で なく ， 突如 と して 意思決定す る主体が 出現す るか の よ うな印象

を与え るか らで ある 。 これ は ， ミー ド （G ．H ．　Mead ）の 自我論の 一般的な解釈 に もみ

られ る問題で あ る
u2）

。
つ ま り， 社会の 葛藤状況 の 中で 自我が 危機 に さら され た時，

そ う した危機を回避 し乗 り越 え る もの と して 出現す る と説明 され る主我 （1 ）は ， や

は り，社会構造 とは無関係 に ，別の 次元 か ら突然乱入 して くる根源的 な主体で あ るか

の よ うな印象を免れ な い か らで あ る 。

　こ れ は ， 相互 行為 と構造 と の 関係が ， 理論的に うまく接合され て い な い ため と思わ

れ る 。
つ ま り， こ うしたジレ ン マ は，実 は行為者を制約す る 「構造」 と 「行為主体」

と い う二 分 法を前提 とす る認識その もの に 発 して い る と思 われ るの だが ， そ う した認

識自体 の前提 を問 い 直す と い う視点 は入 っ て い な い の で あ る 。 その ため ， 教育社会学

が 前提 と して きた認識その もの の 「自明性」 を問題に す る とい う， 解釈的 ア プ ロ ーチ

の 意味は十 分検討 され な い まま ，
ス トラ テ ジー

研究 の意義 も宙づ りの 状態 に な っ て い

る よ うに思 われ る
 

。

　重要なこ とは ，

’
教育社会学の 認識枠組それ 自体を も射程 に い れ て

，
「我 々 が 自明視

して い る現実 とは何 か 」，
「ミ ク ロ とマ ク ロ の 統合 とは何 か 」 を徹底 し て 検討 して い く

こ とで あ る 。
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5． 認識論的問題提起 としての 解釈的ア プ ロ
ーチ

　 と こ ろで
， 教育行為 の 成 り立 ち を詳細 に 分析す る と

， 教師の 教育行為や 相互 行為を

実質上 ， 拘束 して い るよ うにみ え る構造が，実 はそれ ほ ど確固 と して 存在 し て い る わ

けで は ない こ とが わか る
（14）

。 構造 と椙互 行為 ， あ る い は ミ ク ロ と マ ク ロ と い う二 分

法は ， 客観的事実 と して 存在 して い るの で は な く， それ を事実化す るわ れ われ の 不断

の 解釈の 営み に よ っ て
，

よ うや く維持され て い るの で あ る。

　 こ うした観点 は， エ ス ノ メ ソ ドロ ジー
に お い て 最 も意識 され て い る

（15）
。

エ ス ノ メ

ソ ド ロ ジーは ， それ ぞれ の 社会の メ ン バ ー
が 日常的 に もの ご とを理解 し， 説得 して い

く独 自の 方法論 （エ ス ノ メ ソ ッ ド） を明 らか に す る こ とに よ っ て ， そ う した 日常的実

践 に よ っ て 構成 され る秩序 の 根拠 を問題 にす る 。 そ こ で は，厂構造」 は ， 行為者の 解

釈過程 の 中で 構成 され ， 維持され る と とらえ られ て お り， 構造 ない しは秩序の 根拠の

な さが強調 され て い る 。 ガ ー フ ィ ン ケ ル （H ．Garfinke1） が言 うよ うに ，「社会的事

実 の 客観的実在 こ そ は社会学 の 基本原理 だ と教え るデ ュ ル ケ ーム 流の 教訓 とは 対照的

に ， 現 に メ ン バ ーに よ っ て 認識 され，使用 され ， 自明化 され る こ とに よ っ て 継続的に

達成 され る社会的事実 の客観的実在 こ そが ， 社会学 を行 うメ ン バ ーに と っ て基本的な
　　　 　　

現象 と して と らえ られ る」
 

の で あ る 。

　 こ こ に は ， 社会学研究に お ける ， 解釈的ア プ ロ
ー

チ の 基本的 な ス タ ン ス が 明 確に 表

現 され て い る 。 す なわ ち，伝統的社会学で は 自明の こ と と され る社会的事実の 客観的

実在 が ， 実は ， 社会の メ ン バ ーの 中で 相互主観的に構成 され た もの で あ る こ とを明 ら

か にす る こ とに よ っ て ， 社会的事実 の 根拠 を問題に す るの で あ る 。
い い か えれ ば ，

エ

ス ノ メ ソ ドロ ジーが提起 したの は，社会を構成す るメ ン バ ーが ， 行為解釈の 中で 秩序

を維持 して い くプ ロ セ ス を徹底 して 探求す る こ とに よ っ て ， そ の 社会 メ ン バ ーの 認識

の あ りよ うを問 い 直す 視点 の重要性で あ る 。

　解釈的ア プ ロ ーチ の こ うした認識論的 な問題関心 は， 日本に お い て は ， 社会化研究

の 中で 理論的に 探求 され ，展開 しつ つ あ る
（17＞

。 しか し ， その ど ち らか と い うと哲学

的 な問題設定は ， 学校の 存立 を問題 にす る社会学的研究 に は な じまない 。 解釈的 ア プ

ロ ーチ が 最初に 見い 出 され た学校研究 に お い て ，
エ ス ノ メ ソ ドロ ジ ー的 な ア プ ロ ーチ

が 根づ い て こ なか っ た の は ， ひ とつ に は，イギ リス 流 の 「新 し い 教育社会学 」 の 影響

が 強す ぎた こ とに求 め られ る 。 しか し一方で ， 解釈的ア プ ロ
ー

チ の 認識論的な問題提

起 を理論 レ ベ ル に 限定 しすぎる と らえ か た に も問題が あ っ た よ うに 思 え る。 重要な こ

とは ， 解釈的ア プ ロ
ー

チ の 認識論的な課題 を柱 としなが ら も，学校研究の 枠組の 中で
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それ を据 え直す こ とで あ る。 そ こ で 最後に ， 以 上 の問題意識 に た っ て ， 学校研究 に お

ける解釈的ア プ ロ ーチ の 意味 を，
エ ス ノ メ ソ ドロ ジー

の 認識論的 な問 い をさらに
一

歩

進め て ，学校研究の 中に 位置づ け る枠組を提示す るこ とに した い
。

6． 学校 へ の 解釈的ア プロ
ーチの 可能性

　学校の 内部 プ ロ セ ス の 分析を ， 直接 これ まで の 学校の 構造的研 究の 知見 と安直に結

びつ ける の で な く， 解釈的ア プ ロ
ーチ の 認識論的な問い に 応え る よ うな学校研究の 枠

組 とは ， どの よ うに して 可能 か 。

　既 に述べ た よ うに ， 解釈的ア プ ロ
ーチの重要な問題提起は ， われ われ が事実 として

自明視 して い る種 々 の 前提 を問 い 直す こ と に よ っ て ， われ われ 自身の 認識を問題 に し

よ うとす る視点で あ る 。 こ の 「自明性を問 い 直す」 こ とは，解釈的ア プ ロ
ーチの キ ャ

ッ チ フ レ ーズ と して よ く使わ れ て きた th：〈ts｝， 問 い 直 され る べ き自明性 とは 何 か に つ

い て は ， 必 ず し も明確 に され て こ な か っ た よ うに 思え る 。 こ れ まで の 研 究で は ， 概

ね ， 問われ るべ き問題 は ， 行為 の 意味 を説明す る 際の 機能 主義的な前提 に あ る と さ

れ ， ウィ リス や ウ ッ ズ は そ うし た機能主義的な説明 を排 し ， 行為者で あ る教師や生徒

の 観点 か ら行為の 意味 を とらえ よ うとした 。 しか しそれ は ， 教育社会学 が前提 と して

きた認識 を部分的に は問 い 直す視点は あ る もの の ， 教育社会学 が つ く り出 して きた ス

ト
ー り一そ の もの を，全体 と して 問い 直す もの で はな い

。
つ ま り， こ れ まで の 研究

は ， 近代教育の 論理 の 枠 内で
， あ くまで もそれ を内側か ら 「科学的」 に さ さえ る方向

で 行わ れ て きたの で あ り， 近代教育の 論理 その もの を問題 と して 取 り上 げ る視点は な

い
。 しか し， 問 われ ね ば なら ない の は ， 現在の メ ン タ リテ ィ や枠組 を前提 と して ， そ

れ に よ っ て あらゆ る教育現象， 社会現象を説明 しよ うとす る教育社会学 自身 を拘束し

て い る認識 の 自明 性なの で あ る。 メ ン タ リテ ィ の 歴史社会学 を主張す る エ リア ス の 問

題意ue（19）
と同様 ， 解釈的 ア プ ロ

ーチの 意味 も， そ う した射程の 中で と ら え直され ね

ぱ な らな い 。

　 こ うし た視点 に 立 つ と，
こ れ まで 規範的パ ラダイム の 中で 蓄積され て きた学校研究

は ， それ 自体 ， 学校 を支 え る科学的書説 と して み えて くる。 す なわ ち ， 学校 は実質的

な社会化機能 を果 た して い る ， とか ， 文化 の正統性の 伝達 を通 して 社会的再生産に 寄

与 す る ， な ど の 知 見 そ の も の が ， 近代教育の 中で 展開 して きた 学校 と教育 に つ い て の

ス ト
ー
づ

一
と と らえ られ る の で あ る 。 社会化で あれ，再生産で あれ ， 学校を機能させ

て い る の は ， 客観的実在 と して の 構造で は な い 。 学校の 存立 を支えて い るの は ， む し

ろ学校 と教育をめ ぐ る，そ うした科学的，教育的言説で あ り，学校内部の 相互行為は
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それ を事実化 し具体 化 し て い く中心 的プ ロ セ ス として とらえ られ る。

　 さて ， こ うした立場に立 つ と，学校内部で の 教師 と生徒の相瓦行為は， こ れ まで と

は ま っ た く異 な っ た角度か ら とらえ られ る よ うに な る。 すなわ ち ， 相互 行為 を ， 学校

をめ ぐる さま ざまな言説を認識 の 中で 事実 と して 構成 して い く， 権力 の メ カ ニ ズ ム と

し て と らえ る視点で ある 。 こ こで い う権力 とは ， 入 々 を客観的 に拘束す る もの と い う

よ りも ， 行為者が 自らの 行為解釈過程の 中で 構成 し， 維持 して い くよ うな ， 相互作用

状況そ の もの に 内在す る権力 を意味 す る
働

。 解釈的ア プ ロ ーチの 醍醐味 は ， さま ざ

ま な科学的 ， 教育的言説が ， どの よ うに して 事実 と して 認定され るか を分析す る こ と

に よ っ て ，相互 行為過程 とそれ に よる秩序維持の 営み に 入 り込 み ， 作動 し て い る権力

の 微細 なメ カ ニ ズ ム を明 らか に す るこ とに あ る 。 教師 と生徒の 相互行為の 分析 は ， そ

うした権力 を具体化す る戦略 （パ イ オ ポ リテ ィ ク ス ）を明 らか に す る こ とで あ る
（21＞

。

　したが っ て こ こ で は ， 解釈的ア プ ロ ーチ の 課題 として 指摘されて きた 「ミク ロ とマ

ク ロ の 統合」 は問題に な らな くな る 。 相互行為それ 自体 を権力状況 ととら え る こ うし

た ア プ ロ ーチ は ， 権力観の 根本的 な変化を伴 うもの で あ り， む しろ ミ ク ロ とマ ク ロ の

二 分法を前提 と した問 い の た て か た 自体が 批判され る の で ある 。

　以上 の こ とか ら ， 解釈的ア プ ロ ーチの 基本的な射程は明 らか で あ ろ う 。 す なわ ち ，

解釈的 ア プ ロ
ーチ に立 つ 学校研究 は， 近代教育や学校 を成 り立 たせ て い る さまざまな

言説 を ， 近代社会 と の 関連 に お い て 明 らか に す る こ とで あ る。 い い か えれ ば， 学校へ

の 解釈的ア ブ U 一チ は ， 近代的秩序を成 り立 たせ る管理装置 と して の 学校の 存立 メ カ

ニ ズ ム を，認識論的な角度か ら明 らか に しよ う とす る ，

一
つ の 試み と して 位置づ けら

れ る 。

　こ う した視点 の 転換に よ っ て ， 相互行為， ク ラ ス ル ーム
，

カ リキ ュ ラム と い っ た テ

ー
マ が ， 改 め て 学校研究の 中心 と し て 浮か び上 が っ て く る 。 こ れ ま で の 研究の 中で

は ， 相互行為や ク ラ ス ル ーム を扱 う研究 と ， カ リキ ュ ラ ム 研究 とは別 々 に な され て き

た 。 教科課程の組織化や 「か くれ た カ リキ ュ ラム 」を め ぐ る実証的 な研究 成果
（22）

と ，

相互 行為の 分析 とを統合 し， こ うした射程の 中に位置づ け るこ とに よ っ て ， そ の 成果

が実質的に 明 らか に され る 。 解釈 的ア プ ロ ーチ の 真価 は ， こ うした方向性を も っ た実

証研 究の 蓄積 に よ っ て ， 初 め て 問 うこ とがで き るの で あ る 。

　そ れ は ， 学校 へ の 解釈的 ア プ ロ ーチ を ， こ れ まで の よ うに 政 策科 学 に寄与す る方向

で もな く， また狭義の 認識論 に 限定す る方向で もな く ， ま さに 社会学的研究 と して 位

置づ けて い く方 向で あ る 。
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