
The Japan Society of Educational Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Soolety 　of 　Eduoatlonal 　Soolology

書 評

個 々 の 内容 に っ い て 問題 と感 じた点が な

くはな い が ，
ス ペ ース の 関係で その 点に

つ い て の コ メ ン トは省略 させ て い た だ き

た い 。

　 こ の よ うな本の 刊行に 際 して は ， 限 ら

れ た ス ペ ー ス の なかで ，教育社会学の 知

見の うち ， どの よ うな内容を各章に盛 り

込むかが 各分担執筆者に 任される こ とも

多 く， その ため 内容 に ば らつ きがみ られ

る本 も少な くな い 。 そ の 点で は ， 本書 も

各章の 説明の 内容や レ ベ ル が必 ず し もそ

ろ っ て い る とは い え な い 。 しか し， こ れ

まで 教育社会学 の 分野で マ ク ロ な観点か

ら明 らか に されて きた 研究成 果や 課題

を， 比較 的要領 よ く織 り込 ん で い る と

い っ て もよ い よ うに思 え る。 ま た ， 章に

よ っ て若干異 な るが ， 教育社会学 を初め

て学ぶ人 に もわか りやすい よ うに ， テ ク

ニ カ ル ・夕一ム に つ い て 簡潔な説 明が な

され て い た り，情報化 ， 国際化 ， 高齢化

そ の もの に つ い て も ， 実情の 解説に もか

な りの ス ペ ース が割か れて い る
。

そ こ に

編者の編集 の ね らい と本書の もうひ とつ

の 特色を見 る こ とが で きる 。 概論書と し

て み れば ，
マ ク ロ な社会変動と教育との

関連 を理解す る た めの 比較的わか りや す

い 内容を備え て い る とい う点で は ， 本書

は評価で きる。 とい うの は，教育社会学

の テ キ ス トと して 書 か れ た本 の なか に

は ， やた らと専門的で 難 しか っ た り，学

生 に と っ て 不親切で わか りに くい もの が

少な くない か らで あ る 。 おそ ら くそ の ひ

とっ の 理 由は ， 執筆者が執筆 内容を通 じ

て ， 自らの 専門性や研究水準の 高さ を示

した い とい う研究者 と して の 欲求 に駆 ら

れ る こ と，その ため に学生の 理解を助け

る とい うサ
ー ビ ス に徹す る こ とが で きな

い た めで あ ろ う。 家族 と社会化な ど ミ ク

ロ な教育社会学の 側面に っ い て の 内容を

欠 い て い るの は 惜 しまれ る が ， と もあ

れ ， 教育社会学を学ぶ 学生や ， 教育社会

学以外の 教育 の専門家 に も読み や すい書

物が 1冊増え た こ とを良 しと したい
。
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矢島正 見 　著

『少年非行文化論 』

椙山女学園大学 林 芳 樹

　本書は ， ほ ぼ 20年聞 にわ た っ て 著者が

発表 して きた論文を ， 「少年非行文化論」

の タ イ トル で単著と して ま とめ た もの で

あ る 。 た だ ， 本書の 場合 ， 単 な る過去の

論文の 寄せ 集め で は な く， 初出
一

覧 に よ

る と ， 全 面的な改訂 を含め て ， それ ぞれ

の 論文 は ， 大幅に手が入れ られ て い る。

こ う した著書 を読む楽 しみの ひ と っ は ，

個々 の 論文 の 内容 とは別 に ，研 究者の 変

容の 過 程が ， 垣間見 られ る こ とに あ る。

　本書 は ， 序章 ， 終章を含め て ， 4 部構

成 ， 全 15章 ，
360頁余 りか らな る大著で あ
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る Q 「理論再考」と題 され た第 1部は ， 比

較的初期の 論文 3 編か らな り， 第 1 と 2

章 は ， 著者 の 研 究 の 理 論 的 パ ー
ス ペ ク

テ ィ ヴを提供 して い る と思 われ るデ ュ ル

ケ ム の ア ノ ミーと エ ゴ イ ス ム 概念 ， およ

び マ ー ト ン の ア ノ ミー状況 へ の 適応様式

類型 の 検討 に あて られ て い る。 第 3章で

は，調 査に基づ く実証的研究の 全体 的枠

組み が提示 され ， そ の 枠組 み に そ っ て ，

非行促進要因を考察 した第 2部 （第 4〜 7

章）， 非行抑止要因を対象 と した第 3 部

（第 8 〜 10章）が おか れて い る。 「「非行』

の解読」 と題 され た第 4 部で は ， 社会問

題 の 構築主 義的視点 か ら， 「犯罪報道 」

「有害 コ ミ ッ ク規制運動1 「弁護士 の非行

少年観」（第11〜 13章）が考察の 対象 と さ

れて い る。

　長年の 地道な調査 に 基づ い た個々 の 論

考 は ， 著者 も述 べ て い る よ うに ， あ らか

じあ一
貫 した枠組みの なか で ま とめ られ

た わ けで はない た め に，基本的に は独立

した内容 とな っ て い る 。 しか し， そ の 基

本的視点か らす れば ， タイ トル に示 され

るよ うに
， 現代社会が青年期に 課す文化

的状況か ら青少年の 逸脱行動 を説明 しよ

う と して い る。 著者が念頭に 置 く現代社

会 の文化的状況 とは ， デ ュ ル ケ ム の い う

個人主 義社会に お ける 「エ ゴ イ ス ム 」 と

「ア ノ ミー」 状況で ある 。 著者 によ る と，

前者 は，共同体意識か ら分離 した 自我意

識の 肥 大化 に よ っ て もた らされ る 「生 き

る 意 味 を 探 し求 あ る と い う宿 命」で あ

り ， 後者 は 「自己の 欲望 に苛 まれ る とい

う宿命」で ある 。
こ う した全体社会の 文

化的特徴 は ， 今 日 の 青年文化の 状況 に も

あて は ま る の で あ っ て ， 青少年の 逸脱行
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動 は ， 青年文化の なか に 存在す る この 2

つ の 宿命に 対す る ， 彼 らの 多様な適応行

動の ひ とっ と して 位置づ け られ て い る 。

　 こ う した全体的視点が ， 個々 の 論考に

どの よ うに 接続されて い るの か ， 少 しわ

か りに くい の だ が ， 研究枠組み を提示 し

て い る第 3 章か らみ る か ぎ り， 次 の よ う

に ま とめ られ るだ ろ う。 具体的研究にお

い て 著者 が依拠す るの は，デ ュ ル ケ ム の

ア ノ ミ
ー
論 とい うよ りむ しろ マ

ー
ト ン の

それ で あ る。 後者の 「文化的目標」と 「制

度的手段」 の 「ず れ」 とい っ た周知の 図

式 を ， 今 日の 日本の 教育状況 に 当て は め

る こ とで ，
こ ど もの お かれ た状況 を 「ア

ノ ミ
ー
教育状況」と診断す る。 そ こ で は，

社会的成功 とい う文化的目標を特権化 し

なが ら， そ れに 到達す る制度的手段を学

校教育が 独占し， 選択的に 提供す るこ と

に よ っ て ， ア ノ ミ
ー

状況 が 産 み 出 され

る。 そ う した状況 に お い て ， 多 くの 者 は ，

文化的目標の レ ベ ル を引き下げる こ とに

よ っ て 「ほ どほ ど の」成功 に甘ん じて い

る （儀礼主 義）。 しか し， 社会的成功 とい

う文化的目標 も， 教育とい う制度的手段

もともに受容 しな い （で きな い ）者 は ，

「逃避主義」的適応様式を とる。 著者に よ

れ ば ， 「この少数派の 『逃避主義』的生徒

こ そ ， 現在 の 非行少年の 典型」（58頁）で

あ る。 した が っ て， こ う した 「ア ノ ミ
ー

教育状況」 が 「少年 を非行 へ と追い や る

要因」なの で あ る 。 他方，「少年を非行へ

と誘 う要因」 と して は ， 青年文化 の
一

側

面で あ る 「青春文化」が取 り上 げ られ る
。

F青春文化」な る用語は ， 著者独自の もの

と思 わ れ る が ， 要 す る に ， 友 人関 係や

「遊 び」とい っ た ，
い ま ・こ こ で の 生活を

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Japan Society of Educational Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Soolety 　of 　Eduoatlonal 　Soolology

楽 しむ とい っ た享楽的傾向を もっ 文化で

あり，そ う した文化の なか に ，非行へ と

誘う要因とな る逸 脱性 の 強い 要素が含 ま

れて い る。 しか も， 「ア ノ ミ ー状況」に お

か れ た今 日の学校の なか に ， こ う した反

学校的な 「青春文化」が浸透 す る こ とに

よ っ て，「逃避主義」の こ ど もへ の 誘惑 が

い っ そ う増大 して い る， とい う診断で あ

る。 細部を捨象 して い え ば ， 教育に お け

る構造的緊張と逸脱的下位文化か ら 「非

行促進要因」 を析出 しよ うとする馴染み

の 図式 で あ る 。 この 枠組 みの もとで ， 「遊

び型非行」（第 4 章）， 「生徒文化と非行少

年像」 （第 5 章）， 「青年期の 二 面性」 （第

6 章）， 「有害環境と非行」（第 7章）が検

討 さ れ て い る 。 「非行抑止要因」に 関 して

も， 同 じく， 研究枠組み の紹介 は省 くが ，

「非行少年の 適応 と自己概念」 （第 8 章），

「中学 生 の 友人 関係 と非行」 （第 9 章），

「中和 と非行」（第10章）な どが論 じ られ

て い る 。

　各章で の論点 に は，興味深 い知見が散

見 され るの だ が ， 個別 の 内容 に触れ る余

裕が な い の で
， 全体的な感想だ けを記 し

て お きた い
。 通読 して 気 に な る の は ， 初

期 に 書か れ た 論考 （た とえ ば ， 第 1章

「エ ゴ イ ス ム 論考」） と最近 の それ （た と

え ば ， 終章 「『心 』と 『性』」）との 落差で

あ る 。 デ ュ ル ケ ミア ン を 自認す る著者に

と っ て ， デ ュ ル ケ ム の ア ノ ミ
ーと エ ゴ イ

書 評

ス ム 概念 は ， そ の 後の 研究の 出発点とい

え る もの で あ ろ う。 事実 ， 手直 しされ た

とは い え
，

「エ ゴイ ス ム 論考」で は ， 思想

史の なか で の デ ュ ル ケ ム の エ ゴ イ ス ム 論

の 位置づ けな ど ， 著者の 意気込み が感 じ

られ興 味深 く読 む こ と が で きた 。 しか

し， 最近 に書か れ た終章 に お い て は，そ

うした緊張感が ほとん ど感 じられ ず ，

一

般 向けの 講濱 と しか読 めな い の は ， 評者

の 読み の 浅さだ けの 問題 なの だ ろ うか。

とい うの も， 評者 とは逆 に ， 著者 自身 は ，

初期 （お そ ら くは第 1章）の 理 論的論文

に つ い て ， 「若気 の 至 り」とか 「壮大な夢

を追 っ て い た 」 とい う否定的と もとれ る

発言を して い るか らで あ る 。 年齢 ととも

に理論的関心が薄 らい で い く傾向が教育

社会学の 一般的傾向で あ るとはい え ， 社

会的加齢の 効果は ， 研究 に お い て は ， む

しろ マ イ ナ ス に はた ら くの で は な い だ ろ

うか 。 特定の 研究 の場 に 同化 し， そ こ で

の 地位を確立 して い く過程 は ， 無意識の

うちに ，その 場の ドクサ に巻 き込 まれ る

過程 と表裏
一

体で あ り， それを避ける た

め に こ そ 理論的反省が常 に必要 とされ る

の で はな い か 。
こ れ は自戒を込 め て 言 っ

て い るの で あ っ て ， 1
一
実証主義」に 自信を

もっ 著者に と っ て は ， こ うした疑問は ，

解決済み の 問題 な の か も しれ な い
。
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