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社会化 と フ ェ ミ ニ ズ ム

渡辺　秀樹

1． 社会化 シ ス テ ム と母親

「近代社会に お ける家庭教育の 全責任 と権限 は母親に 移 っ た とい っ て もよか ろ う」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（牛島義友　1955， 210頁）

　職住分離型生活 と性別分業型 家族が ， 近代産業社会の 支配的な類型 とな るに お よ ん

で ， 近代の 家族 は ， そ して よ り限定的 に表現す れ ば，近代の 母親 は ， 子 ど もの 養育を

独占的に 担 う位置を 占め る こ ととな っ た 。

　「母親が養育役割を独占的に 担 う」 とい うこ との 意味 は ， 複合的で あ る 。 まず第 1

に ， 養育役割の 家族外社会か らの 剥奪 で あ る。
い い か え れ ば ， 養育機能が共同体 に埋

没 して い る状態か ら， 養育機能 を共同体か ら剥離 し， 家族 へ と 〈籠城〉 （沢 山美果子

1990
，
109頁）さ せて い く状態 へ の 変化で ある。 第 2 に ， 拡大家族成員 （祖母や オ バ な

ど） の 養育役割の 減少 ， さ らに は核家族の 成員で あ る父親 （夫）の 養育役割の 喪失，

すな わ ち家族内部に お ける母親以 外の 養育役割の 担い 手の 喪失で ある 。 っ ま り， 母親

と子 どもを囲む境界の 現 出で ある 。 第 3 に ， 成人女性の母親役割 へ の 囲い 込 みで ある 。

それ は単 に専業主婦 と して 子育て に 専念す る女 性の 登場 と い うこ とだ けで はな く，母

親 とい う規範 （〈母性〉）へ と女性を拘束する とい う こ と を意味する 。

　養育役割が社会 か ら離 れ ， そ して 母親以外の 家族成員 か ら離 れ た 。 そ して 女性 に

と っ て の ア イ デ ン テ ィ テ ィ 基 盤 と して ，母親役割が唯
一

肥大化 した ， とい うこ とで あ

る 。
こ う した近代社会の 養育構造が 形成 され る歴史的経緯 は， この 20年来の 家族史 や
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教育史あ るい は歴史社会学な どの 分野の 精力的な研究に よ っ て 明 らか に な りつ っ あ る

が ， た とえ ば，発達心理学や教育社会学にお い て は ， こ の 近代社会 の 養育構造 （お よ

び規範）を前提 とする こ とに よ っ て ， 家族に お ける社会化や 家庭教育や母親 が 論 じら

れ ， 研究 され て きた と い うこ とがで きる だ ろ う。

　 もち ろん ，こ う した近代家族の 相対化作業の 流れ とは別 に t すで に深谷昌志 （1981）

を は じめ とする良妻賢母主義教育 に つ い て の 歴史的研究や ， 同じ く家制度研究の なか

で の 母親の 位置づ け ， あるい は山村賢明 （1971）に 代表 され る文化論的な母親研究 の 重

要 な蓄積が あ っ たこ とを忘れ て はな らな い
。

こ う した社会的諸次元の 錯綜 の なか で ，

〈母親 〉が 教育的営み の なか に 浮か び上 が っ て きた の だ と考 えた方が よ い だ ろ う。
こ

れ らの 重層的な経緯に お い て ソ
ーシ ャ ラ イザ ー と して の 母親 あ るい は養育者 と して

の 母親， さ らに は 「教育す る母親／ コ ン トロ ー ル する母親」 とい う概念の 社会へ の定

着 とと もに，教育や 発達に 関す る科学 へ の 母親とい う概念の定着 をみ る こ とに な っ た

と い うこ と が で きるだ ろ う （冒頭に 引用 した牛島義友 は ， お茶 の 水女子大学の 児童学

科創設の 中心 に い た ）。

　小論 の 目的 は，社会化機能の 家族 シ ス テ ム へ の 委譲 （囲い 込み）， お よび ソ
ーシ ャ ラ

イザ ー
役割 の 母親 に よ る独 占とい うこ との 意味を ， 社会化 シ ス テ ム と フ ェ ミ ニ ズ ム と

い う切 り口 か ら考察す る こ とで あ る。
っ ま り， 近代社会の 養育構造を 〈歴史的〉に 相

対化する とい う作業で はな く， そ う した作業を踏 まえ た うえで ， 近代の 養育構造が も

た らした社会学的帰結 に つ い て 考察す る こ と， 仮説的な相対化作業をお こ な う こ とで

あ る 。 すなわ ち， 具体的な歴史的経緯 の錯綜や階層的 ・地域的 ・時間的ズ レや 多様性

の 現実態か ら， ひ とまず離れて ，〈論理的〉に可能な社会学的帰結に つ い て の 仮説的な

議論 の 展開を試み る と い うこ と で あ る 。 個別具体的な歴史的研究で もな ければ， そ の

単な る抽象化 で もな い
。

フ ェ ミニ ズ ム と は ，
こ こ で は ， 社会学的な理 論装 置に もとつ

く， 社会 の徹底的な相対化 とオル タナ テ ィ ブな社会の 構築作業を指す もの とす る。 し

た が っ て ，社会学 的帰結と フ ェ ミ ニ ズ ム 的帰結 とは ， 性／ ジ ェ ン ダーとい う切り口 が

社会学の 中心 的な分析軸と して 含 まれ る今 日に お い て は， （少な くと も本稿に お い て

は ） ほ ぼ同義 と考え て よ い （Abbott ，　P．，＆ C ．　Wallace　 1990）。

　さ らに言 え ば， フ ェ ミ ニ ズ ム 理論の 重要な特性の ひ とつ で あ る社会 の 制御 （コ ン ト

ロ
ー ル ） と い う視 点 を 確保 す る こ と で あ る 。 10年 前 ， リ ン ダ ・ゴ ー

ド ン （Linda

Gordon 　 1986， 70 頁） は20世紀初頭の ボ ス トン に お け る児 童虐待防止協会 （MSPCC

＝ Massachusetts　Society　for　Protection　of 　Cruelty　to　Children）の 事例を取 り上

げ ， フ ェ ミ ニ ズ ム の 視点か ら社会統制 （＝家族統制）を論 じた論文の なか で ， ア メ リ
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カ に お け るフ ェ ミニ ズ ム の 第 2 の波 が ， 多くは若 くて 子 ど もの い な い 女性によ っ て 担

わ れ た こ とに大 き く規定 されて ， 子ど もの 問題 に あ ま り手を っ けな か っ た ， と述 べ て

い る 。 その こ とは 日本の フ ェ ミ ニ ズ ム の 理論研究 に もい まだ あて は ま りう る もの で は

な い だ ろ うか （もちろん ， 『母性』に つ い て や 『育児』に つ い て の 日本固有の 重要な蓄

積 は忘れて は な らない が）。

　本稿の 関心 の行 き着 く先は ， 現代の 養育構造あ るい は社会化 シ ス テ ム に っ い て の ，

実践的な ，

・あ るい は 政策的な次元 に あ る。 社会化 シ ス テ ム を所与と して ， 社会化の プ

ロ セ ス を論 じるの で はな く， 社会化 シ ス テ ム を コ ン ト ロ
ー

ル の 対象と して 設定す る の

で あ る。 問題 は，家族を所与 と して母親 が子 どもを ど う コ ン トロ ール し ， そ こに ジ ェ

ン ダーが ど う介在す るか で は な い 。 あ るい は家族を とりま く社会を所与 と して親子関

係をど うコ ン ト ロ ール し， そ こ に ジ ェ ン ダーが ど う介在す る かで もな い
。 社会化 の プ

ロ セ ス が 生起 し，子 ど も と親そ して 家族が乗 っ か っ て い る社会 そ の もの を ど う コ ン ト

ロ
ール す るか とい う問題 関心 で ある 。 社会を所与で はな く，操作対象 と して ， 変数 と

して 議論の 俎上 に載せ る とい うの が ， 政策的関心 の 意味で あ る。

　 ジ ェ ン ダーとい うこ とか らい えば ，
ソ ーシ ャ ライ ザー

に お け る母親の独 占， つ ま り

一方の 性へ の 偏 りを指摘す るの は い と も簡単で はあ るが ， こ こで は それ を越えた議論

を試み た い の で あ る 。 「教育母子家族」の誕生 とは何で あ っ たか 。 ソ
ーシ ャ ライ ザ ーの

性的偏 り以上 の 重要 な社会学的意味を有 して い た はずで ある 。 社会化状況を所与とす

る議論の 陥穽か ら脱す るため に も， あえ て 政策的 な （一 コ ン ト ロ
ー

ル とい う）視点を

強調 したい の で ある （「個人的な こ とは政治的な こ と （the　personal 　is　political）」と

い う例 の フ ェ ミニ ズ ム の 言葉 を想起 して も ら っ て よ い）。

2． 社会 シ ス テ ム と社会化 シ ス テ ム との 乖離

　た とえ ば先に も参照 した 沢山 （1990） は ， 教育家族の 成立 ， すな わち小論で は こ れ

を近代の 養育構造 と呼ぶ こ とに するが ， その 成立 を1920年頃の 新中間層に 求め た。 共

同体 へ の 参入 の た め の 共同体に よ る教育か ら，共同体か ら 〈籠城〉 した家族 に よ る ，

共 同体か らの 離脱 の た め の 教育 へ の 移行で あ る。 沢山 は ， 母親自身に よ る教育論の 初

発の もの と して ， そ の 頃出版 され た鳩山春子 と 田中芳子 の 子育て の 書を と りあげ， そ

こ に 教育家族 の 誕 生の 内容 を探 っ て い る （同上　116頁）。
こ こ で 〈籠城〉 と は ， 社会

と 隔離 した家族 とい う囲い の なか で教育を す るこ とを意味す る （同119頁）。

　ちな み に ， 「籠城主 義」と は 田中芳子自身の 言葉で あ るが ， 沢 山が 引用す る鳩山の 言

葉 「母親が同道 し得な い所 へ は一
切遣わ さぬ 」（ll9頁）とい う表現 と．先述 の り ン ダ ・
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ゴ ー
ド ン が描写す る ， 当時の ボ ス ト ン の ミ ドル ク ラ ス の規範， こ れ は児童虐待防止協

会の 基盤 とな っ た規範で あ るが ， 子 ど もは母親 の付添 い 無 しに ， 戸外遊 び は しな い も

の と い う規範 と符合 して い る。
ゴ ー

ド ン に よ れ ば ， 親に よ る児童虐待は 1870年代 に社

会問題 と して 発見さ れ，そ して 20世紀初頭 に， ス ト リー
トチ ル ド レ ン は逸脱と定義さ

れ る こ とに な っ た の で あ る （L．Gordon　1986を参照 の こ と 。 関連す る最近の 日本の 業

績 と して は戦間期を扱 っ た鈴木智道　1997を あげる こ とがで きよ う）。

　鳩山や 田中の 子育て 論 は，共同体か らの 個の 解放 と い う側面 を持 っ たが ， その 解放

の 射程は我が子 に の み 限 られ た もの で あ り，新 中間層 に限 っ て も，社会的な広が りの

ある もの で は な く， さ らに は民衆の 教育の排除 （共同体 の教育の 否定）の うえ に さ え

成 り立 っ もの で あ っ た と沢 山は指摘す る （ゴ ー
ド ン が記述する ボス ト ン の 場合に は ，

MSPCC の 規範は ， 新移住者の コ ミ ュ ニ テ ィ の 教育の しか た や ， 新移住者に と っ て は

あ た りまえ の 子 ど もの 生活の しか た を否定する もの で あ っ た）。 子 ど もは ， 社会 （＝共

同体）の 子 どもか ら， 個々 の 家族 の 子ど もへ と囲 い こ まれ た の で あ る。 沢山は， こ の

観念 を 〈我が 児意識〉， あ る い は私的な子 ど も観 と呼ん で い る （沢山　1984， 138頁）。

（1） 参加的社会化の喪失　　参入の 社会化 と離脱の社会化

　 こ う した近代の 養育構造へ の 変化 に つ い て ， 筆者 は こ れ まで に ，
ソ

ーシ ャ ラ イ ザ ー

の 拡散 （＝家族外社会へ と拡が る マ ル テ ィ プル ・ペ ア レ ン テ ィ ン グ）か ら集中 （＝ 母

親 に よ る独占）へ の 変化 と して 論 じた こ とがあ る （渡辺　1988）。 子ど もの 養育担当者

の 縮小で ある。 しか し， 養育者 （こ こ で は養育者と ソ
ー

シ ャ ライザ ーとは と りあえず

互換的 に使用 して い る）の 縮小とい う以外に次の よ うな問題群を指摘で きるだ ろ う。

そ れは まず，社会 シ ス テ ム （society や community ＝ social 　system ）と社会化 シ ス テ

ム （socialization 　system ） と の 乖離 とい う問題で あ る。

　共同体へ の 参入 の ため の 共同体に よ る教育 （そ う した社会化 の過程や習俗は， しっ

けの 民俗学 と して ， 少 し古 くな るが，原ひ ろ子 ・我妻洋　1974に詳 しい） とは ， 子 ど

もが参加す る社会シ ス テ ム と，子 ど もが社会化を経験する社会化シ ス テ ム とが 重 な っ

て い る
， 同一の もの で ある こ とを意味す る。 っ ま り社会 に参加 しっ つ 社会化過 程を経

る の で ある。 参加的社会化 （partic圭pant 　socialization ）とい うこ とに な る。 子 ど もが

参加 しよ うとす る社会 シ ス テ ム の な か で 実際に特定の 位置 を 占め る なか か ら， そ の 位

置 を占め るに 必要な価値や技術あ るい は 行動 パ タ ー ンを学習する こ と。 職業的社会化

に お け るオ ン ザ ジ ョ ブ ト レ イ ニ ン グが参加的社会化 の 代表的な例 とな る 。 農家で ， 農

作業の 手伝 い を しなが ら，農業 に必要な諸 々 の 行動 パ ター
ン を学習 し， 農業従事者に
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な っ て い く過程な どが典型例とな ろ う。

　他方 ， 共同体か らの 離脱の た めの
， あ るい は社会か ら隔離 した家族に よ る社会化は，

こ れ とは異 な る 。 子 ど もが参加 しよ うとす る社会 とは離れ た とこ ろで ， い わば予期的

に 社会化の 過程が営まれ る。 予期的社会化 （anticipatory 　socialization ）で あ る。 予

期 的社会化 とは，参加 しよ う とす る社会 シ ス テ ム の なか に 実際 に 位置を 占め る以 前

に ， あ らか じめ その ための 準備をす る過程を指す言葉で あ る が，予期的な社会化の 機

関と して の 近代 の 学校 と家族 とに 囲い 込 まれ る こ とで ， 子 ど もたち の 面前か ら，参加

す べ き社会 シ ス テ ム が遠ざか っ た の で ある。 社会化の 〈エ ージ ェ ン ト〉とい う言葉を ，

こ こで想起 して い ただ きた い
。 社会 シ ス テ ム か ら子 ど もた ちを引 き離 した うえ で ， 社

会化の 機能を専門に担 う （代行す る）下位社会 シ ス テ ム ー社会化 シ ス テ ム へ と閉 じ込

め るわ けで あ る。

　近代化の 理 念 と して く属性 （ascription ）か ら業績 （achievement ）へ 〉 とい う軸が

あ るが ， 属性主義社会は参加的社会化 に対応 し，業績主義社会は予期的社会化に 対応

する こ とにな る。 属性で は な く， 業績に よ っ て 参加 しうる （参加す べ き）社会 シ ス テ

ム が決 ま るの で あれ ば ， 業績に っ なが る能力を獲得する社会化 の過程は予期的な もの

に な らざ るをえ な い だ ろ う。 社会 シ ス テ ム と社会化 シ ス テ ム とが 重 な っ て お り， 遊 び

（＝ 予期的社会化） と手伝い （証 参加的社会化），そ して た とえば徒弟制 （＝ 同 じく参

加的社会化）へ と連続的な社会化が 見 られ た属性主 義社会 とは異 な り， 両者が乖離す

る業績主義社会で は ， 社会化の 過程 も不連続に な らざ る をえ な い 。

　前者で は ， 社会化の 目標が固定 （た とえ ば世襲的地位 の獲得） して い るが ，後者で

は ， 社会化の 目標が不確実 （た とえ ば職業選択 の 自由 とい う理念 に よ っ て ， 獲得 しよ

うとす る職業的地位が 変数）に な っ て い る 。 諸個人 は属性か ら離脱する こ とはで きた

と して も，ど こ に 着地す るか は そ れ ぞ れ の 業績次第で ， ま こ とに 不確か な もの となる 。

人 々 を属性か ら引 き離す とい うこ とは ， 参加的社会化の 喪失 を必然的に 導 くもの で

あ っ た とい っ て よ い だ ろ う。 参入の ため の 社会化か ら， 離脱の たあ の社会化 へ と重心

が動い たの で あ る。

  　予期釣社会化と不連続性

　社会化過程 に お け る 〈連続一不連 続〉 の 指摘 は ， ミー ド （M ．Mead 　 l928）や ベ ネ

デ ィ ク ト （RBenedict 　 1938） らの 文化人類学者に よ っ て すで に 古 くか らな されて い

る 。 産業社会 に お け る不連続な社会化過程 に対 して ， サ モ ア な どの 非産業社会に お い

て 連続的 な社会化過程が営 まれ て い る こ とを論 じた わけで あ る （こ れ に っ い て は ， 山
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村健　1966の 議論を参照 して い る）。

　参加 しよ う とす る社会 シ ス テ ム の 成員 とな る に ふ さわ しい 資質を ， 参加す る前に 学

習する の が 予期的社会化で あ るか ら， そ の 不連続性 は避 け られ ない
。 予期的社会化 は

定義か らして，不連続 な過程で あ る。 それ は シ ス テ ム 移行 （社会化 シ ス テ ム か ら社会

シ ス テ ム へ の 移行）を必然的 に含 む 。
マ ー ト ン をは じめ と した予期的社会化の もろ も

ろの 議論 は ， この 不可避 の 不連続性を い か に縮減する か と い う問題関心 に導か れて い

た ， とい っ て よ い だろ う。
た とえ ば ， 社会シ ス テ ム の 開放度や 獲得す べ き役割の 鮮明

度 や，情報 の 可視性 や社会 シ ス テ ム の 柔軟性 ， ある い は予期的社会化が生起 して い る

シ ス テ ム （＝ 所属集団） と，将来，参加 しよ うとす る社会シ ス テ ム （＝準拠集団） と

の 関係な どが論 じられて きた （R ．K．　Merton　1957， 訳書　1961，207〜 35正頁を参照

の こ と。 訳書で は
， 〈予期的社会化〉で は な く， 〈将来を見越 した社会化〉 と訳 され て

お り， よ り意を汲み取 っ た訳 と考え られ る）。

　先述の 近代の 養育構造に お け る 〈籠城主義〉 とは ， 現に予期的社会化が生起 して い

る状況と して の 現 にあ る社会 に適応せ ず ， きた るべ き未だ見ぬ社会 （＝ 「坂の 上 の雲』）

へ と適応 しよ うとす る もの で あ る。 社会化の 足場で あ る現実 の 社会 シ ス テ ム を否定

し， 将来 の よ りよ き社会 シ ス テ ム へ の 移行を見込ん だ社会化 とい う こ とに な る。 現 に

あ る社会 シ ス テ ム へ の 適応 を望 まな い ， あ る い は拒否す るの で あれ ば ， 社会化 は ， 当

該 の社会 シ ス テ ム か ら離れ て ， 予期的社会化 を専門 とする家族や学校に 囲い 込 まれ ざ

るをえ な い の で あ る 。

　近代化あ るい は産業化は ， 〈将来の よ りよ き社会 シ ス テ ム へ の 移行〉を現実的な可能

性 （もし くは幻想）と して 準備した し， また ， そ う した志向を要求 した の で あ る （マ ー

ト ン 自身が ， フ ィ ラデル フ ィ ア の 下層 ジ ュ ィ ッ シ ュ の コ ミ ュ ニ テ ィ か ら，
ハ

ーバ
ァ
ー

ド ・ワ ス プ に代表され る支配的な コ ミュ
ニ テ ィ へ と，隔絶的な不連続的移行を経験 し

て い る こ とを思 い 出 して ほ しい ）。

　 ミ
ー

ドや ベ ネ デ ィ ク トの 議論は ， 社会化過程に お け る 時間的な
， あ るい は発達 的な

不連続性 に っ い て の もの で あ っ た 。 す なわ ち ， 子 ど もか ら大人 へ の 移行 の 不連続性で

あ る 。 ま っ た く仮説的な議論で は あ るが ， 多 くの 非産業社会が 子 ど もか ら大人 へ の 移

行の 不連続性を儀礼 ＝ 〈通過儀礼〉と して 強調 した の は，参加 的社会化 が ま さに連続的

で か っ 可視的 な過 程で あ っ たが ため に ， 成人資格 の 重要性を社会 的に 確認す る仕組み

と して ，移行や断絶 （＝ 不連 続性 や不可視性）を儀式的 に 作 り出す必 要が あ っ た と考

え る こ と もで きよ う。 産業社会に お い て は予期的社会化そ の もの が不連続性 （た とえ

ば，学校 シ ス テ ム か ら職業シ ス テ ム へ の 移行）を備え た もの で あ り， あえて 儀礼的に
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子 ど もと大人 との 断絶を作 り出す必 要が 無 か っ た ともい え よ う 。 子 ど も期の 発見 と

は ， 要 する に子 ど も期と大人期 との 不連続性の 発見で もあ っ た。

  　〈固定〉 と して の 社会化 と 〈移動〉と して の社会化

　 こ の よ うに ミー ドらの主張す る不連続性が ， 時間次元 の 不連続性 ， つ ま り発達過程

の 不連続性を強調す る もの で あ っ た とすれば ，
マ ー ト ン の い う不連続性 は ， 同 じく シ

ス テ ム 間の 移行 （あるい は移動）の 問題 と して ある と と もに，空間次元の 不連続性 （競

合
・
対立な どの シ ス テ ム 間の 関係）の 政治学 （一 ＝ 戦略ゲ ーム ）の 指摘で あ っ た 。 予期

的社会化が 当該 の個人に と っ て ， あ るい は当該の 社会シ ス テ ム （所属集団）に と っ て ，

さ らに は将来の 参加 を望 む社会 シ ス テ ム （準拠集団） に と っ て ， それ ぞ れ異 な る機能

（帰結）を もた らす と い う こ とを マ ー ト ン は，すで に 明確に 指摘 して い た の だ 。

　 マ ー
ト ン は い う。 「将来を見越 した社会化は開放 的社会体系の 中に ある個人 に と っ

て は機能的で あ ろ うが ， 彼が所属 して い る当の 集団， 階層の 連帯性に と っ て は明 らか

に逆機能的で あ る 。 とい うの は ， 別 の集団が もつ 対照 的なモ レ ス に忠誠を ちか うこ と

は，内集団の モ レ ス に 背反す る こ とを意味す るか らだ 。 だか らこ そす ぐ分 る よ うに ，

内集団は或る種の 外集団規範 へ の か か る積極 的な指 向に 対 して ， あ らゆ る社会的拘束

を加 え よ うとす るの で あ る」 （同上訳書，244頁）。

　内集団 とは ， こ こで は所属集団を指 し， 外集団とは準拠集団を指す。 本槁の 用語で

は ， 所属集団が 社会化 シ ス テ ム （ある い は ， 現 に あ る社会） で あ り， 準拠集団が社会

シ ス テ ム （ある い は将来の 参加を 目指す未だ 見ぬ社会） とな る 。 階層移動を例に と ろ

う。 予期的社会化は，現 に 所属す る階層 （地位） の価値 に同調せ ず ， 将来の 参加を望

む よ り高い 階層 ， ある い は稀に は よ り低 い階層 （地位）の 価値 に あ らか じめ同調 しよ

う とす る過程の こ とで あ る。

　そ の よ うな事態 は ， 社会 シ ス テ ム と して の 現階層 に と っ て は ， その 凝集性の 確保や ，

あ るい は統合の 維持 に と っ て 逆機能的 に な る とい うこ とで あ る。 個入に と っ て は ， よ

り多 くの 資源獲得 （地位の 上昇）を もた らすか もしれ な い し， 全体と して の 社会の 発

展 （近代化 ＝ 社会全体の 資源の 量的 ・質的拡大）に も貢献 しうる もの と もな ろ う 。 し

か し，同時に その こ との帰結と して ， 社会化が営まれ る現 に ある社会は，い わ ば，過

去の もの と して 置 き去 りに され る こ とに な っ た の で あ る 。 〈出自 （階層）の た め の 社会

化で は な く， 到達 （階層） の た めの 社会化〉 で あ る 。

　社会化 シ ス テ ム （；家族） は，将来参加 しよ うとす る社会 シ ス テ ム （
一
準拠集団）

へ の 適 応 に は熱心 で あ っ た が ， 社会化 シ ス テ ム の 基盤 として の
， 現に あ る社会シ ス テ
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ム （＝所属集団）の 維持や充実は軽視され，看過 され る こ とに な っ た 。 先述の く籠城

主義〉は ， 「よ くな い 所 ・あぶ ない 所 （竃 現 に あ る社会シ ス テ ム ）に や らな い 」の で あ

り， そ れ らよ くな い 所 ・あぶ な い 所を制御 しよ うとす る態度か らは ， はるか遠 くに 離

れ て しま っ て い た とい え るだ ろ う （社会化 の手段 ・環境 と して は問題 に したが ， 社会

化の 目標 ・夕
一ゲ ッ トと して は問題 と しな い ）。

　マ
ー ト ン は ， 先の 引用 に見 る よ うに 「内集団は或る種の 外集団規範 へ の かか る積極

的な指向に 対 して ，あ らゆ る社会的拘束を加え よ うとす るの で あ る 。 」と述 べ た 。 しか

し， 近代化の 過程 とは，過去か ら時間的に配列 された社会 シ ス テ ム が ， そ の ll頂番で 優

先順位が 上 が る よ うに シ ス テ ム 間の 序列付けが な され ると い うこ とで あ り ， 内集団

（現 にある シ ス テム ）が ， 外集団 （将来の シ ス テ ム ）に 向か っ て 離脱 しよ うとする指向

に 対 して
， 社会的な拘束を加え よ う とす る経緯に は ， 時代的 ・文化的差異が種 々 （ズ

レ
， タイ ム ラ グ，混乱な ど，た とえば ラ ッ ダイ ツ ）あ っ た と して も， そ うしたよ り過

去 の社会シ ス テ ム の 抵抗とい う営み は，結局 は失敗 に終わ る しか なか っ た とい っ て よ

い だ ろ う。
っ まり ， 参加的社会化に 対する予期的社会化の 勝利で ある

。

　教育家族の 誕生 とと もに ， 個人を社会 シ ス テ ム （＝ 地位） に埋 め込 む ， あ るい は っ

な ぎ とめ るとい う， 固定 し係留す るた めの 社会化で はな く， 個人が社会 シ ス テ ム （＝

地位）を移動 しあ るい は上昇す るため の 社会化が 支配的な価値とな っ て い っ たの で あ

る
。

た とえば 「坂の 上の 雲』をめ ざ した社会化で ある （〈雲〉は，現 に あ る確か な社会 ，

っ ま り 〈坂の ふ もと〉 よ り も，不確実 な社会化の 目標で あ る に違い な い ）。

（4） 潜在的社会化効果と顕在的社会化効果

　社会化 シ ス テ ム が ， そ の 基盤で ある社会 シ ス テ ム か ら剥離 され た とい っ て も， 言 い

換え れば，社会化 シ ス テ ム として の 家族が，社会か ら 〈籠城〉 した と して も， 現に あ

る社会の 社会化効果が消滅 した わけで はない
。 現に ある社会は ， 参加的社会化の場 と

して の 顕在的な社会化の 機能 を失 っ たが ， 予期的社会化の 機関 と して の 家族が位置つ

く社会的基盤 と して ，潜在的な社会化 の 機能 の 重要性 は変 わ らず に保持 して い る はず

で あ る 。

　 しか し，社会の t 一 ジ ェ ン トと して の 社会化機関 （家族や学校）が社会化の プ ロ セ

ス の 近景 と して ， 浮 き 出 る こ とに 対応 して ，そ れ を包 み 込 む社会 シ ス テ ム は 遠景

（バ ッ ク グ ラ ウ ン ド） へ と退 くこ と に な っ た わ けで ある 。 社会 シ ス テ ム の 社会化効果

は ， 顕在的な もの か ら （共同体に よ る共 同体 へ の 参加の ため の 社会化）， 潜在的な もの

（共 同体か ら隔離 され た家族 に よ る共同体 か らの 離脱 の た め の 社会化）へ と変化 した
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の で ある 。
つ ま り， 社会化の 全体は ， 平板な構図か ら， 遠近 （〈遠〉＝社会 シ ス テ ム ，

〈近〉＝社会化 シ ス テ ム ）の 差 の 鮮明な立体的な構図 へ と変化 した と表現で き るだろ

う。

　こ の 変化の なか で ， 顕 在的な社会化機関 と して の 家族の 社会化効果 に 注目が集ま

り， 他方で，潜在的な社会化機能 を有 して はい る が， そ の効果が 潜在的で あ る が ゆえ

に ， 家族 を取 り巻 く現に あ る社会の 社会化効果を忘却す る とい う こ とに もな っ た と考

え られる 。 社会化を見る人 々 の 視線 が ， さ らに は学問的視線が顕在的な社会化に 集中

す る の で あ る 。 社会化の さ まざ まな現象は ， 社会 シ ス テ ム の 潜在的な 構造的要因で は

な く，社会化 シ ス テ ム の 顕在的な要因 と して の 家族的要因 ， さ らに は （母親 とい う）

個人的要因に 結び付け られ る こ とに な る 。

　〈母原病〉とい う言葉が象徴するよ うに ， 社会化に お ける問題 は，構造的問題 と し て

で は な く， 家族 （＝母親）の 問題 と して ， そ こ に主 要な原因が 帰せ られ る こ とにな る。

ま さに構造的要因 は潜在化 （遠景化）す るの で あ る。 冒頭の 引用文はそ の こ とを も示

して い る。

　実際， 問題 は家族の なかで 起 こ っ て い る。
た とえ ば

， 児童虐待の 多 くは社会か ら隔

離さ れた 家族 の なか で の 現象で あ る 。 教育母子家族が 大衆化 した戦後， 高度成長期を

経て の こ とに な るが ，
コ イ ン ロ ッ カ

ー
家族 （庄司洋子　1988）と呼ば れ る家族の 特徴

は ， 都市の 核家族の 多 くに 当て は ま る もの で あ っ た 。
コ イ ン ロ

ッ カ ー家族と は ， 都市

の マ ン シ ョ ン に 典型的 な，・ドア の鍵 が か け られ た家庭 の なか で 誰が い るか ， 何 が お

こ っ て い るか は ， 外部か らは （隣で さえ） うか が い知れ な い ， とい う孤立 した密室 と

して の 家族 を指 して い る 。 そ の なか で 子 ど もた ち が社会化を経験 して い る 。 虐待が

あ っ て もなか な か外か らは見え ない とい う状況の 成立で ある 。

　 こ の コ イ ン ロ ッ カ ー
家族 の な かで 社会化の 営 み が お こ なわ れ，家族外の 社会か ら

は ， その 営みに 対 して介入不可能 に な っ て い る。
つ まり， 社会化 シ ス テ ム と して の 家

族 と，現に あ る社会 とい う意味で の 社会 シ ス テ ム との 乖離で あ る 。 こ の 乖離 は ， 教育

母子家族とい う規範 と ともに ， 都市 の流動性 や匿名性や利便性， あ るい は家族の 密室

性な どの 構造的要因に大 きく関 わ っ て い る の で あ るが ， 社会化の 問題 が 生 じる と ， そ

う した要因は軽視され るか ， 忘 れ去 られ て ， 社会化 シ ス テ ム と して の 家族関係や母親

の あ りか た の み が 強調的に 問わ れ る こ とが多い の で あ る 。 構造 が もた らす 閉塞性 に導

かれ て ，構造を所与 と した 閉塞的な研究 （； 言説）が多 く生産 され る とい うこ とに も

注 意 しな ければな らな い Q

　 こ れ に 対 して ， 庄司洋子 （同上）は ，1988年に お きた 「子 ど も置 き去 り事件」（非婚

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 33
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の母子家族 に お い て ，母親が愛人 と暮ら しっ つ
， 子 ど もに送金 して は い た が

，
14歳の

長男とその 妹た ちだ けで 暮 らす こ とに な っ た結果，幼 い妹の 死 にい た るまで 事態が進

ん で しま っ た） に つ い て ， 社会的規範や 上述 した現代 の都市お よび家族 の構造的要因

に 注 目して 論 じた
。 また

， 松村尚子 （1985）は ， 現代社会を 『構造的育児不能社会』と

呼ん で， そ の 問題点を指摘 して い る 。 そ れ らは ， 現 に ある社会 シ ス テ ム
， すなわ ち家

族を取 り囲む現代社会が ， 顕在的な社会化を担 うシ ス テ ム として ま っ た く不十分 で あ

る こ との 指摘で あ っ た 。 社会化とい う機能を ， 現代の 社会が果 たせ な くな っ て い る と

い うこ とで ある 。

3． 課題 と して の 社会化 シ ス テ ム の 構築

　 これ まで ， 教育母子家族 の 成立 とは何で あ っ たか とい う問い を ， 主 に マ
ー

ト ン の準

拠集団の 理論や 予期的社会化の 理論を ベ ー
ス と して 考えて きた 。 筆者 自身は こ の 試み

を ，
い わ ば マ

ー
ト ン 社会学 の フ ェ ミニ ズ ム 化 （

”
Feminization　of 　Merton ’

s　Theory ！

“
）で ある と も位置づ けて い る 。

マ ー ト ン の わ れわ れ へ の 基本的な示唆は ， 問題 （二社

会化 とい う問題）を捉え よ うとす る とき，

一
つ の シ ス テ ム の 内部問題と して 画

一
的 ・

一
枚岩的 に捉え た り， あ るい はその シ ス テ ム の 全体社会に お ける付置状況 を所与と し

て 捉え た りするの で はな く，
シ ス テ ム 間の錯綜の 問題 として 捉え る とい う こ とだ 。

　 こ の 示唆に拠 っ て こ こ まで ，
マ ル テ ィ プル ・ペ ア レ ン テ ィ ン グの 喪失 （養育 シ ス テ

ム として の 社会シ ス テ ム の 脆弱化 ，
こ れ に つ い て は渡辺　1997に お い て ， 養育構造の

複雑性 と単純性 とい うテ
ー

マ で 論 じた）， 連続か ら不連続へ
， 参入の 社会化か ら離脱の

社会化へ
， 参加的社会化か ら予期的社会化へ

， 固定か ら移動 へ
， 社会 シ ス テ ム の 社会

化効果の 潜在化 な ど とい っ た ，総 じて 社会 シ ス テ ム と社会化シ ス テ ム との 乖離 と呼び

うる い くっ か の仮説的命題を導いて きた 。 もちろん ，
こ れ らの 切 り口 は ，

一
方か ら他

方へ の単純な変化を表す 軸と して で はな く， 交差 す る軸の な かで の さま ざ まな変移 と

して 社会化を捉え るた めの 切 り口 で あ る と受 けと っ て い ただ けれ ば よ い 。 そ の こ とで

マ
ー

ト ン 社会学の フ ェ ミ ニ ズ ム 化の 意義が拡が る こ とを期待 した い の で ある。

　 と ころで ， 1920年代に 萌芽を見，戦後高度成長期の な かで 大衆化 した とい われ る教

育母子家族， あ るい は総体 と して の 近代の 養育構造 は ， 不安定化 し，揺 らぎ出 して い

る 。 ま た そ れ が ，先述の 庄司 な ど の 分析に 見 る よ うに
， さ まざま な 問題 の 発生基 盤 と

な っ て い る 。 そ して さ らに は，階層 の再生産の議論 に見 られ るよ うに ，同
一

階層 へ の

〈固定〉と して の 社会化が 注 目され ， 階層流動性 に対す る疑 問が優勢な論点 とな っ て い

る の が ， こ の 20年来の 趨勢で あ る 。 「将来を見越 した 社会化 は 開放的社会体系の 中に あ
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 社会化 と フ ェ ミニ ズ ム

る個人 に と っ て は機能的で 」（Merton，同上訳 ， 244頁）あるが
， 閉鎖的な 場合に は異 な

る逆機能的な帰結 を もた らす。 移行を望む シ ス テ ム が開か れて お らず ，
しか し同時に

，

（階層的）価値序列 は不変で あ る （移行 を望 み続 ける）こ とに よ る個人の マ
ージ ナ ル な

感覚はよ り
一層高ま り，

ア イデ ン テ ィ テ ィ 不全感を もた らす 。

　こ の 揺 らぎや 問題 の 深刻化が脱近代 へ の 大 きな 変化の 圧力の
一

環で あ るな らば ， 問

われ て い る の は新 たな養育構造 の模索で あ り，構築で あ る。 そ して ， 本稿の 議論 の 展

開か らすれば ， 社会 シ ス テ ム と社会化シ ス テ ム との オル タナ テ ィ ブな結合の なか に ，

新たな養育構造の 可能性を求め る とい うこ とに な ろ う。 その 結合 （重 な り）の 様相は ，

もち ろん前近代 とは異な る。 社会 シ ス テ ム を再び顕在的 な社会化 シ ス テ ム と して 新た

に た ちあ げ る こ とで あ る （これ に っ い て は ， 渡辺　 1994を参照 され たい ）。

　新たな養育構造 は ，
シ ス テ ム 間関係 の 相対化， そ して性別分業型夫婦規範や職住分

離型生活，言 い 換えれ ば生活時間 と生活空間の 性別分離構造を含む ， 社会 シ ス テ ム 全

体の 構造 を相対化 した うえで ， 構築 され る。 社会化 シ ス テ ム の 社会的構築 は， フ ェ ミ

ニ ズ ム の 課題 で あ る と同時に ， 教育社会学の 緊要 な課題で ある と考え る 。
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ABSTRACT

Socialization and  Feminism

                                            WATANABE,  Hideki

                                                 (Keio University)
                            2-15-45 Mita, Minato-ku, Tokyo,  I08, Japan

 This paper  discusses the meanings  of  monopolization  for the role  of

socializer,  ie,, child  carer  and  also  primary  or  nurturant  socializer  in the

modern  family, especially  mothers.

 In modern  societies,  1)the socialization  process  has become more

discontinuous than  in that of  pre-modern  societies.  Children have  their

socialization  experience  not  in the  whole  societies  in which  they  live, but in

their own  famillies that are  formecl as  isolated socialization  systems.  2)The

mother  has held the monopoly  for the  role  of  parenting.  Societies have  lost the

mechanism  of  
"multiple

 parenting"  and  also  the device of  
"social

 uncle".  3)

Anticipatory secialization  has become  the  main  process as  opposed  to

participatory socialization.  4)In modern  societies,  the  purpose  of  socialization

is for mobility,  ie,, upward  mobility  in social  stratification;  anticipatory

socialization  is suitable  for mobile  societies.  In other  words,  socialization  is
used  not  for ascription,  but for achievement.

  As  a  whole,  we  can  say  that  modern  societies  have  lest their manifest

function of  socialization,  although  they have  important  latent or  irnplicit

effects  upon  socialization.  Now,  in contemporary  societies  changing  toward

the  post-modern  era,  societies  require  us  to construct  a  new  socialization

system  to build a  new  manifest  function  of  socialization,  not  monopolized  by

the family or  by  mothers,  but  taken  by  multiple  socializers  in broader societies

as  a socialization  system.
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