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広田　照幸 ［著］

r教育言説 の 歴 史社会学』

京都大学 竹内　　洋

　本書は著者が90年か ら書き始め た主 と

して 教育言説研究に 関する論文を収録 し

た もの で ある 。 教育言説に最初に 関心 を

もっ たの が 著者29歳の とき とい うか ら，

10年以上 の 年季が は い っ た研究論文の 収

録で あ る 。
「あ とが き」 に ， 著者 は ， 若

い ころ教育 （的意 図に 満ちた）言説の 美

しさに ど っ ぷ りひた っ た こ とと ， その こ

とに よ る挫折体験が契機にな っ て ， 教育

に関する言説研究が重要とお もうよ うに

な っ た経緯を熱 く語 っ て い る 。 裏切 られ

た 「許せ な さ」が空回 りす るの で はな く

ルサ ンチマ ンの毒が冷静か っ 克明な史料

の 吟味，解釈の手続 きとい う学問的情熱

に昇華され，見事な秀作群 と して結実 し

て い る 。

　著者は，まず序章 （「教育言説の 歴史

社会学」） で ， 教 育の 「実態」 よ り も

「教育 の 語 られ方」 に 揺 らぎが 大きい と

して ，教育の 語 られ方の ア プ ロ ーチ に っ

い て の 著者の 立場を新 しい教育学や社会

構築主義と比較しなが ら明 らか に して い

る 。 著者に よれば ， ふ た っ の ア プ ロ
ーチ

（新 しい教育学と社会構築主 義）は ， 知

見が一般的す ぎるか ， 抽象的に な っ て し

ま うと し， 著者の 立場を 「具体性を失わ

な い で 歴 史 的 に再 検討 して み る」 （6

頁） ア プ ロ
ーチだ とい う。 歴史的パ ース

ペ クテ ィ ブに もとつ い た中範囲の 言説研

究の 意味が宣言 されてい る 。

　本論は，第
一部 く教育的な るもの〉の

系譜 ， 第 H 部 「選抜をめ ぐる言説史」，

第 皿 部 「社会化言説を め ぐる諸問題」，

付論，結論か ら成 り立 っ て い る 。 序章を

い れて 全部で 13本の 論文か ら構成されて

い る。 どの 章 も今 日的教育社会学の ト

ピ ッ クを既存の 研究を踏まえ なが ら， 綿

密なデータ解析に よ っ て 著者の独 自の 知

見に 導い て い く技 は見事で ある 。 本書を

含めて クオ リテ ィ が高い論文を次 々 に生

産す る著者の 力量に敬服するばか りで あ

るが ，本書の 圧巻はなん とい っ て も 「教

育的」 の誕生 と展開を扱 っ た第 1部に あ

る 。 われわ れ も 「理屈で はそ うだ が ， 教

育的に はね え 」 とか 「こ の 際教育的配慮

と して 」 と 「うさん くさい 」 こ とは百 も

承知で あるに もかかわ らず 「教育的」 を

い まで も使用 して い るが ， そ うした言語

魔術の 立 ちあが りと展開に っ いて 教育雑

誌を 中心 に丹念で これ で もか とい うほ ど

の トレ ー
ス を し，

「教 育 的」 が 現 場 で

「都合よ く解釈 され ， 正当化の 論理 と し

て 利用 され る」 （57頁） 原初形態 が 克明

に焙 り出され て い る 。 教育が政治や経済

か ら切断 され た 自律 した領域に なる こ と

に よ る教育 （学）的言説空間の誕生を明

らか に する。 著者の宣言一 評者の 言葉

で い うと歴史的パ ース ペ クテ ィ ブ に もと
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つ い た中範 囲の 言説研 究　　の み ごとな

成果 で あ り，著者の 記念碑 的論文で あ

る 。 今後 も長 く多くの 人々 に よ っ て 参照

され る論文 となるだ ろ う。

　しか し， 第 1部と比 べ ると第 且部 ， 第

皿部に収め られた論文の 多 くは ， 言説研

究 とは い い に くい もの も含ん で い る 。 言

説研究 とは言語 と実態の 対応関係を括弧

に括 っ て ， 言説 と言説空間そ れ 自体の 社

会的事実性 に着 目して 分析す る研 究 （も

ちろん こ こ らあた り厳格派 と折衷派が あ

る）で ある 。 第 1部に はそ の よ うな姿勢

が 貫か れて い るが ， 第 且部以下に おい て

は ， た とえ ば ， 第 5章 （「学歴主義の 制

度化と展 開」），第11章 （「〈青少年 の 兇悪

化〉言説 の 再検討」） は，学歴社 会言説

や兇悪化言説を実態 デ ータに よ っ て誤 認

を明 らか にす る論文で ある 。 むろん論文

と して 教え られ る こ とは多い が， こ れを

あえ て 言説研究 とい う必要が あ るの だ ろ

うか 。 本書が 著者の 論文集で あ るこ とか

らくるの か もしれない が （第 5章の 冒頭

におい て 「本書の 他の 多 くの 章と，実態

に 関心 を寄せ る本章 とは ， ア プ ロ
ーチの

仕方が少 し異な っ て い る」 とい うこ とわ

り書 きが な されて い るが ），著者の 若い

研究者へ の 影響力の 大 きさを考え る と，

言説研究をバ ブ リーな研 究領域 にす る こ

とに貢献 して しま うこ とが ない こ とを祈

りた い 。

　 著者 は 前著 （『陸軍将 校 の 教 育社 会

史』）で ，軍国主義 を イデ オ ロ ギーの 内

面化よ り も儀礼をつ うじて 浸透す るさま

を描い た 。 教育言説の 再生産に つ い て も

同 じよ うな こ とが い われ な い の だろ う

か 。 著者は若 い と きに 「教育 （的な意図
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に満ちた）言説」 に ど っ ぷ りひた り苦い

お もい を した とい うが，教育的言説の 再

生産 は 「内面化」 で も 「盲信」 で も 「共

感」 で もな く，儀礼的な用語 と文法 とし

て 手形が切られ流通 し，物象化 して しま

うの で はな かろ うか 。
こ こ らあた りの 前

著 との 関係 も教え て もらい た い もの で あ

る 。

　もうひ とっ あ る 。 評 者は著者の 知見で

ある教育が 政治や経済 と切断され て で き

あが る教育 （学）言説空 間の 誕生に お お

い に 教え られ たが ，っ ぎの よ うな疑問 も

ある 。 界の 分化 と自律化 はい っ て みれ ば

近代社会的現象で ある 。 芸術 も学問 も政

治や経済か ら切断され ， 自律した界を形

成 し，独 自の 言説空間が誕生す る。 だ か

ら 「芸術的」 や 「学問的」 とい う言葉が

氾濫するの と同 じ意味で 「教育的」 とい

う言葉が氾濫するの はな に も不 思議な こ

とで はな い 。 教育 的言説空 間の 成立 も不

思 議 で は な い 。不 思議 な の は，「芸 術

的」 や 「学問的」 は芸術 の ための 芸術や

学問の た めの 学問の 領域 を誕生 させ るこ

とで ， 無償性や価値へ の 崇高な コ ミ ッ ト

メ ン トと して 機能するに もかか わ らず，

教育 的が 「い かが わ しい 」 言葉 と して 機

能 して しまうこ とで は なか ろ うか。 芸術

的や学問的に くらべ て 「教育的」 は著者

の 見解 とは反対に 政治 や経済 との切断の

病理 で はな く， 十分に切断され な い 中途

半端 さに あ る とはい えない だろ うか 。 実

際 ， 教育的を使用す る人はそ の レ トリ ッ

クを教育独 自の 言語で 貫徹 させ る こ とが

で きな く，現 実の 効用 を しば しば混入 さ

せ （ざるを得な い ） る 。 い くつ か の質問

を書 い たが ， こ う した質問 自体，秀作に
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