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明で きるの か ， とい う論証方法 に お い て
，

も うひ と つ に は教育史実の 読み 方や 表現

の 仕方で， 納得の い か な い とこ ろ， 気 に

な ると こ ろ ，
つ い て い け な い 点が あ っ た

の も確か で ある 。 著者は教員組織を選ん

だ理 由 として ， 歴 史的考察 に好都合で あ

る ， デ ータ が 豊富で ある の 2点 をあげる

が ， これ は ま っ た く便宜的な もの で あ り，

教員組織でな ければな らな い 積極的根拠

で は な い
。 評 者 に は ， 著者 が い う 「協

調」的人間関係 と学校教員 と して の ふ る

ま い （教育上の 営み ） と の 間に は， 少な

か らぬ 落差が ある よ うに 思われ る 。 また ，

確か に教職 はか つ て 「こ しか け」 とみ ら

れ た り， 「で も しか」 とい われた りして ，

帰属 と移動の 現象が 目立 つ 職業組織で あ

る が ， 教員た ちの （職業上の）ふ る まい

や人間関係 を， その 組織 へ の 帰属 と移動

か ら見 た だ けで は説明 に無理が あ る よう

に思 う。 また細 か い こ と にな るが ，教育

委員会が 戦前期か ら存在 した か の よ うな
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ま し こ ・ひ で の り ［著］

「こ とばの 政 治社 会学 」

叙述 （105頁）， 東京府師範学校と東京師

範学校の 識別 （136頁）， 戦前期の学歴 区

分 で 高校 ， 高専 を後期 中等 と し ， 短 大

（戦前期 に はな い ）・大学 を高等に 区分 し

て い る （175， 176頁） こ とな ど， 教育史

に関す るや やずさ ん な把握が気に な っ た 。

　評者 もか つ て
， それ まで の 教師論議に

物足 りな さ を感 じて ，小学校 教員 を対 象

に （歴史）社会 学的考察 を試み た （本書

で も度々 引用 され ， 根拠資料に 使 っ て い

た だ い て い る） こ とが あ るが
，

こ こ に も

っ とラデ ィ カ ル な形で社会学的考察 と銘

打 っ た 本書 を読 ん で
， 振 り子 が さ らに

「教育」か ら離れ て い くよ うで 気に な っ

た 。 教育社会学研究 に お い て 「教育」は ，

単 な る社会学研究の た め の ひ とつ の 資料

で はな く， あ くまで研究対 象 その もの で

あ っ て ほ しい と改め て 思 っ た 。
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　本書は ，
コ トバ の 政治性 ， すなわ ち コ

トバ に付随す る権力 と差別現象の 考察 を

主題 と して い る 。 本書が と くに議論の対

象 とす るの は，国語 とい う コ トバ の あ り

方， また それ に よっ て 形成 され る国民国

家の 内実で あ る 。 国語教育が うみ だす社

会空間や国語学が前提とす る社会観を詳

細 に検討 して い る点で ， 本書は教育社会

学 に と っ ての重 要 な貢献 をなす もの で あ

る 。 国語 と い う現象に 多様な角度か ら批

判 を向 ける こ とで著者は， 国民国家日本

の情報環境 に お け る構造的矛 盾を詳 らか

に す るこ とを意図 して い る 。

　各章 の 内容 は著者 が 1991年 か ら2002年

に か けて 発表して きた諸論考 を基礎 と し

て い るが
，

一
書 と して の 論理 展開に必要
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な編成 へ と配列がな さ れて い る 。 著者 は

まず ， 言語がか かわ る差別現象を 「言語

行為へ の 差別」と 「言語が 媒介す る 差

別 」 に 整理 し
， 言語使用 者／研究者が無

自覚に 発揮 して い る社会的力 を論ず る

（序 章 ）。
こ こ で 指摘 さ れ る 「マ タ イ 効

果」 （言語 的覇権に お い て 優位者が ます

ます優位 とな り， 劣位者 との格差が 拡大

して い く作用）は ， 本書の 議論 を貫 く概

念 とな る 。 つ ぎに 言語の政治的利用 に つ

い て の具体的な検討が 開始 され， 国民 国

家と国語の 関連が俎 上 に の せ られ る （第

1 ・2章〉。 国語 と い う概念 の 確立 とそ

の 教育に よ っ て ， 国民へ の 同化／異化が

な され て きた歴史的経緯が示 さ れ るが ，

第 1章で は とくに琉球文化圏が直面 した

圧 力を把握す る観点が ，第 2章で はその

圧 力の主体 とな る多数派 日本人 の 言語文

化 もまた近代に 「ク レ オ ール 化」 した と

す る観点が採用さ れ て お り
， 国語 に よ る

社会形成の
一

貫 した ， しか し重層的な実

態が 表現 され る。 第 3 ・ 4章で は標準語

の来歴や 沖縄方言論争の 内実が 取 り上 げ

られ ， それ まで の 議論が補 われ る 。 さ ら

に第 5 章 は， 「第
一
言語」 と 「生活言語」

の 関係 と い う観点 か ら問題 を と ら え直 し ，

近過 去か ら現在 に い た る まで の 沖縄語 と

ア イ ヌ 語 の状 況 を分析す る 。 国語の政治

性の 問題が現在 に も引き続 くもの で ある

こ と を端的 に主張 し て い る と い う意味で ，

この章 は本書 の 中核 をな して い る 。

　現在の 問題 は後半の各章 で よ り明確 に

対象化 され ， 多様な分析が お こな われ る 。

表音主義に 則 っ た ひ らが な表記 に よる第

6 章は ， そ れ 自体 が 「『あた り ま え』 に

み える に ち じ ょ
一一

く一か ん お ま っ た
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く ちが っ た しせ んで み な お して も ら

う」た めの 試みで ある。 漢字 まじ り表記

シ ス テム の 自明性を問 う作業に は疑問 を

感 じ る読者 も多 い だ ろ うが
， その 読者の

違和感 を前提 に した ， 外国人 や視覚障害

者 の 言語空 間 の 劣位 性 に つ い て の 著者 の

考察 は， 続 く第 7章で の戦後 日本の 言語

紛争 に つ い て の理解 を深め る効果を もっ

て い る 。 戦後 の 日本社会 に おい て も ， 定

住／在日外国人の言語空間を周縁化す る

社会 的力は ， 多数派 日本人 が 共 有す る言

語文化 に根 ざす ものだ か らだ 。
つ ぎに著

者 は ， 現代 日本 に加わ る英米語の 浸透圧

へ と議題 を うつ す 。 「単
一

言語支配 をか

ん が えるた め に 有益 な 日本語文献」 を整

理 した第 8章の 末尾で は
，

グロ ーバ ル 化

の も とで の 英米語信仰 の 強化が 論 じ られ

るが
，

その 原因 と帰結を論じた の が 第 9

章で ある。 近代初頭の 「学問す るた め の

実用英語」は や が て 「完全 に 選別 の ため

の 受験英語」 に変質 し ， その よ うな英米

語教育が 実践 され続 ける中で 日本人 の生

活言語 自体 も変質 して きた が ， 日常化 し

た 「英和語」 は同時に ， 「本格 的英語」

を用い る もの か らの 差別化の対象 と なる 。

この よ うな 差別現象の 重層化 は本書 の 構

成 に よ っ て も巧妙に 表現 されて お り， 第

1章 と第 2 章の 対 応が 示 す言語 空間の 構

造が，第 6 ・ 7章 と第 9章の対応に よ っ

て
， 現 在の 問題 と して再論 され て い る こ

とに な る 。

　最終第10章は
， 執筆時期の も っ と も古

い 論考で あるが
， 本書の 中で は議論全体

を整理 す る位置づ け とな っ て い る 。 重要

な の は ， 加筆 さ れた付記 に お い て ， か つ

て用 い た 「盲点」 とい う語 をめ ぐる 自己
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批判が な され て い る こ とで あ る 。
コ トバ

が もつ 政治性 を批判す る知識社会学 に対

して そ の根拠 を訊ね る こ とは 容易だが ，

著者み ずか らの コ トバ へ も同じ批判が 向

けられ るの をみ る と き， 本書 の 作業 は批

判の ベ ク トル の揺 る ぎなさ に こ そ根拠づ

けられ て い る と理 解 す る こ とが で きる 。

　 コ トバ の 政治性を主題 に 「琉球」「ア

イ ヌ」「定住外国人」な ど複数の 事象を

検討素材 とす る本書の 議論 は
， その 含意

を多様な側面か ら考察する こ とが可能で

あ るが
，

こ こ で は 2 つ の 点で意義を総 括

した い
。 まず 国民国家論 として ， 本書は

ア ン ダー
ソ ン ・ブ ーム 以 降多 く採用 され

る よ うに な っ た 「言語的
一

体感 に よ っ て

か た ちつ くられ た 国 民」 と い う観点 を

（G ・タル ドや加藤秀俊 に よ る同種 の 指

摘 を考慮 した うえで）誠 実 に 維持 し，具

体的 な諸現 象 を分析 して い る 。 国民国家

を擁護 す る論者で す ら 「国民 」 の近代的

創発性 を認 め る昨今， だか らこ そ国民統

合の 強化が最重要だ と の 議論 もお こ なわ

れ るが， その ような人 びとは本書のた と

えば第 9章 の議論に素朴な国語擁護論の

立場 か ら賛成 す る か も しれ な い
。 しか し

同時 に彼らは， 本害第 7 章の議論が ま っ

た く同 じ国民観で 構成 され ， その批判 の

矛先が み ずか ら に 向 けられ て い る こ と に

も気づ ti｝ね ばな らない 。 本書 に お ける国

民 国家 の分析 は， 徹底 され た国民国家 批

判で ある。

　第 2 に 少数派論 として ， 多数派 日本人

が共有す るイ デオ ロ ギー
の 根深さ を論ず

る本書は ， そ の 将来に つ い て も楽観論に

は与 しな い
。 しか した とえば第 5 章 に お

い て
， 「ウチ ナーヤ マ トゥ グチ の登場 と

一般 化」や 「再帰的 な メ タ （記述）言語

をア イ ヌ 民族が 一
般化 し よ う と して い

る」動 き に つ い て の情報 を こ まか く提示

して い る こ と に は先駆的意義が あ る。 そ

の うえで 同時に 「先進地 域に い きる都市

住民 の 罪悪感の う らが え し」 と して の

「少数 派 理 解 」を戒 め ， 少 数 派 の 「自己

決定権 をい か せ る よ う条件整備 をせ ま ら

れて い る」の が 「多数派」で ある こ とを

指摘す るこ とは ， 少数 派論に お け る今後

の 研究の あ り方 を深 く規定 した こ と に な

るだ ろ う 。

　　　　◆ A5 判　268頁　本体 2，600円
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