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■　書　評 　■

渡部 真 ［著］

「現代青少年の 社会 学一 対話 形式 で考え る 37章」

関西 大学 岩見　和彦

　 評者自身が 現代社会 の 中で 子 ど も期 ・

青年期 を生 き る と した ら ， き っ と大 い に

悩 む に 違い な い
， そ して 巷 間言わ れ て い

る様々 な青少年 「問題 」を背負い 込 ん で

は あれ これ とあが い て い る 姿を想像 して

し ま う。 だ か ら軽々 に 「い ま どきの 若 者

は」の 類の 言説に は ， 安易 に の らな い し ，

の れ ない
。

一
方 ， わ が 青春期 の 自画像 と

引き比 べ て 「い まの 若 い 連 中は す ごい 」

と その 進化 ぶ りを特記 す る こ と に もた め

らい を覚 え る 。 現代 青少年 の 生 の リア ル

を どう記述 し ， どう解釈 す る か をめ ぐる

自 らの 研 究の ス タ ン ス が 定 ま らぬ こ と

が ，
つ ね に 「作品」 の 意義 を宙吊 りに し

て し ま う。 結局 の と こ ろ ， 青少年研究 に

手 を染 め る 者 に っ き ま と うこ うし た 「揺

ら ぎ」の 経験 その もの を
， 同 じ時代 を生

き る 自分 と若者の相互 作用 の 現場 に分 け

入 っ て 解析す る とい う社会 学的研究 の 実

践 と し て 捉 え返 し て い く し か あ る ま い
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　 こ ん な寝言 を繰 り返 して い る者 に と っ

て
， 本書 の ， 特 に 「私 自身 の 考 え とそ の

根 拠 を は っ き り記述 す る こ と」 を最重 要

と考 え ， その た め に は 「対話形式」 を採

用 す る こ とが 適切だ とす る明快な編集方

針 は とて も魅力的で あ っ た し ， そ れ に 加

えて 著者の 記述 の ス タン ス に プ レ が ない

点 に もある種 の さわ や か さ を感 じた こ と

を ， まず告 白して お きた い
。

　本書 は ， 3年余 りに亘 っ て 「ユ ース カ

ル チ ャ
ー

の現 在」 とい うタイ トル で 月刊

誌 （『看護教育 』医学書 院）に連 載 され た

36章分 に ， ま と め として 書か れた 終章 が

加 わ る形 を と っ て い る 。 「中学生 か ら二 〇

代 」の 若者が 現代社会 と向き合 う中で 体

験 す るで あ ろ う諸相 の な か か ら37の トピ

ッ クス を伐 りだ し記述 ・解説 して い る 。

各 章 は 8 〜 9 ペ ー ジ 仕 立 て と 短 い もの

の
， 自殺率 ， 不登校 ， 少 年非行 ， 有 害図

書 ， 青年犯 罪 な どの 領域 をは じめ と して ，

職業選択 ， 高校生 文化 ， 高等教 育 に 関 し

て は授業方法 ， 学力低下 ， 自画像 ， 大学

院 問題 な ど を カ バ ー し ， テ レ ビや 「遊 び 」

の 文化 ， 親子 関係 ， 価値観 の 国際比較 ，

さ らに は実力 社会／属性社 会， 格差社会

の 議論 も試み られ る な ど ， じ つ に 多様 な

内容が 盛 り込 まれ て い る 。 章の 並 び に つ

い て は正 直再考 を促 した い と こ ろで は あ

るが ， それ ぞ れ の トピ ッ ク に 関 して は，

総 じて
， 適切 に選 ばれ た テ キ ス ト ・デー

タ ・資料な ど と著者の 仮 説 を適宜 往還 さ

せ なが ら要領 よ く論 点 が 整 理 さ れ て い

る 。 青少年杜 会学の 問題群 を鳥瞰 す る と

同時に読者が 関心 を持 つ テー
マ を そ こか

ら見出 して い くた めの ， また 理 論 的思考

の 大切 さ を体 得す る た めの 書 と して
， 推

奨 した い 入門 の 書で ある こ とは 間違 い な
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　著者の 確か な ス タ ン ス
，

こ う言 っ て よ

けれ ば背後仮説が 明確 なの も本 書の 特色

で あろ う。 以前 の編 著 『モ ラ トリア ム 青

年肯定論』 （「現代の エ ス プ リ』460号）の

タイ トル に も象徴され る よ うに ， それ は ，

教育界や マ ス メ ディ アが 陥 っ て い る 「青

少年 の マ イ ナ ス 方向 へ の変質」 を前提 に

した 現代青 少年 の語 られ 方 ， 教 育空間 に

お ける 「社会化重視」へ の転 調 ， 「学校 化」

政策 ・管理 的 まな ざ しの行 き過 ぎを事実

や 自 らが 関わ っ た調 査 デー タ な どを も っ

て 論 難 し， あ くまで 「個性化重 視」 を軸

に した 「現代青少年 を肯定 し よ う」 との

立場 性だ と言えよ う 。 その 意味 で
， 全 37

章の 論調 は一
貫 して い る 。 さ き に プ レ の

な さ を 「さ わや か 」だ と表現 した の は ，

心情的 に は評者 もそれ に共 鳴 して い る か

らで ある。

　 さ らに
， 本書が気 合の 入 っ た 入 門書 で

あ る こ とは
， 随所 に興 味深 い 問題提起 や

新 し い 論点 が埋 め込 まれ て い る こ とか ら

も見 て とれ る 。 評者 に と っ て 最 も興味深

か っ た の は ， プ ロ 将棋の 世界 （第 2章）

と歌 舞伎の世界 （第 3 章） を対 照 させ な

が ら ， お 馴染 み の 実力 （業績 ）社会／属

性社会 の 議論 を具体 的 に イメ ー ジ させ
，

そ こ に若者の 活躍可能性の 問題 を読み 取

ろ う とした部 分で あ る 。
こ の 二 つ の 世界

は著者 に と っ て もぞ っ こ ん の 世界 で あ る

らし く， そ れだ け に データ や事例 が 生 き

て い る 。 こ うした研究 の 「個性 」 に は 新

鮮な味わ い が ある 。 そ の 他 ， 「非行少年観」

をめ ぐる研究者 と報道関係者 の 見 解の 乖

離 （現場の 記者の 勉強不 足） に 関す る指

摘 ， 「会社や 役所 に勤 め る こ と」と 「
一

人

書 評

前 に な る こ と」 を結 び つ けて 考 え る必要

が な くな る社会 へ の 言及 な ど ， 興味深 い

応用 問題が
， 適 所 に頭 出 し され て い る 。

本書 を通 り
一

遍 の 入 門書で は ない と評 す

る所以 で ある 。

　 た だ ， どう して も気に な る点が ある 。

それ は著者が 「一冊全部 を対話形式で 通

した本は ， あ ま り例が な い 」 と して ， サ

ブ タ イ トル に も使 っ て い る 当の 「対話形

式」をめ ぐっ て で あ る。

　著者 は
， 当該 雑誌 の 読 者 に対 して

一
方

的に 語 りか けるだ けで は ， 読 み 進む 中で

読者が 「え ， ど う して ？」「もうち ょ っ と ，

具 体的 に 言 っ て くれ な い と ！」 と心 の 中

で 反応 ・反論 しそ うな こ とを ， 相方に発

話 させ
， 話 の 流 れ を よ りス ム ーズ に す る

た め に施 した 工 夫の こ と を 「対話形式」

と呼 んで い る 。 しか し ， 筆者（A）の相 方 と

して 登場す る 「教育関連学部所属 の 大学

生。二 〇代 。 男子 」（B）が こ の 「対話」の

なか で 発言す る の は
， 本書の 大半に お い

て 1行 ほ ど に過 ぎな い
。 しか も， 「この 本

を読 ん で ， どん な こ と を感 じ ました か ？」

「学生 の 評判 は ど うで す か ？」
…… とい っ

た 「合 い の 手」的な文 言が ほ とん ど。 仮

想 の 人物 と は い え ， 彼 は本当に 「大学生」

なの だ ろ うか
，

こ れ ほ どま で に 従順で 生

真面 目な聞 き手 ， 自分 の 考 え を吐露 しな

い （役 回 りの ）大学生 を登場 させた 意図

や い か に ， とつ い 頭 を傾げて しま う 。 dia・

logue が two　logos
，

っ ま り二 っ の 論理 の

対峙 を意味す る と い っ た語源 をこ こで 引

き合 い に出す こ と は 見 当違 い な の か もし

れ な い が ， それ で もや は りもう少 し 「対

話」 とい う コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン 行為 が 引

き起 こす 議論 の 展開 ・深化の 過程そ の も
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の を文 中に仕込 む こ とはで きな か っ た の

だ ろ うか
。

こ の 違和感 は再読後 さ らに 膨

らみ ， 著者の 「若者 を肯定す る」ス タ ン

ス と の 齟齬 が 気 に な っ て しま うの で あ

る 。 もっ と も こ うした物 言い も， 寝 言人

の 「傷 つ い た プラ イ ドの補償作 用」の 現

われ と
， 著者 に は 見抜か れ る か も しれ な

い の だが 。

　　　　◆ B6 判 　342頁　本体 1，900円

　　　　　　世界思 想社　2006年 9月刊

■　書　評　■

佐藤
一

子 ［著］

「現代社会教育学 生涯学習社会 へ の 道程 」

文教 大学 野 島　正 也

　評者は ， 大学院で 教育社会学 を専攻 し ，

そ こ で 研究者 と しての 基礎 的 な訓練 を受

けた 。 調査研 究 の フ ィ
ール ドはず っ と社

会教育 の 分野 だ っ た の で ， 佐 藤
一

子氏 の

研 究の 足跡 に 目配 りは欠か さ なか っ た つ

も りで ある 。

　評者は ， 社 会教育分野 の論文に はで き

るだ け広 く目を通す よ うに して い るが
，

こ の ご ろ の論 文 （と称 す る もの ） に は 不

満が 多 い
。 生 涯学習の 制度の 解説 ， 社会

教育 の 実践事例 の 紹介 ， 調査 結果の 微細

に こ だわ りす ぎた分析な ど 。 それ 自身 は

悪 くはな い の だ が ， 論者の 問題意 識や 研

究 の ス タ ン ス
， あるい は 「社会教 育」の

と ら え方が見 えて こ な い の で ある 。

　本著 は
，

こ の よ うない ま ど きの 傾 向の

どれに も当て は まらな い
。 制度の 解説 ，

事 例紹介 ， 調査 結果の 引用 は最小限 に と

どめ ， それ ら を 「注」 に ゆだ ね て い る 。

こ の 本の 中で行 っ て い る作業は ， 「社会教

育 」 と い う制度が もつ 特質 を戦後 に蓄積

された理論研 究 と自身が これ まで 実施 し

て き た フ ィ
ール ド研究 を も と に 明瞭 に 描

き出す こ とで あ り， 今後 の 発展 の 方向を

見定め る こ とで あ る 。

　評者 が この 本 に感 じる魅力 は ， やや 具

体的 に い えば ， 宮原誠
一

氏及 び碓井正 久

氏在任 時代 か ら東大社会教育研究室 を中

心 に 進 め られ た理論研究 ・調査研究 が
，

著者の 論述 の 強力なバ ッ クボ ー ン に な っ

て い る こ とで ある 。 読み 進め るなか で 感

じた の は ， 著者が そ の 中で 育 ち ， また 育

て て きた研 究集団の 存在の 重 さで あ る 。

　以 下 ， 本著 で評 者が 注 目した 3 点 につ

い て ， 順 次述 べ た い 。 第 1 は， 著者 が ，

研究 と実践を つ な ぐ方法 と して 採用 して

きた 「ア ク シ ョ ン ・リサ ーチ」 に つ い て

で あ る 。

　社 会教育 に は ， 取 り組 むべ き さ ま ざ ま

な実践的課題 が ある 。 著者は発 展途 上 国

の 成人教育に 目を向け ， そ こで 要請さ れ

る主 要 な方法論 と して 「ア ク シ ョ ン ・リ

サ ー チ」 を取 り上 げて い る 。 そ れ は ま た

著者 の師 で あ る宮原誠
一

氏が っ とに 追及

して きた方法論 で もあ る 。 著者自身 ，
こ

の 調査法 を こ れ まで の 数々 の フ d 一ル ド

調査 を通 して 練 り上 げて きた 。

　著者 は ， 「ア ク シ ョ ン ・リサ ーチ 」の 特

〃 8

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　


