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教育研究におけるインタビュ
ー ・ デー タとの 「つきあい方」とメタ理論

「無知の知」 と 「先回 り型の知」の はざまで

倉石 一 郎

1 ． 本稿 の 問題設定

　教 育社会学 の 領域 に お ける 質的調査法 へ の 関心 は ，近年 ます ます高 ま っ て い るが ，

そ の 高揚の 背景 に は
， 教育研究 に お ける 「臨床性 」の 要 請 とい う事情が あ っ た （酒

井　2002，古賀　 2004）。 こ う した こ と も相 まっ て ，脚光 を浴 び た の は エ ス ノ グ ラ

フ ィ ，あ る い は 参与観察 とい っ た方法が 中心で あ っ た 。 本稿 の 主題 で ある 「イ ン タ

ビ ュ
ー

」 に つ い て 言 えば ，エ ス ノ グ ラ フ ィ あるい は参与観察の なか に埋め 込 まれ た

営為 と して ，た しか に こ の 方 法に 関与す る研 究者の 裾 野 は広 が っ た か も しれ ない が ，

イ ン タ ビ ュ
ーそ れ 自体 に 対す る方法 的 自覚が ど こ まで 高 ま っ た か と問わ れ れ ば．少

な くと も教育社会学の 圏内で は心 もとな い もの が ある 。 しか し他方で ，大半の 教育

社会学研究者が イ ン タ ビ ュ
ー

法 を全面的な信頼 の も と単体で 用い る の で な く，他 の

方法や デ
ー

タ と何 らか の か た ちで 組 み合 わ せ て 用 い て い る こ と もまた 事実 で あ る 。

　そ して 筆者 もまた ，教育社会学あ る い は ひ ろ く教育研究 にお け る イ ン タ ビ ュ
ー と

い う方法 の 可 能性 を，「デ
ー

タ 内在 的解釈 」
ω
原則 の 厳格 な適用 で は な く．必要 に応

じて 他 の 手法 と組み合 わ せ るオ プ シ ョ ン も排除 せ ず柔軟 に対処 す る とい う方向性で

考えた い
、J こ の 立場 は ，筆者 自身が こ こ 数年間 進め て きた，広義 の 「歴 史」事象 を

扱 う研究 プ ロ ジ ェ ク トの なか で の 、 イ ン タ ビ ュ
ー

「活用 」経験 と深 く関わ っ て い る 。

筆者 は そ れ 以前 か ら，構 築主 義的 な ラ イ フ ス トー
リ
ー

研究 に 強い 関心 と共 感
：2塞い 　、

だ き，特に 在 凵朝鮮人 をは じめ とする差別
・

マ イ ノ リテ ィ研 究の 文脈で ラ イ フ ス ト

ー リー ・イ ン タ ビ ュ
ーに 基づ く作 品 を書い て きた （倉石 　2007a）。 しか しそ れ ら の
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仕事が ，教育社 会学あるい は教 育研 究 とい うデ ィ シ プリ ン に何 を， どの よ うなか た

ち で還 元 す る か に つ い て ，十分 な確信 が もて な か っ た 。 そ うした 中 で ，本稿 で報告

する高知県の 「福祉教員」に 関する研究に お ける イ ン タ ビ ュ
ー経験 は、教育社会学

あるい は教育研究 とい うデ ィ シ プ リ ン と， イ ン タ ビ ュ
ー とい う調査法 との 関係 に真

剣 に向 き合 う，初 め て と言 っ て い い 機会 とな っ た 。 結果 的に こ の研 究 プ ロ ジ ェ ク ト

にお ける イ ン タ ビ ュ
ー との 「つ きあい 方」は

， 英 国 にお け る民衆史や 女性 史， コ ミ

ュ ニ テ ィ 史な ど を一
つ の 源流 とす る オ

ー
ラ ル ・ヒ ス トリ

ー1：3 ）
研究 に近 い もの だ っ た

と言 える か もしれ な い 。

　 い ずれ にせ よ筆者 は ， こ の 経験 を通 して イ ン タ ビ ュ
ー とい う調 査 ツ

ー
ル との ，デ

ィ シ プ リ ン 内で の 「つ きあい 方」 に
一

つ の 確信 を得 た 。 そ の 経験 の
一断 面 を， トラ

ン ス ク リプ トを見 なが ら 2 ，で 紹介す る 。 た だ，そ の 確信 に満 足 しデ ィ シ プ リ ン に

安住す る だ けに終わ っ て は な らない こ と は言 うまで もない
。 そ こで 3． で は， こ う

した 「つ きあい 方」 を誘導す る教 育研 究の メ タ理 論に つ い て 考察する と と もに
，

イ

ン タ ビ ュ
ー

研究が こ うした メ タ理 論 に対 して 与 えうる イ ン パ ク トを考えた い
。

　 最後 に ，本稿 に お ける デ
ー

タ呈示の 仕 方に つ い て
一

言述べ て お きたい 。 本稿 にお

い て イ ン タ ビ ュ
ー

過程 を記述す る 際 に は， イン タ ビ ュ ア
ー と語 り手 との 相互 行為 と

して そ れ を記述す る こ とを強 く心が けて い る 。 さ らに言 えば， しば しば省略 され て

しまい が ちなイ ン タ ビ ュ ア
ー

側の 発話を敢えて 省略せ ず，語 り手の 発話 と同等の 位

置づ けで 記述 して い る 。 こ の よ うなス タ ン ス は，筆者 に な お残 る 構築主 義的 ラ イ フ

ス トー リー研 究の 「根」の 部分 で あ り， ホ ル ス タイ ン とグ ブ リア ム の 言葉 を借 りれ

ば，「イ ン タ ビ ュ
ー を認識論 的な活動 と して 考 えて い くと，イ ン タ ビ ュ ア

ー
が 回答

者 と どの よ うに 関わ っ て い る の か 問題 に す る 必 要が 出て くる 。 す なわ ち， イ ン タ ビ

ュ ア
ーが 回答者 を調査対象者 と して どの よ うに想 定 して い る の か ……明 らか にする

必要が ある」 （Holstein＆ Gubrium　19　95＝2004：28−9） と考え る た めで あ る 。

2 ． イ ン タ ビ ュ
ー 過程 の 諸相

　筆者は こ こ数年の 問，戦後初期 か ら高 度成長期 に か けて の 高知県で ，特 に部落差

別 を強力 な背景 とす る 長 欠 ・不 就学 の 問題 に専心 す るべ く配置 され，高知の 同和教

育 の 先駆 け とな っ た と 目され て い る 厂福祉教員」 と呼ばれ る人 び との 軌跡 に 関心 を

もち，折に ふ れ 当地 を訪れ ， 足 の 向 くままさまざ まな と こ ろへ 出向い て は当時 を知

る 人 び と か ら話 を 聞 き取 っ て き た （倉石 2007b．2008，近刊 ）。 以 ド本稿 で は ，

こ の と きの 経験 ， 語 りの デ ー タに 基 づ い て 論 を進め て い きた い
。
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　 　　　　 　　　教育研究における イン タビュ
ー ・データとの 「つきあい方」とメ タ理論

　本章で は ，筆者 の イ ン タ ビ ュ
ー

過程の
一

断面 を示 す にあた っ て ，桜 井厚が ラ イフ

ス トー
リ

ー ・イ ン タ ビ ュ
ーの 理論的検討に お い て 呈示 した 区別，すなわ ち 「ス トー

リー領域」 と 「物語世 界」 との 区別 に依拠する 。 桜井 （2002）に よれ ば，ス トー り

一
領域 とは メ タ ・コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン の 次元で の語 りで あ り，語 り手 と聞 き手の 社

会関係 を表わす 。 イ ン タ ビ ュ
ーの うち，「い ま

・こ こ 」で なされ る 相互 行為 と して

の 性格が t 前面 に押 し出され る。他方 で 物語世界 とは， 出来事が筋 に よ っ て 構成 さ

れ て い る 語 りの こ とで ある 。 要す る に 語 り手が 語 る 「あの と き
・
あそ こ 」の 物語 で

あ り，従 来イ ン タ ビ ュ
ー

に基づ い て作 品化が な され る 際に は ， こ の 部分 だ けが切 り

取 っ て 呈示 され る場合が多か っ た 。 しか し桜井 の 議論 が示唆す る の は，結果 的 に物

語世界 に至 る場 合で も，必ず それ まで にス ト
ー

リ
ー

領域 で の ネ ゴ シ エ
ー

シ ョ ン を経

過 して い る こ とで あ る 。 そ の 点 を踏 まえ本 章で は，「い ま ・こ こ 」が 問 題 化 され る

ス ト
ー

リ
ー
領域 か ら 「あの と き ・あそ こ」が語 られ る物語世 界へ の 移行を， イン タ

ビ ュ
ー

の
一

つ の ポ イ ン トとして 捉え，特に こ の 移行 にお い て 高い ハ ー ドル が 存在す

る ， イ ン タ ビ ュ
ー

冒頭 付近 の や り取 りに まず注 目 して い きた い 。

2．1． 「い ま ・こ こ 」か らの 出奔 ： イ ン タ ビ ュ
ー

冒頭 に は し る緊張 か ら

　 イ ン タ ビ ュ
ー開始時 は ，多 くの イ ン タ ビ ュ ア ーに と っ て 最 も緊張 を強い ら れ る 局

面 か もしれ な い 。 そ こ で は， こ れ か ら始 まる イ ン タ ビ ュ
ーの 日的，そ の 趣 旨や意 義

をめ ぐっ て の 交渉が ， さ りげな く行わ れ る 。 事前 に趣 旨の 了 解 とア ポ イ ン トが取 れ

て い る ときで も，対面 場面 で 改めて趣 旨をめ ぐ っ て確認 や ネ ゴ シ エ ーシ ョ ン が交 わ

され る場合 が多い 。 イ ン タ ビ ュ ア
ー

に と っ て ，無事に通 過 しな けれ ば先に進 む こ と

の で きな い 大 きな関 門 で あ り，試練 の 時 で あ る 。

　 【場面 1】は ，福 祉教員 発祥 の 地 と され る部落 の ，解放 運動体 の 方へ の イ ン タ ビ

ュ
ー

の 冒頭部分で あ る 。 こ の と き筆者 の 来意 に つ い て は ，事前 に簡単 に話 を 通 して

も ら っ て は い た 。 しか し T さ ん は，以 下 に 見 る よ うに 自 ら名の っ た あ と間髪 を入

れ ず， イ ン タ ビ ュ ア
ー

の 来意 を問 うて い る 。

【場面 1】 T ： 語 り手 1 ； イ ン タ ビ ュ ア ー

T1 ： まあお か け ドさい
。

　　〈間〉（1，腰 を下 ろ し体勢を整 える ）

T2 ：T と 申 し ます 。

11 ： あ あ， ど うも。
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T3 ： お忙 しい ね 一
， どん な こ とじゃ ろ ？

12 ； はい ，去年実 は ， ああ，私，教 育学 を勉 強 して お りまして ，それで 高知 の 福

祉 教 員の こ とに 3年 ぐらい 前か らち ょ っ と関心 を持 っ て ，何 回か こ ち らに寄せ て

　い た だ い て ， そ れ で ［F先生］，に ， あ の
一 2 回 ほ どお 目に か か っ て ，匯 ］，T

　中学 の 最初 の 福祉 教 員 と い うこ とで ， まだ，当 時の ご存 じと言 うこ とで， 2 回お

　話 しを うか が い こ とが で きて ， まあ あ と， そ うい う感 じで ち ょ くち ょ くこ ち らに

　来 て ，勉 強 させ て い た だ い て い ます 。 F 先生 ，今 年亡 くな られ ち ゃ っ た とい うこ

　とで
，

ビ ッ ク リ した ん で す け ど も
，

そ れ で あ の
一

，
え一 S 先生 に 今回 相談 して ，

囮 の 時代 の t［亟 目と同 じ時代が あ る い は あ との 時代 で ， T 中学校 の 福祉

　教 員や ，N 地 区の 部 落の 改 善 の こ と，や 教 育 の こ と を， ま， よ く知 っ て る 方，

　つ ま り当時の ，昭和20年代 とか 30年代，同和事業が 始 まる 前の 時代 も含め て ，お

　話 しまた伺 えた ら っ て い うふ うにお 願 い して ，そ れ で ，支部長 を紹介 して い た だ

　 き，市教 委の 方に 紹介 して い た だい た わ けで 。 さ っ き実 はち ょ っ と，福祉館の 方

　に
， 福祉会館 の ほ うに 朝お邪魔 して ， あの 館長 に ち ょ っ と車で

T4 ： 地域 を見て み た ？

13 ：ええち ょ っ と見て ，少 しだけ， あ と少 しだ け， イメ
ージ沸い た ん で す け ど 。

そ の 個 か ら rT
の こ とず い ぶ ん うか が り て ，た ん で す け ど， こ う きちん

と N を見に 来 たの が今 日が 初 め て で ，あ あ こ うい う と こ ろ だ っ た の か っ て い う

　こ とが ち ょ っ と分 か りか け て きた んで す けど，い ろ い ろ， え
一

昔 の こ と も含 め て

　教 えて い た だ け た ら と思 っ て ，今 日来 ま した 。

T5 ： まああの 自動車で まわ る と道 も広 くな っ て ， まあ こ ら一あの
一……

　T3 「どん な こ と じゃ ろ ？」の 問い か けへ の 集中的応 答が ， 12 ，13 に お い て

行 わ れて い る 。 しか しこ こ で は応答の 内容 で は な く，発話 の 遂行性 ， す なわ ちそ こ

で 何が なさ れて い る か に注 目す る 。 そ れ は 「共通 の 地平の 模索」 で ある 。

　イ ン タ ビ ュ
ー の 特徴 で あ りまた存在理 由で もある の が ，聞 き手 と語 り手 との 情報

の 落差 だ 。 両者 の 間 に，明白な経験 の 差異が 横 た わ っ て い る とい う認識 を共有す る

か らこ そ，
一

方が 問い を発 し，他 方が答 える相互行為が 成立す る 。 と こ ろ が 半 面で

イ ン タ ビ ュ
ー と い う営為 に は，落差 あ る い は差 異 を包み こ む よ うな 形で ，何 らか の

共 通 の 地 平 が 必 要 と され る 。 た とえ ば 発話 12 で ，頻 繁 に 繰 り出 され る F 先生 と

い う人名 。 この 地域 か ら輩出 した初代福祉教員 の 名前 を，解放運動 体の 方が知 らぬ

は ず は な い と い う期 待が こ こ に ある 。 さ ら に ， こ の F 先生の 数 ヶ 月 前 の 死 を話題

30

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Japan Society of Educational Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Soolety 　of 　Eduoatlonal 　Soolology

　 　 　　 　　 　 教育研究におけるイン タビュ
ー ・データとの 「つきあい方」とメタ理論

にす る こ とで tF 先 生 の死 とい う事態 を と もに眺 め，視界 にお さめ うる位置 に立 っ

て い る とい う確認に よ っ て ，共通 の 地 平が志 向され る 。 イ ン タ ビ ュ
ーの 前に，車で

ざ っ と地域 を
一

周 して 自分 の 目にお さめ て きた こ との 「報告」（発 話 13 ） も同様

に共通 の 地平を，何 とか構築 しよ うとする行為で あ る 。

　 こ の や り取 りは ，発話 T5 に お い て 「あの と き ・
あそ こ 」へ の 移行が意思 表示

され た こ とに よ っ て ，終了す る 。 こ の 場合 イ ン タ ビ ュ ア
ー は， どうや ら 「関門」 を

くぐっ た ら しい とい うこ とを察知 し，今度は語 られ る 「物語世界」 に全神 経 を集中

す る こ とに なる 。

　次 に ，か つ て 福祉教 員 を経験 され た 教員 OB へ の イ ン タ ビ ュ
ー

場面 で あ る， 陽

面 2 】を見 て い ただ きた い 。 語 り手の Y さん は 入 院 して お り，そ の 病 室 （個 室）

まで うか が っ て の イ ン タ ビ ュ
ー

で あ っ た 。
ベ ッ ドの 土 に 半 身起 こ した状 態 の Y さ

ん とイ ン タ ビ ュ ア
ー との や り取 りは， まず語 り手が 受けて い る 治療や 病気に 関する

話題か ら始ま る。 イ ン タ ビ ュ ァ
ーは ， こ れ は雑 談の 時聞だ と認識 し談笑 に 応 じて い

る が t 不意 に調査 をめ ぐる ネ ゴ シ エ ー
シ ョ ン が 開始 され る 。

【場 面 2 】 Y ：語 り手　1 ： イ ン タ ビ ュ ア
ー
　hhh ：笑 い

Y1 ：…… 〈前略〉結局 ブ ロ ッ クで ，
一週 間 に二 回ず つ ，硬膜外 ， ブ ロ ッ ク と い う

　の を，神経菅ブ ロ ッ ク とい うの が あ るん です，ブ ロ ッ クい うて もス テ ロ イ ドで す

　か らね 。 ス テ ロ イ ドに プ ロ カ イ ン と か キ シ ロ カ イ ン とか を混ぜ て 脊椎 にや っ て ，

　ほ ん で ま神経 を馬鹿 にす る ん じ ゃ な い で すか hhhh。 先 生 また ど うして ， こ の 一
，

　こ うい う問題 に ？

Il ： あ あ ，あ の 研究 を ？

Y2 ： え え， え え

12 ：ああそ うで す ね， え
一とあの 一私

一
， その

一
〈中略〉ず っ と京都 の 大学

一
に

　い た と きか ら，そ の 同和教 育一 に 関心 をも っ て 一た ん で す けれ ども， い ろ ん な本

　を読 ん で ます と， その ，戦後の ，同和教育 は 一
，その

一
長欠 ・不就学 の

Y3 ；対策 か らで す ね

13 ： 対 策 か ら始 ま っ た っ て い う。 そ れ で ， ま，そ の 先駆 だ っ たの は ， その 高知 県

　に福祉教員 っ て い うの が い て

Y4 ： わ く， 枠外教員 っ て い う

14 ： はい ．あ の 特 別， え一
督励教員 とか い ろ ん な 言 い 方が あ ります け ど 。 っ て い

　 うの が ，そ れ はい ろ ん な書，本 に 書 い て あ ります け ど，そ れ だ けで終 わ っ て い て t
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　どうい う人 た ちが ， そ れ に 一あの 一 あた っ た か ，
で

， そ れが ，
た と えば何 年続 い

　た か とか．それ で ， ど うい うふ うに不就学 ・長欠が無 くなっ て い っ たの か 一， と

　か そ うい うこ とは ，あの ほ とん ど書 い て な くて 。 そ れ で まあ，私 は もの す ご く，

気に な りま して hhh。 どうして 高知か ら始 ま っ た の か ，です とか ，そ の 一そ れ を

担 っ た人 た ちが ど んな 人た ち だ っ た か っ て い う， こ とが とて も気 に な っ た んで す 。

そ れ で ， あの
一 自分 で 調べ た ん で す け ど， あ ん ま り一 こ う一

研究 もされ て ない み

　た い な ん で
一

，で した の で
一

Y5 ： ま とま っ た もの は

15 ： は い ， ま と まっ た もの は 。

Y6 二區 ］の ，選 集が ，あ る ぐらい の もん じゃ ない で すか 。

16 ： そ うで すね 。

Y7 ： あの 選集 もい ま，誰が もっ て るか し ら 。 先生 お持 ち ですか ？

17 ：あ，私 は 占本屋 で

Y8 ： あ，お 買い に な っ た ？

18 ；見つ け ま した

Y9 ： k −

19 ：それで そ っ か ら始 ま っ て 一，あの
一

， い ろ ん な方 にお 目に か か っ て ，勉強 し

　始 め て
，

こ
一
知 っ て み ます と， こ

一
ほ ん とに次か ら次 にす ごい 教育者が い っ ぱい

　い て ，あの
一

，取 り組 まれた と 。 で それ も一同和 教育 は勿論 で す けれ ど も，そ れ

　だ け じゃ な くて ， た とえば障害，高知県で 障害児教育 を こ う担 っ て い っ た 人 た ち

　も，原 点は福祉教員にあ っ て ，そ こ か らある 人た ちは同和教育の
t

こ う道に 行 き，

　で 別の 人 た ちは障 害者福祉 ，障害児教 育の 道 に行 きと， ま そ うい う，学校の なか

　で ，ある い は社 会で排 除 され て い る 立場 の 人た ち を， こ う中心 に据 え る教育 とい

い ますか， そ うい うもの が昭和 20何 年 とい う早い 段階で ， あの まだ，そ の 同利対

策事 業 なん か もまだ まだ な い 頃か ら，そ の 自然発生 的に とい い ますか ， され て い

っ た そ の 原点 が福祉教 員 の 方 々 だ っ た と い うこ と を知 っ て ， まそ れ は 一だ か ら単

に なん か そ の ，教育 の 中 の
一

部 の 少数派の ，問題 っ て い うこ と じゃ な くて ，む し

ろ教 育の 原点 とい い ますか ，根幹 にか か わ る，大事 な こ と をされ た ん だ な と， ま

　あ 思 っ て ，あ の や っ ぱ りこ れ を きち ん と した 形で まとめ て ，

Y10 ： あ りが た い こ とで す

110 ： hhh後世 の 人 た ち に ，あの
一

知 っ て も らえた ら と い うふ うに まあ思 っ て ， こ

　 うや っ て 調べ させ て もら っ て い ます 。
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教育研究における イン タ ビュ
ー ・デー

タ との 「つ き あい方」と メタ理論

Yl1　い や，

111 ：

ご協力で きる こ とな ら何 で も，あれで すが 。

ああ，あ りが と うござい ます 。

　先ほ ど も述べ た よ うに t 雑談か ら突然の ネゴ シ エ
ー

シ ョ ン の 開始 だ っ たの で ， イ

ン タ ビ ュ ア
ー は少 な か らず動顛 した （11 ）。 そ れ で も何 とか 言葉 を絶 や して は な

らぬ と
，
12 で 自身の 来歴か ら説 明 を始 め て い る 。 しか し ， 語 り手の 「なぜ こ の 問

題 に関心 を持 つ よ うに な っ た の か ？j とい う問い か けに対 して，発話 14 の なか で

「す ご く気 に な りま して 」「とて も気 に な っ た 1 と同語反 復的 に繰 り返す の み で ，緊

張 を脱 する糸 口が つ か め ない 。 こ うした 窮状 に救い の 手を さ しの べ て 下 さ っ た の は ，

語 り手 の Y さ ん の 方 だ っ た 。 こ の テ
ー

マ に 関 する ま とま っ た叙述 が な され た希少

本 の 「T さ ん の 選 集」 を話題 に 持 ち 出 し，そ の 所 有 をイ ン タ ビ ュ ア
ー

に 問い か け

る （Y6 ，　 Y 　 7 ）こ とで ，　 T とい う人物 本 と い うモ ノ を 間に 挟 ん で の 共 通 の 地

平 の構 築が 試み られ た （T 氏 はす で に 故 人 とな られ た初 代福祉教員の
一 人）。

　 それ に 呼応す るか た ちで ． イ ン タ ビ ュ ア
ー

の 側か らさ らに地平 を強 固に しよ うと

す る試 みが 見 られ る の が ，発話 19 で あ る 。 そ こで イ ン タ ビ ュ ア ーは，調査 対象 に

対 す る か な り独 断的な性 格規 定， さ ら に価値 判断の 語 りを試 み て い る 。 「学 校や 社

会 で 排 除 され て い る人 々 を中心 に据 え る教 育」「教育の 原 点，根幹に 関 わる大事な

仕事」な どで ある 。 こ の 種の 発話 は，イ ン タ ビ ュ
ーを特定の 方向に 誘導す る可 能性

が あ る た め，通 常は慎む べ し とされ る こ とが 多 い 。 しか しこ の 文脈で こ の 発話は ，

教 育者 の 道 を長 ら く歩 ん で きた退 職教員 で ある Y さん と，「大学 の 時か ら同和教育

に 関心 を持 っ て きた 」 （12 ） イ ン タ ビ ュ ア
ー との 共 同性 を確 か め ， さら に 強 固 な

もの とす る 「教 育論」 の 語 りと して の 意味 を もっ て い た 。 こ の 場合 イ ン タ ビ ュ ア
ー

は ，
一

定の リス ク を冒 して で も，共通する 地平の 構 築 を優 先 させ た か っ た わ けで あ

る 。 続 く語 り手 の 発話 （YIO，　 Y11）が 事 実上， ネ ゴ シ エ
ー

シ ョ ン の 終 結 と 「あ の

と き ・あそ こ」 へ の 移行の ゴ ーサ イ ン とな っ た 。

　 と こ ろ で と きに は ， こ の よ うな緊張 の 中 に 身を さ らす の を回避 す る た め
， 先手 を

打 っ て イ ン タ ビ ュ ア
ー

の 方 か ら趣 旨説 明の 語 りを始 め て しま うこ と もあ る 。 【場 面

3 】はそ の 例で あ る 。 こ こ で の 語 り手，M さ ん は 同 じ く福祉 教員経験 者だ が ，担

当 した 学校 が高知市 よ り西 の 郡部で ， こ れ まで 筆 者の 調査が 手薄 な地域 だ っ た 。 初

め て その 地域 に乗 り込ん で の イ ン タ ビ ュ
ー だ っ ただ け に ，共通 する 地平の 構築 に は

ひ と しお の 難 しさが あ っ た 。

33

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Japan Society of Educational Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Soolety 　of 　Eduoatlonal 　Soolology

【場面 31M ：語 り手 工： イン タ ビ ュ ア
ー

　（　 ）：聞き取 り不能箇所，　 hhh　l 笑

　 い

Il ： あの 一今 日は朝か らど うもあ りが と うご ざい ます 。 私，教 育学 を，あの専 攻

　して ，あの 大学で も， あの
一教職の 学生 を教 えて い る ん で すけれ ども，あの

一か

ねが ね あの 同和教育の 歴 史，あ の
一

大学院 の 学生 の 時か ら興味 を もっ て ， お りま

して ， そ れ で 一 ま東京に 就職 して え一 しば ら くして か ら，高知県が全 国で 初 めて ，

長欠 ・不就学 の 生徒 の た め に ， その 特別教 員 っ て い うの を配 置した っ て い う，事

実， あの ，講義で は ま普通 に学生 に 話 して い たん で す けれ ど 自分 もそ の ，そ れ が，

　ど うい う人 た ちなの か ，で どうい う経緯で 高知で
， 初め て ，始め られ たの か とい

　うこ と，知 らない まま言 っ て い た ん で すけれ ど も， ま， ど うもい ろ ん な文献を読

　ん で もあ ん ま り詳 し く書い て な い の で ， 自分 で 調 べ て み よ う とい うふ うに ， ま思

　い ま して 。 そ れ で 4年 ほ ど前か らポ ッ ポ ッ で す け ど ， 始 め ま して ，
い ろ ん な方 に

　協力 い た だい て

Ml ：先生 は， こ れ は T こ れ， ど うで すか ？

121 あああ，私， さ っ きコ
ー

ヒ
ーは い た だ きま した の で hh 。

M2 ： ほ ん な らぼ く

13 ： あ， これ ，去 年高知新 聞で 。

M3 ：ああ，い た だ きま して ね 。 読ま して もらい ま した 。 ええ。

14 ： あ の 一
， ま今 まで は ，あの 一 N 市，あの ま初 め て 福 祉教 員の ，そ の 発祥 の

　地 の そ の N 市，［囓 の 、 え一 とこ ろ を中心 に ， ま F 先生 幸い ，あ の 最 後 に生

　 きて

M4 ：ああ，［F さ入］お 元気で すか ？

15 ；い や ，あの 去年，
一昨年亡 くな られ たん で すけれ ど も，私 あの ，ほ ん とに亡

　 くな る一年前 にお 話 うかが え ま して 。 貴重 なお 話 を 。

M5 ： あ一
， よか っ た で すね 。 そ れ か ら［T さん］とは 会 い ま し たか ？

16 ：い え，匡廼ヨは だ い ぶ 前 に 亡 くな っ て しまわ れ て 。

M6 ：ああ そ うで す か 。 ぼ く，それ 読 ませ て も ら っ て ，　 T さん や ら F さ ん や ら 出

ち ょ っ た の で ，妙 に昔 の こ と思 い 出 して ，ああ懐か しい な と思 っ て 。

17 ： は い ，そ れ で あ の ， T ，　 F 先生 だ と T ，　 T 先生 は A と，そ の 辺 を中心 に い

ろ い ろ い ままで 調 べ て きた ん で す けれ ど も，
H 中 ，

　 H 小 もその
， 実 は その ，最

初 の ，戦 後初 め て 配 置 され た，学校 の
一

つ とい うこ とで ，噬垂］と い う方が ，あ

の お 名前見 る とあ りま して ，あ の 一や っ ぱ り，
一 つ きち ん と調 べ な けれ ば い け な
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教育研究におけるインタビュ
ー ・データ との 「つ き あい方」と メタ理論

　い な と思 っ て 。 あの
一今まで は，あの もう10回 ぐらい 高知 に来 て る ん で す けれ ど

　まだ， ち ょ っ とそ の ， N と高知市 内 しか ， まだ カ バ ー
で きな か っ た の で ，今 回

　ち ょ っ と， こち ら に もお邪魔 して み よ うか と思 っ て， ＊ ＊ 先生 に ご相談 した とい

　う， こ とで 。 い ろ い ろ あ の ，先 生 に 今 円お 目に か か れ て ， うれ しい ん で すけど 。

M7 ： い や い や もうね，昔 の こ とで 。 私 ももう84歳 と 6 ヶ 月 で ね 。 で ね 一それ で 一

　 もうこ こ に 来た の が もう，25， 6， 7 か． だ っ た もん で ね ， もう昔の こ とで す の

　で ね 一
，

ほ とん ど もう，
こ れ は お 目に かか っ て そ ん な話 はで きん か と思 っ て ，お

　断 りせ な い か ん と思 っ た けん ど，ま ち ょ うど，息子が あ の
一

，嫁 も教職 を して ま

　 して ね
一

，そ れ で あ ん ま りあ の 一 そ し らぬ 顔 も で きひ ん で ， ま あ そ ん だ ら

　（　 　 　 ）で もい い か と言 っ た けん ど， （　 　 　 　 ） くれ と言 われ て hhhh 。

　申し訳な い こ とで ，役 に立 た ん と思 い ます け ど， まあ こ らえて 下 さい
。

18 ： い えい え 。

　〈中略＞

19 ： もうあの 匯 は亡 くな られ て ，だい ぶ にな るん で す か ？

M8 ： は い ，え え 。 そ うで す ね 。 匯 ］は ね，私 が ＊ ＊ 第 二 小学 校い うて ， こ こ

か らず
一

， ＊ ＊ の 町 い うて ね， こ こ か らだ い ぶ 東 で す け どね， そ この 学校 で 私が

小学校三 年の 時 お習 い しました 。 ええ， N さん は 。 そ れ で ね
一

　イ ン タ ビ ュ ア
ー

が 自 らの イ ニ シ ア チ ブ で 開 始 した発話 11 は， 【場面 2】 と同 じ

く， 「教育」 と い う世界で の 共 同性 に うっ た え よ うとす る もの だが ， ど うも語 り手

の M さん に 言葉 が 届 い て い る感触 が なか っ た 。 と こ ろ が こ こ に ，思 わ ぬ 共 同 性 の

た め の 資源が あ っ た 。 イ ン タ ビ ュ
ーの しば ら く前 地元 紙が筆者 の 研 究 の こ と を取

り上 げて記事に して くれ ，以後高知に調査 に来 る際 に はその コ ピー を何枚 も持ち歩

い て い た 。 何 か の 手が か りに なれ ば と，発話 13 で そ の コ ピーを M さん に 示 した

の だ 。 そ れ に対 する 「読 ま して も らい ま した」 （発話 M3 ） との 応答 で
一旦 その や

り取 りは途 切れ る 。 しか し， さ らに続 けて イ ン タ ビ ュ ア
ーが 発話 14 で ．地平構築

の 際 の 「切 り札」 と も言 うべ き F 先生 の お 名前 を出 した とこ ろ ，発 話 M6 で 再 び

記事 の コ ピ ー
が 引 きあ い に出 され 「それ 読 ませ て もら っ て ，妙 に昔 の こ と思 い 出 し

て ，懐か し い な と」 と，「あの と き
・
あ そ こ 」 に対 して 前 向 きな言葉が 引 き出 され

た 。 そ して 17 で ， こ の 土 地 の 初代福 祉 教 員で あ っ た こ とを 資料上 で 確 認 した に 過

ぎな い 「N 先生」の お 名前 を出す 。 こ こ で も
一

旦 「も う昔 の こ とで
， お 目に か か

っ て そん な話 は で きん か と思 っ て 」 （発話 M7 ） と い な され た恰好だ っ たが ， 改 め
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て 19 で 「N 先 生」の 話 題 をふ っ て み る と，
一

気 に，M さん と 「N 先生」 との 師

弟関係 ，そ して この 地域 の 福祉教 員の 草分 け として ，師弟で奮 闘 した い きさつ が 語

ら れ始め る （発話 M8 ）。 「あの と き ・あそ こ 」へ の 扉が 開か れ た， そ うイ ン タ ビ

ュ ア
ーは感 じた。

2、2． 語 られ る 「あの とき ・あ そこ 」： その 諸相

　 こ れ まで 見て きた の は イ ン タ ビ ュ
ー

冒頭 に走 る 緊張 の 数 々 で あ っ たが ， まが りな

りこ うい っ た 時間 をの りこ えて 〈 物語世界 〉 の 扉が ひ らか れ た と き，語 られ た 「あ

の と き ・あ そ こ 」に接 した イ ン タ ビ ュ ア ーは と きに ， 息の 詰 まるほ どの 胸の ときめ

きや感動 を味わ える場合 もあ る 。 イ ン タ ビ ュ
ー

の 醍 醐味 と言 っ て い い だ ろ う。 た と

えば筆者 の 研究 の 場合 ，戦後混乱期 か ら高度成長前期あ た りの 事象 とい う，半ば歴

史 と化 しなが ら も未だ 完全 に 歴史化 して しま っ た わ けで はな い ，微妙 な時代 を対象

と して い た 。調脊 旅行以 前 に さ ま ざ ま な資料 を読 み あさ り，資料上 の
，

つ ま りは歴

史上の 人物 と して 頭 に 刻 ん で い た 名前 が，ふ い に語 りの 中に ご く身近な存在 と して

現 われ る こ とが ある 。 また， 資料 とい う紙 の 上 に書 かれ てい る の を読ん で ，
一

応 ∫

解 して い た 史実 が ，語 り手に よ っ て 第一次的な リア ル な経験 と して 語 られ るの に接

する 時 もある 。 こ うした経験 が あ る種 の 感動 を与える の は， オ ー ラル 史料が もつ

「『事実』 （facts）よ りも 『出来 事の 意味』 （meaning ）に つ い て 語 られ る こ とが 多

い 」 （酒井　2006 ： 79）と い う特性 ゆ えの こ と だ と考えられ る 。

　高知県 に おけ る福祉教 員制度の 「父 」と称され る人物が い る 。部落出身者 の 教 育

者 で ，大正 期に 融和運動 に 身を投 じ，村会議員 な ど も務 め た有 力者 で あ っ た 。 の ち

青年師範学校 の 教授 とな り，戦後 は新制 高知大 学 の 教官 も務 め た 。 【場 面 4 】は こ

の 人物 の こ とが 語 り手 に と っ て まさ に 「父」が わ りの 人生 最大の 恩人 と して 語 ら

れ た 。 ち な み に 語 り手の N さ ん は教 員 OB で ，福祉教 員 の 経験 は な い が ，現在 な

お 県の 同和教育 の 顔 と もい うべ き存在 で あ る 。 部落出身の 教 育者 と い う点 で ，「父 」

と称 され る 人物 と も共通す る 。

【場 面 4 】 N ： 語 り手 1 ： イ ン タ ビ ュ ア
ー 　（　 ）： 聞 き取 り不能箇 所 hhh ： 笑

　 い

1 ：あの 先 生
，

＊ ＊ 先生 の こ とな んで すけ ど も，先生 も，直接 ，こ 一師事 され た と

　い うか ， とい うこ とで ，あの
一 どん な方 だ っ た か っ て い うの を， こ う直接 ，接 し

　て み て
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教育研究にお ける イン タビ ュ
ー ・データとの 「つ きあい方］とメ タ理 論

N 　ええ，私 ん とこ ろ とはね一
，ち ょ っ とや っ ぱ り，遠縁 とい うて もい い よ うな ね

　
一

，遠縁
…
　 。 実 は私 の 母 は そ の

一
，N 部 落 へ 嫁 い で お りま して ，離 婚 を し

　て帰 っ て ，
……そ こ で 行商 して い く中で ，母 が まあ，N 市へ 嫁い で お っ て ，夫

婦は 愛 して お っ た わけで けれ ど も，昔の よ うに，非常 な封建制の な か で ，離婚 し

　て ，そ れで
一

生懸命行 商 した 。 母 が 26の と き， ぼ くが 2 歳の と き，で すか ら，26

　の ときか ら
一

生懸命行商 しなが らや る とい うこ とで ， こ の ＊ ＊ 先生 が ，俺ん とこ

　ろ で ，その 一ほ ら，北 海道まで い っ て 行商す るわ けだか ら， 見て や ろ うとい うか

　た ちで ，そ こ へ 書生 に入 っ て ， ぼ くはそ っ か らず
一

っ と，育 て て もうた わ けで す。

　で ，環境 が 自然， 自然 に ，そ の
一 hhhh ……F 先牛 とか ， い ろ い ろ な そ うい う

方々 が来て お る か ら，私 に部落 の ブ とい うよ うな こ と も
一

つ も教 えて くれ た こ と

は ない け ど，そ うい う環境 に あ っ た わ けで すね 。 ほ ん で ま一の ちに 文化賞を もう

た ときも，ぼ くは もう大学 に， ぼ くは C 大で すけん ど，高知大に行か ずに C 大に

こ一行 っ た わ けで すけ ど，ぼ くは新聞記者を うん と，志 し と っ たわ けで すか ら，

で 行 っ た ときなん か も，東京に ，必ず ，
ぼ くの 下宿先へ ，わ ざわ ざ来て くれ た の

も， ＊ ＊ 先生 で したね 。 ほ んで ，私 は ，家の 奥の は じで ，部屋 を もら っ て ，勉強

を して ， それ か ら前 に はね， こ
一 ニ ン プ小屋 い うて小屋 を建 て ま して ね，仕事 の

ない 人 を ， 全部 そ の 小屋 へ 集め ま して ね ， そ して そ の ま ， トラ ッ ク で
， 昔の

，

（　 ） を，仕事 の 場 を，毎 日見 て ，そ れ か ら仕事場 へ 走 っ て い くと 。

家計の 困窮状態 に あ っ た N さ んが ，年少時か ら居候 と して 「父 」の 家屋敷 に住 ま

わせ て もら っ て い る と き， ご く平 凡 な光景 として 目の 前 に繰 り広 げ られ て い た こ と

が ，実 はそ の ま ま，福祉 教 員 制度 とい う 〈歴 史〉の 原風景 で もあ っ た 。 研 究 テ
ー

マ

と して 追 っ て い る こ とが ，い わ ゆ る公 的な歴 史の 語 りに繰 り込 まれ る 以 前の 〈ナマ

の 姿〉で ，
一人 の 人 問 の ラ イ フ ス トー

リ
ー

に 織 り込 まれ て 語 られ て い る の に ， じか

に 触 れ る こ とが で きた 。

　福祉教 員の 足跡 をお っ て ，室戸 岬の 方 まで 旅 して い っ た時 に も，資料上 で しか 知

りえな か っ た あ る福祉教 員 （故人 ）の ，存在 の 息吹 きにふ れ る よ うな体験 を した 。

「彼」 は 室戸 方面で 福祉教 員 をや っ て い た こ ろ ，「生 産点 に立 っ た 同和 教育 」 を志 向

し， 部落の 婦人 た ちを組織 して キ ウ リの 促 成栽培 を地域 に根づ かせ る こ と に 成功 し，

そ の 実践 は の ち の ち まで 語 り継が れ て い る 。 当 時 福祉 教 員仲間 で あ っ た教 員 OB

の Z さ んへ の イ ン タ ビ ュ
ーの なか で ，そ の 「彼」 の こ とが 生 き生 き と語 られ た 。
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【場 面 5｝ Z ：語 り手　1 ： イ ン タ ビ ュ ア
ー　 hhh ：笑 い

Z1 ：彼 は ね，隣保館 へ 行 っ て ね，い ろ い ろ その 生 業， あの ， い わゆ る 生 きて い く

　た め の あれ をね ， や りよ っ た よ うで す ね 。 そ れ の 中で も私が
一

番印象に残 っ ちゅ

　 うの はね，草履 の 鼻緒作 りをや ろ や な い か と い う。 部 落の 人なん か もう久 しぶ り

　にそ うや っ て 仕事 が で きて ，お 金 にな る とい うもん や きに、
一生 懸命 に上 等の あ

　れ を，鼻緒 を つ くっ た んです 。 ほ れ で ，その 業者に卸 した とこ ろが ね ，む こ うか

　らそ の
一

， イ チ ャ モ ン が つ い て ，なぜ イ チ ャ モ ン が つ い た か 。 丈夫す ぎる と。 も

　 っ とも っ とね 一
， そ の ，あ れ，壊れ て ，そ の ，転換 して も らわ な， うちは儲 けに

　 な らん い うて 言 わ れ た と hhh 。

……
〈中略〉

・・…・
ま

一
、 ＊ ＊ 市 で も＊ ＊ い うた ら

　 も一一
番貧困 なと こ ろ で

， あ ら一 もうね 一す ごか っ た 。 あそ こ は ね一
， どぶ ろ く

　の 産地だ っ た ん で す よ 。 ほ い で も一
， あれ が 来 る ，税務署 が 来 る い うた らね一

，

　あの ほ ら，畑 へ ，埋 め込 ん で，畑 とか ，砂浜 へ
。 けん どあ ん な もん埋 め 込ん だ ち．

　あの 臭い は ね，そ 一ん な もん 生 や さ しい もん じゃ ない ん で すよ

一
同 ：hhhh 。

Z2 ： そ ん な こ とあ っ て ， よ う摘発 され た りして 。 それ で な ん とか そ の こ の 人 た ち

　が ね ，そ うい うどぶ ろ く，違反事業せ ずに 生 きて い け る よ うに な ら な い か と，

　……彼は ね，非常にそ の 生業，生 きて い くわ ざをね ，あの
一

つ け る実践 を しま し

　 た 。

……
そ うい う時代 で した わ 。 もうと に か く，問題児 を追 っ か けるだ け じゃ い

　か ん と，要す る に そ こ の 底 辺 にあ る ，生活 そ の もの を高め ん 限 りは ね， い か ん と

　 い う。

こ こ で Z さん の 口 か ら語 られ た 鼻 緒作 りや どぶ ろ く造 りの エ ピ ソ
ー ドは，当然 の

こ とか もしれ ない が ，「キ ウ リ」実践 を記録 した資料 に ま っ た く書か れ て い ない 。

「生 産 点に 立 っ た 同和教 育」 が単 なる 観 念論 で な く， こ の 部落の 経済 の ，の っ ぴ き

な らな い 歩み の 帰結 と して 行 き着 い た もの で あ っ た こ とが ．深 く納得 で きた の で あ

る 。 また ，差別 と貧困の なか で 非合法の 生産活動に 手をそ め ね ば な らなか っ た悲 し

い エ ピ ソ ー ドで あ る に もか か わ らず tr 砂浜 に 隠 して も臭い です ぐば れ た 」とい う

くだ りで
一

同は爆 笑 した 。 「あの と き ・あそ こ」 と言 え ど も，そ れ は 過去 そ の もの

とイ コ
ー

ル で は な い
。 あ くまで 独 立 した ，語 りと して の リア リ テ ィ を保持す る こ と

を 7
こ の 笑 い は示 して い る 。

　 また 単 に感銘 を受 け る だ け で な く，研 究 を進 め る上 で た しか な道 し るべ に な る よ

うなキ ー
ワ

ー ドや 概念が， イ ン タ ビ ュ
ー

の 中で 思 い が けず聞 き取れ る とい うこ とが
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　　　　 　　　　教育研究にお けるイン タ ビュ
ー ・デ

ー
タとの 「つ きあい方」とメ タ理論

あ る 。 次 の 【場 面 3 −b】は， さきほ ど冒頭 部分 を呈示 した県西 部 で の 福祉教 員経

験者 M さ んか らの イ ン タ ビ ュ
ーの 続 きで あるが ， こ こ で 聞 くこ とが で きた 「職場

闘争」 と い う言葉 は，単 に イ ン パ ク トが あ るだ けで な く，草創期 の 福祉 教員が学校

の なかで 置か れて い た状況 を，そ の 歴史的位相 におい て見事 に と らえた もの だ っ た 。

【場面 3 −b】 M ：語 り手　Il イ ン タ ビ ュ ア
ー

M ： まあそ れか ら
一

番， けん どや っ ぱ り私の 頭 に あるの は， な にか 言うた ら，職場

　闘 争で した 。 ええ 。 教 員，教員 の 頭 の 切 り替えで した 。 も うは っ き り言 うて ，そ

　の ね 一
中学の 教師言 い ま した らね

一
，師範 を出て ， と こ ろ が 師範をで ち ょ る の は

　 ね
一

，あの 昔 の ジ シ ュ い うて わか りかすか ？ジ シ ュ 階級 。 土地 を人 に貸 して ，そ

　の 供物で くうて く。 地 主 。 そ れ の 子で すか らね一
， まあ師範 へ 行 っ て ．で そ うい

　うの が 軍 隊 にい く理 由が です ね，師範 を卒業 して ， 3 ヶ 月 ＊ ＊ の 連隊 へ は い っ て ，

　ほ した ら伍長 に な っ て ，出て くる 。 その 代わ り招集が ない 。

…
生 もう教師 をし と

　 っ た らそ れで い い と t
い うこ とで したか らね 。 そ うい う者 に限 っ て ，ジ シ ュ で す

　か らね 一
。 だか ら一い わゆ るそ の

一
同和 問題 とい うか ，そ うい う

一
の に対 して は，

　非常 にそ 一
知識 が 古い と言 うよ りも， 自分が 一

つ え ら い 階 級 と， い うよ うな頭 が

　 あ っ た わ けで す わ 。 そ うい うの で もの を見 て い きゆ うわけで すわ 。 だ か ら，あの

　
一

学校 に来 よ うが来 まい が ど うで もええと 。 きゆ うが ば一
教 えて い た らそれで い

　 い とい うよ うな， こ う言うた らお か しい け ど，ほ ん とに そ の 当時の ，中学校 の 教

　師 の 知恵で したね一
，小学校 で もまあ，そ うい うの 多か っ たで すね 。 だ か らまず

　内部闘争 とい うか ，教師の 教育をせ ない か んい うの が ，私の 頭 に
一

つ あ っ たわ け

　で す 。 で 折 に 触れ ，そ うい うこ とをや る と， い うこ と 。

　 こ こ で M さん の 口 か ら飛び 出 した 「職場 闘争」 と い う言葉 は，筆者が 初 期の こ

ろ の 福祉教員 の 性格 に つ い て 規定す る 際 に ，そ の まま借 用 して 使わせ て も ら っ た ほ

どで あ る 。 こ の 言葉 に は
， 新制 に 移行 した ば か りの 中学校教員の 被差 別部落 に対 す

る位 置取 り，教 員集 団の 中で の福祉 教員の 位 置取 りな ど， こ の テ
ー

マ の 全体像をえ

が く上 で 欠か せ ない つ な ぎの 輪が 秘め られ て い た 。

　そ して イ ン タ ビ ュ
ー
過程 は と きに，来歴の 語 りな どを とお して ，語 り手の 生 の 知

られ ざる 奥深 さ に光 を あて て くれ る こ とが ある 。 病室の ベ ッ ド脇 で イ ン タ ビ ュ
ー さ

せ て い た だ い た ，福 祉 教 員経 験 者 の Y さ ん に，福 祉 教 員 に な る以 前の 教 員 歴 に つ

い て 尋 ね た とこ ろ ．予想 もしなか っ た 人生 の 機微 に ふ れ る物語 を聞 くこ とが で きた 。
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【場面 2 −b】 Y ：語 り手 1 ： イン タ ビ ュ ア
ー

　（　 ）二 聞 き取 り不能箇所

Il ： ・・…・先生 の 場合 S 町か ら
， 高 知市内の 方 に異 動， え 一 され た よ うで す けれ

　ど も，本 当に まっ た く突然 ， ＊ ＊ 中に ？

Yl ： あの
一人事異動 とい うの は ご存 じの よ うに，私 に 内示が ある わ けで は ない し，

　ええ私 も突然で す。 た だ，正 直に 申し ます と
T え一い ま先生が 仰 っ て い た だ い た

S とい うとこ ろ は，私
一は家内 を亡 くして ， い まの 家内 は私 は，あの 後妻 な ん で

　すが ，え
一

その 里 に 。 それ まで に 私
一は， だい たい 生 まれ は 中国で ， 中国で 生 ま

れ て 中国で 育 っ て ， と い う人間で す か ら， まあ帰 っ て きて ，え一家内の 里 に居候

して ，そ の S の 中学校 にお る あ い だ に T
ど うも，意 味が わ か ら んか っ た で した

ね，部落 とい う意味が 。 とい うの は ，家 内の ，死 ん だ家内の 店は ， まあ， い うた

ら雑貨屋 み た い な こ とを して お っ た んで す よ 。 え一な ん かお か しなお ばち ゃ んが

お る 。

一
人だけ じ ゃ ない 。 店へ 入 っ て くる と，草履を外 で ， その ，外 で 草履 を脱

い で で すね ，裸足 で入 っ て くる，お ば ち ゃ んが お る わ けですよ 。

一
人二 人 じゃ な

い で す よ 。 ほ一ん お も しろ い こ とを， な一
ん で こ ん な こ とす る んか ，土足 じゃ な

い か と。
こ 一

思 っ て い る と，その
一あれは ＊ ＊ とい うとこ ろ の ，お 一

， ま，部 落

だ と，わ れ わ れ と違 うん だ と， い うこ と を，周 囲 の もん に 聞 い て 。 （　 ）違 う

っ て あん た，別 に変わ っ た こ と な い が 一 と，い う話 に な っ て ， こ れ は ，
一

つ ，今

と違 っ て昔は ，夏休み は十分利 用で きま した か ら ， 自転 車 に乗 っ て ，S か ら，あ

の ＊ ＊ まで ， あの 自転 車で で す よ勿論 金 な ん か ある わ けない か ら， ＊ ＊ へ 行 っ

て ， ＊ ＊ か ら ＊ ＊ へ い っ て ，で 一そ こ で とに か く，未解放部落 と言 わ れ て い る と

こ ろ をず
一

っ と，お 一
寝袋一 つ もっ て ， まわ っ た んで す よ，

…
週間 ぐらい かか り

ま した 。 あ 一 ＊ ＊ の 奥 の ， ＊ ＊ の ず一
っ と，そ れ か ら ＊ ＊ まで 帰 っ て そ の 途中 で ，

協力 して くれ る と こ ろが ほ とん どなか っ た 。 ぼ くた ちは ，あ ん た な に を調 べ に来

た ん だ と．わ した ち は太政官布告で ，足抜 きを して るん だ と， い らん こ とす るな

とい うて ，怒 られ る だ け怒 ら れ ま した 。 しか し，そ うい う怒 る 地域 が ある とい う

存在 だ けを知 っ て ，実態 は，何 に もわ か らなか っ た 。 ま，そ うい う体 験は ，ぼ く

は あ っ た んで す 。 そ れ で 一 もう
一

点 は，T さ ん T とは ，直接お 会 い した こ とは

ない け ど も， あの 入 の ，お 一書 い た もの とか な ん か読 ま して もら っ て る うちに，

読 まして い た だ くうち に，ああ こ の 人 に
一

遍勉 強 させ て い た だ い た らい い ん だ な

一 と い う気 持 ち もあ っ て 。それ か ら も う
一

つ は もう子 どもも大 き くな っ て
， 他の

方 と違 っ て ，先祖 伝 来 の ，土 地 や家 が あ る わ け じゃ ない か ら，や っ ぱ り子 ど もが

大 き くな れ ば，子 ど も に つ い て ， 自分 の 家 か ら学校 に 通 っ た ら子 ど もが
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　 　　　　 　　 教育研究におけるインタ ビュ
ー ・データとの 「つ きあい方」とメタ理論

　（　 　　　 ） うこ と もで きな い とい うこ と もあ っ て ，昭和33年 に高知市の ， ＊

　 ＊ ， ＊ ＊ 中へ
。 そ の 時 は勿 論 福祉 なん て い う言葉 は全然知 りませ ん 。 そ れ で そ

の と きの ，あなたは福祉教員で ，枠外教員だか ら，授業は もた な くて よろ しい ど ，

　だか ら別 の 意味 で言 うた ら出席督励教員だ と。 とい う， こ とで 。

12 ： そ うす る と， Y 先 生 が ，そ の 当時 か ら，そ の 部落 問題 に ， え一あ る程 度 の

　関心 を持 っ て い た とい う・・…・

Y2 ；ええ，無関心 じゃ な い す よ， もち ろ ん無関心 じ ゃ な い

13 ： とい うこ とは，そ の 人事す る 方 も知 っ て い て ，先 生 を抜擢 され た と

Y3 ： ええ， 知 っ て い た で し ょ うね 。 多分 ， 多分 ， 想像 で す け ど
， そ の T と い う

　人が ，亡 くな っ た ，例 の ，あの 人が 当時，指導主事 を して い ま した か ら， あの 人

　の 声 がか りじ ゃ ない か な と 。 い っ ぺ ん も確 か め た こ とは あ りませ ん ，確 か め るべ

　 きもん で もな い か ら， ぼ くはそ う想像 して る 。

　高知 県の 福祉 教 員 は， こ れ まで にた び た び名前 が 出 て きた草 分けの お二 人 （F 先

生 ，T 先 生） を典型例 に ，当該校 区の 被 差 別部落 出 身で あ っ た り， 何 らか の 形 で

地 域 に縁 が深 か っ た りと，そ の 地 域 か ら同意 を得 や す い か た ち で 人事が 行わ れ る こ

とが多 か っ た （倉 石　2007b）。 そ の なか で ， こ の Y さん の 来歴 は い わ ば ヨ ソ 者 で

あ り， イ ン タ ビ ュ
ー前 か ら気 にな っ て は い た 。 しか し比 較的軽 い 気持 ちで尋ねた 開

い が引 き金 に な っ て の ，部落差別 の リア リテ ィ との 遭遇 と して の 「草履」の エ ピソ

ー ド．
一

夏 か けての 各地の 部落へ の 自転車旅行，思 い もよらぬ 福祉教員就任 の 語 り

は ，私 的生 活と公 的生 活 との 交差 とい う人生 の あや に触れ る もの だ っ た 。 また，県

外 （外地 ）出身者 と い うヨ ソ 者ア イデ ン テ ィ テ ィ が ，部落問題 を こ の よ うに外側 か

ら冷静 に語 る Y さん の ス タ ン ス に与 っ て 大 きい だ けで な く， ど こか語 り全体 に哀愁

の 色 を添 えて い る よ うに も感 じた （発 話 Y1 に お ける 「中国生 まれ， 中国育ちの 人

間で すか ら 」「他 の 方 と違 っ て 先祖 伝来の 土 地や 家が あ る わ け じゃ ない か ら」）。

3 ． 教育社会学／ 教育研 究の メ タ理 論 へ の 問い

　前章で そ の 成果 の 一端 を見て きた ，高知県の 福祉教 員 に 関 す る筆者 の オ ーラ ル ・

ヒ ス トリ
ー

的研究 プ ロ ジ ェ ク トは ，筆者 に と っ て ア ン ビバ レ ン トな もの で あ っ た 。

こ の 経験 に よ っ て ，教育社会学／教育研究 と い うデ ィ シ プ リ ン 内で の イ ン タ ビ ュ
ー

法 との 「つ きあ い 方」が 確信 で きた 一方 ， こ う した確信 に よ っ て デ ィ シ プ リ ン 内部

に安住す る こ とへ の 抵抗感が ある 。 本稿 の 結 び とな る本章で は そ こ を足 が か りに，
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イ ン タ ビ ＝ ．　一 ・
デ

ー タ との こ うした 「つ きあい 方」が ，教育社 会学ある い は教育研

究 に お けるあ る メ タ理 論の 存在 に よ っ て 誘導され て い る こ とを指摘 し， また こ うし

た メ タ理論 に抗 う可 能性 に つ い て も考 えた い
。

　イ ン タ ビ ュ
ー は，社 会調査 に お ける 代表的 な手法 と して ，広 く用 い られ て い る 。

しか しなが らそ の 用 い られ方 は文脈 に よ り， また研 究者 に よ っ て 千差 万別で あ る 。

そ の なか で も， イ ン タ ビ ュ
ー とい う手法 に 対 して 自覚的で あ り，方法論 に対 して 最

も大 きな寄与を して きた の が ．他種の デ ー タ との 併用 を禁欲 して もっ ぱ らイ ン タ ビ

ュ
ー ・デ ー タ と向 き合 うT 社会学 に お ける ラ イ フ ス トー リー研究者で ある

。 した が

っ て 自 らの イ ン タ ビ ュ
ー

の 位 置 づ け を考 える際 ラ イ フ ス トー リー ・イ ン タ ビ ュ
ー

は よい 参照項，座標軸に な る と思 われ る 。

　 1 ，で 述べ た よ うに筆者の 研究の 「根 」 には，構築主義的 なラ イフ ス ト
ー

リ
ー ・

イ ン タ ビュ
ー

の 経験が ある 。 ラ イフ ス ト
ー

リ
ー ・

イ ン タ ビ ュ
ー

の 基底 にある の は，

「無知 の 知」 と もい うべ きメ タ理論 で あ る 。 ラ イ フ ス トー リーの 語 りの テ ーマ は通

常，語 り手の ラ イ フ （人生 ・生活
・い の ち）で あ る 。 そ うした ，通 常は語 り手個 人

に内属 し簡単に 手の 届か ない 事柄を前に ， イ ン タ ビ ュ ア
ーは まさに 「無知」な者 と

して ，徹底 的 に謙虚な気 持 ち で ，ある い は畏怖の 念 さえ お ぼ え なが ら，立 ち つ くす

ほ か な い 。 そ う した姿 勢で の 語 り手 と の 対峙 か ら紡 ぎ出 され る ， ラ イ フ ス ト
ー

リ

ー ・イ ン タ ビ ュ
ー

の 知は ，「無知 の 知」 とで も呼ぶ べ きもの で ある 。

　 こ の よ うな性 格 を もつ ラ イ フ ス トー
リ

ー ・イ ン タ ビ ュ
ー と比 較 して み る と，本稿

に お い て 報告 して きた ，高知県 の 福祉教員 に関す る オ ー ラ ル ・ヒ ス トリー研究の 場

にお ける筆者 の 経験 は
， 「無知の 知」か らは か な り隔た っ た もの で あ っ た こ とが 明

らか で ある 。 語 り手 を前 に した筆者 が 、謙 虚な気持 ちで なか っ た ， と言 い た い わ け

で は ない 。 しか しなが ら前章 （1）で 呈示 した ，イ ン タ ビ ュ
ー冒頭 付 近 の トラ ン ス

ク リプ トか らは T 「無知 の 知」 と は 異 なる メ タ理論 の 存 在が 浮か び 上 が る 。 そ こ で

は随所 で 語 り手 に対 して ， 自分が 「教 育」 と い う同 じ業界 に い る 人 間で ある こ とを，

そ の 共同性 を，ア ピール の 武 器 と して い た 。 自分 と ま っ た く異質 な他者 と向か い 合

っ て い る とい う緊張感 は そ こ に な く， む しろ 「業界」 を共にする入 間 と面 と向き合

っ て い る とい うかす か な安心 感，あ る い は馴 れ 合 い が 底流 に あ る 。 こ う した 関係性

は ， 【場面 2 】の Y さん， 【場面 3 】の M さん と い うい ず れ も80歳を超える 語 り手が ，

30代の 若 造 に過 ぎない イ ン タ ビ ュ ア
ーに対 して 厂先生」 とい う敬称 を使 い ，か な り

丁寧 な口調 で 話 して い る こ とか ら も，確認す る こ とが で きる 。 語 り手 に と っ て も，

イ ン タ ビ ュ ア
ーが ど うや ら同 じ 「教 育業界 」の 人間 ら しい こ とは ，

一定の 安心感 を
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教育研究 におけるイン タ ビュ
ー ・デ

ー
タとの 「つ きあい方」とメタ理論

か もし出 して い た もの と考えられる 。

　で は筆 者が そ の 存在 を感 じた，「無 知の 知」 とは異 質な別 の メ タ理 論 に つ い て ，

よ り掘 り下 げて 考えて み よ う。 まずこ の メ タ理論の 生 成に は， イン タ ビ ュ ーの 対象

者が， リ タ イア して い る とは言 え教員 中心 に偏 っ て い た こ と
t14｝
故 の 「馴 れ合 い 感」

が 与 っ て い た の は 上 に 見 た とお りで あ る 。 次に ，探 究の 主 題で あ り， イ ン タ ビ ュ
ー

の 主た る トピッ クで あ っ た教員 s あ る い は教 育の 世 界が ， 話 し言葉 よ り書 き言葉 に

親和的で あ り，そ の 世界 に関す る 多 くの 文書 記録 が 存在 す る こ とが期待 され る こ と

も，生成 に 関与 して い た可 能性 が あ る
（5）

。 そ の 期待 に よ っ て イ ン タ ビ ュ ア
ーの 側 に，

イ ン タ ビ ュ
ー ・デー タ に対 す る若干 の 距離感が 生 じるか らで あ る 。 また ，

一
般 に教

育研究者が イ ン タ ビ ュ
ーを行 う場合．語 り手 の さ まざまな生の 経験 に対 して ，そ れ

が対象者 の 教育経験 を 〈図〉 と して 浮か び上 が らせ る 〈地 〉で あ る限 りに お い て 関

心 を もつ こ とも， こ の メ タ理論 を考 える 上 で 重要で ある 。 教員経験者対 象の イ ン タ

ビ ュ
ーの 場合， 〈図〉と く地〉は か な りの 部分 で 重 な っ て くるか も しれ な い が

，
そ

れ で も完全 に
一

致す る こ とは ない 。 構 築主義的 ラ イフ ス トー
リ

ー ・
イ ン タ ビ ュ

ー
に

お い て は，原理 的 に はあ らゆ る生 の 経験が すべ て イン タ ビ ュ
ー

の 関心事 で あるか ら，

こ の 〈図〉 と 〈地 〉 との ズ レ は措定 され な い 。 他者 の 生 へ の 厳粛 な畏怖 の 念 は ， こ

の よ うな と こ ろか ら生 まれ るが ，そ れ は同 時に イ ン タ ビ ュ ア
ー

に と っ て は逃 げ場 の

な い 余裕 な さを も意味す る 。 と言 うの も く図〉 と く地 〉 との ズ レ は， イ ン タ ビ ュ ア

ー
に と っ て

一
種 の 厂溜め 」で あ り，イ ン タ ビ ュ

ー ・
デ

ー タか ら少 し距離 をお く余地

で もある か らだ 。 こ うした距離の 確保 に よ っ て は じめ て ，イ ン タ ビ ュ
ー ・デ ー タ を

文字資料他 の デ
ー

タ と柔軟 に組み 合わ せ なが ら，活用す る道 も開けて くる と考 え ら

れ る 。 こ の よ うな ，教育研究 にお ける イ ン タ ビ ュ
ーの メ タ理 論 を， 「先 回 り型の 知」

と命名する こ とに しよ う。

　 メ タ理 論 として の 「先回 り型の 知」 の 性格が よ り鮮 明 に現 れ る の は ，今 回の 筆者

の 研 究 に お い て は無縁 で あ っ たが
〔6〕
，子 ど も ・青年 ・若者 を対象 と した イ ン タ ビ ュ

ー
の 場合で ある 。 子 ど もや 若者を対象 と した イ ン タ ビ ュ

ー
に お ける留意点 と して し

ば しば言及 され るの は ，子 ど もと大 人 との 「権 力 の 不均衡 （power 　imbalance）⊥

あ る い は 子 ど もが 常 に 「研 究 さ れ る 側 （the　researched ）」で あ り 「研 究 す る 側

（the　researchers ）」に は な い とい う表象の 問題 で あ る （Eder ＆ Fingerson　2003：34）。

筆者 の視 角 か らす れ ば 教 育研 究 にお け る年少者 を対象 とす る イ ン タ ビ ュ
ー

は ， ラ

イフ ス トー リー ・イ ン タ ビ ュ
ーの 場合 に お ける他者 の 生 に対 す る厳粛 な畏怖 の 念

そ れ を基盤 と した 「無知 の 知」の 生 成 とい っ た条件か ら大 き く隔た っ て い る 。 そ れ
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は，年少 の イ ン タビ ュ
ー

対象者 が は じめ か ら，学校や教 育機関 に帰属す る 児童 ・生

徒 ・学生 と して ，厳格 に カ テ ゴ リー化 され て い る こ とで あ る 。 そ うした帰属を もた

な い 者 に対 して も，教育研 究 は 抜 け 目な く．「未 （不 ）就学 者」「高卒 無業者」「ニ

ー ト」等々 の 代替 カ テ ゴ リー を用 意 してい る 。 こ うした カ テ ゴ リ ー化作用 に よ っ て

語 り手は ，問答無用 に 「教育業界」人 化させ られ て しまうの で ，他者性 は著 し くそ

ぎ落 と され る こ とに な る 。 こ れ らの カ テ ゴ リー
の 背景 には ，年少者の 身に起 こ っ て

い る こ と，あ る い は こ れ か ら起 こ る こ とはすべ て 年 長者 （大人）に よ っ て 先回 り的

に把握 され ，意味づ ける こ とが可能 だ と い うメ タ理 論が ある 。
こ の ように 「先回 り

型 の 知」 に は，年少者の 他者性 を認め な い
T そ の 否認の 上 に立 脚 した 知 とい う側面

が ある 。

　 さて筆者 は今回の 研 究 にお い て は，語 りの 外部 に一切 の 社会的説 明 因子 を認 め な

い とする厳格な構築主義の 立場か ら少 し距離をお き， イ ン タ ビ ュ
ー ・

デ
ー タ を文字

資料等 と柔軟 に組み 合 わ せ なが ら活用 する道を選 ん だ （倉石　2007，近刊 ）。 この

よ うに して 筆者が ，教 育社会 学／教育研 究 とい うデ ィ シ プ リ ン に お ける イ ン タビ ュ

ー法との 「つ きあい 方」に
一

つ の 確信 を得たの は ，本稿 冒頭で 述べ た とお りで ある 。

しか しなが ら こ の よ うに 教育社会 学 者 と して ，イ ン タ ビ ュ
ー との 「つ きあ い 方」 を

見 きわめ ，デ ィ シ プ リ ン 内部 に 安住 して しまうの を よ しと しない 白分 が い る こ と も

また確 か で あ り，それ が今回の 経験 をア ン ビバ レ ン トな もの と して い る 。

　 こ の 問題 は， イ ン タ ビ ュ
ー ・

デ ー タ に基づ く作 品化 の 問題 と不可 分で あ る 。 つ ま

り，作 品化 に よ っ て 接合 が は か られ る過程 で ，教育社 会学あ るい は教 育研究が前提

とす る知の 体 系に統合不可 能 な もの と して 捨て られ て しま う部分，捨て ざる をえな

い 部分 が存在 す る の で あ る 。 た と えば2．1，で 分析 した イ ン タ ビ ュ
ー冒頭 部の や り取

りが ，メ タ理 論的 考察の 重要 なデ ー タ源 とな っ た こ とは既 に見 た とお りで あ る 。 さ

ら に
， 【場面 2 −b】に お ける Y さ ん の ，「S 町 は亡妻 の 里 で ……」 に始 まる 人生 の

機微 に触 れ る 語 りで は， ラ イ フ ス トー
リ
ー ・イ ン タ ビ ュ

ー
の た びに 味わ っ た厳粛 な

気 持 ち に 引 き戻 され た 。 しか しこ う した部分 は ，高知県の 福祉教員 制度 の 展 開 とい

う全体像 の 描写 に おい て は 末節 の 部分 と して ，軽ん じ られて しま っ て い た 。 なぜ こ

の よ うに 含 蓄の ある デ
ー

タ や 心震 える体験 が ，知 の 体系 に と っ て 無価値 な もの と な

る の だろ うか 。 結局 イ ン タ ビ ュ
ー と い う営 み は

， 教 育研究 に まつ わ る メ タ理 論 を内

側 か ら揺 さぶ り，変革させ て い くこ とに寄与 しな い の だ ろ うか 。

　 しか しこ こ で 逆転 の 発 想が 必 要 か も しれ ない 。 す な わ ち， イ ン タ ビ ュ
ー と い う営

為 こ そ．教 育社会学 ある い は教育研究の 暗黙の メ タ埋論 を可視化 させ ，意識化 させ

44

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Japan Society of Educational Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Soolety 　of 　Eduoatlonal 　Soolology

　　 　　　　 　　教育研究にお けるイン タビ ュ
ー ・データとの 「つ きあい方」とメ タ理論

る また とない 好機 だ
，

と い うふ うに 。 とは言 え， こ うした メ タ理論 に拘束 されず に

イ ン タ ビ ュ
ー ・デ ー タ に基づ く作 品化を行 うこ とが 困難な こ とは，本稿で 見て きた

とお りで ある 。 次善の 道 として 考えられる の は， イ ン タ ビ ュ
ー ・デ

ー
タ に基づ い た

作品化 を終 えた とこ ろ で ， 白らの 作 品化の 過程 を もう
一

度問い なお し，デ
ー

タの ど

の 部分 を活 か し， また捨 て たか を再吟味 して み る こ とで あ る 。 特 に
一

度捨 て た部分

を中心 に ， 録音資料 の 聞 き直 しや トラ ン ス ク リプ トの 読み 込み を行 うこ とが 重要 だ

ろ う 。 そ う した作業 を通 して，内 なるメ タ理 論 と向 き合い ，対象化 す る こ とが可 能

とな るば か りで な く，捨 て られ て しま っ たデ ー タを 中心 に ，再作 品化の 可 能性 を考

え る道 も開 けて くる 。 こ う した地 道 な積み 重 ね の 先 に 7 も しかす る とメ タ理 論の 揺

さぶ りや 変革の 契機が あ るの か もしれ な い 。 なお 賢明な読者 はす で に ご 明察の 通 り，

実 は本稿 自体が ， こ うした 「再作 品化」 の ア ウ トプ ッ トの
一

つ で ある 。

〈注〉

（1） デ
ー

タ 内在 的 とは， 「デ
ー

タ の 外 部 に，デ
ー

タ の 意味 を理解可能 とす る何 らか

　の 解 釈 資源 を想 定す る こ とな く，観察可 能 と なる とい う」 （北？e　一古 賀　2008 ：

　32）想定の こ とで ある 。

（2） こ れ まで筆者が 強い 影響 を受けて きた ラ イ フ ス トー リ
ー
研 究の 方法論 あ るい は

　作品 と して ， Holstein＆ Gubrium （1995＝2004），桜 井 （2002，2005），桜井
・小

　林 （2005），山田 （2005），好井 （2006），蘭 （2004）な どが 挙げられ る 。

（3｝ 酒 井順 子 は オ ー
ラ ル

・ヒ ス トリー
を 「録 音 を した 史料 を某 に し た歴 史 ・社

　 会 ・文化研 究」 と定義 して い る （酒井 2006 ：78）。 しか し，オ ー
ス トラ リ ア 先

　住民 ア ボ リジ ニ の 歴史実践 に焦 点化 した 保苅 （2004）の よ うに ，調査対象者 と長

　期間と もに過 ごす人類 学的 なフ ィ
ー

ル ドワ
ー

ク を行 い ， ほ とん ど録音 を行 わ な い

　研 究 もあ る 。 保 苅 の 仕事 は， フ ィ
ール ドで の 語 りを，そ の 外部 の 「事実」 （た と

　 え ば文献 資料 に書 か れ た こ と）に照 ら し合 わせ て 吟味す る こ とを
一

切 拒 ん で お り，

　 そ の 点で は本稿で 言 う構築主義的 ラ イ フ ス トー リー研 究 と共通 し て い る 。 オ
ー

ラ

　 ル ・ヒ ス トリー研 究 の 多様 な広 が りを知 る に は ThQmpson （2000＝2002）が有益

　 で ある 。

（4） rir田 （1997）は英国 の 教 育社会学 に お け る ラ イ フ ヒ ス トリ
ー

研 究の 発展 につ い

　 て ，「新 しい 」教 育社会学が 生徒 中心 の 分析 に傾斜 し，教 師 へ の ア プ ロ
ー

チ が手

　 薄 だ っ た と こ ろ か ら，教師研究の 領域 を中心 に 発展 を遂げ た こ とを指摘 して い る 。

　 英 国の 議論 と して は Goodson ＆ Sikes （2001＝2006） を参照 。 ま た 日本の 教 育社
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　会学者 に よる ライ フ ヒス トリー的教 師研 究 と して，塚 田 （2008）を挙げて お きた

　 い 。

  た と え ば， フ ラ ン ス の 社 会 学 者 ベ ル トーが 行 っ た パ ン 職 人 に 対 す る 調 査

　 （Bertaux　1981＝2003）の よ うに ，そ の 世界 に 関する文字記録が 豊富 に存在する と

　 は あま り期待で きな い 場合で あれ ば， イ ン タ ビ ュ
ー ・デ

ー
タ へ の 構 えは また違 っ

　 て きたか もしれ な い 。

  　今回の 研 究 プ ロ ジ ェ ク トに お い て は， そ もそ もの 研究上 の 重心が教 員の 側 に お

　かれて い た 上．扱 っ た事象 が 半世紀近 く前 の もの とい うこ と もあ り， （元 ）生徒

　側 へ の イ ン タ ビ ュ
ー

を行 っ た際 に も， その 対象者 は 70歳 を超 えて い た 。
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ABSTRACT

          
"DealiRg

 with"  Interview Data  and  Metatheory

  in Educational Research: Between  the 
"wisdom

 of  ignorance"

                     and  
"prescribed

 wisdom"

                                                   KURAISHI,  Ichiro

                                     (Tokyo University of  Foreign Studies)

  This paper  cencerns  the way  educational  sociologists  
'`deal

 with"'  interview data

recordcd  during fieldwork, In my  recent  research  on  the  educational  activities  of

fukushi kyoin (welfare teachers)  in Kochi preiecture, whieh  focused on  
"historical"

events  from  the  early  post-war  era  to the 1960s, I recorded  a  great  deal of  interview

data in the  field, but was  very  reluctant  to deal with  the interview data as a

constructionist  1ife story  researcher  like myself  would  do before committing  myself

to t]he final research  project The  constructienist  presupposition that any  reality  is

constructed  through discursive practice prohibits us  from interpreting interview

narrative  with  reforence  to 
"outer

 world"  reality  and  forces us  to deal with  the

narrative  exclusively.  in my  case  with  the fukushi kyoin, however, I decided to
"utilize"

 the  interview data in combination  with  other  kinds of  data-like documents.

This means  that I placed greater distance between myself  and  the interview data

compared  with  the  case  of  pure  1ife story  research.

  Here  I point out  that in educational  research  it is often  hard to rnaintain  the

constructionist  presupposition because education  as  an  occupational  world  has,

compared  with  other  kinds of  oceupations,  a  highly intixnate relationship  with  the

written  worid  and  this reduces  the interviewer's tension  to the narrative  itself. In

addition,  the  fact that it is easier,  through cooperation  between the interviewer and

interviewee, to construct  and  confirm  that beth share  a common  background,
namely  

"education,"

 eauses  the withdrawal  of  the  metatheory  that life story

researchers  support:  the "wisdom
 of  ignorance." Instead. in educational  research  the

dominant metatheory  is "`prescribed

 wisdom,"  presupposing  the  superiority  and

precedence  of  the interviewer and  interpreter to the interviewee and  those

researched,

  Hdwever  it is also  important that the  practice of  
"re-use"

 of  interview data may

provide  us  with  the opportunity  te be conscious  of  the above-mentioned  dominant

metatheory  in educational  sociology-  This may  lead us  to a  radical  criticjsm  of  the

selfevident  
"prescribed

 wisdom"  in any  educational  research.
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