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教 育 社 会 学 史 研 究 ci） 視 点 を め ぐ っ て

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 東京大学教育系大学院　　久　富　善　之

　（要　 　旨♪

　教 育社会学史 の 課題 と方法に つ い て 、独 自 に 取 り上 げ て 論究 し fc も の は 匠 と ん どない が
、

そ

の棚 で あ る 暾 斛 桧 轉 典』の 馬場 四 郎 の小論 燉 離 会学史の 目的 と方法り （囎 「教

育祉会学 史」 、辞典 P228 ） を出発点 と し ょ う
。

こ の 800 宇 足 らず の 簡潔 な 文章 の 中 で
、

馬場は 、次 の こ と を 教 え．て い る 。

　 まず 、 教育社会学史は 「數育社会学論の 付帯的部 分を構 戚す る」 とい う こ と、つ ま り 「教育

社会学 の 学問的性格 の 推移 ・
発展 を学 問論 の 立 場か ら歴 史師 こ 自己反 省す る 」 とい う方 向 を恃

・ て
・ 学勲 1騨 狭義の 学 論 網 互 関砂

つ つ
・ 臓 の 学 論の 紛 を構成 し な肺 ぱ 齢 な い

と い ．う酵 ・ と剛 寺に
・ 学 史は 「実質的な 研究成果 の 整恥 蓄醐 に よ っ て 学 の 牌 論化 ・体

系化⊥に寄与す る と V ・
　？方向 t！も 持 た ね ば な らな い こ と

、
そ し て こ の 二 ？ の 方向 は 「そ の い ず

れ tl1一方 に 偏 す る の で な く、両者を関連 きせ た 歴史的考察を加 え る 必要が あ る」 こ と、

』
等 を教

え て い る 。 」

　学 史が 「学論 の 付帯的部分を 構 成す る 」 と い う 主 張 の
、

「学史 は 概 説 の 一部 とし て 記述 され

’

れ は よ い 」 と言 ・ た こ
、
・ ア ン ス 繝 して は ・ 物 購 殊 闘 究す ・ ・ f直す ・ 催｛町 あ ・・郎

う こ と を 鰐
俘

せ ね ぱ な ら
タ

い が
，

師 要な 卿 こ の 鞘 衂 の 緬 ・r零鰭 論 ・暫 ・

の 相 互 関 溢 忍識 で あ る
．

つ ま り、学論を 深 め る 瞰 、学 の 歴 史的 自己反省 力泌 婁で 鋤 、

「’r
で あ

る が 故に ま た 自己反省 として の 学 史は 、 学論 の現代的課題 意躑写基い1て行 わ れ なけ れぱ なレ・、

とい う こ とで あ る。

そ の 繊 か ら馬場 の 主張 観 る と」 皮は 教育社会学の 歴史的躑 腿 醗 、 ．r学 問 的主 体性を

具え、経験 科 学と して の 固有の 体系 を 整錨 し 、 教 育研究 に対す る 基 礎科学の 地位 を確立す る に

至 る」 と か 「教育政策 や 教 育爽践 に対 して も現笑的に寄与す る こ と が で き る 体系 を整備す る に

至る」そ うい 購 と し て 明 らか に す る こ とを学 史の 課題 と し て い る
・ ．

、機難 廉β輝 は
’

t

こ で は 「主体的 で 固 有な体系 化」 と、それ に もとつ く 「政策 ・実践 の fcあの 基礎 科学と して の

確立化」 と い う 展開方向を持 っ た も の と して 前提 され て い る。馬揚 の 年来．
の 主張 力戦　「学 と し

て の 独 自の 体系化」 と 「政策科学
へ

の 発展」 て あ らた こ と を 考 え 合 せ る と、こ こ で は学論 に 於

け る 彼の 課題 意 識 が 、学史研 究の 課題 葱識
・
に も な っ

て い る こ とがわか る 。 ，

こ の よ う なあ 蝣 の 蝋 は
，

暁 鱠 教 覯 会学｝ま・こ
，
うい 笏 離 発 鱒

べ
紅 あ る」．

と
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い う課題意識 が
、

そ の ま ま学 史研究 に持込 ま れ 、 「あ る ぺ き」教 育社会学 の 発展方向出、
．
「現

に存在 Ufcj 教育祉会学 の 展闢痘向とが嵩 垂写 し に さ れ て し ま う ζ と
・
・そ れ が ま た 二 重 写 し に

あ て は ま ら な い もの を学史か ら切 り捨 て る危険性に もつ な が る こ と、で あ る 。

　 こ こ で 大 箏 な こ と は 、学論を め ぐる 現代 的問 題状況 を、 厂歴 史的に 存在し、現に 存在す る

教育社会学 の 学 問性格 が
、 ど うい う もの で あ っ

た か 、あ る か 」 と い う問 題 と
、

「教 育社会 学 が

今後 ど う い う方向へ発展す べ きか」 とい う問題 とは、
一応相対的に区別 し得る もの と して 捉 え

る こ とで あ る。し か る 後に 、今後 の 発展方向の 問題 が 、教 育社会学の どの よ う な歴史 と現 実 の

背景 （な い し規定性） を踏まえ て あ る の か
、 とい う 学論 を め ぐ る 問題 状況 の 総合的把握 を し て

こ そ
、 学史研究 を成立 さ せ る 1学論 の 現代的課題 意 識」は 、 は じ め て トー

タ ル で客観的な もの

に な り得 る で あ ろ う。

　例 えば 、馬場は 教育社会学 の 成立 に つ い て 、 「教 育の事実お よ び 問題 に つ い て の 社会学 的思

考の 発生」 と言 っ
て い る

。
し か し

、
教育 に つ い て の 「社会学的思考」 と は い

っ た い 何 な の か が

よ り課題 的に 間 わ れ なけ れ ば な らな い
。

そ れ は 「社会学 の 方法 が 単 に 偶然 的 に 教育事実
・
問題

に適用 され た もの 」な の か そ れ と も i一つ の 社会認 識 （＝ 社 会学理論）が一つ の 教育認識 （＝

教 育社会学） を 必然 の も の と し て
、

そ の 理 論展 開 の 中に含ん だ もの 」な の か。 「祉会学 的思考

の 発生をめ ぐ る こ の 問題は、 sociology 　of 　 educaticn 　とい う呼称 の 大 勢化

の 中で も
、

そ れ を 1社会学の 方法 の 教育 へ の 単な る 適用」 と解 して よい か ど う か とい う課題 、

あ る い は 社 会学に 対す る教育社会学の 独 自性は ど こ に あ る の か と い う課 題 等の 現 代的 問題 状況

と密 接 に 関連 し て 存在す る。（こ れ は
一

例だ が）そ う で あ る が 故に ま た 、教 育社会学史は課題 的

特 殊研究 の 対象領域 と し て 、我 々 の 尽 きぬ 興味を葦きつ け て や ま な い の で あ る 。

（も くじ）

　 1． 教 育社会学 史研 究の 基 本視点

　 2， こ れ迄 の 学 史研 究 の 成果 と教訓

　　（1） 記述か ら課題 的特 殊研究 へ

　　  　記 述か ら批判 的継 承 へ

　 3．教育社会学史研 究の現代的 課題 （注 丿

　　（1〕　 soc 三 〇 logy 　 of 　 education 呼称 を め ぐ っ て

　　   　教育 の 社会性 の 認 識をめ ぐっ
て

　　　  　教育 ＝ 労働力 形成

　　　＠　教育の 階級性

　　　o 　教育．rtr 会化

　 　（3） 理 論 と実践 の 問題 を め ぐ っ て

　　
・
  教育学 と の 関連

　　　＠　政策科学

（註）　 こ の よ うな 課題 を こ こ に 列 挙し角の は、 こ れ を学論 として 論義 し て こ こ で稼着を つ け

　　　た りす る た め で は な く、こ れ らの 問 題 を め ぐっ
て 現 に 出 さ れ て い る 諸論議を ふま え っ っ

　　　そ の 間題 の 性格を明らか に し
、

そ の こ とが、学史研究 に ど の よ う な課題 を提起し て い る

　　　か を さ ぐ る た め で あ る。　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　
‘二「

　 4． 課題 の 具体 化 と今 後 の 方向に つ い て
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