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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　1

　現 代 教 育社会学 の 特微 の ひ と つ に 方法論の 繁

栄 が あ る
1
。

こ の 対幅 を な す も う ひ とっ の 「特

徴 」 は、対 象 画定に 関 す る 議論 の 深 ま りの 欠 如

で あ る。む ろ ん 教育社 会 学 の 対象は く教育〉な の

だ が 、しか し教 育 社 会 学 が サ ブ ・デ ィ シ プ リ ン

と して の ア カ デ ミ ッ ク ・ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 確

保 す る た め に は
t、（教育 〉が ほ か な ら ぬ 社会学

の 対 象 と して もっ 意 義 に 関 す る ・も っ と た ち い っ

た 検 討、す な わ ち 「対 象 論 」が 必 要 で あ る ％

こ の 観 点 か らは、後者 の 「特徴 」 は 、 む し ろ 現

代教育社 会学 の 潜 在 的病 の よ うに み え る
‘

。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　肛

　 とは い え 伝 統 的 に は、教 育 社会学 は そ れ が 対

象 とす べ き もの を さ ま ざ ま な か た ち で 論 じて き

た。こ こ で は 2 つ の 講論 に 言 及 し よ う。

　第
一

に フ ラ ウ ドと ハ ル ゼー。1958年に 彼 らは 、

無 定 型 な 教 育 作用 な い し教 育機 能 を対象 と す る

〈教 育 用 の 社会学 Educational　 Sociology＞に 、

産業社 会 に は じ め て 出現 した 教育制度に 焦点を

据 え る 〈教育を対象 と す る社 会 学 Sociology　 of

Education＞を 対 置 し た。要 す る に 彼 ら は 教育社

会学 Socioiogy　 of 　 Education の 対 象 は た ん に

教育で は な く、 教育 制 度 だ と主 張 し たの で あ る。

そ して 彼 ら は こ れ を社 会 学の ロ ジ ッ ク か ら正 当

化 し た 。す な わ ち 産 業社会 に お い て 教育は 、そ

の 社 会 の 性 格 と ゆ くえ を 決す る 主 要 な 社 会 制 度

とな り、社会学的社会 分析 の 主 要研 究 対象 に な っ

た の で あ る、と
5。［Floud　and 　 Halsev．1958］。

　 第 二 に M．F．O．ヤ ン グ。こ の 指摘 の 13年の ち、

ヤ ン グ は 教育社会 学 の 対 象 が 、教 育 的 だ と 自 明

視され る制度 的 カ テ ゴ リーの 社会 的な 被造物性

に あ．る と い う議論を う ちだ し た
S

。 つ ま り彼 は フ

ラ ウ ドと ハ ル ゼ ーか ら さ ら に す す ん で 、社 会 学

的教育分折 は 教育制度 が そ の う え に な りた っ 社

会 的文 啝 こ ζ そ注 目す る 必 要 が あ る と 主 張 した

の で あ る ［Young．1971〕。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 皿

　 社 会 的 文 脈 の 揉求を 通 し て 教育的 カ テ ゴ リー

を 相 対 化 し、問題，化 す る こ と 。
こ れ は 教育 的 な

る も の の 自明性 ・絶 対 性 へ の 懐 疑 を 意 味 す る。

こ こ に み え る相対主義 ・懐疑 主 義 は ア カ デ ミ ッ

ク な 健 全 さ の 証 で あ り、非 難 され る い わ れ は な

い 。 社会学的 言説 に お い て ヤ ン グ に 批判 の 要が

あ る の は、そ れ よ り も彼 に よ る 論点の 「哲 学 化 」

に 関 して で あ る。

　哲学的 な 社会 分析 と社会 学 的 な そ れ と の 相 異

は、きわ め て 図式 的 に い え ば、前 者が カ ン ト的

意味で の 「シ ャ カ イ 自体 」の 全称的 な 法 則 の 把

握 を め ざす の に た い し、後者 が 現 実 社会 に 生起

す る現 象 を 通 じて 、 当 の 社 会 の 特 称 的 ロ ジ ッ ク

を 探 ろ う と す る点 に あ る と 考 え ら れ る
7

。 こ こ

に 現 実社会 とは 、印象派 的 表 現 で 示 せ ば、近代（±

現 代 ）社 会 modern 　 so 。iety の こ と で あ る 。
っ

ま り社 会 学 的社会分析 は、そ れ が 実 証 的 で あ る

か ぎり、〈近代社会 〉に 関す る 特 称 命題 の 樹立を

事実上 志 向 して い る
8 。要する に 社 会 学 （あ る

い は 社 会 科学全 体 ） は 、近 代 社 会 と指 示 連関関

係を な すわ け で あ る 。

　 さ て こ の 観 点 か ら ヤ ン グを み れ ば 、 批 判 点 は

明 白に な ろ う。周知 の よ うに 、彼 は 自 明 の 教育

的 カ テ ゴ リ
ー

の 頂点 に 教 育 的 知 識 （カ リキ ュ ラ

ム ）を 据 え 、
こ れ に 懐 疑 の 視 線 を お く る。 し か し

彼 は こ こ か ら
一

気 に 1
『
知 識 の 権力被 規 定 性 」 と

い う全 称 es　一＝哲 学 的テ ー
マ を ひ きだ し て しま う 。

そ の 結果、彼 は 「教 育 的知 識 は 権 力 に よ っ て 決

定 され る。な ぜ な ら権力 は 知識 を 決定す る か ら

だ ∫と い うあ り きた りの ト
ー

トロ ジ ーを 支持 す

る 状況 証 拠集 め に 専念 す る こ と に な っ た
S。し

か し こ れ は 彼 の （そ して きわ め て 社会学的 な ）懐

疑主 義 。相 対 主 義 に た い す る 裏切 りで あ る。な

ぜ な らヤ ン グ 自身の そ もそ もの 論 調 か らは、あ

る 全 称 命 題 の 真偽 画 定 な どで は な く、権力 と 知

識 の トートロ ジ カ ル な 結合 が 有 して い る 特称 的

な社 会的 文脈の 解明が 方向 づ け られ て よ い 筈 だ っ

た か ら で あ る 。

　 と も あ れ 第
一

に 、制度 と し て の 教 育 は 、近 代

社会 の 分析 的 表 現 の ひ と つ た る 産 業社会 に は じ

め て 出 現 し た こ と 。 第二 に 、 特定 の 社 会 的 文 脈

こ そ が 、制度 的 カ テ ゴ リ
ーと して の 教 育 を 自 明

な もの とす る こ と。以 上 が い ま み た 「教育社会
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学対象論 Y の 二 っ の 結論で あ っ た。そ して 70年

代 中 盤 以 降 の ・方 法 論 争 を 一
っ の 特 徴 に も っ 現

代 教 育 社 会 学 は 、こ の 種 の 議 論 に は い さ さ か 冷

淡 で あ っ た。け れ ど も も しこ の 二 っ の 対 象 論 の

も っ イ ン プ リ ケ
ー

シ ョ ン を さ きの 社 会 学的 分析

の 特徴 づ けか ら追究 し、あ る 人物 と照 合す る な

ら、〈 教育 〉 と い う 対象 は じ っ は と もす れ ば 全

称 的 議 論 を み ち び く方法 論 よ りも 、 よ ほ ど社 会

学的で あ る こ と が 判 る。さて そ の 人物 が 、マ ル

テ ィ ン ・ル タ
ー

で あ る。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 V

　職業観 の 分析を通 じて ウ ェ
ーバ ーが ル ターに

〈近 代 〉の 萌芽 を み た の は っ と に 有名で あ る ［195

5］。しか しわ れ わ れ に は 、ル ター
は ま た く近 代 的

〉な 教育制度 の 萌芽的 な 唱 道者 に もみ え る。こ

こ で は こ れ を 3 っ の 側 面 か らあ と づ け よ う 。

　第
一

に 教師。彼は 両窺 は 口 腹 の こ と 以 外 に は

無 知 で あ り、
齢
子供 た ちを 十 分 に 正 し く教 え、養

育 す る た め に は、特 別 の 人 を 必 要 と す る
’

こ と

を力説する ［（1524）：428ユ。第二 に 教科書。1529

年 に 出版 さ れ た 「小教理 問答書」の 冒頭 で 、 ル

ター
は 次 の よ う な 注 意 を な した 。 す な わ ち本 書

に っ い て は
’一字 も く るわ す こ と な く

’一
た だ の

一
綴 り た り と も乱 して は な ら

’
ず、

岬
本文 に 従 っ

て 、一一語一語、彼 ら 匚
唱
若 い 、単 純 な 人 々

”
］が 復

唱 す る こ と が で き、暗記 す る よ う に な る ま で 、［
“
．

監 督 者
一
が ］教 え こ まね ば な らな い

’
と ［（1529）：

568‘570］。第 三 に大 衆 へ の 就 学 強 制。ル ターは

徴兵 に 言及 しな が ら
L

般 の 人々
一’

貧 し い 、中流

の 、普 通 人
’
が
鬯
子 供 を …学 校 に や る よ う に 強 制

す る 責 務 が
…統 治 者 側 に

1
も あ る

「
［（1530）：2ti4、2

29、235f．］こ と を 強 調 し、さ らに
“
政 府 が 、有

能 な 子供を み っ け た ら、・そ れを学校 に入れ る よ

う に 監 視 せ よ
’
［梅 根 、1968 ：133］と述 べ 、知 識や

道 彼 以 前 に 、就 学 の 義 務 を 訴 え た の で あ る
t °。

　以 上 の 引 用 に は、今 日わ れ わ れ が く教育 〉の 名

で 意味 し表象 す る 制度的事態 の 基 本的な 特徴が

暗 示 さ れ て い る 。 そ して こ の 引 用 に お い て ル タ

ーが 重 要 な の は 、彼 が く教 育制度〉の 発案 者 か ど

うか な どで は な く、わ れ わ れ に は 自明 に 映 る こ

の 事 慝 へ の 言 及 が 、16世 紀 の ヨ
ー

ロ ッ パ で は 新

奇 modern な 「提案 」 と して 存 在 し た 点に あ る。

こ こ か ら、わ れ わ れ が く教 育 〉だ と と ら え て い る

制度的な リア リ テ ィ は、じ っ は特 殊 に 〈近 代的〉

な事態で は な い か 、 と い う 問 い が 生 ま れ る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 W11

　 ラ ト ケ は 1617 年 に
凹
生 徒 は 教 師 に 正 面 して 着

・座 し な け れ ば な らぬ
冒
と書 いた が 、彼 は こ れ を 秘

密 に すべ き画期的発明 だ と考 え た。強 制 的 な 就

学 義 務 は 1642年 の マ サ チ ュ
ーセ ッ ツ 教育法 お よ

び ゴータ教育令 に は じあ て あ らわ れ た。コ メ ニ

ウ ス が 世 界 初 の 挿 絵 入 「教 科 書 」を 著 し た の は

1658年で あ り、彼 は ま た一時 に 多 数の 人 間 を 教

え る 技術 に っ い て 誇ら しげに 語 っ た。実際、萌

芽 的 「近 代 人 」 ル タ
ー

の 提案は 、i
一

世紀 の 間 に
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 l
ゆ っ く り と 具 体 化 して い った よ うに み え る

1
 

　
’
こ こ まで の 議論 は、結局 は 「脱 学校 論 」に 合

流す る と 映 るか も しれ な い 。 しか し以 上の 論述

は 、む しろ 脱学校 論 を め ぐ る 逎 常 の 理 解 、っ ま

りく教育 〉と い う ア ・プ リ オ リ に 良 き もの が あ ら

か じ め 存 在 し、近 代 で は そ れ が 〈学校 〉教育 の か

た ちで 実現 さ れ る こ と か ら さ ま ざ ま な 「病 理 」

が うま れ て い る と い う 理 解 へ の 批判を 含 ん で い

る
ts

。こ う語 る際 の さ さ や か な 根 拠 は 、教 育

education と い う こ と ば 自 体 が 近 代 の 産 物 で は

な い か と い う点 に あ る 〔イ リイ チ ：198Z 、104；お

び ；東京 大 学 大 学院 広 田 照幸の 指摘国
1‘
。

　 わ れ わ れ は 歴史の 「あ と 知恵 」 か ら、どの 時

空 に あ る社 会 に も〈教育 的 な る もの 〉を 発見 で き

る。； し か し そ れ は あ くま で も 「の ・よ うな もの 」

に す ぎ な い の で は な い か
『
？ そ し て じ っ は く学 校

制 度 〉の み な らず く教育〉もま た 近代の 発明で あ

り、
．
近 代的な 状況 や f技 術 」を通 じ・て 〈離 床 〉 して

きた ・あ る 社 会 領域 に 与 え ら れ た 「名 前」な の で

は な い か ？

　 本 発 表 の 「結 論 」で あ る こ の 発問は 、 教育 の

「冒涜」と い うよ り は、社会 学 的対象 と して の 〈

教育 〉の 重 要 性 へ の 予 感 を あ ら わ して い
．
る。な

1

ぜ な ら、も し〈教育〉が 近 代 社会 に 特殊 な 領域 な

らば 、近 代 社 会 に 特徴的 な ロ ジ ッ クを 分析 しよ ．

う と す る社会 学 に と っ て 、〈教 育〉は 社 会 学方法

論の た ん な る 「応 用 問 題 」 で は あ り え な く な る

か らで あ る 。 そ して さ き の 発問が く教育〉と い う

対象 の 実質 に 則 して 追究 さ れ る な ら、現 代 教 育

社 会 学 に お い て 「理 論」と「方法 論 」を 同
一

視す る

偏頗 な 理 論 観 は 払 拭 され、「理 論 」と「
．
実 証 」が さ

ほ ど 遠 い 距 離 に は な い こ と を 、ひ ょ っ と し て 明

らか に で き る の か も しれ な い e
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