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教育システム論に対するマイヤ
ーのインプリケー

ショ ン

沖 津 由 紀 （東 京 大 学大 学 院 ）

1　 目 的

　教 育 シ ス テ ム と は 何 か 。そ れ を ど の よ う に 概 念 化 す れ

ば、現 代 の 諸 社 会 に お ける 教 育 現 象 の 類 似 と 相 違 を体 系

的 に 把 握 す る こ と に 役 立 っ で あ ろ う か。

　筆 者 は こ れ ま で 、目 本 の 教 育 の 特 質 を 理 論 的 に 把 握 し

説 明 す る た め の 理 論 図 式 逸 求 め ．そ の 結果 「シ ス テ ム 間

関 係 の 比 較 歴 史 社 会 学 」 と い う枠組 み が有 効 で あ る と 主

張 し て き た D 本 発 表 で は 、こ の よ う な 主 張 を 、Jehn 翫

Meyer の 観 点 か ら 再 検 討 す る こ と を 目的 と す る 。マ イ ヤ
ー

は ．数 育 の 歴 史的 ・比 較 的
・
組 織 論 的 研 究 を 理 論 実証

両 面 か ら 続 力 的 に 進 め 、そ の 中 で 教 育 シ ス テ ム と そ の 尉

性 に っ ．い て 数 多 く言 及 し て い る 。そ れ ら を整 理 す る こ と

で 、先 の 枠 組 み の 意 義 を 確 認 す る こ と を試 み る 。

2 　 マ イ ヤ
ー

の 議 論

　 日 本 の 教 育 社 会 学 に お い て 注 目 さ れ て き た マ イ ヤ ー
の

論 点 は 、大 別 し て 次 の 3 っ で あ る 。

　 （1 ）チ ャ
ー

タ ．一理 論 ；マ イ ヤ
ー

は．個 々 の 学 校 の 教

授 活 動 と は 独 立 に 、む し ろ さ ら に強 力 に、学 校 外 の 社 会

が そ の 学 校 や 生 徒 に 対 し て 与 え る 定 義 ＝ チ ャ
ータ ーが．

生 徒 に 対 し て 樺 々 な 面 で の 社 会 化 機 能 を 持 っ と い う こ と

を指 摘 して い る。日 本 で こ の チ ャ
ーター理 論 は、中 等 教

育 に お け る 生 徒 の 進 路 分 化 を 説 明 す る 理 論 と し て 注 目 さ

れ て き た．．学力 に よ る 学校序 列 が 明 確な 日 本 で は、学 校

ラ ン ク が そ の 後 の 進 路 に 大 き く影響 す る 。特 に 、学 校 生
．
活 の 開 始 以 前 の 社 会 化 と い う現 象 に と っ て ．チ ャ

ー
タ
ー

理 論 の 説．明 力 が大 き い と さ れ て き た の で あ る。

　　（2 ） 教 育 組織 の 脱 運結 （deceupling ）論 ；マ イ ヤー

は 、ア メ リカ の 学 校 に お い て 、学摩 取 得証明、教師の 採

．用 墓 準、生 徒 の 学 年 や ク ラ ス へ の 配 分 な どに 関 し て は タ

イ トな コ ン トロ
ー

ル が見 ら れ る
一

方、教 室 内 部 の 教 授 活

動 に 対 す る 監 視や 評 価 は 限 ら れ て い る こ と に 注 目す る 。

そ して こ れ ら形式 的構造 と 実質的 活 動 と の 問 に 「脱連結

1 関 僚 が あ り、そ れ が学 校 組 織 に と b て 重 要 な 載 略 と な

っ て い る と 指摘する 。な ぜ な ら、形 式 的構造 と 実質的活

動 を 対応．さ せ る 努力 は コ ス トが か か る 上 、監 視や 評価 に

よ っ て 発 見 さ れ た 不
一

致 は 学校 の 正 当 性 を 剥 脱 す る 根 拠

と な る か ら で あ る 。
　 中 央 集 権 的 な 日 本 の 学 校 教 育 に、こ の 議 輪 が そ の ま ま

当 て は ま る わ け で は な い ．．し か し 日 本 の 教 育 組 織 に も脱

連 結 現 象 は存 在 し．ま た教 育 組 織 の 疑 似 合理 性 を 指摘 し

たマ イ ヤ ーの 議 論 は．効 率 中 心 の 日 本 の 教 育 組 織 論 に と

っ て 有 効 な 反 論 と な る と い ．わ れ て い る 。

　　（3 ） 世 界 シ ス テ ム 論 ；こ れ は、現 代 の 世 界 各 国 に お

け る 急 速 な 教 育 拡 大 が、教 育 を通 じ て 個 人 と 社 会 の 進 歩

を追 求 す る こ と が、全 て の 国 家 を 巻 き込 む 世 界 的 イ デ オ

ロ ギ
ー

と な っ て い る ζ と に よ る と い う主 張 で あ る。従 来

の 機 醐 主 義 的 お よ び 葛 藤 論 的 説 明 は、い ず れ も一社 会
．
内

部 に 教
．
育 拡 大 の 雌 引 力 を 求 め て い た。し か しマ イ ヤ

ー
は

、各 国 の 特 性 と教 育 拡 大 と の 相 関 が 概 し て 小 さ く、し か

も 歴 史 的 に も 減 少 傾 向 を 示 す と い う 実証結果 に 基 づ き、
現 代 の 教 育 拡 大 は 、国 家 や 社 会 の 境 界 を 超 え て 作 用 す る

規 範 的強 制力 に よ っ て
．
引 き 起 こ さ れ て い tる と 結論す る 。

現 代 世 界 の 中 で
一国 家．特 に 扱 発 の 弱 小 国家 が 「市民 権

」 を得 る た め た は、GNP 等 に 加 え 就 学 率．識 字 率 等 の

指 攘 が 重 要 と な る ，現代 世 界 が統 合 と 相 互 依 存 を 噌す に

従 い 、教 育 イ デ オ ロ ギーが 個 々 の 国 家 に 及 ぼ す影 響 力 も

強 ま る と マ ・イ ヤー
は 主 張 す る 。

　 以 上 の 3 っ の 議 論 は、一
見 ば ら ば ら の 主 張 に 見 え る 。

し か し．こ れ ら 全 て に 通 底 す る マ イ ヤーの 根 本 的 な 発想
が あ る。藤 村 く1983｝ ほ、そ れ は 教 育 シ ス テ ム を r制 度

的 」 シ ス テ ム と み な して い る こ と で
．
あ る と 指摘 し て い る

。マ イ ヤ ーが 旧 い る 「制 度 亅 概 念 は バ ーガーと ル ッ ク マ

ン に 依 拠 し て お り．
「
「祉 会 全 般 に、多 か れ 少 な か れ 合 意

の も と に 共 有 さ れ て い る、役 割 、ル
ー

ル ．定義な ど」 を

意 味 し て い る。マ イ ヤ ーは ．教 育 シ ス テ ム は 学 級 、学 校

、学 区、社 会、世 界 的 規 範 な ど 多 数 の 構 造 的 レ ベ ル で 組

識 さ れ て い る が、こ れ ら の 中 で 最 も 重 要 な の は 特 定 の 組

織 レ ベ ル で は な
．
く、よ り包 括 的 な r制 度 J レ ベ ル 、す な

わ ち あ
』
る 社 会 あ る い は 世 界 にお い て 広 く正 当 と さ れ て い

る 、教 育 へ の 讎 皇 で あ る と主 張 し て い る の で あ る。
　先 の チ ャ 「 タ

ー
理 論 は 、学校の 外 の 社 会 で 学 校 と そ の

生 徒 に 与 え られ て い る 定毀三意 味 付 与 が、学 校 組 織や 教

授 活 動 の 効 果 よ り も 強 力 に、生 徒 へ の 社会化 効果 を 持 っ

と い う指 摘 で あ っ た。ま た 脱 速 紹 論 は ．社 会 的 に 認知 さ

れ て い る フ ォ
ー

マ ル な 構 造 に 適 応 す る た め に．学 校 組 織

が形 式 的 構 造 と 突 醗 の 教 授 活 動 と を分 離 さ せ る 現象 の 指
．摘 で あ っ た 。 そ して 世 界 シ ス デ ム 論 は、世 界 的 に 普 及 し

た 教 育 イ デオ ロ ギーこ そ が 現代 の 教 育 拡 大 の 推 進 力 で あ

る と い う 指 摘 で あ っ た。こ れ ら の 議 論 は ．ミク ロ ・ミ ド

ル ・マ ク ロ の どの 側面 に お い て も、教育上 の 諸現象 の 考

察 に と っ て 、実体 的 な 教 育 組 織 の タト部 に お け る ．教 育 と

い う ・に 対 す る 「意 味 付 与 亅 に 注 目す る こ と が 不 可 欠 で

あ る と い う主 張 へ と帰 着す る の で あ る。
　 で ば そ れ 1±、一般 的 に は ど の よ う な 意 味 付 与 な の か 。
マ イ ヤー

は 、近 代 社 会 は 個 人 主 義 と 合 理 主 義 と い う 二 つ

の 原 理 をめ ぐっ て 成 立 し て い る と 述 べ る。教 育 は、こ の

よ う な 構 成 原 理 を体 現 し た 神 話 と し て 発 展 して き た。
．

「

教 育 シ ス デ ム は 、そ れ 自体 イ デ オ ロ ギー
で あ る ．そ れ は

、世 俗 的 個 人 主 義 と
．合 理 主 義 に 向 けて の 祉 会 の 再 編 成 が

生 み 出 し た も の で あ る 。亅 マ イ ヤ ーに よ れ ば 、教 育 シ ス

テ
．
ム は 、社 会 ＝国 家 の 梅 成 原 理 そ の も の な の で あ る 。

3　 他 の 教 育 シ ス テ ム 論

、で は、他 の 教 百 シ ス テ ム 論 に お い て ば ど の よ うな 考 え

方 が 主 流 を占め て い る の だ ろ う か 。t マ イ ヤ
ー

の 議論 は ．
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そ れ ら と 比 べ て、ど の よ うな 点 で 際 立 っ の だ ろ う か。

　 シ ュ リーヴ ァ
ーら （1987）が指 摘 す る よ う に 、従 来 の

研 究 の 中 で 、　 「教 育 シ ス テ ム 亅 と い う 首 葉 は、日 常 首 語

そ の ま ま に 無 造 作 に 用 い られ る傾 向 があ っ た。そ の 全 体

像 と 特 質 を 把 握 す る た め の 議 論 を 欠 い た ま ま．部 分 的 知

見 が提 出 さ れ る 傾 向 が あ っ た の で あ る 。

　 例 を 挙 げ て み よ う。ミュ ラー、リン ガー、ス テ ィ
ー

ド

マ ン ら （1987） は 、近 代 西 欧 中 等 教 育 史 に 関 す る 共 同 研

究 で 、そ れ ぞ れ 「シ ス テ ム 化 」　 「複 線 型 分 節 化 亅　 「規 範

的 教 育 機 関 」 と い う概 念 を 提 出 し、最 終 的 に は 近 代 酉 欧

中 等 教 百 が 階 級 再 生 巌 の 搬 舵 を 担 っ て き た と 繕 踰 し て い

．る 。し か し 先 の シ ュ リ
ーヴ ァ

ー
ら の 批 判 に よ れ ば、こ れ

ら 三 っ の 理 論 モ デ ル は 一般 的 な 体 系 へ と 統 合 さ れ ず に 個

別 化 さ れ て お り 、そ の 個 別 性 を 補 うた め に 各 国 の 教 育 制

度 の 固 有 性 は捨 象 され 、　 「階 級 再 生 産 亅 とい う
一

般 的 縞

論 が早 急 に 醇 か れ る 結 果 と な っ て い る 。
　 ま た グ リ

ー
ン （1980） は ．教 育 シ ス テ ム 固 有 の 構 遣 と

力 学 の 記述 を 意 図 した 研 究 の 冒頭で シ ス テ ム 概念 の 定義

の 問 題 に 触れ て い る 。し か し そ れ く の 解 答 は も シ ス デ ム

の 定 義 は 学 校 教 育 制 度 に 対 す る コ ン トロ ール 、資 源 配 分

、関 連す る 諸利書 な ど の 叙述 の 中で 自ず．と明 ら か に な る

はず で あ る と い う．消 極 的 な も の に留 ま っ て い る。
　 こ の よ う に 他 の 議 論 に お い て は ．　 「教 育 シ ス テ ム と は

い っ た い 何 か 」 と い う 問 い は、個 別 の 知 見 の 築 積 に よ っ

て 解 答 可偲 で あ る と 考 え ら れ る 傾 向 があ っ た と い え る 。

4 　 マ イ ヤ ーが与 え る 示 唆・と そ の 限 界

　 以 上 の よ うな 教育 シ ス テ ム 論 とマ イ ヤ ーが 異 な る 点 は

、マ イ ヤ
ーが、教 育 シ ス テ ム と は い っ た い 何 か、教 育 シ

ス テ ム を どの よ う な レ ベ ル で 把 握 す る こ と が 最 も 重 要 で

あ る か 、と い う 問 髢 に 正 面 か ら 取 り組 ん で い る こ と で あ

る 。そ し て 彼 が 得 た 解 rg　＝ 教 育 シ ス テ ム は 「制度的亅 シ

ス テ ム で あ る
一

は ．教育 シ ス テ ム 論 の 構 築 に と っ て 看 過

で き な い 重 要 性 を 持 つ ．
　 な ぜ な ら、第一

に．教 育 と い う、作 用 や ア ウ ト プ ッ ト

を同 定 す る こ と が 困 難 な 領 域 は 、確 か に 社 会 や 人 々 に よ

る 「意 味 付 与 」 に 支 配 さ れ る r制 度 的 亅 シ ス テ ム で あ る

と考 え られ る。い わ ば架 空 の 存 在 で あ り、そ れ に関 わ る

全 て の 人 々 が そ の 仮 構 に 従 っ て 行 勁 して い る か ら こ そ 実

体 ら し く見 え る の が教 育 シ ス テ ム な の で あ る 。第 二 に 、
教 育 シ ス テ ム の 社 会 間 比 較 を 試 み る 際、個 々 の 社 会 の 教

育 の 特 質 を 総 合 的 に 捉え る 事 が 必 要 に な る。そ の 場合、
数 量 的 デ

ー
タ に 加 え 、各 社 会 で 教 育 全 体 お よ び 教 育 上 の

諸 カ テ ゴ リ
ー

に い か な る 意 味 付 け がな さ れ て い る か を 抽

出 す る こ と が不 可 欠 と な る e そ の よ う な 意 味 付 与 こ そ が

そ の 社 会 の 教 育 の 特 質 で あ り、か つ 個 別 の 事 象 の 根 源 で

あ る と 考 え られ る か ら で あ る 。こ れ ら の 理 由 で ．マ イ ヤ
ー

の 主 張 の 意 義 は 大 き い と 考 え ら れ る の で あ る 。
　 し か し ま た、マ イ ヤ

ー
の 諡 論 に は ．い くっ か 疑 聞 を 感

じさ せ る 点 も あ
’
る 。第

一
に、近 代 社 会 の 搆 成 原 理 が そ の

ま ま 教 育 シ ス テ ム に 浸 透 す る と し、教 育 シ ス テ ム が社 会

全 般 と い うよ り は 社 会 の 申 の 特 定 の
一

領 域 の 影 響 を 特 に ．

強 く被 る 可 能 性．あ る い は 教 育 シ ス テ ム が 社 会 と 隔 絶 的

で あ る 可 能 性 に っ い て 、十 分 に 考 慮 して い な い こ と。マ

イ ヤ
ー

は 、個 人 主 義 と 合 理 主 義 が社 会 に お い て も 教 育 シ

ス テ ム に お い て も 非 常 に 強 調 され る ア メ リカ 社 会 を念 頭

に 置 い て お り．教 育 シ ス テ ム が そ れ 程 完 全 な 透 明 性 を 持

た な い 場 合 に っ い て 多 くを 語 っ て い な い の で あ る。
　 第 二 に 、そ の 結 果．諸 社 会 の 教 育 シ ス テ ム の 普 遍 的 類

似 性 が強 調 さ れ 、変 異 が 取 り 出 さ れ に くい ご と。マ イ ヤ
ー

の 近 代 社 会 論 お よ び 低 界 シ ス テ ム 論 は ．全 て の 社 会 で

同様 の 教 育 シ ス テ ム が発 達 す る こ と を 示 唆 し て い る 。 確

か に マ イ ヤ
ー

は 、中 央 集 権 的 （国 家 主 導 ）／ 地 方 分 縦 的

（社 会 主 導 ） と い う分 類 は 強 調 し て い る 。し か し、後 発 ．

諸 国 の ほ と ん ど が 中 央 集 権 的 シ ス テ ム に 属 す る こ と を 考

え れ ば ．こ の 二 分 法 で は 大 ま か す ぎ る 。

5 　 提 案

　 で は、マ イ ヤー
の 示 唆 を 生 か し つ つ 、・そ の 限 界 を 補 い

得 る よ う な 教 育 シ ス テ ム 論 は 可 能 だ ろ うか 。可 能 な ら ば

ど の よ うな形 を と る の だ ろ うか。

　 こ こ で は 、次 の よ うな 理 論 枠 組 み を 提 案 し た い 。第 一

に．教 育 シ ス デ ム を 「意 味 亅 シ ス テ ム と み な す と い う 点

で は マ イ ヤ
ー

の 主 張 を 採用 する 。特 に 教 育 シ ス テ ム に 関

し て は 、教 育 全 般 お よ び 襟 々 な 教 育 上 の カ テ ゴ リーと そ

れ・に 付 帯 し て い る 諸 観 念、イ メ
ー

ジ、通 念 な ど が ．諸 泰

象の 分 析 に と っ て 重 要な 要 素 と な る 。

　 し か し 第 二 に 、マ イ ヤ ーの よ う に 教 育 シ ス テ ム の 外 部

環 境 を 「社 会 」 或 い は 「世 界 」 と
一

括 す る の で は な く、
多 様 な 他 の 社 会 シ ス テ ム が 錯 綜 して い る も の と み な す e

確 か に 現 代 の 諸 国 家 の 教 育 シ ス テ ム は 、表 面 的 に は普 遍

的 な 特 質 を 示 す が、そ れ は各 社 会 の 教 育 シ ス テ ム の 固 有

性 が 存 在 しな い こ と を意 味 しな い 。こ の 点 で 岩 井 （1990

）の 指 摘 は重 要 で あ る 。す な わ ち ．マ イ ヤ
ーが 指 摘 す る

学 校 組 織 の 脱 連 結 現 象 は 世 界 的 に 普 遍 的 で あ る が、そ れ

は ．世 界 各 国 の 学 校 教 育 に お い て ．共 通 の フ ォ
ーマ ル な

構 造 が 維 持 さ れ っ っ 、日 常 活 動 で ぱ 個 々 の 国 の 独 自性 が

存 続 す る 可 能 性 が あ る こ と を 意 味 す る と い う の で あ る．。
　 こ の 指 摘 を 生 か し、し か も 個 別 の 社 会 の 「文 化 的 固 有

性 」 に 還 元 し な い 論 理 的 鋭 明 を 行 な う に は 、や は り 「シ

ス テ ム 闖 関 様 の 比 較 歴 史 社 会 学 亅 と い う 方 法 が有 効 で あ

る と 主 張 し た い 。こ れ は 、あ る 社 会 に お い て 教 百 シス テ

ム が 発 生 し 発 展 す る 過 程 に お い て ．そ れ を 取 り 巻 く様 々

な 他 の 諸 社 会 シ ス テ ム と の 聞 に い か な る 関 係 を形 成 して

き た か を 包 括 的 に 検 討 す る と い う も の で あ る。こ こ で 祉

会 シ ス テ ム と は 特 定 の 社 会 的 意 味 領 域 を 想 定 し て お り、
政治、経済．宗教、身分 文 化 な ど が例 に 挙 げ られ る 。教

育 シ ス テ ム は 、こ れ ら との 間 に 、相 互 浸 透 、拮 抗 、従 属

な ど様 々 な 関 係 を 形 成 す る 可 能 性 を 持 つ と 考 え る 。
　マ イ ヤ ーが言 う個人 主 義 ＋ 合 理 主 義 と い う原 理 は 、ア

メ リ カ に お い て は 支 配 的 か も しれ な い が、他 の 社 会 で は

宗 教 や 身 分 文 化 な ど 近 代 化 以 前 の 意 味 領 域 が 存 続 し、教

育 シ ス デ ム と 跋 舎 して い る 場 合 も あ る 。諸 々 の 意 味 領 域

と 教 育 と の 相 互 関 係 の 変 遷 を見 る こ と で ．各 社 会 の 「教

育 な る も の ］ の 閲 有 性 が 把 握 で き る と考 え るの で あ る。
デー

タ と し て は 、カ リ キ ュ ラ ム の 内 容 や 人 々 （政 策 決 定

者、財 界、教 師、生 徒 、諸 団 体 等 ｝の 意 識 や 意 図 な ど．
質的な も の を 収集 し 総 合的 に 分 析 す る必 要 が あ る。
　 こ の 枠 紐 み が ど れ ぼ ど 有 効 か ば、そ れ を 適 JBし た 分 析

が ど れ ほ ど 説 明 力 を 持 っ か を 見 る こ と に よ っ て しか 判 断

で き な い ．し か し な お 、取 り組 む 価 値 の あ る 枠 組 み と し

て 主 張 し た い 。
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