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断 片 化 し た 社 会化 と そ の 理 論

加藤　隆雄 （武蔵野女子大学 ）

　た と え ば r社会化 の 心 理 学　 ハ ン ド ブ ッ ク　 人 間 形

成 と社会 と 文化 』　（斎藤 ・菊池，1990＞ に お け る 社会

化 の 領域 は 次 の よ う な 項 目に 分 か れ て い る 。
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　あ る 本 で は 、 「盲 人 」 に な る こ と が 社会化 と の 関 連

で 論 じ られ て い る 。 ま た 、調査票 に 回答 を 記入 す る 際

に 、質 問項 目 を 読 む こ と で 回答者 の 意識 が 変化 す る こ

と を 「調 査 票 の 中 で の 社 会化 」 と 言 う こ と が あ る 。こ

こ に 挙 げ ら れ て い な い が 、他 に も 「経済的社会化 」

「宗 教 的 社 会化 」 「教師 と して の 社会化 」 な ど の 用法

が あ る。こ れ は驚 く ほ ど の こ と で は な い か も 知 れ な い 。

と い う の も、ゴ
’
ス リ ン 編 の 『社会化 理 論 ・研 究 ハ ン ド

ブ ッ ク 』 （Gosiin ， 1969＞ に お い て す で に 、同 じ よ う

な 社会化領 域 の 多様 化 が 見 ら れ る か ら で あ る。そ れ ら

は 心 理 学、社会 心 理 学、人 類学、教 育学 な ど の 領 域 に

ま た が っ て い る。こ れ は 現在 の 教育社会学 に お け る社

会化研究 の 趨勢 と 大 き く違 う と こ ろ は な い 。

　 む し ろ 、逆 に 伝統的社 会学 に お け る 「社会化 」 概念

の 狭 量 さ に 驚 くべ き な の か も し れ な い 。社会学 的概 念

は 、ま ず デ ュ ル ケ ム の 「方 法 的 社 会 化 （s 。 cialisation

methodique ）」 の 説 明か ら 始 ま る で あ ろ う。彼 の い

う 方法 的社会化 は 、 「全 体 と し て の 政治社会 が ，ま た

子 ど も が と く に 予定 さ れ て い る 特殊的環境 が 要 求 す る

一定 の 肉体 的，知 的 お よ び 道 徳的状態 を 子 ど もの 中 に

発現 さ せ ，発 達 さ せ る 」 （デ ュル ケ ム ，19了6） も の と

し て 考 え ら れ て お リ、そ の 具 体 的 内 容 と は 「宗教 的信

仰、道 徳的信念 お よ び 慣行、国民 的 も し く は 職 業的伝

統、あ ら ゆ る 種類 の 集合 的 意 見」 （同 上 ） と さ れ て い

た 。社会化 の 作用 は 、　 「個人的存在 」 を 「社会的存在 」

に 結 び つ け る も の で あ っ た。社会化 は 「全体 1 社会 の 、

「政治社会 」 の 、　「集合的意見」 や 「国民 的 伝 統 」 と

し て の 「道徳 的信 念 」　「宗教的信仰 」 を 、新 た な 社会

成 員 で あ る 子 ど も に 内在化 さ せ る こ と な の で あ っ た 。

　 し か し、デ ュ ル ケ ム の 社会 化 概念 に 改 め て 驚 く 人 は

い な い だ ろ う し、ま た 「社会化 」 の 現在 の 用法 も 別段

不審 は も た れ な い だ ろ う 。 と こ ろ が 、こ の 両者 を 比較

し て み る と、そ の 間 に は 絶望的 な ほ ど の 乖離 が 存在 し

て い る 。社 会 化 の 概 念 は 、そ の 出 自 で あ る 理 論 を も う

失 っ て い る の で あ る 。

　 こ れ は 、一
世紀 の 間 に 社会化概 念 が 拡 張 し進 展 し て

い っ た 結 果 で あ る と考 え る べ き な の か も知 れ な い 。 社

会化研究 が 「二 次的社会化」 の 概 念 と と も に い く つ か

の 領域 に 拡大 して 、研究 が 細分化 し て い っ た 結果 と み

る べ き な の か も 知 れ な い 。デ ュ ル ケ ム の 生 き た 市民社

会 の 危 機 の 時 代 が 変化 し た と も い え る だ ろ う。現 在 の

用法 で は 、社会化 は 、　「教育」 に 対立 す る 「中立的な 」

言 葉 で あ っ て
一 と い う の は 、教育 言 説 の も つ イ デ オ

ロ ギ
ー

作用 が 存続 し て い た つ い 最 近 ま で は 、社 会化概

念 は 教育 の 隠 れ た 作用 を 暴 く概 念 装 置 で あ り え た か ら

な の だ が 一 、個 人 の 外 部 に 由来 す る 影 響 や 圧 力 を 、

個 人 の 意 識 の 回 路 を 直接経 由 し な い か た ち で 受 け 入 れ

る 過程 の こ と を 指 す よ う に な っ て い る。

　 両 者 の 差異 は 、少な くと も次 の よ う に ま と め る こ と

が で き る だ ろ う 。 デ ュ ル ケ ム の 社会化観 は 、統合的 ・

求心的 で あ っ た の に 対 し て 、現 代 日本社会に お け る 社

会 化 の 用 法 は 、拡散 的 で 細分化 さ れ 中心 が な く断片 的

な も の で あ る。先 の ハ ン ド ブ ッ ク に 見 ら れ る よ う に 、

社 会化 は 、子 ど も 期 か ら 青年期 ・成 人 期 だ け で な く、

老年期 に ま で 用 い ら れ る よ う に な リ、社会の 模 範的 ・

典 型 的成員以外 の 人 々 に 対 し て も 用 い ら れ 、　 「非行 へ

の 社会化 」 と い う 矛 盾 し た よ う な 用 法 ま で 出 現 す る よ

う に な っ た 。 い く つ も の 領域 で 社会化 が あ り う る と い

う こ と は 、デ ュ ル ケ 厶 が 考 え た よ うに 、社会化 が 人 格

全 体 の 変質 、社会的存在 全体 へ の 作用 で あ る こ と を や

め た と い う こ と を 意味 す る 。 人 間 は 役 割 の 束 と して だ
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け で な く、役 割 同 士 の 連 絡 も 欠 い て 細分化 さ れ た ま ま

で 存在す る よ うにな っ た 。 理 論 叩に は 、社会 の 成員 と

し て の 社会化 さ れ た 個人 は 、幾層 に も わ た っ て 社会化

さ れ た 個 人 の はず で あ る 。け れ ど も、現 代 の 社 会 化 概

念 の 用 法 が 示 唆 す る の は 、社会 の 共 有価 値 を 欠 き 、各

レ ベ ル の．社会化 を．統合 す る 中心 を 欠 き、完成 し た 社会

化 モ デ ル を 欠 い た 個人 で あ る。こ の よ う な 社会 化 は も

は や （少 な く と も デ ュ ル ケ ム が 考 え た よ う な ）社会 統

合 の 要 件 で は あ り え な い 。社会化 は 、ゾ ン ビ の 如 〈存

在 し て い る の で あ る。

　 現 代 の 青少年 に お け る 子 ど も 期 と 青年期 と 成 人 期 の

相互 嵌 入 は 、こ の よ う な 事 態 の 徴 候 で あ る。そ こ で 1

「社会化 寡少」　「社 会化過多」
．
の 概念 が 必 要 に ．な っ た

（加藤，1995a ） 。 「大 人 」 の 世 界 が 諸 メ デ ィ ア を 通

じ て 子 ど も の 世 界 に 侵 入 す る 。子 ど も は 、醒 め た も の

の 見 方 の よ う．に 、成 人 の 生 活 経 験 が 生 み 出 し、実 際 に

生活 と 機能的 に 結 び つ い た 感 情 ・価 値 ・行 動稼式 な ζ

を 、実生活 の 裏 づ け の な い ま ま、表 層 的 な 表 象
・シ ン

ボ ル と して 取 り入 れ る。表 層 的 に 社会化 が 行 わ れ る。

そ れ は 同時に 、社会 に 対す る 武装 で も あ リ、内側 に あ

る 子 ど も 世界 の 《城》 に と っ て の 防御 壁 と な る た め に 、

社 会 化 は 内 面 で は 進 行 し な い 。現 代 の 社 会 化 の 二 重 構

造は 、パ ー
ソ ン ズ 以降の 社会化論 が 社会化 の 基本的 メ

カ ニ ズ ム と し た 価値規範 の 内面 化 の 概念 が 、実 は き わ

め て 社会一歴 史的 な形成物 で あ っ た こ と に 気 づ か せ て

く れ る の で あ る 。

　パ ー
ソ ン ズ 社会学 の 出発点 で あ っ た 「ホ ッ ブ ズ問 題 」

は 、共 通 価値 の 共 有 と そ の 制度化 に よ っ て 解決 さ れ 、

社会秩序 と し て も た ら さ れ る と 考 え．ら れ た （パ ー
ソ ン

ズ，19了6） 。け れ ど も、パ ー
ソ ン ズ 的 社会 秩 序 観 は、

ゴ ッ フ マ ン （ゴ ッ フ マ ン，19了4 ； 1980； 1985 ； Goffman，

1974＞ と ガ
’一フ ィ ン ケ ル （Garfinkel，196了〉 に お い

て 、暫 定 的 で
一

時的 で 断片化 さ れ 細 分 化 さ れ た 社会秩

序 觀 べ と 変 貌 し た の で あ る

．
（加藤，1995b ）。こ の よ

う な 細 分 化 さ れ た 社会秩序 の 観 念 は 、ベ ン ヤ ミ ン が 破

砕化 さ れ た 全 体性 を 見 （ベ ン ヤ ミ ン ，．19了9＞、ア ド ル

ノ が 断片化 さ れ て い く プ 囗 セ ス と 虚偽 と し て の 全体性

を 管理 社会 の 名 で と らえ （ア ド ル ノ ，19了1＞、リ オ タ

ール が 失 墜 し た メ タ 物 語 の 代 わ り に 出現 し た 細 分化 さ

れ た 物 語 を 言 語 ゲ
ー

ム の モ デ ル に よ っ て 捉 え （リ オ タ

．．T・
ル 1 ．1爭86）轡 ・ イ ム ソ ン カ吩 裂病 1こ 譬 え た （ジ ・

イ ム ソ ン ，1987） ポ ス トモ ダ ン 社会、あ る い は近 代社

会tc）ポ ス トモ ダ ン 的徴候 の 、社 会学理論平面上 で の 表

現 で あ っ た と み る こ と が で き る 。そ し て 、現 代 の 社会

化 の 断 片 化 さ れ た 形 態 は 、そ う し た 社 会 の 忠 実 な 反 映

で あ り、そ う した 社会理論 の 証左 で あ る 。

　　社会秩序 の 機能要 件 と し て 措定 さ れ た社会 化 の 理 論

は 、一
方 で は 社会 秩 序理 論 （ミ ク ロ 社会学 ） と 社会 理

論 （批 判 理 論 ） の 、他方．で は 社会 化 の 現状 （社会化ポ

ス ト モ ダ ン ） の 両面攻 撃 に お い て 瀕薤 の 状 態 に あ る。．

し か し 、社会 化 の 領 域 研 究 は 生 き 続 け、社 会 化 と い う

言 葉 は 理 論 基 盤 を 失 っ た ま ま 用 い ら れ て い る D 概念 が

正 確 さ を 欠 い た ま ま 汎用 さ れ る よ うに な っ た 結果、そ

の 概念 が 理 論 的 な カ を 失 っ て い き 鈍磨 して い く と い う

現 象 は 、少 な く と も教 育 社 会学 と い う デ ィ シ プ リ ン で

は よ く起 こ る こ と で あ る の だ が 、こ の 場 合、教 育 社 会

学者 の 機能 と は 、そ の よ う な 事 態 を 隠 蔽 し な が ら 、つ

ま リ全 体性 と．い う 幻 想 を 保存 し な が ら 、そ の 実．は 細分

化 を 推 し進 め て行 く．イ デ オ ロ ギ ー
担当者 の 役割 な の で

あ る 。 現在、社会化 に 代 わ る 批判的概念 が 必要 と され ．

て い る の で は な い だ ろ う か ？
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