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社会化 の 始 ま り と 終わ リ

加 藤 隆雄 （武薩 野女子大 学）

1 ．社 会化研究 の 過 程 一．
社会化 過 程 の 研 究

一．一

　日 本 に お け る社会化 の 研究は 、1960年代 一・19了O年代

に は バ ー
ソ ン ズ理 論 や 役割理論 な ど に 触発 さ れ た 研究

が 中 心 で あ っ た 。 1970年 代後 半 に な る と 階級 と 社 会化

と の 関 連 が 強 い 興味 を も た れ た 。1980年代後半 1こ 新 た

な理論 的関心 を ひ き つ け た の は 、 （そ こ に 主 体性 を 認

め る に せ よ 認 め な い に せ よ ）社会化過程 の 研 究 だ っ た

と い う こ と が で き る と 思 う。 こ の 背景 に は、ひ と つ に

は 1960年代末以 降 、 社会学 の オ ル タ ナ テ ィ ヴ と し て ｝王

目 さ れ て き た エ ス ノ メ ソ ド 囗 ジ ーに 代表 さ れ る 「ミ ク

ロ 社会学 」 の 影響 が あ っ た 。 社会 の ミ ク B 過 程 と マ ク

ロ 構造 と の 接合 と い う こ と が 社会理論家 の 新 た な 課題

と な っ た の も こ の 1980年代 と い う時期 で あ る が 、そ れ

も 「ミ ク ロ 社会 学」 の 成果 を 踏 ま え て の こ と で あ っ た 。

ブ ル デ ュ
ー

の 「ハ ピ ト ゥ ス 」 や ギ デ ン ズ の 「実践的意

識」 と い っ た 概 念 は 、そ れ ぞ れ 哲学 の 領 域 ま で 視 野 に

お さ め て い は い る が 、や は り社会 学理 論 に お け る ミ ク

ロ
ー

マ ク ロ 接合と い う こ と を 目標 の
一

つ と し て は い た

の で あ る。こ う し た 機念 も、さ らに 「ミ ク 囗 社会学」

の 理 論 そ の も の も、社会化 過 程 の 研 究 に と っ て は 、そ

れ ま で の 過 程 研 究 が そ う で あ っ た よ う に 心 理 学的な 概

念 に 頼 っ て 自 ら を 心理学化 し て し ま う こ と な く、社会

学研 究 で あ り得 る た め の 手 が か り を 与 え て くれ る も の

だ っ た。こ う し た 装備 を 得 て 社会化過 程の 研 究 は 、そ

れ ま で は 機 能と し て、あ る い は 実 擦 の と こ ろ は 結 果 か

ら 遡及 し て 想 定 さ れ る と こ ろ の 原 因 と し て 、ブ ラ ッ ク

’t ッ ク ス と して 扱 わ れ て き た 社会化 の プ ロ セ ス そ の も

の を 解 明 し理 論化 し よ う と し た 。 そ し て 、社会化 の プ

囗 セ ス こ そ が 社会理 論 に お け る ミ ク ロ
ー

マ ク ロ 接合 の

重要 な リ ン ク の ひ と つ で あ る と い う認 識 （あ る い は 自

負） も そ こ に は あ っ た よ う に 思 う。

　 こ の よ う な社会化過程 研究 は 、当然 の こ と で は あ る

が 、社会化過 程 の 存在そ の も の に つ い て 疑念を さ し は

さ む こ と は な か っ た 。の み な ら ず 、 社会化が 人 類 の ど

の よ う な 共 同 体 に お い て も 普 遍 的 な プ ロ セ ス と し て 存

在 し て い る と い う こ と を 信 じ て い た の で あ る。 こ れ は

「子 ど も」 の 観念が 近代に な っ て 成立 し た と す る 《ア

リ エ ス ・パ ラ ダ イ ム 》 や 、近 代教育 の 基 本 的 前提 を 問

い 返 そ う と す る 研 究 を 目 の 前に し て も 揺 る が さ れ る こ

と の な い 確信 で あ っ た よ う に 思 わ れ る 。事実 、と
’
の よ

う な社 会も 成員 の リ ク ル
ート メ ン トな し に は 存続 で き

な い の で あ る か ら、こ の よ う な信念 が 改 め て 検 討さ れ

な か っ た の もも っ と もな こ と で あ っ た 。 し か し、現在、

子 ど も の 社 会化 の 様相 が 、そ し て 子 ど も と 社 会化 と 社

会 と の 関係 が 変貌 し た と の 認識 が 進 む に 及 ん で 、 社会

化 と い う 概念 の 説 明能力 も限界 を 迎 え た か の よ う に 見

え る 。デ ュ ル ケ ム が 考 え 、パ ーソ ン ズ が 精緻 化 し て 社

会学理 論上 に 明確 な場所 を 与 え た 社会化 の 概 念 で は す

で に 現 実 は 捉 え ら れ な い 、と い う よ う に わ れ わ れ の 闘

に は 映る の で あ る。子 ど も の 社 会化 と は 、概 念 や 分析

用 具 や 理 論装置 や 説明変数 で あ る よ りも、一
つ の 理 想

だ っ た の で は な い だ ろ う か 。 こ こ に 至 っ て 、こ の 社会

化 と い う 理 想 、社 会化 と い う 思 想 の 由来 を 問 い 直 す作

業 が 必 要 と な る の で あ る。

2 ．社会化 の 始 ま り ・一一ti会 化 の 社会化
一一

　 「社会化 」 の 観念 を 問 題 と す る 場合、わ れ わ れ は ど

う し て も デ ュ ル ケ ム の 19世 紀末 の フ ラ ン ス に 戻 ら な け

れ ば な ら な い 。中世以来 の 身分 制 を 強 く 残 し た ア ン シ ャ

ン ・レ ジ ーム を 崩壊 さ せ た 革命以降 も 、フ ラ ン ス の 政

治体制 は 目ま ぐ る し く変 わ ら ざ る を 得 な か っ た が 、革

命か ら 百年 の の ち、そ の 成果 は デ ュ ル ケ ム の 目 に は

「機械 的 連 帯 」 に よ る 社 会 が 「有機 的連帯 」 を 原 理 と

す る 社会 へ と 移 り変 わ ろ う と し た も の と し て 捉 え ら れ

た 。 1880年 代 に 公教育制度 が ほ ぼ 完 成 す る に 至 っ て 、

デ ュ ル ケ ム が 教 育 に か け た期待は 大 き か っ た 。教育 に

よ る子 ど も の 社会化は 、真 の 市民社 会 ・国民 国家 を 実

現 す る た め の 必 要条件 だ っ た 。 し か し、そ も そ も デ ュ

ル ケ ム に お い て 社会化 は 二 重 だ っ た 。

・・
各 杜 会 は 人 間 に 関 し て 肉 体 的 お よ び 道 徳 的見 地 か ら と 同 様

に 、知 的見地 か ら も 人 間 は ど うあ る べ きか に つ い て の
一

定の

理想 を 作 り あ げ る c こ の 理 想 は あ る程 度 ま で す べ て の 市 民 に

と っ て 同
一

で あ る。そ し て 、あ る 点 を 越 え る と す べ て の 社 会

が そ の 内 部 に 包含 して い る特殊 な 環境 に 応 じて そ の 理 想 は 分

化 す る。…教 育は そ れ ゆ え 次 の こ と を 子 ど もに 生 ぜ し め る こ

と を そ の 機 能 と す る。 （1 ）子 ど も が 属 し て い る 社 会 が、そ

一 279 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Japan Society of Educational Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Sooiety 　of 　Eduoational 　Sooiology

の い か な る 成 員 に も欠如 して は な ら な い と 考 え る 肉体的 及 び

椿 神 的
一

定状態 。　（2 ） 特殊な 社会集団 （カ ース ト、階 級、

家躾、職 業） が、そ れ に 所属 し て い る すべ て の 者 に 同様 に 存

在 し な け れ ば な ら な い とみ な す若 干 の 肉体 的 お よ び 縞神 的状

態 。

．・・
こ の 理 想 を 決 定 す る の は 全 体 と し て の 社 会、特殊 な 各

杜会環境 で あ る。 （エ ミ
ール ・デ ュ ル ケ ム r教育 と社 会学亅

佐 々 木交 賢訳 ．誠 信書房，19了6年，5ア頁 〉

つ ま り 、 第一
に 国民 国家 の メ ン バ ーた る市民 と して の

社会化、公共的 な 社会化 （
”
第
一の 社会化

”
と 略 記 〉

で あ り、第二 に 特殊 な 社会環境、個別 の 共 同体 の メ ン

バ ーと し て の 社会化 （
”
第二 の 社会化

”
と 略記 ）で あ

る。 し か し、古代社会 以 来存在 し て い た の は 、第二 の

社会化 の ほ う で あ る。デ ＝ ル ケ ム は そ れ を転倒 さ せ た 。

第 こ の 社会化 の 方 を 第
一

の 社会化 に 連 結
・
接合す る こ

と、有 機 的 連帯 は そ れ に よ っ て 保 証 さ れ る の で あ る。

そ し て こ の よ うな 二 つ の 社会化 を 連結 す る こ と こ そ、

国民国家 ・全体社会 の 公共的秩序 を 保 証 す る も の だ っ

た の で あ る。そ し て こ の よ う な説 明図式 が 必要 だ っ た

こ と こ そ 、 特定共同体 へ の 社会化が 、公 共的社会化 と

は 同
一

で は な く、両者 の 接合関係 が 必 ず し も オ ー
ト マ

テ ィ ッ ク な も の で は な い こ と を 意味 し て い る 。 す べ て

の 社会 が 新 規成員 の 社会化 を 必 要 と して い る こ と は 確

か で あ っ て も、社会 化 が ど の レ ベ ル ・範囲 に お い て 必

要 で あ る か は 自明 で は な い 。デ ュ ル ケ ム の 社会理論 は 、

ま さ に そ れ を 説明す る た め の 図式 なの だ っ た 。 と も あ

れ こ れ に よ っ て 共 同 体 の 社会化 は 、市民社会 。公 共社

会 の 社会化 へ と 敷衍
・
拡 張 さ れ た の で あ っ た 。共同体

レ ベ ル の ミ ニ 社会化 は 、全 体社会 に よ っ て 管轄 さ れ る
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　ロ　　　コ　　　■
こ と に な っ た の で あ る a こ の よ う な 転換は、社会化 の
■　　コ　　　サ
社会化 と呼 ぶ こ と が で き る だ ろ う。一

つ 目 の 「社会化 」

は 、い ま ま で こ こ で 用 い て き た 意味 で の 社会化 で あ り、

二 つ 目の 社会化 は マ ル ク ス （主義 ）的 な 意味、っ ま り 、

「家事 ・育児 の 社会化 」 「財産 の 社会化」 の よ う な 用

語 法 に お け る よ う に 、個人 や 家族 や よ り小 さ な共同体

に 属 し て い た も の を、よ リ大 き な 社会 へ と 帰属 さ せ る

と い う 意味 に お い て 用 い て い る 。 デ ュ ル ケ ム 以 前 に す

で に 、国 民 国家 に 属 す る 人間 の 身 体 ・内面 、さ ら に 家

族 の 管 理 が 進行 して い た こ と は 、フ
ー

コ ーや ド ン ズ ロ

ー
の 研 究 が 示 す と お り で あ る。身体 や 家族 の 社会化 の

延長線 上 に 、デ ュ ル ケ ム に お け る こ の 社会化 の 社会化

が位置 して い た と い う こ と が で き る で あ ろ う。

3 ，普遍的 な 社会化の 終 わ り

　 こ の よ う に 社会化に は 、そ の 概 念 の 出現 そ の も の に

歴史性 が 刻印さ れ て い る。つ ま り、社会化 は わ れ わ れ

が 普遍的 と考 え る 形 で 出現 した の で は な く 、 国民国家 ・

市民社会 に 関連 づ け ら れ る 形 で 、っ ま リ （第二 の マ ル

ク ス 的意味 で ）社会化 さ れ る こ と で 初め て 概念化 さ れ

え た の で あ る。しか し、こ こ に は さ ら に 錯綜 した 関係

性 が 含 ま れ て い る。

　 デ ュ ル ケ ム の 述 べ る 社会化 に は 「理 想」 と い う 表現

が 含 ま れ て い る 。 社会が も し 「人 間は ど う あ る べ きか

に つ い て の
一

定 の 理 想 を 作 LJあ げ る 」 の だ と す れ ば 、

デ ュ ル ケ ム の 生 き た 社会 自体 もま た 、一
定 の 理 想 を作

り上 げ て い た は ず で あ る 。
つ ま り、デ ュ ル ケ 厶 の

一
般

論 を デ ュ ル ケ ム 自身 に も 適 用 す れ ば 、そ れ は デ ュ ル ケ

ム が 置 か れ た 立場を ま さ に 表 明す る もの に な る 。 デ n

ル ケ ム の 社会 は 、 国民 国家
・市民社会へ 向 け た 社会化

と い う理 想 を 必要 と し た の で あ る 。

　社会化 と い う 観念 が 国民国家 ・市民社会 に 関連 づ け

ら れ る 形 で 生 ま れ た と い う こ と は、社会化 と い う 観念

が そ も そ も第二 の 個別特殊 な社会化 の 概念 を モ デ ル と

して 生 ま れ た わ け で は な か っ た 、 と い う こ と を 意味す

る 。 デ ュ ル ケ ム が 社 会化 の 概念 に 行 き 当 た っ た の は、

国民国家
・
市民社会 ・全体社会へ の 社会化 と い う観念

を 有 し て い た か ら で あ っ た 。 人 類普遍
・通 歴 史的 で あ

る か の よ う に 信 じ られ て い る社会化 は 、全体社会 へ の
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　■
社会化 の 下 位形 態、第

一
の 社会化 へ の 補遺 と し て 生 ま

れ た の で あ る 。 第 二 の 社会化、つ ま り共同体 に お け る

社会化 （こ ち ら は 人類 普遷
・通 歴 史的な社会化 で あ る

と 考 え ら れ る ） は、第一
の 社会化、公共社会 へ の 社会

化 （こ ち ら は、ヂ ュ ル ケ ム の 生 き た フ ラ ン ス 社会 が 要

求 し た と い う意味 で 特 定 の 歴史的背景 に 基 づ い て い る ）

の 補足概念 、 下位概念 だ と い う こ と は、　「普遵的 」 社

会化 が 時代特 殊的社会化 の 下位概 念 だ と い う こ と で あ

る 。 社会化が 普遁的 で あ る と い う信念 の 中 で は 、こ の

上 下関係 は 逆転 さ れ て い る。つ ま リ、　（個別共同体 に

見 ら れ る よ う に 〉常 に 人 類 は 社会化を行 っ て お り （上

位概念 ）、し た が っ て 当然公共的社会 に お い て も社会

化 は 起 こ っ て い る は ず だ （下位概念 ）、と い う よ う に 。

そ れ で い て 、個 朋共同体と市民社会と の 上 下 関係 に 関

し て は、デ ュ ル ケ ム と同様 に 、つ ま り市民社 会＝上位、

個別共同 ts　一＝下位 と考 え る 。こ れ に よ っ て 杜会化 が 普

遍 的 で あ る と い う信念 が 成立 し て い る の で あ る。
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