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シカゴ学派の展開

一
イデ オ ロ ギー

的背景 との 関連 で み た初期 シ カ ゴ 学派の 成衰 一

玉井 眞理子 （大阪大学大学院）

は じめ に

　学 問領域に お い て い か な る 方法 が 重 要 と

され る の か とい う問題は、イデオ ロ ギー
と無

関係 で はな い 。 あ る科 学 的方法が優れ て い る

とみ なされ、そ の 科 学的 方法がか え りみ られ

な くな り、 ま た再び脚光を浴び るよ うに なる

の は い っ たい なぜ な の で あろうか 。 こ の よ う

な事象が歴史上 、 と りわけ明 白に み られたの

は ア メリカ の 社会学にお い てであ る 。

　シ カ ゴ 学派は 19 世紀末 に社会 学を ア メ リ

カ で 初め て 制度化 し 、 社会 学的方法を洗練さ

せ 、 ア メ リカ の社会学にお け る支配的な地位

を築 きあげた 。 に もか かわ らず、 そ の 名声は

過去 の もの とな り、

一時は こ の 学派が 主 と し

て 用 い て きた 方法が ほ と ん ど無視さ れ 、 そ れ

と時を同 じ くして 、方法論的に は全 く異なる、

抽象化や概念化 を重 ん ず る構 造機 能主義が

ア メ リカ社会学の首座 に つ い た 。 しか しそ の

後 まも な くシ カ ゴ学 派が 再 評価さ れ るに い

た る 。 で はそ の 理 由は なん であ っ た の だ ろ う

か 。 本発表 で は特 に初期シ カゴ学派に注目 し、

そ の 成 立 か ら衰退 まで の 背後 に 存在す る要

因 をア メ リカ の歴 史 の うね りの なか で とら

え 、 と りわ け そ こ にひ そむ イデオ ロ ギー的背

景を さ ぐる こ とを目的とする 。

シ カゴ学派の 特微

　 シ カ ゴ 学派 の 社会 学的方法 の 主た る特徴

は 、市井の 人 々 の視座に 接近 し、社会の 内部

か ら社会 的現 実を明 らか に しよ う とす る も

の で あ っ た 。 そ の ため に
一方で は フ ィ

ー
ル ド

ワーク によ る観察を重視 し、また資料 と して

は生活史 、 手紙 、 手記な どを用い なが ら 、 個

人の 視座 に 映 る社会 の 現 実を明 らか に しつ

つ 、他方で は その個人が置 か れ た状況 を、統

計や 地 図 な ど を用 い て 社 会 全 体の 中に位置
づ けた 。 そ して 時に は社会 の 周縁 に位置つ く

人 々 の 「主観 」 的現実が重 視 され た 。 ア メ リ

カ の 急激な都 市化 の 時代 にあ っ て 、 市 井 の

人 々 に と っ て の 社会 変動の 現実は い か な る

もの で ある の か 、 こ こ に よ り重 点 をお い たの

が シ カ ゴ学派の 社会学的方法で ある 。 さ らに

シ カ ゴ学派の 社会学者たちの なか に は 、 単に

都市化が 個人 に もた らす問題 とは何で ある

の か を 明らか にす る の み ならず、その 解決に

必 要 な プ ロ グ ラ ム を立 ち上 げ よ うとす る者

も少な か らず い た 。例 えば浮 浪者、非行少年

を初め とする都市生活の 「不適応者」 がお り、

なん らか の 対策 が 急務 と さ れ て い た の で あ

るが 、 シカ ゴ大学の 主た る社会 学者 はそ う し

た問題 を解決 しよ うとした 。 その 立場か ら研

究をすすめ た人物 と して、ス モ ール 、
バ ージ

ェ ス 、 シ ョ ウ らの 名を挙 げ る こ とが で きる 。

　一方構造機能主義は 、 現場か ら距離をお い

た 「客観 」 を重視 した 。 しか し個人 の 主観 を

全 く無視 して も っ ぱ ら 「客観 」 的 で あ る こ と

へ の 傾倒を科学 の 本 質で あ る とす る 主 張 は、

そ の 「客観 」 が ある限 られた社会集団の 特殊

な利 害か ら発 生 した も の で ある とか、そ の 特

殊 な 利害の 利 に浴 す る も の だ と い うこ とを

隠蔽 して い る 。 ヒの こ とは、当時ほ とん ど認

識され る こ とは なか っ た 。 現 に 存在する もの

は 、 結果 として 必然的に機能 して い るので あ

る とす る構造機能主義は 、 必 然的 に貧困 をは

じめ とする社会問題を黙認する 。 それ は 「現 」

体制の肯定に他 な らな い 。

　シ カ ゴ 学派 と構造機能主 義 と は 、．前者が社

会変革を視野 に入れ て い る の に 対 し、後者は

変革 よ りむ し ろ 、 社会 の 存続が 有用 性を意味

する と こ ろ を探 し 出 そ う とす る点 に 違 い が

ある 。

シ カゴ学派の 成立

　シ カ ゴ大学社会 学部 は シカ ゴ大学創立 と

同時に 1892 年 、 ス モ ール を学 部長 と して ス

タ
ー

トした 。 創立 の 第
一

歩か ら 、
こ の 社会学

部 は第
一級の 教育機関 として 成立 し 、 高 く評

価され た の だ が 、 そ れ は い っ た い 何故な の だ

ろ うか 。 こ こ で は歴史的背 景を指摘 し て お く。

　当時の ア メ リカ は急激な 産業化に伴 い 、生

活様 式 や そ れ を支 え る価値観あ転換 お よび 、

移民 の 大量 流入 に よ る 人 口 構成 の 変化 を同

時に経験 した 。 農村社会 を形成 して い た ア メ

リカ 生 ま れ の ア メ リカ 人の な か で も都市 化

が進 ん だ地域に 住ん で い た人々 は 、 伝統的 な

プ ロ テ ス タ ンテ ィ ズム に 培わ れ た慣 習や モ

ラ ル 、 人 と人 との 紐帯 で成 立 して い た地域共

同体の 崩壊に 直面 した の で ある 。 なか で も道
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徳的退廃は 顕著で あっ た 。 こ う した危機や堕

落を憂慮す る感情が 、 社会 改 革活動の 指導者

を求めた 。 その 役割 を担 っ たの が 、 宗教 を背

景に もつ 社会学者 たちで あ っ た 。 例 えばシ カ

ゴ 学派 第一世代 の ス モ ー
ル は プ ロ テ ス タ ン

トの 牧師で あ っ た し、ヘ ン ダ
ー

ソ ン に も牧師

の経験 が あ り、 ト
ー

マ ス は牧 師の 息子 で あ っ

た 。 シ カゴ学派 の 社会学者 は、草創期 よ り社

会改革に対す る強 い使命感 を持 ち 、 シ カ ゴに

生 じた ス ラ ム化 な どの 問題 に対 して 、 社会 学

とい う学問 を深め る こ とに よ り、 変動する社

会 に適 応 する た め の 新 し い 知 識を蓄積 する

こ とで 対処 しようとしたの で ある 。 ス モ ール

とヴ ィ ン セ ン トは彼 ら の 共著 テ キ ス トで 次

のよ うに述 ぺ た 。
「社会 学 は、社会 を改 良 し

よ うとす る近 代 の 意気込 み か ら生 まれ た の

で ある 」。

　シ カ ゴ学派 の 興隆

　 こ う し た状況 の も とで シ カ ゴ学 派は 、そ の

第一世代 よ り、書斎で の 理 論化 よ りも実際的

な調査研究を推奨 し、また シ カ ゴを調査活 動

の対象 と した 。 社 会 改革 には 現実を正 しく把

握する必要 が あ っ た の で あ る 。 第 二 世代 を代

表す る パ ー
ク とバ ー

ジ ェ ス は 、 よ り
一

層 「科

学 」 と して の 社会 学 を意識す るよ うにな っ た

が 、 都市の 現実を社会の 内部か らとらえよう

としたこ とに は 変わ りなか っ た 。
厂信頼で き

る社会学の 方法は、観察 と帰納 の 方法 でな け

れば な らな い 」 とス モ ール が ヴ ィ ン セ ン トと

共 に 力強 く述 べ た学問上 の 調査 ス タイ ル は 、

第 二 世代 を通 じ て 第三 世代 に も継 承 さ れ て

い る 。パ ーク とバ ージ ェ ス の 『グ リーン バ イ

ブ ル 』 を み る と 、 彼 らが ス モ ール らと同 じ く

観察 と帰納 の 方法 の 重要性 を述 ぺ て い る こ

とが わか る 。
「社会学 を専攻する学生に と っ

て まず第一に 必要 なこ とは 、 自らの 観察 した

こ とをよ く吟味 し、 記録 する こ とで ある 。 目

に して い る も の を良 く読み、そ の 後に、核心

とな る資料 を選択 し、記 録 す る こ と で あ る 。

それ は結局の と こ ろ 、 み ずか ら の 経験を利用

し、 体系化する とい うこ とに ほかな らない 」。

シ カ ゴ学派 の 方法論は 『ヨ
ー

ロ ヅ パ とア メ リ

カ に お け るポ
ー

ラ ン ド農民』、
『ホ ボ 』、

『ジ

ャ ッ ク ・ロ
ーラー

』、『ギ ャ ン グ 』 を初 め とす

る数多 くの モ ノ グ ラ フ の 業績に 結実 した 。 そ

の
一方で、同心 円理 論 な ど の 理論 的蓄積もな

され たが、こ う した成果 は社 会 改革 を求 め る

熱意か ら生 まれた 。

シ カ ゴ学派の衰退．

　だが やが て ア メ リ カ に お ける社会改革の

勢力 が衰え、社会 の 全体 レベ ル の 「秩序の問

題」 が 浮上 する こ とに よ っ て 、 シ カ ゴ ス タ イ

ル と呼ばれた社会調 査は注 目されな くな る 。

す で に第
一

次 大 戦後の ア メ リカ に は愛国主

義的な空気が 強ま り、 そ れ ま で の 理 想 主義的

な改革の 時代か ら保守的 な時代 に 変わ りつ

つ あ っ たが、ア メ リカ に お ける社会調査 の あ

り方 に 転換が もた らさ れ た の は 、 大恐慌が 大

きな契機 とな っ た とみ て よ い で あろ う 。 第 二

世代 の ボーガ ダ ス が 「政治は戦争 の 代用 品で

あ る 」 と い っ た こ とを援用 し、清水幾太郎は

「社会 調査 は 政治の 代用 品」 で あ ると述 べ て

い る 。 19 世紀末か ら第
一

次大 戦 まで の 「政治 」

は ア メ リカ 市民の ポ リテ ィ ク ス で あ っ たが 、

ア メ リカ の 経済的繁栄の 時代 に官僚組 織 が

創設 され拡 大す る と、
「政治 」 は政府や官僚

組織の ポ リテ ィ ク ス へ と変化 した 。

　こ う した時代の 流れを受け、社会の 「秩序 」

維持に傾倒す る理論や 、 量 的に も事例 よ りは

対象を拡大 して 州 レ ベ ル の 、 ある い は国民 レ

ベ ル の
一般 的傾 向を把握 す る 調 査 が 社会 学

の 主 流 とな っ た 。 しか し シ カ ゴ 大学で 学ぶ社

会学者たちの
一部は、シ カ ゴ ス タ イ ル の 伝統

をそ の 後も受 け継 き、事例調査 を通 した具体

的 社 会 の リア リテ ィ に立 脚 する研 究を行 っ

て きた 。 第三世代 で第二 次大戦後 に 「シ カゴ

ス タイ ル 」 を継 承 した要 とな る人物は 、 ワ ー

ス 、 ヒ ュ
ー

ズ 、 ブル
ー

マ
ー

であ っ た 。

おわ りに

　誰 の た め の そ して なん の ため の く 知 〉 か

一
こ の こ とに よ っ て こ そ、い か な る 方法が適

切とされ るか決 まるの で あ る 。

　す で に み た ように 、シ カ ゴ学派が発足 した

当初か ら大恐 慌ま で の 都市 化 の 時代 に は、急

激な社会 変動とそ れ が もた らす社会問題 に 、

ア メ リカ 市民が 対応 す る た め の く 知 〉 を探

究する こ とが 求め られ た 。 当時 は彼1彼女 らが

支配的階層の 位置 を 占め て お り、 したが ＝ て

そ の ニ ーズ に 合致 し た研究対 象や調 査法 を

主 と して 用 い て い たシ カ ゴ学派は 、 多くの 業

績を産出す る こ とが で きた し 、 また社会学 の

世界 にお い て も支配 的位 置を 占め る こ とが

で きた 。 だ が ア メ リカ にお け る支配 的階層が

都市化の 進展 と共 に 変化 し、と りわ け大恐慌

とい う社会の 混乱 を経験する と 、 シ カ ゴ学派

が 用 い て きた研究 ス タ イ ル とは 全 く異 な る

視座や方法が注 目され 、 評価され るよ うにな

っ た 。 なぜ な ら今度 は 、 政府や官僚組 織 が国

民 を統制 する た め の く 知 〉 が 求め られ る よ

うに な っ た か らなの で ある 。 シ カ ゴ学派が
一

時影をひそ め る の は 、学 問上劣 っ て い たか ら

で は なか っ た 。 こ の こ とは、60年代 に 公民 権

運動 が盛 ん に な り政府に 対す る国 民 の 不信

感が高 ま っ た時代 に 、 シ カ ゴ 学派が再評価 さ

れる よ うに な っ た こ と か らも明 らか で あ る 。
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