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1 問題設定

　近年、NPO などの 市民活動 の 組織 に対す る期待

が高ま っ て い る。教育の 領域で もフ リ
ー

ス クー
ル

や様 々 な 「学び」 の ため の 組織 に 関心が寄せ られ

て い る。こ れ らの 組織は 、個別 の 機能的な評価を

超 え て 、社会 を 望 ま しい 方 向 に 変革 す る主 体 とい

う位置 づ けを与 え られ る こ とが 多い 。

　行政組織で もなく企業体 で もなく、厂市民 」が自

発的 に作る これ らの 組織を と り あ えず 「ボ ラ ン タ

リ
ー ・

ア ソ シ エ
ー

シ ョ ン 」 （「VAI と略記） とす

る。 こ れ は 価値 的 に 中立 な分析的概念 で あ る が 、

この 概念は 上述 の よ う に、しば し ば変革主体と し

て価値付けられ た形で 概念化 される。こ の ように

概念化された もの を、便宜的に 〈 ボ ラ ン タ リ
ー ・

ア ソ シ エ
ー

シ ョ ン 〉 （＜ VA ＞ と略記）と表記する。

本 発 表 で は 、こ の 〈VA ＞ 概念が ど の よ うな 前提 の

上 に 成 立 し て い るの か 考察 し v そ の 前提 と含意 の

妥当性 を批判的 に検討して い く。

「

　 さて 、近年の 主要な議論 に お い て は 、そ の 正 当性

の 根 拠 は 組織の 構成員 た る 「市民」 に 帰 され て い

た。つ ま り国家や市場 か ら自律す る 「市民」 とい

う存在 が措定 され た 上 で 、〈 VA ＞ は そ の 「市 民 」

の 組織的形態 と して 扱われ、〈 VA ＞ の 根拠 が独 自

に 取 り上げ られ る こ とは なか っ た 。 しか し組織 は 、

個々 の 構成員 に は 還元 で きない 祉会的関係 とい う

位相 を持ち、＜ VA ＞ の 理論 もそ の 独 自の レ ベ ル で

自らを正 当化する言説 を持つ
。 本報告 で はそ の 社

会的関係を 「非
・
官僚制」 的な組織構造と捉える。

例 え ば、＜ VA ＞ には必ず ある種 の 組織構造 が そ の

特徴 と して 挙げ られ る。水平的、ネ ッ トワ
ー

ク的、

分散的…
こ れ ら は 全 て 官僚制組織 の ア ン チ テ ーゼ

と し て 定式化 された もの で あ る 。
こ れ は単な る偶

然で は ない 。佐藤慶幸や リ ッ プナ ッ ク ＝ ス タン プ

ス など組織論 に 顕著な ように、非
・
官僚制的な組織

構造をもつ とい うこ とが、ド ミナ ン トな支配 シ ス

テ ム ＝官僚制 シ ス テ ム を変革する 主体 とし て の 根

拠 とす る言説空間が存立 して い る の で あ る。

　 ミク ロ な組織 レ ベ ル の 官僚制 と、マ ク ロ な社会

に お ける ドミナ ン トな支配形態と して の 官僚制、

二 つ の 官僚制概念が 同
一

平 面 に 置 か れ る。こ れ は

一
見奇妙な こ とで あ る。しか し、あ る社会認識 を

媒介とす る と両者 は 架橋 され 、そ こ か ら ＜VA ＞ を

正当化する根拠が導か れ る と考え る 。 本報告 で は

それにつ い て、ウェ
ーバ ー

の 官僚制概念と Verein

概念 との 関係 の 考察を糸 口 に し て 考察 して い く。

2　〈VA＞概念の 成立地平

　ま ず 、そ もそ もなぜ 「合意 に よ る 決 定 1 と 「自

発的な参加 」 以外 の 定義を持たない はずの 「VA 」

が 、 官僚制 と対峙され る の か とい う点 か ら考 え た

い 。確 か に 「VA 」v．s．「官僚制 」 とい う図式 は 、「組

織社会学 に おける対抗図式 の プ ロ トタイプ 」 とさ

れ て きた。しか しこ の 図式 は 、私 見 で は 決 して 自

明 で は ない 。例え ば 「VA 」 の 「自発的な参加 ・離

脱」 とい う要件 に つ い て は 、官僚制組織 で もその

自由は保障され て い る。また官僚制組織に 「合意

に よ る 決定 」 がな い とい う点 に つ い て は 確か に そ

の とお りだ が 、合意以外 の 意思決定を行 う組織類

型 は、官僚制以 外 で もい くらで もあ る 。 なぜ こ の

二 つ の 対立 が意味が あ る と され る の だ ろ うか。

　 こ こ で官僚制及 び VA に つ い て重要な理 論 を 展

開 し、現在に 至 るまで 大きな影響を与 え て い る ウ

ェ
ーバ ー

の 議論 を振 り返 っ て み た い 。ウェ
ーバ ー

にお い て VA に 対 応 す る概念 は Verein （自発 的 に

加入 したメ ン バ ー
に の み秩序 が 効力をもつ 協定か

らな る結社〉で ある 。 こ こ で Vereinの対立物 と し

て 定式化 された概念 が 、「官僚制」で はない こ とに

注意 した い。そ れ は、
‘‘
個人 の意志 に関係な く秩序

が出生や居住な ど
一

定 の 基準 で 強制 され る強制的

団体
”

を意味す る Anstaltで あり、例えば国家が

そ の例で あ る 。
「参加 の 自発性 」とい う こ と を考え

た時、確か に Vereinと Anstaltは概念的に対立 し

て い る。それ で は、「VAj　 v．s．「官僚制」 とい う対

立 図 式 は ミス リ
ー

デ ィ ン グ な の だ ろ うか。

　私見で は、Anstaltと官僚制組織が結び つ い て

VA ≒ Vereinと対峙する地点が ある。それ が ウユ
ー

バ ー
の 「全般的官僚制化テ

ーゼ 1 で ある。こ れは

組織論の 文脈を越え て、マ ク ロ な社会診断も備え

て い る点 が 特徴 で ある。
つ ま り、人間性 を疎外す

る と され る官僚制組織は 、そ の 技術的合理 性ゆ え

に永続的な性格 を持 ち、国家機 関の みな らず、あ

らゆる近代組織に お い て 遍 く出現する と予言 され

る 。 こ の た め、人 々 は 〈 近 代 〉 に 生 ま れ そ こ で 生
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活を営ん で い こ うとす る 限 り、個 々 の 官僚制組織

か らの 離脱 は 可能で あ っ て も、支 配 の テ ク ノ ロ ジ

ーと して 社会 を 覆 うく 官僚制 〉 か ら脱 出す る こ と

は不可能 とい うこ とになる。こ の 全般的官僚制化

の 観点 に 立 て ば、〈 官僚制 〉 は
“
Anstalt

”
的な性

格を持っ とい うこ と に な る の で ある。

　よ っ て 、こ の く 官僚制 〉 の 外部に 、それ とは 異

な る 原理 を持 つ 組織 を想定 し よ うとす る 時、それ

は個々 の 成員の 意思 を 圧殺 しない 、非
一
官僚制的な

組織 で な くて は ならない 。「VAJ の 理念型 に 示 さ

れるよ うな 「合意 に よる決定」 が 保障 され て い る

組織で は ない と、〈 官僚 制 〉 の 外 に 出た こ とに は

な らな い た め で あ る。つ ま り、「VA 」v．s，「官僚制 」

とい う対立 図式 は 、全 般的官僚制化テーゼ に 架橋

され て Verein　v．s．　Anstalt とい う対立 図式 と密や

か に結び つ い た 形 で 、初め て 十全 に実現され る の

で はな い だろ うか。換言すれ ば、「VA 」 v．s．「官僚

制」 とい う対立図式 は単に組織論的 に導き出され

た わけで は なく、〈 近代 〉 に 関す る社会認識 が 踏

まえ られ て成立するもの だ と考え られ る。

　同様 に 、運動論な どの 観点か ら、変革主体を組

織 レ ベ ル で 措定 し よ うと した と き、ド ミナ ン トな

支配原理 で ある〈 官僚制 〉 の 外部に 立つ
一

つ ま り

組織構造 に お い て 官僚制的 で は ない
一

もの が 要請

され る。こ こ に は、例 えば どん なに現体制 の 打破

を叫 ん で い て も、組織構造 と して 内部が 官僚制化

して しまえば、同 じよ うに 人間疎外的な シ ス テ ム

に転化 して し まうとい う洞察があ る。変革主体 た

るた め に は 、あ くま で も人間 を疎 外 しな い 、個 々

の 成員の 意思を尊重す る 「VA 」的な組織形態 が 要

請され る こ とになる。 これ こ そ が、社会変革主体

と して 組織形態自体に価値が含まれ た ＜VA ＞ と

い う概念 を成 立 させ る 地平 だ と考え られ る。

3　全般的官僚制化テ
ーゼの妥当性

　こ こ まで 、＜ VA ＞ 概念には、「全般的官僚制化」

とい う近代 に 対する社会診断が踏まえられた上 で

成立 して い る の で は ない か とい うこ とを考えて き

た。よっ て 、＜ VA ＞ と い う概念の 有効性 を評価す

る 上で 、「全般的官僚制化」とい う社会認識 の 妥当

性が
一

っ の 焦点をな して い ると考えられる。

　ウェ
ー

バ
ー

の 官僚制概念 は 、周知 の ように 主に

組織論 の 文脈 で 受容され て きた が 、同時に そ こ で

は既 に 乗 り越 え られ て い る とい うイ メージが
一

般

的 で ある。 しか し
一

方、「全般的官僚制化」 に基 づ

く祉会像は、そ の 後も管理 社会論と結 び つ く形 で

強 い 説得力を保 ちつ づ け、ギデン ズ に よ る と有力

な近 代社会像 と して 20 世紀 を通 して 社会 の 自己

理 解 に 重 要 な 役割 を 果 た して き た。こ れ は 同 時に

く VA ＞ 概念が説得力を保 っ て きた 背景に もな っ

て い る と考えられ る。

　 しか し、「全 般的官僚制化 テーゼ 」は 妥 当 した と

い え る の だ ろ うか。多 くの 論者 は 社会組織 に お け

る官僚制化 の 進展は
一

定の とこ ろで 止 まっ て い る

と指摘 して い る。む しろ官僚制 の 非合理性 に 関す

る知見が蓄積され 、企業や行政も効率性を求め て

ネ ソ トワ
ーク的な組織形態を部分的 に 活用す る よ

うに なっ て い る。福祉国家が 乗 り越 え られ る べ き

もの と され 、ネ オ リベ ラ リズ ム を思想的背景と し

た社会再編成が 進む中で 、「VAj が結成 され社会

シ ス テ ム の 多くの 領域を担 うこ とはむ し ろ奨励 さ

れ て い る 。
つ ま り、＜ VA ＞ を価値的に正当化 して

きた前提 の
一

部が問われ て い る とい え る。

　 こ の 前提 の 喪失 は 、〈 VA ＞ 論 に 組織 論 と して の

困難 も呼 び 込む 。 詳述 は で きな い が 、一
般 に 非

・

官僚制的な組織構造は、成員の 自律性 の確保 と組

織内の 統合や目標 へ の 動員な どの 間 の 緊張 が 顕著

に生 じうる構造 で あ る。＜VA ＞ の 論者は、それ を

成員間の 「メ タ価値 の 共有 」 とい う前提 を 引き込

む こ とで解決 して きた。こ れ は か な り高度な前提

だ が、それ を可能に して い た の が 、「全般的官僚

制」 とい う社会像 で あ っ た。つ ま りく 官僚制 〉 が

人 間性抑圧 の 装置 と し て あ る種普遍的な水準で捉

え られ る こ とに よ っ て 、そ の 否定 形 で あ る 非 く 官

僚制 〉 ；〈 VA ＞ とい う概念 もま た 、「人間性抑

圧 」 の 対抗物と して措定 した 「民主的」 「人間的 」

な どの 諸価値に つ な が る もの と して 、普遍的、統

合主義的な水準 で 捉 えられ こ とになっ た と考え ら

れ る。しか し、「全般的官僚制」 と い う前提が 自明

で はない 場合、こ の 想定の 根拠 も無 くな り、新た

に別様 の 理念型を立 て る必 要も生 じて く る。

4 結語

　 こ れ ま で 見て きた ＜ VA ＞ 概念は、〈 官僚制 〉 社

会 とい う単
一

的 な観点 か ら行われ た社会記述を前

提 に して い る と い う点で、統合主義的 で本質主義

的な概念 （メル ッ チ ）で あ っ た とい え る 。 しか し、

先述 したよ うに、現在は ウェ
ーバ ー

が描 い た意味

で の く 官僚制 〉 社会とは異な っ た状況 に あ る とも

言 える 。 様 々 な 目的、役割、思想 的立 場を持 っ た

「VA 」が 、それ ぞれ の 社会的資源を活用 し なが ら、

生まれ、活動 しつ つ あるとい うの が 現状 で あろ う。

今後は 、「VA 」 を価値的に 中立的 で あ る とい うこ

とを前提 と し、それぞれ の 組織 が 置 か れ て い る文

脈 を踏まえた 上 で、組織目標や役割、社会的帰結

か ら評価 して い くこ とが必要 とされ て い るの で は

ない だ ろ うか。「VA 」 をそ の 自体 と して 評価す る

こ とは、〈 官僚制 〉 化の 進展 とい う社会認識が リ

ア ル な時点 で は 意義 は 大きか っ たが、現在は そ の

次の 段階に移行 しつ つ あると考え られ る。
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