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　 近年、教育基本法の 改正 や 「心 の ノー ト」

の 導入 、歴史教科書論 争な どと い っ た右傾 化

の 動 きもあ り、政治 と教育 との 関係が改め て

問題 化 され て い る。ま た 、価値 の 多元 化 ・流

動化 に ともな い 、 こ れ まで の 社会化／教育 の

内容 の 自明性 が疑 われ る よ うに な っ て 久 しい 。

本報告は、こ うした状況の 下で の 社会化過程

を理論的に 再考する試み の 端緒で ある。

　政治 と社会化 との 関係 を め ぐ っ て は、政 治的

社会化論 と し て 、主 に政治学 の 領域で 論 じ られ

て きた （Dawson　 et　al．1977＝1989、　 Greenstein

1965＝1972 な ど）。政治的態度の 形成 に関す る

これ らの 議論 は、社会化 され る個人 の 能動性を

意識 は しなが らも、社会や政 治 の 正 統化 ・安定

化 の 要件 と し て 政治的社会 化 の 過程 をみ る向

きが 強 か っ た。また 、そ こ で 焦点 と なるの は、

政党支持など とい っ た 、い わ ば大文字 の 政治に

対 する態度 の 伝 達で ある 。 だ が 、言 語 論的転回

な どを経 て 、よ り ミク ロ なイデ オ ロ ギー性や歴

史性 をも主題化 され る今 日の 学問的状況 、ま た

グ ロ
ーバ リゼ ー

シ ョ ン やハ イ ・モ ダニ テ ィ とい

っ た社会的現状を鑑み る と 、 政治的社会化論 で

い われ る 「政治 」 で は語 りつ くせ な い よ うな政

治性 に も 目を向 け る必 要 が あ るだ ろ う。

　教育社会学の 領域で も、か つ て は機能主義

的／規範的 なア プ ロ
ー

チ が主 流 を 占め て い た

が 、1960 年代末以降、い わ ゆる 「新 し い 教育

社会学」 の 台頭 に よ っ て 転機 を迎 える こ とと

なる。「新 し い 教育社会学」 は、カ ラベ ル とハ

ル ゼー
の 編著『教育と社会変動』（1977＝1980）

などに代表 され るもの だが 、以 降、解釈的パ

ラ ダイ ム が 英米 の み な らず 日本で も有力な研

究視座 とな っ た。

　 本報告で は 、こ うした パ ラダイ ム 転換 お よ

び それ 以 後の 社会化論 を論 じる際 に見過 ごさ

れ て きた 点 を指摘 して み た い
。 それ は、「新 し

い 教育社会学 」 とカル チ ュ ラ ル ・ス タデ ィ
ー

ズ （以下 CS ） との 関連で あ る。

　 CS は、体系的な理論 の 制度化 を避 け る傾向

が あ る こ とか ら
一概に説 明 しがた い が 、 日常

生活 で の さま ざま な言説を 、具体的な 文脈に

お い て 分析 ・解釈す る実践 だ とい え る 。 特定

の 歴史や社会状況 に よ っ て 構築 され た も の で

あ る 「文化」 の 恣意性 ・政治性お よび その権

力 関係を問 うて お り、人種やジ ェ ン ダー
／セ

ク シ ュ ア リテ ィ な どに関わ る社会運動 に も大

き な影響 を与 え て い る。

　 教育 は あ る種 きわめ て 近代 的 な営為 と い え

る も の で あ り 、 そ の 意味で 、 しば しば 「ポ ス ト

モ ダ ン 的 」 と評 され （揶揄 され ） る CS と、教

育学 ・教育社会学 とは相容れな い と思われ るき

らい もあろ う。しか し、両者は長 い 間 、緊張を

は らみ つ つ も並 走 して き た とい え る （「新 し い

教育社会学」 が 英国 で 議論 され た頃 「ニ ュ
ー

レ フ

トレ ヴュ
ー

」 誌 に 関わ っ て い た S．ホール をは じ

め 、CS の 論 者 の 多く が 高校 や 成人 教育講 座 で の

教歴 を持 つ こ ともそ の 証 左 の ひ とつ で あ る）。教

育社会学 と CS との こ うした 関係 は 、研 究成 果

の 評価に もみ て とれ る。た とえ ば、P ウィ リス

の 『ハ マ
ー

タ ウン の 野郎 ども』 （1977） は、エ

ス ノ グ ラ フ ィ
ーの 技法 に よ っ て、 （ネオ） マ ル

ク ス 主 義 と再 生産 論 との 融合 を果た し、教育社

会学に 多大 な影響 を もた ら し た。そ の
一

方、同

著 は 労働 者階級 の 若者サ ブカ ル チ ャ
ー

／カ ウ

ン タ
ー

カ ル チ ャ
ー
研 究 と して 、CS の 古典 とも

目 され て い る 。

　 CS お よび そ の 流れ を汲む ア メ リカ の 批判
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教育学　critical　pedagogy　（Giroux　1992 ；1996）

は 、文化 に よ る差異化 ・序列化に着 目す る点

で 、文 化 的再 生産論 など、「新 しい 教育社会学」

以降の 議論 と問題関心 を共有 して い るに もか

か わ らず、現 在 の 学問領域 と して は、別個の

もの と し て 発 展 し て きた よ うにみ うけられ る、

と りわ け 日本 にお い て は、「新 し い 教育社会

学」 と CS とに 通底する政治的関心や運動的

側 面 が看過 ひ い て は脱色 され て きた感が否 め

ない 。 もっ と も、そ の 理 由 の ひ とつ に は 、 CS

が 日本 に 紹介 され る際に マ ス コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ

ョ ン 論 の
一

形 態 と し て 専 ら注 目 され 、そ うし

た領域に押 し込 め られ て きた とい う事情があ

る （小笠原 1997 ）。

　だが 、従 来 の 政治的社会化論 の い う党派性

に 限定 され な い 政治性、すなわ ち、ジ ェ ン ダ

ー、人種 ・
民 族 ・エ ス ニ シ テ ィ、階級等 々 を

社 会化論 の 俎 上 に載せ る こ とが 可 能 と な ろ う。

ま た、社会化 の 多様なエ
ージ ェ ン シ

ー
を考慮

す る うえ で も、大衆文化 popular　cultUre や メ

デ ィ ア を対象 とす る CS の 知見 は 注 目 に値す

るだ ろ う。

　今後 の 課題 と して は 、 「新 し い 教育社会学」

「批判的教育学」 を学校や家庭 と い う場の み に

閉 じ 込 め る の で は なく、社会化論 と して 拡張 し

て い く こ とが あ げ られ る 。 さ らに 、 そ の よ うな

文脈 を も っ て 、CS を 日本 に お け る教育社会学

の 理論／実践 に （再）導入 させ る こ とが 目指さ

れ よ う。

　教育 自体 を文化 の 政治学だ とみ る、CS の 問

題構制 か ら、（政治 的）社会 化論 の 新 た な地 平

を切 り開ける の で は な い だ ろ うか。
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