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エ ス ノ グラ フ ィ に お け る権 威性
・政治性 ・暴 力 性再 考

＿ ハ イデ ガ 「 存在 論 に よ りなが ら一

中村 浩 子 （文 教大 学 非 常勤 ）

0 ．なぜい まハ イデガー存在論か ： 世界を捉

えよ うとする私

　本発表の 目的は、教育研 究 に お い て 民 族誌 的方

法を採用す る際 の 今 日的課題 、すなわち、権威性 、

政治性、暴力性 に つ い て 、『存在 と時間』に お ける

ハ イデガ ー存在論に 学び つ っ こ たえ て い く こ とで

ある 。

　教育社会学 で は 、「解釈的 ア プ ロ
ー

チ 」が 紹介さ

れ て 以降、そ して 近年で は 研究 の 臨床性 へ の 関心

も手伝 っ て 、民族誌的方法は 手法と し て確立 され

た と言 6そよい 。しか し人類学 に お い て は周 知 の

通 り、民族誌 ・民族誌 家の 権威性、政治性 、 暴力

性 に 対す る反省が なされ、．長 らく活発に議論 され

て きて い る。

　と りわけ通俗的 な意味 で の 「異文化 」 や 「異郷

の 地 」 を研究する の で はな い 傾向にある 日本の教

育研究は、そ の成果が 「書か れ る者 」 の 生活 に影
’

響 を及ぼしやす い 。に も拘 らず 、自らの 学問的営

為が疑閣 に付 され か ね ない こ れ らの 問題群 に つ い

て 議論が 尽 くされ て い る と は 言 い 難 い
。 人び との

営み を観察 し、解釈 し、書 くとい う自らの あ りよ

うこ そ がい ま問 わ れ
’
1い る こ と に、充分 な自覚が

な され て きて い な い の で あ る。そ れ は 、「書 く者 」

と して の 私 へ の 反省 の 欠如 とも言え る。

　本稿がハ イデガ
ー

の 存在論 に学ぼ うとする の は、

ハ イデガーが事象世界を捉 えよ うとす る私 を主題

として撞っ て い る か らで ある。1927 年に発表 され 、

た 『存在 と時間』の 主題 は 、「現存在」 の 「存在論

的分析」、す なわち、「人間存在」 が 「どう在る の

か の 分析」 で あ り、 分析 を し よ うとする 人 問 であ

る私 の 分析で もあっ た 。

　教育社会学と の 関係 で 言 えぱ、現 象学 の 系譜は

これ ま で、と り わけ英米 にお い て展開 され て きた。

シ ュ ッ ツ に よ る現象学的方法や 、 ガ
ー

フ ィ ン ケ ル

がは じ め た エ ス ノ メ ソ ドロ ジ
ー

などが 挙 げられ、

い ずれ も フ ッ サ
ー

ル 現象学に多くを負 っ て い る と

され る。 こ れ らは そ め た め 本研究で い う現象学的

方法 と共有す るとこ ろが 少 なくない 。 しか し こ れ

らは ハ イ デガ
ー

を経由 し て い な い 。

1 ．民族誌的方法 に おける権威性
・政治性 ・

暴 力性

　ク リ フ ォ r ドらの 『文化 を書く』 （1986 年）以

降、「書 く」 とい うこ との 「よ り優れた モ
ー

ド」 の

探究が続け られ て い る。ど う書 くの か は 今や 、個々

の 民族誌家が そ れぞれ に そ の つ ど模索 しなければ

な らな い状況 に あると言 える。しか し こ の ク リフ

ォ
ー ドら の 提起 は、問題 を 「レ トリ ッ ク の 次元 に

M

還元 」 し て しま い 、「対象 で あ る人 び と の行為や実

践 へ の 視点か らの 乖離」 を促 レた とい う批判 もな

され て い る （田辺 、2002 年）。

　ハ イデガ
ー

の 解釈学的現象学は、現実の 人間社

会を 知 り、理解する とい う従来か らの 民族誌 の 目

的か ら離れ ず に、現実 の 人間社会を対象化する研

究者 の あ りよ うを も正 当 に扱い 、な お か つ ど う書

い て い くか を展望する地盤 を
一

挙に提供 して くれ

て い る。

　また 「書か れ た者」 に、「自分たち の 生が 語 られ
．

て い ない 」 と い っ た違和感 を抱かせ るよ うな 囈

約 の 暴 力」 （志水、2004 年） をい か に軽減で き る

か につ い て も、「あ り の まま」 を 「見 える よ うに す

る」 とい う．ハ イデガー
現象学 は 示唆的 で あ る。

2 ．何 をどう書 くの か ： 民族誌的方法再考

　フ ィ
ール ドワ

ー
カ
ー

はそ の 場に極力影響を及 ぼ

す べ か らず、な どと言 われ て き た。し か し本発表

で は こ うし た立場に、カ ン トが か つ て 『純粋理性

批判』に お い て 客観 を 「物 自体」 と 「現象」 とに

分け る よ う論 じた よ うなダ ブ ル
・

ス タ ン ダー ド、

つ ま り 「本当の 世界」 と 「フ ィ
ー

ル ドワーカ ーが

見 た だけ の 世界」 とを区別す るよ うな発想の残存
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を見 て とる。

　ハ イデガ
ー

は カ ン トの 「物自体」を斥けて い る。

そ の 上 で 「現象 」 を記述 して い こ うとする こ の 現

象学は あ くま で 、何が あるか、ではな く、人間 に

とっ て どうあるか 、を主題 とする。そ して そ こ に、

分析者 と対象者とい っ た ヒ エ ラ ル キカル な区別 の

消滅 を見 る こ と が 可 能 で あ る。

　加 えて本発表 で は、ハ イ デガーの い う 「解釈 」

概念 に則 っ て 、「解釈」が 現象学や 学閙 の 特権的営

み で はな い こ とが 導きだす。解釈は 必ず しも言葉

を伴わな い
。 そ こ に生 きる人び とが言葉にする 以

上 の こ と を 人 び とは 了 解 して い る し、解釈も して

い る。

　 し か し本発表の テ ーマ か ら して 注意す べ き こ と

が こ こ で 生 じ る。

　民族誌 的記述に お い て は、そ こ に 生き る 人び と

の 権威を奪 い 取ら な い ため に、そ こ に生 きる人び

との 世界を、そ こ に 生き る 人 び との 実存を跳び越

える こ となく描きた い 。世界を解釈 するために、

言葉ではな く、「黙し て 語 らな い経験」を こ そ記 し

た い
。

し か しそ こ に は 、相手 の 自尊心を砕 く危険

性、相手 の 心 の 自由を奪い とる危険性が孕 まれて

い る 。

3 ．私の 民族誌 ・・か ？

　当の 世界を、私 とい う異物が 入 っ たおかげ で 変

え て しま っ た の で は ない か。こ う した不安は、現

象学的方 法に お い て は 無効で ある 。

　 「世界」 を 「見え る ように 」 させ るに は、まず

も っ て研究者自身 で あ る私 にそ の 「世界j が見 え

て い なければならない 。そ して その 最も有効な方

法はやは り、そ こ に 身を置 い て み る こ とで あろ う。

そ して そ こ にお い てわれを忘れ る ほ どに道具を使

用 し、そ うふ る ま う場 面にお い て 自己を了解 で き

る状況 に 私が至 っ た の で あれば 、あとは もう、私

に 知覚され た もの をただ記述 して い けばよい
。 そ

こ で は もは や メ ル ロ ； ポ ン テ ィ も言 うよ うに、「わ

れわれ は ほ ん とうに 世界を知覚 して い るか どうか

は 問題 に す べ き こ とで は な く」 な る は ず で ある。

参与 した私が記述する世界は原理的に 、私 の 経験、

私 の 存在 か ら独立 して 存在 し えない か らで ある。

　ま た 民族誌を書くに あた り、と りわけ著者で あ

る私 の 心獎を書 き落 とさな い こ とは、記述にお け

る 「公正 さ」 の 担保以 上に、「世界」 を書 くため に

重要 になっ て くる 。

　心境は、どん な緻密さを誇 る認識 より多くを示

す もの とな りうるとハ イデガーは言 う。 それは、

私がお か れ て あ る世界 に つ い て 、私 が どうお かれ

て い るかにつ い て 、そ して 私 の 実存 をも首尾 よ く

示 して くれ るもの で ある。そ し て それ は 、私の 立

場性 を 自ず と示す もの で もある。

　 さらに 本発表 で は、民族誌 とは 「私 だけの 構築

物 か 」 が問われ る。た しか に 「書か れ た物」 は、

他な らぬ私が見て 、感 じ、考え、書い た もの で あ

る。しか し現存在 （人間） の 存在構 成は 「世界 ＝

内＝存在」で ある、とハ イ デ ガ
ー

は 洞 察 して い る。

　 と こ ろ で こ の ハ イデガ
ー

の テ ーゼは、現象学を

た ちあげた フ ッ サ
ー

ル の 主張 とは相容れない 。す

なわち、特権的 な コ ギ トと し て想定 され て き た 自

我を 否定する 点 に お い て 、で ある。そ して 両者の

相違は 、民族誌 との 関連 で 重要 な点で ある。

　 フ ッ サール に従 うと 、 研 究者は、自らが 経験 し

た事象そ の もの として の 世界に忠実 であるよ うで

い て 、分析や探求が始ま るそ の 時点か ら、判断停

止 に よ っ て と つ ぜ ん 自分だけが離れ て しま うこ と

が できる。し か しそれ で は 、分析者は 立場の 自由

な者だ とい うこ とにな っ て し まい か ね ない 。

　記述 し て い る者が い くら私 であっ て も、そ の 私

を構成する もの は 世界；内；存在な の で あ り、そ

の 世界＝内 ＝ 存在で あ る 私 をすで に して 構成 して

い る世界を記述 し よ うと して い る の で あっ て 、そ

れは、自分だ けの もの で は決 して な い 。 そ の 世界

とは 、私 が
“
フ ィ

ー
ル ドワ

ー
ク
”

を行 っ た世界 に

お ける他者 と共有し、わ か っ て い る もの で あ る 。

私 の 経験を書 くか ら と 言 っ て 、「書か れ た物」が私

の 構 築物 にす ぎない と謙遜す るつ も りで 言 うこ と

は 、却っ て独我論に な りうる 。

　最後 に本発表で は 、私 自身 の 関わ り を描 く上 で 、

素朴 で 非反省的だ っ た 私 の 言動や心 境を こ そ描 く

意義 に つ い て ふ れ る。そ し て そ うする こ と が、著

者の 権威性 の 相対化 へ と至 る こ とを見る。

　また民族誌 の 暴力性を少 しで も軽減する可 能性

を、μ」口 昌男 （1970 年）の い う 「己 れ の 蘇 りの 喜

び 」 が 相手 にももた らされ るまで を 共有する こ と

に見出 し て い く。
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