
The Japan Society of Educational Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Soolety 　of 　Eduoatlonal 　Soolology

教育社会学の 〈生
一
政治〉論的転換

一
社会化の 史的構築とそ の 分析 一

加藤　隆雄 （南山大学）

　 ミシ ェ ル
・フ ーコ ーが後期の 著作で 用い 、

ネグ リ＆ ハ
ー

ト、ア ガ ン ベ ン らに よ っ て 用い

られ た 〈生 一
政治 （bio−politique）〉または 〈生

一権力 （bio−pouvoir ）〉の概念は、日本で 1990

年代以降進展 し て きた 自己 や内面 へ の 関心 の

高ま りや 「心理 主義化」 か ら市民性 ・公 共性

の 変貌の よ うな現象まで、現代社会の 分析に

有効で あ る。 とは い え、フ
ー

コ
ー

に よれば、

こ の （生一政治〉の 始点は、17 世紀 もしくは

18 世紀 半ばにある。本報告の 目的は、フー
コ

ーの 用い た 〈生一政治〉の 概念の 概略を述 べ

て 、それ が教育社会学が対象 として きた領域

に おける分析に とっ て 有効な概念で ある こ と

を示 すこ とで あ るが、特に、〈生
一

政治〉の 開

始点に よ り近 い 19 世紀 の デ ュ ル ケ ム の 「社

会化 （socialisation ）」 の 概念 ・理論形成にお

け る 〈生
一
政治〉 の 作用 を取 り上 げる 。 そ し

て 、それ 以 降にお ける社会化 の 研 究が 〈生一

政治〉 の 展 開形態 で あ り、教育社会学の研究

自体が 、〈生一政治〉の 介人 に よ り構築 され て

い る とい う事態 の
一

端 を捉 えた い と考え る。

　教育研究が フ
ー一・　Jl・一一の 思想に注 目 し始め た

の は 1980 年代で ある。そ こ で フー
コ
ー中期

の 著作 （主 と して 『監獄の 誕生』）は、ア リエ

ス 、ブ ル デ ュ
ー

の 議論 と絡 め られ なが ら、教

育の 相対化 ・装置 とし て の 学校 ・規律 ＝ 訓 練 ・

権力 とし て の 知 とい っ た観点 か ら取 り上 げら

れ た
。 日本で は 1970 年代来 、

フ
ー

コ
ー

は 「構

造 主義1 の 思想家 とし て位置づ けられて い た

の だ が 、 上記 の よ うな観 点は、フ
ー

コ
ー

の 思

想全体か ら見 て本質的なの か部分的なの か と

い う点は 明らか で はな か っ た。

　 しか し、フ
ー

コ
ー

後 期 の 思想 まで射程 に入

れ るならば、彼は ある意味一
貫 して 〈生一政

治〉 の 研 究を め ざし て きた とい え る。社会秩

序 に適合する よ うな人間 の 心身 を作 り上 げる

力 が 〈生
一
権力〉で あ り、そ の 作動 と交錯 の

領域が 〈生一政治〉で ある。後期著作の 『性

の 歴史　第 1 巻　知 へ の 意志』 （1976） の 中

で 、人 々 （国家の 国民）に対 して働 く　＜生一

権力〉 の 二 つ の 極 が示 され る。フ ー
コ
ー

は、
一

方 を 「規律 （discipline）を特徴づ けて い る

権力 の 手続き」 、　 「人間の 身体 の 解剖
一
政治

学 （anatomo −pelitique）」 と呼ぶ 。 1980 年代

以 降、教育研究にお い て フー
コ
ーの 思想 とし

て 取 り上 げられた の は 、 〈生
一
権力〉 の こ ち

らの 極で あ っ た。他方、「種で ある身体、生物

の 力学 に貫かれ、生 物学的プ ロ セ ス の 支えとな

る身体とい うもの に 中心を据え」、
「繁殖や誕生 、

死 亡 率、健康 の 水準、寿命、長寿、そ して それ ら

を変化させ るす べ て の条件」を引き受ける「一連

の 介入 ・調整する管理 」が 「人 口 の 生
一
政治」と

呼 ばれ るもの で ある。

　 最初期の 著作 『精神疾患 と心 理学』（1954 ）

で 「狂 気」 が病気 で あ るの は アナ ロ ジー
を通

じ て で あ る とい うこ とを示 した フ ー コ ー
は 、

『古典主義時代 に お け る 狂気 の 歴史』（1961）

で、個 々 人 の 内面 ・心 を治療 の 対象 として 精

神 医学が 可視化 し て い くこ とを述べ て い くが 、

そ の 歴 史は 内面や精神が 、個 々 人 の 統制 を超

えた抽象的シ ス テ ム に組み 込 まれる過程で も

あ っ た 。 『言葉 と物』（1969）で 扱われ る の は

「人 間」 とい う観念 の 生成で あ り 、 人 間が人

問 自身を対象 とす るま なざ しを形成す る過程

で あっ た 。 人間に と っ て 、人間の身体 とそ の

作動が科学的探究の 対象と して措定 され て い

くプ ロ セ ス は、〈生
一

権力〉に とっ て の 、その

対象の 発見で あ っ た と考え られ る。『監視 と処

罰 （邦訳 ： 監獄 の 誕生）』（1975）で フ
ー

コ
ー

は 、刑罰の あ り方の 変化 を通 じ て 、権力が身
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体 へ と作用す る歴 史的プ ロ セ ス を描い た。近

代初期に 、人間 の 身体は刑罰 の 直接対象 （身

体刑）で ある こ とを止 め、処罰は まずそ の 外

側の 管理 （規律正 しい 身体）に向け られ、さ

らに身体を通 して そ の 内面 へ と向か う。
つ ま

り 、 身体が
、 外 的 ・直接的 ・物理的力 に よ っ

て 蹂躙 され る対象か ら、規律権力に よ っ て 成

型 され 、〈生
一
権力〉に よ っ て 介入 を受 け る対

象 と なるプ ロ セ ス が述べ られ た の で ある、「主

体 と権力」 な どで 用い られ た 「牧人 ＝ 司祭型

権力 （pastoral　power ；pouvoir　pastoral ）」は 、

キ リス ト教の 「告解」 が、個 々 人 に内面 とい

うもの を振 り返 らせ る こ と で 、内面 とい う空

間 を作 り出す作用 を指摘す るた め の 概念で あ

っ た。『性 の 歴史　第 1 巻』 にお い て フ ーコ

ーは 、歴 史的な資料に もと づ きなが ら、 自己

の 中核と して 「性 」 と い うも の が作 り出 され

た過程 を 明 らかに して い くなか で 、＜生一権

力〉・〈生一政治〉とい う概念を用い るに至 る。

こ の よ うに フ
ー

コ
ー

の 著作群は 、人 間 の 自

己
・精神 ・身体 に及 ぶ作用の研 究を志 向 し て

い た。身体の 外郭に沿 っ て 、または身体の 内

側 へ 、心身 の 生産 と再生産へ と こ の 作用は及

ぶ。こ の 作用がフ ー
コ
ーの 〈生一権力〉なの

で あ り、権力の 生成 ・行使 ・交錯の あ り方 が

〈生
一
政治〉なの で あ る 。

　 し て み る と、人 々 の 自己や社会的ア イデ ン

テ ィ テ ィ を構成する もの と して の 教育の 作用

は 、 〈生
一
政治〉と密接に か か わ る こ と に なる

こ とがわか る。 19 世紀か ら 20 世紀 にか け て

進ん で きた 国民教育の 歴 史こ そ 、〈生
一
政治〉

の 場 で あ っ た とい うこ とが で き る。

　教育の 作用の 中核 と し て 位置づ けられ て き

た概念が、社会化 の 概念で あ る。 と こ ろで 、

こ の 社会化 に 関わ る言説は こ れ まで 二 つ の 前

提 を有 し て い た。

（α ）近代社会 にお い て社会化の 契機が発 見

され た

（β）社会化 は普遍的に見 られ る過程で ある

これ らが相互 に矛盾す るもの で あ る こ とは 明

らか で ある。デ ュ ル ケム が 『教育 と社会学』

で 取 り上 げた の は （α ） の 側 面で あ っ た。 し

か し、パ ーソ ン ズ以降 の 社会化研究か らは 、

社会化が 近代社会の 必 要条件 で ある とい う面

は次第に薄れ て い き （β）の よ うに心理 学的

な発 達研 究の 社会学版とい うこ とにな っ て い

っ た。 しか し、そ もそ もの デ ュ ル ケム の 時点

で 矛 盾は 存在して い る 。 デ ュ ル ケ ム にお い て

そ れ は、「特殊な社会集団 （カ ー
ス ト、階級 、

家族、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 よび精神的状態」 と 「子 ど

もが属 して い る社会が 、そ 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 び精

神的
一

定状態」 との 区別 とい う仕方で 立 て ら

れ て い る、デ ュ ル ケ ム は 、しか し、「子 どもが

属 して い る社会的範疇 とは無 関係 に、教育が

す べ て の 子 どもに対 して教え込 む べ き
一

定数

の 観念、感情、慣行 を自己 の うち に保有 して

い ない 民族は存在 しな い 」 と述 べ て 、市民社

会 へ の 参入 を 「方法的社会化」 とい う語で 示

した の で あ る 。 （β）タイプ の 社会化研究は 、

デ ュ ル ケム の こ うし た 社会化論 を、脱政治

化 ・超近代化す る こ とで 生成 され て きた。

　デ ュ ル ケ ム 理 論にお い て 、 市民社会 の
一
員

と して子 ども の 内面 を構成す る と い う点に お

い て 、フ ーコ
ー

の 述 べ る 〈生
一
権力 〉 の 介入

が認 め られ 、社会化 論が 〈生一政治〉の場 と

な っ た こ とが わか る。第三 共和 政の 社会的混

乱 の 中で の 理想 を述 べ た と考 えられ て い るデ

ュ ル ケ ム の 思想 は、個 々 の 生が社会の 支配 の

も とに置 こ うとす る 〈生
一
政治〉 の 場 と して

読み 解 く こ とが で き る。デ ュ ル ケ ム は、個 々

の 生にお い て （β〉の 社会化 の プ ロ セ ス を、

社会 の 中の プ ロ セ ス と し て 捉 え な お した 。

個 々 の 社会化を社会 の もの とす る （社会化）

と い う意 味で の 「社 会化 の 社会化」 こ そ が 、

〈生
一

政治〉の あ りよ うな の で あ り 、 こ の よ

うな個々 の 生を社会中に位置づ ける と い う形

で ス ター トした教育社会学研究 の 全 体像 こ そ、

今後生
一
政治の 理論 に よ っ て読み解かれ るべ

きで あ る 。
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