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学校 の 脱魔術化過程 ・ 再魔術化過程

　　ウェ
ーバ ー 「官僚制論」 の 再解釈 を通 し て

柳　治男　 （元 　熊本 大学）

1 ．学校論 と官僚制論

　学校 は、重要な社会化機関だか ら、教育社会学研 究

の 重要な研究対象 とな る の で あろ うか。こ の こ とは
一

面で は疑 う必要 もない 自明な事の よ うに思 える 。 しか

し、学校 を現代社会に 固有な官僚制組織 の
一

環 と し て

理解す る とい う課題 意識 が 不 明確な まま で は 、不 十分

で ある。学校の 官僚制的構造 を確実に捉 え、合理 性 と

言 う近代社会成立 の 論理 を、教育社会学の 学校研究に

お け る基本 的枠組み とい ま だ に な しえな い の は なぜ

か 。本発表で は 、学校研 究が陥 っ て い る 自明性の 罠 と、

そ の 背 後 に ある原 因 とし て 見 うる学校の 再 魔術化 と

い う現象の 存在を指摘 し、学校を問 う意味を検討す る。

2 ．ヴェ
ーバ ー

官僚制論 の 宗教社会学的背景

　従来 の ヴェ
ーバ ーの 官僚制論は 、「支配 の 社会学」

で理念型 とし て 提示 されて きた 諸構成要因 を列挙 し、

それ を具体的な個 々 の 組織 に 当て はめ、そ の 妥当性 を

吟味す る とい うこ とで進め られ て きた。教育社会学に

お ける学校研究 もま た こ の よ うな 問題 設定 で そ の 是

非が検討 され 、学校 へ の 官僚制論の 適応不可能性が 導

き出されて きた。し か し こ の よ うな議論 の 展開 で無視

されて きた の は 、本 来 ヴェ
ーバ ーが官僚制 を社会学的

問題 と し て 位置づ け た 根拠で あ る。

　 ヴェ
ーバ ーは 、近 代社会 の 成立 を 「社会の 全般 的合

理化過程」 と呼び 、合理的官僚制 の 成立 を こ の 過程 の

中に位置づ けた 。 さらに こ の こ とを宗教的意味で 、「世

界 の 魔術か らの解放」 と呼び、合理 的官僚制成立 の 背

景に、脱魔術化過程 が あ る こ とを強調 した。こ の合理

化 の 背 後には 、カ ル ヴィ ニ ズ ム の 被造物神 化拒否 の 思

想に よ る脱魔術化 とい う宗教的合理化過程が ある。こ

の プ ロ テ ス タ ン トの 宗教活動 は 、現実 の 生活 か らあら

ゆ る共 同体的、そ して 情緒的 、 衝動 的関係を排除 し た

即物 的な関係 に人 間の 繋が りを変 え て し ま う。 さ らに

人間の 行為 を 目的合理性 へ と
一

面化 し、彼 らに内面 的

に孤独 な生活 を強制す る もの で あっ た 。 当然現世の 快

楽を否定せず、呪術的活 動に意味 を見 出す人 々 の激 し

い 反発 を生ま ずに はお か ない し、現実 の 官僚制組織の

展開過程は、こ の 緊張 関係 か ら逃れ る こ とはで きな い
。

　最近 の ヴェ
ーバ ー研究は、近代化が進行 しつ つ ある

19 世紀 ドイ ツ に成立 し、こ の 近 代化が もた らす画
一

化

に抵抗す べ く生まれ た ロ マ ン 主義 へ の 共 感 と批判 が、

彼 の 官僚制論 の根底 にあ る こ とを強調 す る。 ロ マ ン 主

義 の 立場か らすれ ば、こ の 進 みゆく宗教的合理化を媒

介に進展す る近代化 とは、個性 や感性 を否定 し、自然

を破壊する非合理性 そ の も の の 拡大に他 な らな い
。 し

か しまた 、
こ の 進行は、避 け難 い 近代 の 宿命で もあ り、

ロ マ ン 主義者 の よ うに単純 に否定 し うるもの で は な

い 。理 念型 として の 官僚制論で は、あ くま で も西欧近

代社 会を 作 り上 げた プ ロ テ ス タ ン ト的価値意識 か ら

導かれ る合理 性 の み が語 られ、それか ら逸れ る人 間 の

行動 は非合理 性 とい う範疇に組み 入 れ られて しま う。

ロ マ ン 主義にか か わ る思想や行動 は、理念型 と し て の

官僚制論で は 当然 の こ と と して 論 理 的 に排 除 され る

こ ととな る 。 しか し現実 レ ベ ル で見れ ば、ロ マ ン 主義

が強調 し た個人の 全体性 を保 ち 、 官僚制 的支配 か らの

解放 を希求す る主体的行動 も、そ し て また感情 も、非

合理的 とい う烙印 をお され、排 除され なが ら、組織に

抵抗 を試 みる、ヴェ
ーバ ー

の 官僚制論 とは 、こ の よ う

な緊張関係 を内包 し た概念で あ り、固定的な 、あ る い

は
一一

義的、平 面 的な概念で は な い 。

　 ヴェ
ーバ ーの 官僚制論 を宗教的文脈 の 中で 理 解 し 、

彼 の ロ マ ン 主義へ の 共感 と批判を踏ま えた 時、学校を

官僚制組織 とし て 位置づ ける分析視角 が 明確 となる 。

それ は近 代学校が もた らした義務就学を、あらゆる衝

動性や快楽原 理 を否定す る官 僚制 の 世界 へ の 子 ども

の 包摂 として理解す る こ とで ある。禁欲主義的な 目的

合理 的行為的生 活 と、今 を生 き る存在 として の 子 ども

と は対極的関係 にあ り、また 日常的、常識的に流布 し

た子 ども中心 主義言説 と は 非親和的関係 に ある 。 現 実

の 学校 は 官僚制化 と反官僚制化 とい う二 っ の 動 きが

衝 突する場で ある。 ヴェ
ーバ ーが 「支配 の 社会学」 に

お い て 示 した理 念型 と して の 諸属性 が、学校 にそ の ま
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ま具体化 し て い るわけ で は な い 。

　学校の 官僚制化 をめ ぐる議論が 不 毛 な結 論に し か

達 し得 なか っ た最も重要な原 因が 、こ こ に ある 。 義務

教育制度 の 定着 に伴い 実現 した 大多数 の 子供 の 就学

をそ の ま ま追認 し、学校 と子 どもの 親和的関係 を背後

前提 と し て 学校論を展 開 させ 、官僚制化 と反官僚制化

と の 対抗関係 と い う分析枠組 み を明確 に 自覚 し得 な

か っ た こ とにある。

3 ．脱魔術化 と再魔術化

　官僚制組 織と し て の 学校は 、
こ の 原理 的にかみ 合わ

な い 子 どもを組織 に馴致 させ 、そ の 存立 を図 らね ば な

らない 。こ の よ うな必 要 に 、 学校は どの よ うな回答 を

もた らす こ とが で き、今 日 の
一

定の 安定性 を保 ちえ て

い る の か。い うまで もなく、暴力 的に管理 し、子 ども

の 規律化 をはか る こ とが、義務教育制度開始期に は図

られた。し か し こ の カに よ る政策は す ぐに 行 き詰ま る 。

子 ど もを活動 の 対 象 とす る学校は他 の 官僚制 的組織

に もま して 、 理性 よ りも感情 に訴え、学校 を魅惑的な

聖域 と し て子 ども達 に認 知 させ ね ば な らなか っ た し、

教師 の 中にそ の よ うな使命感 を醸成せ ね ばな らな か

っ た。また、ロ マ ン 主義的言説 に対抗 して 合理性の 論

理 を貫徹 させ 、官僚制組織 とし て学校が備え る べ き合

理性 を損な うこ とがな い よ うに しな けれ ば な らない 。

　制 度 と して の 学校の 相対的安定性は、反官僚制的傾

向の 巧みな操作 と、官僚制化 させ る 戦術が採用 され て

い る こ とを意味す る。そ れは 、意 味喪失 した官僚制 の

世界 に 、新 た な意味付 与戦略を駆使 して 、無機 的、機

械 的シ ス テ ム に新 たなる 息吹 を もた らす こ と で あ ろ

う。「マ ク ドナ ル ド化す る社会」 で 20 世紀後半に おけ

る宮僚制組織の 展開様式を解明 した リ ッ ツ ア は、次 い

で 、「消費社会 の 魔術体系」 を著 し、ヴ ェ
ーバ ー

の 官

僚制論に独 自な解釈 を加 え つ つ ある。彼は 「生産手段 」

ならぬ 、「消費手段 」 と言 う概念を駆使 し、今 日の 企

業は、ス ペ ク タ ク ル や内破 を顕示 す る新 しい 「消費手

段」 を駆使 し て顧客 の 購 買意欲 を掻 き立 て 、人 々 に必

要以上 の 消費 を促す魔術 を駆使 して い る と した 。 そ し

て こ の こ とを彼 は、再 魔術化 と呼ん で い る。

　こ の よ うな議論は 、学校研究に新たな地平を 開くも

の として理解 し うる。近 代学校 とは、その 成立 期か ら

こ の 再魔術化過 程 の 渦 中にあ っ た。 リッ ツ ア は 、マ ク

ドナ ル ド化 として 示 し たチ ェ
ー

ン ・シ ス テ ム の 成立 を、

20 世紀後半 を特徴づ ける組 織現象 と して い るが、学校

こそ は脱魔術化 と再魔術化の ドラマ を、近代社会の 成

立過程で最初に、そ して 見事に演 じ て きた。 こ こ で も

また リ ッ ツ ア にな らっ て言えば、近代学校制度の 成立

は、多様な 「教育手段 」 の 開発 に よ っ て 支え られ て き

た の で あ っ て 、快楽や 自己 陶酔と い う情動性 を賛美 し、

そ れ らを誘発 する エ ン タ
ー

テ イ ン メ ン トとい う舞台

を学校 の 中で 徐 々 に整備 し 、 さ らには学校外 にも拡大

し、教育言説 を産出する メデ ィ ア の 内容を拡大 する こ

と に よっ て達成 され てき た。チ ェ
ー

ン
・

シ ス テ ム が学

校か らあ らゆる分野に 浸透 して い る よ うに 、こ の 再魔

術化戦略 もまた学校か ら出発 し、社会の 隅 々 に ま で 浸

透 して い る と言 え よ う。こ の 過 程 で 、 か つ て 対抗言説

で あ っ た ロ マ ン 主義は 、同化言説 へ と華麗なる変化 を

遂げた。学校研究は こ の よ うな魔術化過程に無意識の

うちに組 み込 まれ て 、学校 へ の鋭敏な る感性 を麻 痺 さ

せ られ、学校分析に 固有な認識枠組みを構築 しえな い

ま まに現 在に至 っ て い る の で はない だ ろ うか。

4 ．教育社会学的学校研究 へ の 展望

　 ヴェ
ーバ ー

の 研究か ら 100 年余の今 日、リ ッ ツ ア を

は じめ とする ア メ リ カ の 組織社会学者が 、 再魔術化 と

い う新 し い 概念 の 下 に 、 消費社会 における官僚制 の 展

開構造 の 特性 を明 らか に し よ うと して い る 。 こ の 動き

に触発 されて 、脱魔術化過程 に焦点を向けて 論 じられ

て きた ヴェ
ーバ ー

官僚制論の 中に、再魔術化過程 に関

す る議論 を加 える こ と の 意義が 吟味 され始め て い る。

い わば近代 社会の 成 立期 に お い て 主 として 生産 の 舞

台を基盤 に作 り上 げられ て きた官僚制論 を、消費社会

を舞台に再構成 し、議論を深化 させ よ うとす る試みが

拡大 しつ つ ある 。 学校論は 、こ の よ うな動 きか ら大き

な示 唆を得 るこ とが で きる の では な い だ ろ うか。
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