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1． 問題設定

　本報告は 、研究者にお ける市民社会感覚の

空洞化 を検討 し 、 そ の 空 洞 化が 「市民 」 概念

に と っ て有す るイ ン プ リケ
ーシ ョ ン を考察す

る 。

　本報告 の 問題意識は 、市民 の あ り方や シ テ

ィ ズ ン シ ッ プ教育に つ い て、社会学的な観 点

か ら議論す る こ とにあ る 。 そ の 際に 、 足 元
一

一
社会学的な観点 、 そ して研 究者に お ける市

民 として の あ り方 　 を点検する こ とは 、
一

定有意義で あるだ ろ う。ただ し本報告は 、市

民社 会に 対す る感 受性 を喪失 し た研 究者 が

「象牙の塔 」 に こ もるとい っ た よ うな事態 を

取 り上 げて 、 外か ら論難す る も の で は ない 、

む しろ、象 牙 の 塔 の 構成 素材で ある方法論的

な正 当化、お よび 「二 重 の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ」

（バ
ー

ガ
ー

＆ ケ ル ナ
ー

）と言 われ る よ うな、
一

般 の 市民 の あ り方か ら距離を取る学問的立

場 を、論理 に即 して検討す る こ とが 目的で あ

る。

　 こ の 学問的立場は 、 市民生 活の 価値的 ・規

範的 関与か ら距離 を取 る こ とに よっ て か え っ

て市民社会 に貢献する とい う、社会学独 自の

市民 （以降 〈市民〉 と表記） の あ り方 を 主張

す るもの だ っ た。「〜が望ま し い 」、「〜す べ き」

と い う価値的 ・規範的関与 に満ちた市民 社会

の 論理 か ら距離 を取 っ て、観察 に専念す る こ

とに よ っ て 、 社会学者 は社会現象 を
一

般 市民

よ りも正確に分析で き るだ ろ う。社会現象 へ

の 特権的ア ク セ ス を主張す るこ うした身振 り

に よ っ て社会学は 、 市民社会 の なか で
一

定の

地位 を確保 し て きた。す なわち、
一

般の 市民

の あり方 とは異な っ た 、社会学独 自の 〈市民〉

の あり方 を主張 し て きた の で ある。

　 こ うした社会学独 自の く市民〉の 主張 は、

論理 的な
一

貫性 を伴 っ た もの だ ろ うか 。 本報

告の 見る とこ ろ、社会学者 の 多くは 、 論理 的

な意味 にお い て 上記で い うよ うな 〈市民〉 で

ある こ とに失敗 し て い る。すなわ ち研究者に

お け る市民社会感覚は 、実質的に 空洞化 して

い る。 とは い え もちろん 、大 半 の 社会学者に

その よ うな 自己認識 はな い 。それ は 、「市民 」

とい うに は 値 し な い か も しれ な い 市井 の 人 々

（動物 ？）が、「非市民」 と して の 自己認識を

欠い て い た りす るこ と と、基本 的に違 い の な

い 情況だ とい え る の で は な い だろ うか 。

　本報告は まず、方法論をめ ぐる
一

つ の 論争

（構築主 義論争）を参 照 して社会学 にお ける

「〈市民〉の 失敗」 を論 じる。続 い て 、こ の 失

敗 の 認知 に よ っ て 「市民 」概念 へ の オ ル タナ

テ ィ ブなア プ ロ
ー

チ が切 り開か れ、市民の あ

り方や シ テ ィ ズ ン シ ッ プ教育に対す る示唆 を

与 え る こ と を論 じよ う。

2．　 構築主義論争 ・再訪

　社会 問題の 構築主義論争は し ば し ば、他 の

社会学 の 立場 とは 関わ りな い 特定 の 学派内の

問題 で あ るか の よ うに処理 され て きた。だが

そ の 射程 は元来、社会問題の 構築主義 と い う
一

学派や、ある い は質的ア プ ロ
ー

チ に特有 の

課題 に限定 され て は い ない 。む しろ 自らを構

築主義者 で ある とみ な さな い 他の 社会 学者 に

と っ て こ そ 、 重要 な洞 察が残 され て い る。

　人 々 の 活動に よる社会的構築物 と して社会

現象 を捉 え る構 築主義の 考え方は 、「社会学主

義の 別称」 （中河伸俊）とい われ る ご とくに現

在 の 社会学 におい て 自明な もの とな っ て お り 、

そ の 意味で ほ とん どの 社会学者 は広義の 構築

主義 の 内部 に位置 し て い る。 した が っ て 「社

会的構築物 に ア プ ロ
ー

チす る方法」 を め ぐっ

て行 われ た構築主義論争 は、社会学の 方法論

的正 当化に 関わ っ て 、社会学者全般を 当事者

に位置づ ける論争だ っ た とい える 。

　他方 、 大半の 社会学者 は狭義の 構築主 義の

外部 にい る。「外挿」 （人 々 の 構築活 動 とは位

相が異なる分析者 の構築物を分析に持 ち込 む
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こ と） とい う、 社会問題 の 構 築主 義にお い て

一
般に歓迎 され ない 分析手続きを用い るか ら

で ある。構築主義論争か ら真 に得 る べ き洞察

は、こ の 立場が 方法論的に正 当化 し うるか ど

うか とい うこ とにっ い て の 判 断で あろ う。

　結論 を再 確認 すれ ば、根本的に は正 当化で

き ない
。 と い うの も、人 々 の 構築活動を よ り

よ く理 解す る等の 目的で 、 （た とえ ばク レ イ ム

の 内容が 妥当か ど うか を社会的コ ン テ ク ス ト

に位置づ け て 判定す るな ど）分析者 の 構築物

を分析 に導入す る場合、それは 、人 々 の 構築

活 動を超 えた と こ ろ に社会現象 （よ りよ く理

解され る よ うな何か）が存在 し、何 らか の 方

法論 的装置に よ っ て接近 可能で あ る と い う前

提 を置くこ とを意味する 。 しか し、こ の よ う

に想 定 され た対 象に対 して 正 しく接近 で き て

い る か ど うか を知 るた めに は 、 対象と装置 の

間の 距離 を測定す る定点が存在す る必要 があ

る。そ して そ の よ うな定点は存在 しな い
。

っ

ま り、「われわれ社会学者が決 めた こ とが 正 し

い か ら正 しい の であ る」 とい う ト
ー

トロ ジー

（専門職 の イデオ ロ ギー とい うべ き価値 的 ・

規範的関与）以外に 、 知見 の 正 当化 の 根拠 を

見 出すこ とは で きな い
。

こ の ため 、社会現象

へ の 特権的ア クセ ス の 主張は、「外挿 」を用 い

る 分析 に お い て は論理 的 に 成立 し な い 。

　構築主義論争か らは こ の よ うな含意を汲 み

とる こ とがで き る 。 それ を踏まえる ならば、

狭義 の 構築主義 の 外部 に位置する大半の 社会

学者に と っ て は次の よ うな洞察が得 られ るだ

ろ う。

　 （1）社 会学は社会 現象 へ の 特権的 ア ク セ ス

を持たず 、社会学者 の 分析は 、一般 の 市民が

それぞれ の 生活 に お い て 行 っ て い る社会 の 分

析 と同列 に並ん でお り、（2）価値的 ・規範的関

与 に満ち た市民社会の 論理 か ら距離 を置 くこ

とはで き て い な い 。 言 い 換えれ ば、社会学者

は 自ら主張す る よ うな 〈市民〉の 内実を持 っ

て い なか っ た と い うこ とにな る 。 私た ちは 、

社 会現 象 を 特権 的に 表 象す る道具 立 て を失

い 、
一

般 の 人 々 と同列 で あるか、ある い は せ

い ぜい 、固有の 文 化 を有す る とい う点で 他 の

あ らゆる 下位文化 と同等な位置に 転落 し て い

る、すな わ ち社会学独 自の 〈市民〉で あるこ

とに失敗 し て い る の で ある。

3． 相互行為的市民 化／非市民 化

　以上 の よ うな把握は 、 社会学の 諸他 の 非主

流派 の観 点か らすれ ば、論証 済み の ク リ シ ェ

の 反 復にす ぎな い の か も し れ ない
。 に も 関わ

らず本報告 で改めて 取 り上 げ る の は 、そ れが

「市民」 の 概念化 に とっ て重要な示唆を含 ん

で い るか らで ある 。

　注 目す べ きは 、大半の 社会学者 は 自ら主張

す る 〈市民〉の 内実を持たない に も関わ らず、

ア カ デ ミ ッ ク な相互 行為過程に お い て 〈市民〉

で あ るか の ように振 る舞 い 、またそ の よ うに

受け入れ られて きた とい うこ とで ある。

　社会学の 〈市民〉 も市民 の
一

類型で ある こ

とを鑑み れ ば、こ こ に は市民 で ある こ と の 重

要な特徴が表れて い る とい え るだ ろ う。すな

わち市民 とは 、そ の 内実 （徳な ど の 個体の 性

能）に よ っ て 規定 され るもの で は な く、市民

と認 め る相互行為上 の 指 し手 によ っ て 暫 定的

に構 築 され る もの で あ る。 こ うし た 「市民」

の概念 を、「相互行為的市民化」 と呼ぼ う。こ

れ と対にな る用語 とし て 、市民 と認 めない 相

互 行為上 の 指 し手に よ る 「相互行為的非市民

化」 を設 け る こ とが で き る 。

　以 上 の概 念は、「○ ○ は構築 され て い る 1 と

い う、それ 自体 は自明な見解 を述 べ て満 足す

る こ ととは い ささか 異 なっ た プ ロ ジ ェ ク トを

召喚する。詳 し くは大会 当 日の報告資料 で述

べ るが 、こ こ で は い わゆ る 「シ テ ィ ズ ン シ ッ

プ教育」 に つ い て簡 単に 言及 し て お こ う。

　 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ教育は多 くの 場合、社会

化の 対象 と して 「市民 で な い もの 」（動物 的人
　　　 1　　　N　　　N　　　s　　　N　　　k　　　s
間） を必 要 と し て い る。そ し て 、市民で あ る

こ との 内実 を個体 の 性能 に求 め る傾き を備 え

て い る （そ れ が 「教育」 の 論理 の 定型で もあ

る）。しか しなが ら、私 た ち の 〈市民〉の 失敗

を顧み る な らば、そ の 傾き を議論 の 前提に な

る 「現状認識 」と して で は な く 、
「相互 行為的

非市民化 」 の 指 し手 と して把握す る こ とが必

要 となるだ ろ う。そ の こ とに よ っ て 私た ちは 、

〈市民〉 の 失敗 を通 じた理論 的貢献 の ささや

か な地歩 を得るこ とになる の で あ る。
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