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臨地研究の 動向 と教育実践

共同研究者　赤嶺淳 ・佐野 直子 ・阪井芳貴 ・成玖美

1　 は じめ に

　将来的に本学にお け る フ ィ
ー

ル ド科学教育を活性化 して い く こ とを前提 と し、わた したちは本

共同研究を組織するに あた り、  さま ざまな研究領域にお け る フ ィ
ー

ル ドワ ー
クに関する議論 を

整 理 し、  本学 にお け る大学 ・大 学院教育に お け る フ ィ
ー

ル ドワ
ー

ク の 位置づ けを模索する とと

もに、  研究者 と地域社会 の かか わ り方を再検討の 3点を研究課題 と した。

　研究会は 、参加者4名が それ ぞれ 1回ず っ 、上記の い ずれ か の 課題 に つ い て発表 し、意見を交換

する と い う形式をとっ た。もちろん 、上記 3課題は 、それ ぞれ が有機的に関係 し て い るわけで あ

るが 、結果的に は、佐野 と成が 、それぞれの 専門分野 にお ける フ ィ
ー

ル ドワ
ー

ク論の 動向、大学

人 と地域社会 の 関係に つ い て 発表 し、阪井と赤嶺が個人 の 調査経験に もとつ い た地域社会で フ ィ

ール ドワ ー
クす る こ との 意義に つ い て 発表 した 。

　以下、各回 の 活動概要を報告する。詳細は、後述する各 自報告 を参 照い ただ きた い （第 2 節）。

（1） 第 1回研究会　　6月 13日 16時 30分 〜 18時30分 （610 セ ミナ
ー

室）

　　研究会の 運 営方針 につ い て 議論 し、研究計画を確認 した 。 たた き台 と して 、宮内　泰介氏

　　の 「市民調査 とい う可能性一調査の 主体 と方法を組み 直す」 （『社会学評論』53（4）　566−

　　578、2003年）を議論し た。

（2｝ 第2回研 究会　　7月 1］日 16時30分〜18時 30分 （610 セ ミナ
ー

室）

　　成　玖美 「ア ク シ ョ ン ・リサ
ー

チ の 系譜 と社会教育学との 接点 」

〔3） 第 3回研究会　　2月 3日10時 00分 〜 14時00分 （501 会議室）

　　赤嶺　淳 「臨地研 究教育の 実践
一

基 礎演習か ら公 開講座ま で 」

　　佐野直子 「オク シ タ ン 語 と研 究者 との 関係」

　　阪井芳貴 「フ ィ
ー

ル ドワーク の 体験 と教育 ・研 究 」

256

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Nagoya City University

NII-Electronic Library Service

Nagoya 　City 　University

共 同 研 究報告

2　各個報告

〔1｝ ア ク シ ョ ン
・

リサーチ の 系譜 と社会教育学 との 接点

ア クシ ョ ン
・

リサー
チ とは

　近 年、社会科学諸分野 にお い て 、「ア ク シ ョ ン ・リサ
ー

チ 」 に 関する議論 が見 られ る。

　事典類の 説明に よる と、ア ク シ ョ ン
・リサ

ー
チ とは祉会心理学者ク ル ト ・レ ヴィ ン が実践的問

題 と結合 し た研 究手法 と して考案 したもの で 、
「計画 → 実践 → 評価 → 修正 → 適用 」 と い う

…
連 の

プ ロ セ ス を踏む とされ る 。
し か し現在 で は 、「ア ク シ ョ ン ・リサ

ー
チ とい う術語 は、い ろ い ろに

使われ て い て 、そ の 元来 の 重点 の い くつ か を失 っ て い る」 （Reason　2001： 3） とも言 われ 、現在 の

社会科学諸領域それ ぞれ へ の 系 譜をた どる こ とは、容易では ない 。

　さしあた り、Peter　Reason＊

の 説明 を引い て 、そ の 暫定的定義 と して お きた い 。

　 「ア ク シ ョ ン ・リサ
ー

チ とは、価値 ある人間性の 目的の 探求にお ける実践的な知 の 発展に関す

る、参画的で 民主的なプ ロ セ ス であ り、こ の 歴史的な瞬間に あらわれっ つ あ ると信 じ る、参画的

世界観 （participatory　worldview ）に 基礎 を置 く。ア ク シ ョ ン
・リサ

ー
チ とは、他者 とともに参加

しなが ら、人 々 に の しかか っ て い る問題 へ の 実践的 な解決策を探求 しよ うとする 中で 、行動 と省

察、そ し て 理論 と実践を統合 しよ うとする もの で あ り 、 さらに
一

般化すれ ば 、 個 々 人 や コ ミ ュ ニ

テ ィ の 向上 を追求す る もの であ る。d （Reason 　2001：D

＊Peter　Reasonは、英国 Bath大学経営学部 ア ク シ ョ ン
・リサ

ー
チセ ン ター

長 で あ る 。

アク シ ョ ン ・リサ
ー

チ が注目 される理由

　従来の フ ィ
ー

ル ド調査で は、研究者は で きる限 り観察対 象者に介入せ ず、ひ たす ら観察 し、ノ

ー
トをとる こ とが求め られ た 。 両者 が接触 し相互 作用が生まれ る こ とは 、デ

ー
タの 客観性を失 う

と し て 、否定 され る。

　一
方、ア ク シ ョ ン ・リサ

ー
チにお い て は、研究者は積極的に対 象者 とか か わ り、改善 の プ ロ セ

ス に参与す る こ とが重視 され る 。 そ の 目的が 、「対象の 客観的記述」 で は な く、「実践的問題の 改

善」 に あるた め で ある 。 た と えば学校教育学 の場合、「通 常の フ ィ
ール ドワ

ー
クにお い て は、可

能 な限 り教師の 実践に介入 しな い 立場で教室 の 出来事を観察 し記述 して 研究を推進す る の に対 し

て 、ア ク シ ョ ン ・リサ
ーチ に お い て は 、研 究者 臼身が教師 と協同 し て 授 業 の 改善やカ リ キ ュ ラ ム

の 改革 に関与 し、その 関与 と変革 の 過程それ 自体を研究対象とす る方法が採用 され る 。 」 （佐 藤

1998：　46−47）

　こ うし た ア ク シ ョ ン ・リサ
ー

チ の 隆盛 を、単に新 し い研究手法の 追加 と認 識す るべ きで はない
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だ ろ う。Reasonの 「啓蒙運 動 以来の 西洋 の 調査 の 基礎で あ っ た実証主義 の 世界観 を無効 にする こ

とを意味す る」 （Reason　2001：4） とい う主張はやや 気負い 気味で ある と して も、研 究者 と対象者
一

こ の 言い 方 自体が問われ る こ とにな る の だ が一
の 関係や、社会発 展 に関する世界観な どにお い

て 、ア クシ ョ ン ・リサ
ー

チ の 思想は、近代的研究観 へ の挑戦を含ん で い るためで ある 。

社会教育学 とア クシ ョ ン ・リサ ーチ の 接点

　戦後、東京大学教育学部に社会教育研究室をひ らい た宮原誠
一

は 、 ア ク シ ョ ン ・リサ
ー

チ を実

践 し た研究者 で あ っ た。「宮原」 研究室 の 代表的ア ク シ ョ ン ・
リサ

ー
チ と して 特に知 られ る の は 、

50年代の 「島村全村教育計画」 と 、 60年代の 「信濃生産大学」 の 実践で あ る。

　前者は、1953年に群馬県島村 と研究室 との 「互恵契約 」 に よ る もの で 、研究室は島村 を研 究の

場 と し て利用 させ て もらうと同時に、村の 教育発展 に尽 力 し た。具体的には、現地駐在員 （後に

社会教育主事） と して
一

人 の 学生を赴任 させ る とともに 、他の 学生も定期的に村を訪れ 、サ
ー

ク

ル の テ ユ
ー

タ
ー

として 住民の 学習を動機付けて組織化 した。学生 らは 、 テ ユ
ー

ターとして の 自ら

の 関与 と学習 の 場 の 動態を内省的に記述 しなが ら、研 究 をすす め て い っ た 。

　また後者 の 信濃生産 大学は、1960年、宮原 が 総主事 とな っ て 長野県に創設 された、農民 の 学習

機関である 。 宿泊学習形態 の 農民大学で あり、専門家に よ る講義の あ とに討論学習をす る とい う

形式 で 、67年ま で 継続 され た 。

　残念 なが ら、 宮原 は ア ク シ ョ ン ・リサーチ そ の もの に つ い て解説 した文章 を残 し て い ない 。そ

の た め もあっ て 、 宮原の没後、社会教育研 究者が 「ア ク シ ョ ン
・

リサ
ー

チ 」 とい う術語 を用 い る

こ と は 、近年ま で ほ とん どなか っ た 。 しか し、社会教育研究者が 大切 に して きた、実践者 （専門

職者、民間活動家、学習者） とともに、住民 の 自治的学び を重視 しなが ら実践の 向上に寄与す る

とい う姿勢は 、 今 日語 られて い る ア ク シ ョ ン
・

リサ
ー

チ の 思想 と 、 重 な る点が多い
。

　国際的にみ る と、今 日、教育学にお ける ア ク シ ョ ン ・リサー
チは 、パ ウ ロ ・フ レ イ レ の 民 衆解

放 に向けた教育論 と、「持続可能な開発 」 に と りくむ 開発／環境教育論 の 文脈の 合流 に よ り、さ

らに注 目の 度を高め て い る。民衆 （弱 い 立場にある人 々 をふ くん だ市民）に よる、民主的手続 き

を踏んだ 、参画型 の 地域 ＝ 地球づ く りへ の 関心の なか 、そ の プ ロ セ ス へ の 研 究者 の 関わ り方 と し

て、ア ク シ ョ ン ・リサ
ー

チ の 方法論 と認 識論 が注 目 され て い る の で ある。

　こ うし た ア ク シ ョ ン ・
リサー

チ の 今 目的議論 の 中 で 、い ま
一

度、宮原 の 実践を 再評価 して みる

こ とは、戦後社会教育学の方法論を国際的か つ 学際的 に同 定す る上 で 、有益 で あ る と思われ る 。

ア クシ ョ ン ・リサ ーチ の 評価 と課題

　以 上、み て きた よ うに、ア ク シ ョ ン
・

リサ
ー

チ研究の 成果 は 、 実践 へ の 寄与 、 さ らに現実生活

の 発 展 （価値観／世界観 の 転換をふ くんだ発展）への 寄与 と照 ら し合わせ て 評価 され ると い え る 。
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しか し、生活の 発展や価値観の 転換 とい っ た事柄は 、短期的に結果が 出るもの で は ない 。 ア ク シ

ョ ン ・リサ
ー

チ とは、当事者 との 長期的な関わ りの なか で 、最終的には当事者自身が問題解決の

力を獲得す る こ とを 目標 とす る 、教育的プ ロ セ ス で あ る とも言 え よ う。

　一一t方で 、ア ク シ ョ ン
・リサーチ の 最大 の 課題 とは、それ が 「学術研究」 とし て い か に評価 され

うるか とい う問題に あろ う。 こ の 点に関 し佐藤学は 、
「ア ク シ ョ ン

・
リサーチ の 研究に よ る 知 見

が、エ ッ セ イや ス トーリの ス タイ ル で 豊か に表現 され 、学術的な研究誌 の オ
ー

ソ ドッ ク ス な論述

の ス タイ ル にな じまな い 」 と受け止 め られ て い る状況を認 めた上 で 、それは 「決 して 旧来の 経験

科学の 方法 よ りも劣 っ た認識に よる もの で は な く 、 近代科学 の 言語 と論理で は表現 し えな い 探求

を ア ク シ ョ ン ・リ サーチ が獲得 し て い るか ら」 で あ り、「ア ク シ ョ ン ・リサーチ の 方法論 が い つ

まで も未成熟 なの は 、こ の 実践的探求 の 方法が 近代 の 経験科学の 方法を超 えて い る か らで ある 」

と、ア ク シ ョ ン ・リサ
ー

チ へ の 可能性 を見出そ うと して い る （佐藤 1998： 52）。

　ア ク シ ョ ン ・リサーチ の 方法論は 、今後 、体系だ っ た成熟 へ の 道 を歩むの で あ ろ うか。それ と

も、い つ ま で も未成熟で あ る こ とに こ そ 存在意義をお き続 ける の で あろ うか e ア ク シ ョ ン ・リサ

ーチをめ ぐる議論は い まだ緒 につ い た ばか りで あ り 、 今後 の 動向が注目 され る。

図　臨地研究教育の 実践
一

基礎演習か ら公 開講座ま で

隣地研究 とは

　臨地研究 の 唱導者で あ る立本成文 に よる と、隣地研 究と い う術語そ の もの は、言語学者 ・橋本

萬太郎 に よる フ ィ
ール ド ・ス タディ （field　study ） の 邦訳で ある と い う。も っ ともフ ィ

ール ド・

ス タ デ ィ は 、英 語 圏 で は フ ィ
ー ル ド ワ ー ク （fieldwork）や フ ィ

ー
ル ド ・リサ

ー
チ （field

research ） と もよばれ る こ とが あ るよ うに、フ ィ
ー

ル ド ・ス タデ ィ も含めて、 日本で は、同意語

的に現地調査 、実地研究、野外調査 な どと訳 され てきた 。

　こ こ で 問題 とな る の が フ ィ
ール ド （field）と ス タデ ィ や リサー

チ の 意味合い で ある。 日本語訳

で は、フ ィ
ール ドか ら、現場で 、実地 に、実際に とい っ た ニ ュ ア ン ス を訳出 して い る。とこ ろが、

橋本 に よる と、漢語の 「現地」 にはネ ガテ ィ ブな ニ ュ ア ン ス が あ るた め 、
「現地 」 は避 けた方が

よい ら し い 。次に 、研究なの か 調査 な の か が問題 とな る 。 両者を明確に 区別 する こ とは難 し い が 、

調査 に は調査者が 、フ ィ
ー

ル ド （現場） を、たん にデー
タを採取す るだ け の 場 にす ぎず、デー

タ

の 整理
・分析は もっ ぱ ら研究室 で おこ な うと提え て い る こ とを示唆的で あ る 。 こ の 姿勢は 、 科学

的 手 法 を もち い て い る よ うにみ え て も、研 究室 で 練 り上 げた研 究結果 を先取 り し た か た ち で調査

する危険性 をは らんで もい よ う。まっ た くの 白紙で 調査 に臨むの は不可能で あ るが 、 フ ィ
ー

ル ド

で得 た調 査結果を 日々 刻 々 とフ ィ
ール ドで 分析 しつ つ 、次 の 調査 予定 を こ な して い く姿勢の 必 要

性を 主張す る立本は、フ ィ
ー

ル ドこ そが研 究 の 現 場 で もあ る とい う意味で 、地域研究にお ける フ
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イ
ー

ル ドワ
ー

ク を、「場 に臨む 」 研究とい うこ とばで 表 現 した の で ある （立本 1999： 74−92）。

フ ィ
ー

ル ドワ
ー

クをめ ぐる今日の環境

　 フ ィ
ー

ル ドワ
ー

ク をめ ぐる議論に は 、 大別 して次の 4つ の タイ プ があ る。イ）民族誌学にお け

る記述の政治性 ・権力構造、ロ ） フ ィ
ー

ル ドワ
ー

ク の 技術 ・技法，ハ ）大学 （カ リキ ュ ラ ム ）改

革の 一
環 と して 、教育の柱 に フ ィ

ー
ル ドワ

ー
クを位置づ け よ うとする もの 、二 ）地域貢献 の

一
環

とし て の 生涯教育と し て 市民公 開講座 な どで フ ィ
ール ドワ

ー
ク の 手法を講義す るとい うも の で あ

る。

　イ）に っ い て は、い ま さら指摘す るま で もなか ろ う。1980年 代後 半以降に 1980年代後半以降、

文化人類学は、それ ま で 所 与の も の とされて きた フ ィ
ー

ル ドワ
ー

ク の あ り方を 自己批判す るに い

た っ た運動 を、い っ ぱん に は、『文化 を書く』（Writing　Culture）革命 とよぶ。「客観的な記述 は 、

い っ たい 可能な の か 」、「調査者の 経験や 社会的背景が、い か に民族誌記述 を支配する の か 」 とい

っ た文化表象 の あ り方が 、問題 とされ た の で ある。そ の 結果 、 みずか らは フ ィ
ール ドワ ー

クをお

こ なわず、過去に著わ された民族誌 の 批判 に専念する人類学者 もあ らわれ るよ うにな っ た 。 こ の

「革命」 は 、 人類学の 自己批判に とどま らず、文化研究 （カ ル チ ュ ラル ・ス タデ ィ
ーズ） をふ く

む、テ キ ス ト研 究 へ の 関心 を喚起す る こ ととな っ た。
＊

　ロ ） とハ ）、二 ）は 、おそ らくは同 じ問題に 帰属可能 であ ろ う。 イ）の 議論が、「文 化人類学者

の 、文化 人類学界に よる、文化人 類学 の た め 」 の もの で あるな らば、それ以外の 学問に従事する

人び とが 、広義の フ ィ
ー

ル ド ・ス タディ を、「文献中心 の観念的な研究 ス タイル か ら、現場を重

視す る臨地研 究 ス タイル へ の パ ラダイ ム シ フ トで ある 」 と積極的に評価 し、調査者 と被調査者、

ある い は被調査地社会 との 関係 を軸に、ひ ろ くフ ィ
ール ド科学 の 研 究 と教育 を推進す る、そ の 実

践法を模索する なか で さか ん とな っ たか らで ある。そ して 、 大学改革の機運 と相互作用的に、フ

ィ
ー

ル ド ・ス タデ ィ を大学教育制度の な か に位置づ け よ うとする試み が さか ん とな っ て きた。そ

して 、 そ の 機運 は 、学校教育の 枠 を超え、生涯教育の 場で も、フ ィ
ー

ル ド・
ス タデ ィ の 必要性 が

唱 えられ るよ うに なっ た の で ある 。

＊

民族誌学 へ の 批 判 を の り こ え よ うとす る松 田素
「
二は、立 場 の 不 平等性 を 自覚 しつ つ 、歴 史性 の 理解 に 民 族誌

学の 未来をみい だ して い る （松 田 2003）．J

フ ィ
ー

ル ドワ ーク教育の推進

　わた し じ しん も、本研 究会 をた ちあげた 目的は 、 ロ ） とハ ）、二 ）に あ る 。 今後の 人文社会学

部 の 教 育の 柱 の ひ とっ と し て 、フ ィ
ー

ル ドワ
ー

ク を位置づけた い と考え て い る か ら で ある、改革

が も とめ られる今 日の 大学環境に お い て 、大学 は 、 学生 に なに を教授す べ き かに っ い て 議論す べ
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きで ある。あ りきた りの 講義名を並 べ 、学生 も教員も勉強 し た気分に浸 りド
ー定の 単位 を修得 し

た学生に資格や卒業証書を与える こ とに満足す べ きでは ない
。 卒業後に 応用で きる技術 の 教授 が

大切 なの で はなか ろ うか
。

　学生 た ちに フ ィ
ー

ル ドワーク を課 し、学生ひ と りひ とりが 、それ ぞれ の 現 場で感 じた こ と 、 考

えた こ とを出発点に、個別の 学問を くみ たてて い く こ と、そ の 手助け をお こ な うこ とが大切 で は

ない か、とわた し は考え て い る。 もち ろん、学生 ひ と りひ と りの 作品 は、既製の 人類学や社会学

とい っ た カテ ゴ リ
ー

に お さま らな い か も しれ ない。また、卒業論文 も、これ まで の よ うな 「論

文」 だ け を念頭 にお くの で はな く、映像資料な ども視野 に い れて い く必要 があろ う。

　フ ィ
ール ドワ

ー
ク教育を推進す る に は 、D 教員が個人的 レ ベ ル でやれ る こ と、あ る い は や ら

ね ば な らな い こ と、2）学科な り学部が組織的にや らね ばならな い こ と の 2種類の課題が存在して

い る。た とえば、問題 関心 の 育 て 方 、調査 内容 の 吟味 （ふ くむ 史料 ・資料批判）、文 章 の 執筆

（構成力 ・文章 力）など の 訓練 は 、前者 の 問題で あろ うし、フ ィ
ー

ル ドワーク中に欠席せ ざるを

えな い 講義の 教務的扱 い や事故 へ 対処 法は後者で あろう。

　本研究 会 の 議論で も、これ らの 課題 の 整理 は 、い まだ明確に な っ た とは い えな い 。し か し、ひ

と りで も多くの 学生に、フ ィ
ール ドワ

ー
ク を経験 し て もらい た い との 思 い には共通する もの が あ

っ た と感 じ て い る。 フ ィ
ー

ル ドワ
ー

クをお こ な うに あた っ て 、なに も構え る必 要はな い
。 上記

イ）の よ うに 、フ ィ
ール ドワーク に つ い て研 究者が何 を考 えて い るかを知る こ とは有意義で もあ

るが、学生 に と っ て も っ と重要な の は、人 び とが何 を考え て い るか を知 り、そ の こ とに 自分が ど

う対応す るか を 自問する こ とで はな い だ ろ うか。フ ィ
ール ドワ ークは 、 実践 してナ ン ボ の もの だ

か らで あ る 。 もちろん 、調査地で 人び と と接する以 上、それな りの 緊張感 をも っ て ほ しい 。い わ

ゆる礼儀 とい っ た も の も、い ち か ら教えなく て は い けない の か も しれ ない 。こ の よ うな総合力 を

必要 とす る フ ィ
ー

ル ドワークだか ら こ そ 、推進する価値 もあろ うとい うも の で ある。

生涯教育に おける フ ィ
ール ドワーク需要

　わ た し が名古屋 市立 大学 へ 着任 し た 3年前 と比較する と、大学をめ ぐる環境は 、
180度転換 し た

よ うに思 う。た とえば、大学み ずか らが、 「地域に 開かれ た 」 大学像を模索 しつ っ あ る こ とで あ

る 。 それ じた い は 、 歓迎す べ きこ とで あ ろ う、
しか し、そ の 方策 と して 産業界 と学界 との 「産学

連携」 ばか りが強調 される の は、ど うした こ とだろ う。

　大学が提携を も とめる相手は、なに もお金が かせ げる産業界だけに とどま っ て はな らない はず

だ 。 む し ろ 、文科系の 研 究者 と して は 、金銭に 換算で きな い 、よ り豊か な市民生 活の 実現をめ ざ

し、市民ひ と りひ と りの 知的生産技術の 向上 に貢献で き るの では ない だろ うか 。 自慢 し て も無意

味で あ るが 、 わた しの 研究テ
ーマ そ の もの は 、 直接に 「地域」 に 還 元 で き る もの で はない 。しか

し、2003 年度に お こ な っ た公開 セ ミナ
ーで は 、ル ポ ル タージ ュ や ノ ン フ ィ ク シ ョ ン とよばれ るジ
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ヤ ン ル へ の 関心 の 高 さば か りでは な く 、 そ の 手法で ある フ ィ
ー

ル ドワーク に た い する関心 の 高さ

が うかが われた。公 開 セ ミ ナ ー
の 受講者 は、市民生活の なかで抱い て きた さまざまな疑問 ・問題

を 、 自分な りに解決 しよ うと し、問題把握 の ツ
ー

ル と して フ ィ
ー

ル ドワーク に着 目、ある い は期

待 し て い る の で あ る 。 開講が夜間 とい う制約 もあ っ た し、もとよ り、わずか 3回の 講義で フ ィ
ー

ル ドワークの 手法を概説 する こ とは で き て も、受講生た ちがそれ を実践する こ とは不 可能であ っ

た。し か し、人文社会学部の 今後 の あ り方 の ひ とつ の 可能性 として 、わ た し は フ ィ
ー

ル ドワ
ー

ク

とい う手法をひろ く市民社会 へ 紹 介 して い くべ きだ と考えて い る。そ の ため に も、学校教育にお

け る フ ィ
ー

ル ドワ
ー

ク の位 置づ けもま た、議論 して い か ねばな らない の で ある。

（3） 「オ ク シ タ ン 語社会言語学」 とそ の 調 査方法に おける課題

　本報告にお い て は、フ ラン ス における 「オ ク シ タ ン 語社会言語学1、とい う、日本や ア メ リカ

の 諸潮流 とは異な る （マ イナーな）研 究分野 にお ける、「調査 」 の あ り方 に つ い て論 じた。さま

ざま分野にお い て 再検討が試 み られ て い る 「臨地調査」 の あ り方は 、もちろん古 くか ら 「調 査」

を行 っ て きた言語学の 分野で も議論にな っ て い る。特に、社会言語 学は、言語の 体系 を記述する

こ とで は なく 、 話者 の 言語使用やそ の 使用 に際する 態度につ い て記 述す る こ とを 目的 として い る

ため、調査者は、よ り深 くイ ン フ ォ
ー

マ ン トの 「生活」 の 中に入 っ て い かなくて は ならない
。 こ

の よ うな調査研 究にお い て 起 こ る問題 は、さま ざま な民族誌研究に非常に近 い もの となろ う。

　 「オ ク シ タ ン 語」は 、フ ラ ン ス 南部でひ ろく話 されて い る （い た）少 数言語で あ る。

こ の言語 に対する 「調査 」 の 歴史は長 い
。

19世紀後半の 「方言学」 の 分野にお い て 、こ の 言語 の

存在を体系的 ・地理 的に明 らか に し よ うとす る研究が起こ っ た。そ の 際に 参照 され るイ ン フ ォ
ー

マ ン トは い わ ゆるNORMs （Non −Mobile　Rural　Male）で ある こ とが多く、かれ らの 生活や言語使

用は い わば前提 で あ り、所与 の も の として扱 われた。そ の
一方で 、 フ ラ ン ス で は、フ ラ ン ス 語 以

外の 存在 を許 さな い 国民国家理念 が、特に第三共 和政以降定着 し、「フ ラ ン ス 語以外 の 言語 が
、

誰 に よ っ て 、い つ 、どの よ うに 話 され て い るか 」 が調査 される こ とは なか っ た。

　こ の よ うに 、各国 の 政治事情が調査 の 手法 を左右す る こ とは多 い
。 さらに 問題なの は、こ の よ

うな政治事情が 話者 の 言語態 度に 大 きな影響を及 ぼす ため 、そ の 後調 査を行 っ て も、そ の 言語使

用 の 「現 実」 が 、話 者 自身の 偏 見や 「恥 （vergonha ）」 の 感覚に よ っ て 隠 されて し ま うこ とで あ

る 。

　オ クシ タ ン語社会言 語学が R 指 した の は 、こ の よ うな 事情に よ っ て 「隠 され て しま っ た現実」

を、調 査に よ っ て 明 らか にす る こ とで あ っ た。こ の 場合 、 「調査 」 がた ん に 「事実を記 述す るた

め 」 で は な く、ある種 の 政 治性 を持 つ もの に なる こ とは 当然で あ り、社会言語 学者た ち は む し ろ

その こ とに意識 的で あ っ た。調査者＝活動家た ち は 、地元 の 出身で あ り、地元 の 大学で、
’
オク シ
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タ ン 語 とカ タル
ー

ニ ャ の 自治運動に 結び つ い た社会言語学を学んだ 。 そ して 、オ ク シ タ ン語の 使

用 を調査に よ っ て 暴きだす こ とで 、集団と して の 「オ ク シ タ ン語話者」 の 存在 を可視化 し、そこ

か らオ ク シ タ ン 語 の 使 用 を 「正 常化 1 し て い くよ うな政治的な手続きを もとめ よ うと して い た。

そ こ で は 、 調査 とは、「被支配 言語」 として の オ ク シ タン語をおお っ ぴ らに 「対象化 1 し
、 学問

の 場で オ ク シ タ ン 語 を使用 し、「オ ク シ タ ン語話者」 に対 して話者意識 と言 語 の 規範 を学ばせ よ

うとする よ うな活動で あっ た。

　 しか し、こ の よ うな 「調査」 は、その 後、さま ざま な困難に っ きあ た っ た
。

　まず、集団 として の 「オ ク シ タ ン語話者」 の 存在 を明 らか にする、とい う目的か らすれば 、全

オ ク シ タ ン 語地域を網羅する よ うな定量調査 が不可欠である。 しか し、それ だけの 組織的な調査

をお こな うため の 手法や人材 を揃え る の は容易で は な い
。 実際に行われ た 調査 は 、ばらば らな手

法に よる定点調査で あ り、イ ン タ ビ ュ
ー

調査 で あ っ た 。 そ こ で明 らか になる の は、イン フ ォ
ーマ

ン トの オ ク シ タン語に対する強い ス テ レ オ タイプで あ っ た 。

　また、「規範の 仲介者」 を自認す る調査者に対 して 、 イ ン フ ォ
ー

マ ン トは反 発 し た。調査 者側

は 、イ ン フ ォ
ー

マ ン トが実 際に使用 して い る の が、い わゆ る純粋な 「オ ク シ タン語」 で あ ると い

うよ り、フ ラ ン ス 語 と混 じっ た形態 にな っ て い る こ とに失望 を隠せ なか っ た。さらに、「地元 の

（当事者 とし て の ）研究者」 で ある調査者は 、 地元 の 人間で あ るか ら こ そ 、強固な 「社会言語学

的表象］ に取 りこ まれ て しま う、とい う困難が あっ た。

　調査の 結果明 らかに な っ た こ とは 、 すで に （もとも と ？）正常化 するべ き言語や言語話者は存

在 しない の では ない か 、とい う 「対象 の 不在」 の 認識で あ っ た 。
80年代始 め に多数試み られ た社

会言語学調査 は、80年代後半には減少 し、次第に歴 史研 究 へ と シ フ トして い く。

　 「オ ク シ タ ン語社会言語学」 は 、「調査 」 の も つ 政治的な意味を強 く自覚 し、む しろ をそれを

利用 しよ うとする 「運動」 で あ っ た 。 そ の 「運動 が 「失敗」 した の は 、 ある意味当然 の 帰結 と

もい え る n しか しそ の 後90年代に入 り、今度は県や地域など の 行政 の 主導で 、定量調査が行われ

るよ うに なっ た 。 ま た 、
「地域言語 ・少 数言語」 の 存在 が 、 国内政治にお ける議論の 対象 となる

よ うに なっ た （1997か ら99年 にかけ て の 、「欧州少数 ・地域言語 憲章」署名 ・批准問題など）。フ

ラ ン ス にお い て 、「誰が／い つ ／誰 と／何で話す の か 」 を気にか ける社会言語 学的な態度、また 、

それ を交渉の 対象 とする よ うな 「言語 の 政治化」 へ の 志 向が生 まれ っ つ あ る 。 それ は、「調査」

を可能にする前提条件 で あると同時に、 「調査 」 を行 っ て きた結果で もあ る とい えるだろ う。

　調査の 可能性 とは、以上 の例で典型的に見 られ るよ うに、客観的な事実の 記述 の 手段 として端

的 に ある こ とは で きず、調 査者 ・
イ ン フ ォ

ー
マ ン トとも に再帰的な運動 の 中に 取 り こ まれ て い く

よ うな、極め て 「政治的」 な営み な の で あ る 。
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（4） フ ィ
ー

ル ドワ
ー

ク の 体験 と教育 ・研 究

　　　 赤嶺淳氏の 呼びか け によ り、名古屋市立大学 にお け る フ ィ
ール ドワー

ク教育を い か に進め て い

　　　くか を模索する 立 場 と し て 、 共 同研究に参加 し 、 最後に これま で 私 自身が経験 して きた フ ィ
ール

　　　ドワ
ー

クを踏まえ て 報告 を行 っ た。以下は そ の 簡略な報告 で あ る 。

　　　 まず 、 私 自身の 沖縄をは じめ とするフ ィ
ール ドワ

ー
ク の 経歴 に っ い て 略述 し、そ の 上 で 1999年

　　 度以降の ゼ ミ にお け る沖縄調査 とその まとめ と して の報告書作 りに っ い て報告 した。また現代社

　　 会学科の 主要科 目である社会調査 実習 の 私の 担 当した調査 に つ い て も略述 し
、 両者 をあわせ て 学

　　 生 を フ ィ
ール ドに連れ て 行 き調査 をお こな ううえで の 課題 を挙げた。細かな事柄を除き大 きな課

　　 題 と して は 、イ）事前学習 の 進 め方、 ロ ）イ ン フ ォ
ー

マ ン トの 選び方 と接 し方、ハ ）記述 の 方法、

　　 二 ）事前事後の ケア 、などであ る，なか で も私 自身にお い て も、またお そ らくす べ て の フ ィ
ール

　　　ドワ
ー

クに携わ る もの に と っ て 重要な課題で あるイ ン フ ォ
ー

マ ン トと の コ ミュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の と

　　　り方が、学生 を指導する上 で 、あ る意味で調査 の 内容 以上 に難 しくか っ 重要である こ とを指摘 し

　　 た 。

　　　 また、私の 報告の 直前にあ っ た赤嶺氏の 報告をも踏まえ、報告書作 りに っ い て も、取 り組み 方、

　　 ス タイ ル 、編集方法 、
フ ィ

ー
ル ドへ の 還元 な どにつ い て意見の交換を行 っ た 。

　　　 報告の 内容は以 上で あるが、本共 同研究に参加 して の 感想 をひ と こ と付け加え る 。

　　　 成氏 および佐野氏 の 報告 、 また赤嶺氏の レ ジ ュ メ等か ら、フ ィ
ー

ル ドワー
クを理論的に とらえ

e
　　る うえ で の 新 し い 動き につ い て学 べ た こ とは貴重で あ っ た 。 と同時 に、し か し実際の フ ィ

ー
ル ド

　　 ワ
ー

クにお い て は 、調査内容や フ ィ
ー

ル ドに よ っ て 事情は異な る の で は あ るが
、 な ん とい っ て も

　　 人 間 として の コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン の成否が最大 の 鍵 を握る こ とを あ らた めて確認 で きた し、そ の

　　 こ とが こ ん に ち の 教育の 場で は もっ とも重視 され る課題 で あ る こ とも共通の 理解を得た よ うに思

　　 う。さ らに言 えば、そ の 課 題 こ そ が、赤嶺氏が提唱するよ うに名古屋 市立大学人文社会学部 の 教

　　 育の 柱に置かれ るべ き、とい うコ ン セ ンサ ス が学部教員に得 られ るよ う我々 が努力 しな けれ ば な

　　 らない し、そ の た め の プ ロ グラ ム 作 りを共同研究 の 場 でお こ な うの が理想的であ っ たが、とて も

　　 そ の 余力 は な か っ た の は残 念であ っ た 。

3　 おわ りに

　フ ィ
ー

ル ドワ
ー

クを推進 したい と考え る理 由は、ふ た つ ある。ひ とつ は 、逆説的で あるが 、IT

技 術の 向上 に よ り 、
バ ー

チ ャ ル な情報が飛 び交 う今 日、 専門分野 を問わず、実際 の フ ィ
ー

ル ドで 、
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「現実 」 を体験す る こ と じ た い が、よ り重要 とな っ て い る と考え るか らで あ る 。
フ ィ

ール ドで 体

得 した 「知 」 を、それぞれ の 学問分野 に統合 して い く手法の確 立は 、教育的 に も 、 学問的に も、

急務 の 課題 で あ ろ う。

　ふ た つ め は 、大学改革の うね りと関係 し て い る．昨今、学問 の 細分化 の 疲弊が叫ばれる ととも

に、地域 へ 開かれた大学像が模索され るよ うになっ た。 しか し 、 大学が抱 える こ の ふ た つ の 問題

は、そ もそ も表裏
一

体 の もの では ない だ ろ うか 。それ は、従来の 大学が、高度に 専門的な知識 を

供与す る場で あ っ たか らで ある。 こ の 問題 を解決するには 、今 日の 学生や市民が 、専門知識の 吸

収に あきた らず、細分化 され た学問を統合 し て い く、そ の 研 究手 法 の 伝授をもとめ て い る とい う

事実を認 識せ ね ばな らな い
。

こ の 点に お い て 、フ ィ
ー

ル ドワ
ー

ク の 方法論を学生や 市民 に伝 える

こ とを 、本学は、よ り積極的に とりくむ べ きで はなか ろ うか。

　とは い え、手放 しに大学教育の
一
環 と して フ ィ

ー
ル ドワ

ー
ク を推進す るに も問題があ る 。 第

一

に調査協力者 の プライ バ シ ー保護が あ る し、また調 査中の 事故 へ の 対応な ど、制 度的に検討す べ

き課題 も少 なくない か らで あ る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ，

　 しか し、名古屋市立 大学が、将来 にわた っ て特色あ る教育を確立 し よ うとする とき 、
フ ィ

ー
ル

ドワ
ー

クを柱 とす る の も、悪 くはな か ろ う。それ は、学校教育を超え、生涯教育とも リン ク し う

る 可能性を秘め て い るか らで ある。開かれ た大学を唱 えるの は簡単で ある。ま た、産学連携ばか

りが とりざた され るが、大学が手を結ぶ べ き パ ー
トナ

ー
は 、なに も産業界だ けにか ぎらな い だ ろ

う。 む し ろ、わた し た ちが手を結ぶ べ きは 、 よ りよ い 暮 らしを模索する市民ひ と りひ とりでは な

か ろ うか 。かれ らが、日常生 活で感 じる疑問を解 きあかすため の 方法を積極的に確立 ・普及 し て

い くこ とが 、人文社会学部教員の っ とめでは ない だろ うか 。
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