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••••• 
⼤ 久 保  遼 准 教 授 ( 専 攻  ⽂ 化 社 化 学 、 映 像 社 会 学 )  

••••• 
( 1 )  社 会 学 と は ど の よ う な 学 問 と お 考 えで す か 。  

「社 会 学 とは ど のよ う な 学問 か 」 と い う問 い には 様 々な 答 えが あ り 得ま

す 。また そ れ自 体 が繰 り 返 し 論争 の対 象 と な って きま し た 。 し たが っ てこ

こで は 、私 の 研究 に 関連 す る範 囲 の中 で 、 いくつ かの 限 定 され た 視点 か

ら 、こ の 問題 を考 え てみ た い と 思い ます 。  

 社 会 学は 急 速な 近 代化 と 産 業化 に さ ら さ れて い た 1 9 世紀 に 生まれ 、

大規 模 な変 動 がも た ら す危 機 の中 で 発展 し て きた 学 問領 域 です 。 し たが

っ て社 会 学に は 、こ の 変動 や危 機 に対 す る鋭 敏 な感 覚 、 今ま でと は 異 な

っ た秩 序 や制 度 、コ ミュ ニケー シ ョン の形 式が 出 現し つつ あ り 、だ と す れ

ば、 そ れ はど の よ う な構 造を 持つ のか 、 あ る いは 今ま で と はど の よ うに 異

な るの か 、 と いっ た 問 いが 深く 内在 し て い ます 。 した が っ て 、1 9 世紀 に 限

ら ず現 在を 対 象と す る 場合 で も 、量 的 ・質 的な 調 査に よ っ て実 証 的 な分

析を 行 うだ け で なく 、 それ が いか な る 歴史 的変 遷 の帰 結 であ る のか 、 何

が連 続 し て おり 、 現 在何 が 変化 し て い る と 言 い うる の か、 あ る い はそ の 要

因は 何 かを 問 うこ と が重 要 にな り ます 。ま た 、私 た ちが 日 々 と らわ れ てい

る社 会 的な 秩 序の 来 歴を 知 るこ と は、 そ れが 不 変で は なく 変わ り う るこ

と 、こ れ から 先 も 変化 し て いくこ と に 対す る 想像 力 の獲 得 につ なが りま

す 。  

 加 え て 、 19 世 紀に 誕 生 した 社 会学 は 、 経済 学 や政 治学 と い っ た 他の 社

会科 学 に遅 れ て成 立 し 、制 度 化 され て い っ た学 問 領域 で あ り、 「 最後 の 社

会科 学 」 と称 さ れ るこ と があ りま す 。こ の こ と は、 管 見で は 、 次 の 2 つの
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特徴 につ な が って いま す 。 一つ は社 会学 固有 の 方法 に 対す る 反省 的 な

意識 化 です 。 新 し い科 学 であ っ た 社会 学 には そ の初 期 か ら、 す で に制 度

化 され て い た他 の 学問 領域 と の 差異 を明 確に す るこ と が 求め ら れ てき ま

し た 。また 、 共 通の 対象 を 設定 す るこ と が 難 しい た め 、方 法を 緩 やか に 共

有す る こ とで 学 問的 な アイ デ ン ティ ティ を 保 って き た と い う歴 史 があ りま

す 。常 に 社会 学は 「 社会 学 と は何 か 」「 社 会学 と は どの よ う な学 問 か」 と い

う 問 いか け に駆 動 さ れて き た 、 と言 え る か も しれ ませ ん 。 も う一 つは 、 し ば

し ば 1 点目 と 対立 しま す が 、越 境 性と 総 合性 で す 。社 会 学は 伝統 的 に既

存の 様 々な 分野の 方 法や 知見 を取り入れ 、 それ ら を総 合 して き た側面が

あ りま す。 歴 史学 か らは 社 会史 の 方法 を 、人類学 から はエスノグラフィ ー

の手法を 学び、哲学や心理学 、 政 治学 や 経済 学 との 対話的 な 関係を 通じ

て 、概念や方 法を彫琢し て きま し た 。こ の ため 、良く 言え ば柔軟で 実践

的、 あ る い は逆に雑多で やや曖昧と い っ た評価も され て きま し た 。 ちょう

ど 10 0 年前の名高い講演に お い て 、マックス・ウェーバー もま た、 社 会学

の仕事は本来的 に隣接領 域へ越 境す る 性質 を持 つが 、 そ の結果は 不完

全な も の にな り が ち であ る 、 と い う趣旨の こと を述べて いま す。 そ の ため 、

最終的 にウェーバー は自己の専門に引き こも る こ とを提案す るわ け で す

が、 し か し なが ら 私 と し ては 、 社会 学 は一 方で 他 領域への越 境 と それ ら

の総 合を志向し、 他 方で独自の 方 法や デ ィシプリン の 固有 性への探求を

進め て き たこ と で 、両者の間でこ れま で に豊か な 成果を挙げて きた し 、 そ

の緊張関係の中 で 研 究を進め て いく こと が重 要 であ る と 考 えて いま す 。  

 ( 2 )  先 生 が専攻さ れ て い る 、 あ る い は 、 こ の 大 学 で 学 生 に教え られ て

い る 社 会 学 と は ど の よ う な 学 問 で す か 。 

 明 治 学院で の私 の主担当科目 は 「文化 社会 学 」 と「映像 社 会学 」 です 。

文化 社 会学 と い う 言 い方 は古くか ら あ り 、 学説史上も いく つか の 意味に 分

かれま す 。 一つ 目は 、ジンメルに 代表され る人間関係の 形式 に照準す る

形式 社 会学 （特殊社会 学 ）に 対 し 、A .  ウェーバーやマンハイムな ど社 会

学の 対 象を 関係の 形式 に 限定 せ ず、文化 現象 の 内容や歴 史 性 、総 合 性
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を強調す る 立場 の文化 社 会学 （総合 社 会 学）で す 。こ の分類自体 にこ れ

まで 様々 な 論争 が ある の で すが 、 ここ では 立ち入りま せ ん。二つ 目 は、文

化を 対象 と す る個別の社 会 学、 つま り 知 識社 会 学や宗教社 会学 、教育社

会学 、 言語社 会学 、芸術社 会学 、音楽社 会学 な どの 総 称 と して の文化 社

会学 。 これ が （学説史 的 に と い うよ り は ）一般的 に想 定 され る文化社 会 学

と 言え る か も しれま せ ん 。三つ目 は 、批判理論 をベースに文化 の中 で働く

権力 関係や表象 の 政治 性を 問 題化 し て き たカルチュラル ・スタデ ィーズの

潮流で す 。伝 統 的な 意味で の文化 社 会学 と区別す るた め に 、文化 研究 、

文化 の 社会 学 と呼ば れ るこ と も あり ます 。  

 ま た近年、文化 社会 学 は新 し い 展開を迎え つつ あ りま す。ブルデ ュー や

ラトゥールの読み直し 、 イ ンフラやプラットフォームへの注目 、デ ータサイ

エンスと の連携、あ る い は文化／自然、文化／技術と い う基本的 な 分割

線の 問 い直し も進みつつ あ りま す 。また 現 在、文化や 知 識の 生 産、流

通、消費の過程が ますま すメデ ィア に媒介さ れ、 デジタル化 し てい る こ と

を踏ま え 、 デジタル時代 の文化 社会 学の試み が 様々 に な され て いま す 。

人新 世 やポスト・ヒューマン 、人工知能や I oT の 社会 的影響、スマートシ

ティ や Soc i e t y  5 . 0 な ど と い う標語も聞かれ る よ う にな りま し た が 、私 自

身は 学説史 や歴 史 研究 を進めつ つ 、デジタル以降の文化研 究 、メディ ア

研究 の 動向を踏ま え な がら 、 現 在の主流と は別の形 で文化社 会学 を どの

よ う に再設計す るこ と が で きる か 日々 模索し て いる段階で す 。  

 映像 社会 学 と い う 言い 方 は聞き慣れ な い もの か も し れませ ん 。映像 社

会学 や 視覚 社会 学 は英語圏で は V i su a l  Soc i o l o g y と呼ばれ 、①文化

研究 やメディ ア 研究 、 視覚文化論 の 成果を取り入れ な が ら、映像や映像

文化 を対 象 と する 社 会学 、 と い う側面と 、②文字や言語を前提と し た 調査

法や理論を拡張し 、映像 や映像資料を用い て展開さ れる 社 会学 と い う 2

つの側面が あ ります 。前者を 後者か ら区別して 、映像文化の 社 会学 と呼

ぶこ と も あ ります （この 領 域に 関心が あ る 方は 、長谷正人編『映像文化の
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社会 学 』有斐閣、 2 01 6 年を読むと、全体 の見取り図や 関連 す る テ ーマ、

具体 的 な分 析 対象等につ い て知 る こと が で きる と 思 いま す）。  

 それ で はなぜ、文化 の中 で も と り わ け「映像 」 なの で しょう か。 そ れ はス

マートフォン を例に 考え る と 分か り や す い か もし れま せ ん。 2 00 7 年に発

表され た iPh on e は当初 、携帯電話とイ ンターネット、音楽再生装置を組

み合 わ せた 「電話の再発 明」 と呼ばれま し た 。そ れ か ら 1 0 年後に 発売さ

れ た iPh o ne  X のキャッチコピー は「 すべてがスクリーン 」 。 あくま で電話

の進化 形だ っ た iPh on e は 、 いつ の間に か様 々 な機能を 統 合 した映像メ

ディ アに な っ て いた と い う わ けで す 。 デジタル化 の特 徴 は 、以前は別々 だ

っ た複数のメディ アの 関係を緊密に する こ と であ る と 論じられ て きま し た

が、緊密に 連携したメディ アは 、 結果と し て映像 に よる デジタル情報の 視

覚化 と イ ンターフェイスと して のスクリー ン に集約さ れて い きま し た 。 した

が って 、映像 とスクリーン が諸文化 形態の 中で果た して い る役割の 変化

に注目 する と 、 デジタル化に よ る文化 変容の特 徴を 、 き わめ て集約的 に

取り出 すこ と が で きます 。  

今回のコロナ禍に お い て顕著に な りま した が、 こ のよ う な 変化 は い わゆ

るメディ ア文化 やエンター テイメントの領 域に 限 りま せん 。教育や医療、

報道やビジネスの現 場 に お いて もオンライ ン化 と 結びつ い た様 々 な映像

技術が普及し 、 それ まで の 業務やサービス、組織の形態に影響を与えつ

つあ りま す 。私 た ち は映像技術を付随的 な 、単な る伝達の道具と みな し

がち で す が、果た して そ う で しょうか 。映像配信は 対面的 なコ ミュ ニケー

シ ョン の単なる置き換え に すぎな い で しょう か。 そ う で な い とす れ ば、両者

には ど の よ うな違い があ り 、映像 で は何 が可能に な り 、そ し て 対面で し か

達成 で き な いこ と は何 だ と 言え る で しょう か。 また 、映像技術と結びつ い

た急 速 なオンライ ン化 は 、こ れま での 関係性や 制 度、 あ る いは 大 学 と い う

学びの 場や医療の 現場 に ど のよ う な影響を与え てい くで しょう か 。こ う し

た問 い を 、従来の 社 会学 の議論 と接続す るこ と も 重要 な課題 で す 。  

 ( 3 )  １～２年次 で読ん で欲し い本  



5 
 

1 .  見田宗介『社 会 学入門 ：人間と 社 会 の未来 』 （岩波書店、 2 00 6 ）  

進路選択に迷っ てい た 学生時代 、序章 「 越境 す る知 」 （当時はアエ

ラムック『社 会学 が わか る 。 』に所収）を読んで 社 会学 科 に進みま し

た 。「 越 境す る 知」 「遊牧す る学 問 」 と いっ た言葉が 、関心が多く 定

まら な い学 生 だ った 私 （今 も？）に響く ところが あ っ たの で しょう （た

だ実際に講義が始ま っ て み ると 、本書で語られ る よ う な内容と目 の

前の風景は だ いぶ異 な っ てい て 、 研究室か らジャズが聞こえ てく る

こと も な か った の です が ）。そ の 後は情報学・メディア 論 の大 学院に

進学 す るこ と に な ります が 、 研究 を進め る 中で 、本書で語られ る よ

う な社 会 学や情報社 会 論への賛否が様 々 にあ る こ と も知 り 、 その

上で 、 越 境す る 知や情報化 の理論 が 、学説史 に どの よ う に位置づ

け られ る か 、 いか に読み直すこ と がで き る か、 最 近改め て考 え て い

ます 。そ の 意味で 、 私に と っ て 出発 点の 一 つで あ り折に触れ て再読

し て いる本で もあ り ます 。  

2 .  吉見俊哉 『博覧会 の政 治 学 ：ま なざし の 近代 』 （講談社 、 2 0 10 ）  博

覧会 と い う文化装置が 、 1 9 世 紀 か ら 2 0 世紀 に か けて 、人々 の 感

覚や欲望を い かに編成し て い っ たか 、 ミシェル ・フーコ ーの 知 の考

古学 とエドワード ・サイ ードのオリエンタリズム、 そ し てヴァルター ・

ベンヤミン のパサージュ論 やマー シャル・マクルーハン のメデ ィア

論の 知 見を借りな が ら 、社 会 史的 な アプローチによ っ て描き だ さ れ

ます 。本書の記述は 2 0 世 紀ま でを 対象 と し て います が 、 21 世 紀

以降のオリンピックや万博、各地のア ートフェア や芸術祭、 テーマ

パークや ミュ ージアムが本書の枠組み の延長で い かに 論じう るか 、

あ るい は 論じえ な い のか 考 え てみ る と よ い で しょう 。  

3 .  北田暁大 『広告都市・東京：そ の 誕生 と死』 （筑摩書房、 2 0 11 ）  

1 9 8 0 年代 に資本と広告の 論理に よ って 形成 さ れ た テーマパーク

的な都市と して の渋谷が 、9 0 年代末か ら 20 0 0 年代 に かけ て脱舞

台化 し て いく過程を 、消費社 会 論 とメディ ア論 を再読する こ と によ っ

て描き 出 しま す 。本書は 9 0 年代末か ら 2 00 0 年代に お け る携帯

電話とメールに よる コ ミュニ ケー シ ョンの 一般化 に、マスメデ ィア 的
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な広告と都市計画の 論理が破綻し て いく契機 を見 出 し て います

が、 そ れ では 、 20 1 0 年代 後半に お け るスマートフォン と SNS の普

及と都市の 関係は い か に位置づけ る こ と が可能で しょうか 。 それ と

も 、そ う し た 形 で都市の 特 徴や人々の 行 動の 変 化を捉え る こ とは も

はや 難 し いの で しょう か 。  

4 .  加藤幹郎 『映画館と観客の文化 史 』 （中央公論 新 社 、 2 0 0 6 ）  一般

的に映画研 究 と い って 想 定 され る作品論 や監督論、俳優論 で は な

く、映画館と い う空間と そこ に集ま る観客に照準し た異色の文化 史

な い し社 会 史的 研究 で す 。屋外上映か らドライブイン シ アター 、 シ

ネマコ ンプレックスか ら初 期 のヴォードヴィル劇場 、 テ ーマパーク

の映画館か ら 機内上映ま でが取り上げら れ、 歴 史的 に も地域 的 に

も多様 な映画館と観客の姿が描き だ さ れ ます 。重 要 なの は 、単な

る歴 史 研究 で は なく 、著者が 1 9 9 0 年代以降の映画の中 に 、CG

やイ ンタラクティブなビデオゲームとの相互作用の中 で回復さ れ

た 、初 期映画の動 的 な観客性を 見出 し て い る点 で しょう 。こ う し た

歴史 の 先に 、 近年のライブビュ ーイ ングや応援上映、Y ou t u b e の

視聴経験やライブ会場 に お け る映像利用は いか に捉え う る か考 え

るこ と が でき ます 。  

5 .  マックス ・ウェーバー 『職業 と し て の 学 問 』（岩波書店、 1 9 8 0）  今か

ら 10 0 年ほど前の文章で すが 、 も と も と 学生向けの講演であ り 、

職業 や 学問 論を 通じてウェーバー の社 会 学的 な 考え 方 に触れ るこ

と がで きま す 。こ の頃とは 大 学や 学問 の置か れ た状況も様 変 わ り し

て しま いま し たが 、 それ で も な お社 会 学に引き継がれ て い る 考え 方

があ りま す 。本書で 関心を持 っ た 方は 、 い わゆる 『プロ倫 』を はじめ

と するウェーバー の大著に挑むと良い で しょう 。ま た上山安敏 『神

話と科 学 ：ヨーロッパ知識 社 会 世紀末〜 2 0 世 紀 』（岩波書店、

20 0 1）や佐藤俊樹 『社会 学 の方 法 ：そ の 歴史 と 構造 』 （ミネルヴァ

出版、 20 1 1）な ど と併せ て読むと 、議論 の背景や 歴史 を知 る こと が

で きます 。 新訳も 出 て いま すが 、 ここ で は岩波版を挙げて お きま

す 。  
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( 4 )  ３～４年次 で読ん で欲し い本  

1 .  見田宗介『現 代 社 会の理論 ：情報化 ・消費化 社 会 の 現 在 と未来 』

（岩波書店、 1 9 9 6）  著者は 「情報に よる消費の創出 」 が常態化 し

たこ と を現 代社 会 の大 き な転回点 と位置づけ ます 。情報化／消費

化が も た ら した 現 代社 会 の持 つ新 し い創造の可能性 と そ の魅力を

十分 に肯定 し な がら も 、著者は そ れが 構 造的 に抱え る環境破壊や

資源 ・エネルギーの 限界、グローバル化と貧困 ・格差 の 問題 を指摘

し て いき ます 。 現代 の 「光の巨大 」 と 「闇の巨大 」 は隣り 合わ せ で 、

互いに切り離す こ とは で き な い。 そ の不可避の矛盾と 限界を 、 ど う

すれ ば乗り越 え るこ と が でき る だろうか 。 それ は も ちろん簡単に 答

えが 出 る問 い で は あり ませ ん 。2 0 2 0 年代 を迎え た現 在 、9 0 年代

半ば に示され た著者の暫定 的 な答 えを 、 どの よ う に捉え直し 、 そし

て再設 定す る こ とが で き るで しょう か 。  

2 .  ヴァルター ・ベンヤミン 『パサージュ 論 』 （岩波書店、 2 0 2 0 ）  ウェー

バー が 近代 に お け る合理化と脱魔術化を 論じた の に対 し 、ベンヤミ

ン は 1 9 世 紀パリの商業施設パサージュ （アーケ ード型の商店街。

現在 のシ ョッピングモールの原型と も 言え る）の 中に 、再魔術化 し

て いく都市の消費空間を見 出 しま す 。都市の群衆はパサージュを う

ろつ き なが ら 、 一方 で商品が作り出 す美化 され た イメージの 世界に

魅惑さ れ 、そ れ ら が見 せ る夢の 中で まどろんで い ます 。 し か し他 方

で無意 識の夢が見 せ るユートピアは 、 現 実の 社 会的 関係を 異化

し 、別の 社会 形態への願望や覚醒の契機 を内 在 して いま す 。 現

在、 私 た ちは商品や消費に ど のよ う な願望や夢を 見 て いる で しょう

か、 あ る い はそ の よ う な夢自体 を見 なく な っ て いる の で しょうか 。  

3 .  チャールズ ・マッサー 『エジソン と映画の時代 』 （森話社 、 2 01 5 ）  

映画史家のマッサーは 、 1 9 世 紀末の映画の 誕 生期 か ら 2 0 世 紀

初頭の 初期映画の時代 を対 象 に 、映画と い うメディ ア とアメリカ、

近代 の 関係を描き 出 しま す。興味深 い の はマッサー が作品や監督

では なく 、エジソン と い う技術者と彼のラボに お け る映画製作や分
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業体 制 、あ る い は映画と当時の劇場文化 や他 の 視覚文化 と のメデ

ィア横断的 な関係につ いて 論じて い る点 です 。 こ う した 視 点は 現 代

の映像文化 に も応用で きる で しょう 。 も し 現在 「ジョブズとスマート

フォンの時代」 が書か れ る と した ら 、 それ はエジソン と映画の時代 と

い かに 異 な り、 また い か なる 共 通点 を見 い だせ る で しょうか 。  

4 .  エルキ ・フータモ 『メデ ィ ア 考古学 』 （NTT 出版、 2 0 1 5 ）  メディア考

古学 もま た聞き慣れ な い言葉か も し れま せん 。メデ ィア 考古学 はメ

ディ アの 歴史 研 究の 一潮流で すが 、 そ の 特徴 は 、過去の失わ れた

メデ ィア の中 に 、 現在 のメディ ア環境 で は 実現 さ れ て いな い可能性

を見 出 し、 そ れを未来の 構想へとつ なげる 点に あ りま す 。フータモ

のメディ ア考古学は 、メデ ィア ア ートの役割を 重視 す る など 、人文

学的 な色彩が強いも の です が 、こ れ を社 会学 的 な観点 と接続 す る

こと も可能で しょう 。 す なわ ち 、過去の実 現 しな か っ た情報社会 の

構想 や失わ れ たプロジェクト、忘れら れ たメデ ィア＝社 会 や都市の

形態に注目 す るこ と で 、現 在進め ら れ て い る情報社会 論 （た と え ば

Soc i e t y  5 . 0 ）を 異化 し 、別様 な 構想への道筋を思 考 する こ と がで

き るか も し れま せん 。  

5 .  吉見俊哉 『メディ ア時代 の文化 社 会 学 』（新曜社 、 1 9 9 4 ）  著者は

現代 社 会に お け る主要 な文化 的傾向を、電子的 ・映像 的な情報テ

クノロジー が社 会 生活の あらゆる 領域 に浸透し 、 日常 的 経験を媒

介して い る こと に 見出 し 、 こ う した時代に 対応し た 新 しい文化社 会

学を 構想 しま す 。 重要 な のは 、本書が 日本で I T 元年が謳わ れ た

19 9 5 年以前に刊行 され て い る 点で す 。 す なわ ち本書はスマートフ

ォン と SNS ど ころか 、携帯電話と インターネットも未だ一般的 では

な い時期 に書か れて いま す 。当然、 今の時代 に即応し な い記述も

あ りま すが 、 それ だ け では あ りま せ ん。 9 0 年代半ば以降のメディ ア

の変 化を予感 しつつ そ の可能性 に賭けて い る点 で 、むしろそ れ ら

が様 々 な矛盾と困難 を含み なが ら 実現 し た現 在 に お いて 、別様 の

メデ ィア 社会 と デジタル以降の文化 社 会 学を 構想 す る ため に 、 あら

ため て読み直すこ と が でき る で しょう 。  
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 ( 5 )  先 生 の 代表的 な著書ま た は論文を二つ か三つ教え て く だ さ い 。 

1 .  大久保遼 『映像 のアルケオロジー ：視 覚理論 ・光学メディ ア ・映像

文化 』 （青弓社 、 2 01 5 ）   

2 .  光岡寿郎 ・ 大久保遼編著 『スクリー ン ・スタデ ィ ーズ ：デジタル時代

の映像／メディ ア 経験 』 （東京大 学 出版会、 2 0 1 9 ）   

3 .  大久保遼 「 感 覚 の理論 と 社 会 の理論 ：日本社 会 学 史 に お け る元良

勇次郎 」 『社 会 学評論 』 6 9 ( 2 ) 、 2 01 8   

直近 の 関心は デジタル化以降の映像研 究 の方向性を 、2 0 1 0 年代

のライゾマティクスに よるライブ演出 や ミュ ージックビデオの映像技

術に 見 出 し た 2 、 お よび 19 世 紀末か ら 2 0 世紀 に活躍し た元良勇

次郎の 学説を、 総 合的 な 社会 の 学 と して読み直し た 3 で展開し て

いま す 。一 見 する と全く 異 なる テ ーマです が、 ど ち ら も１で部分的 に

試み た記述を発 展 さ せた 内容で す 。 今後 こう し た 社会 学 の学説史

や歴 史 研究 と デジタル化以降のメディ ア 研究 ・文化 研 究を往還し な

が ら、 新 し い記述の方 法を組み立 て て いく こと を目指し て いま す。

その 方向性 の 一部は 、近刊の『ポストメデ ィア・セオリーズ：メディ

ア研 究の 新 展開』（ミネルヴァ書房 ）、『クリティカル・ワード  メディ

ア論 』 （フィルムア ート社）、 『技術と文化 のメディ ア論 』 （ナカニ シヤ

出版 ）など に寄稿し た 論文で試み て いま す 。全体 像を描き出 す には

まだま だ長い時間が か か りそ う で すが 、地道に取り組むこ とが で き

れば と 考 えて いま す 。  


