
「 社 会 批 評 と し て の 統 計 学 」 の 伝 統 を 継 承 す る こ と
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１．はじめに：社会制度としての「科学」へ ?

経 済 統 計 学 会 の 前 身 で あ る 経 済 統 計 研 究 会 は 、 「 ド イ ツ 社 会 統 計 学 」 の 伝 統 を 継 承 す る 研 究 者 ・ 統 計 実

務 家 の 研 究 会 組 織 と し て 1 9 5 3 年 に 創 設 さ れ た 。 そ し て 、 1 9 5 5 年 ４ 月 に は 、 機 関 誌 『 統 計 学 』 が 創 刊 さ れ 、

確 固 と し た 物 質 的 基 盤 の 上 に 、 そ の 歩 み が 開 始 さ れ た 。 以 来 、 4 0 年 が 経 過 し 、 そ の 間 、 「 標 準 的 教 科 書 」

と 呼 べ る テ キ ス ト も 何 種 類 か 作 成 さ れ 、 高 等 教 育 機 関 を 通 じ て の 「 社 会 統 計 学 」 の 普 及 と 後 継 研 究 者 ・ 統

計 家 の 養 成 制 度 が 確 立 さ れ た 。 そ し て 、 1 9 8 5 年 に は 、 研 究 会 は 日 本 学 術 会 議 に 所 属 す る 学 会 へ と 発 展 し 、

経 済 統 計 学 会 が 誕 生 し た 。 ま た 、 1 9 9 2 年 に は 、 機 関 誌 の 改 革 が 行 わ れ 、 投 稿 論 文 の 掲 載 の 採 否 を 編 集 委

員 ・ 編 集 会 議 が 決 定 す る 方 式 が 改 め ら れ 、 レ フ ェ リ ー 制 度 が 導 入 さ れ 、 学 会 誌 が と る べ き 形 式 的 要 件 の 整

備 が 進 め ら れ た 。 経 済 統 計 学 会 は 、 社 会 形 成 に 構 成 的 に 関 与 す る 歴 史 的 ・ 社 会 的 装 置 と し て 自 己 を 制 度 的

に確立したのである。

し か し 、 科 学 と し て 社 会 制 度 的 に 確 立 さ れ る の に 並 行 し て 、 会 員 を 「 集 団 」 と し て 結 び つ け て い た 共 通

の 信 念 ・ 規 範 ・ 課 題 が 揺 ら ぎ 始 め て い る の で は な い か と い う 意 識 が 会 員 の な か に 浸 透 し て い る 。 こ れ が 、

「 新 し い 理 論 的 枠 組 み 」 へ の 変 換 の 徴 候 と な る 「 ア ノ ー マ リ ー 」 な 事 態 を 意 味 し て い る の か ど う か は 不 明

で あ る 。 し か し 、 確 実 な こ と は 、 科 学 と し て 社 会 的 に 制 度 化 し て い く こ と を 用 心 深 く 進 め て い く 一 方 で 、

「 社 会 統 計 学 」 を 取 り 巻 く 世 界 史 の 歴 史 的 転 換 期 の 状 況 を 念 頭 に 置 き な が ら 、 「 社 会 科 学 的 統 計 学 」 を 社

会 的 ・ 制 度 的 に 確 立 し て き た 「 伝 統 」 と は 何 で あ っ た の か を 再 確 認 す る 作 業 が 、 歴 史 的 転 換 期 の 社 会 統 計

学 に と っ て 必 要 で あ る と い う こ と で あ る 。 本 稿 は 「 社 会 統 計 学 」 の 継 承 す べ き 伝 統 を 「 社 会 批 評 と し て の

統計学」として捉え、社会統計学の伝統のなかに「社会批評」の契機を探ることにしたい。

２．歴史のなかで：社会批評としての統計学の歴史的運動

２-1. 蜷川統計学のユニークさ

経 済 統 計 研 究 会 の 研 究 上 の 古 典 的 テ キ ス ト の 地 位 を 占 め た の は 蜷 川 虎 三 の 著 作 『 統 計 利 用 の 基 本 問 題 』

と『統計学概論』であった。経済統計研究会（現 経済統計学会）は蜷川派ではないが、そこで主流になっ

た の は 蜷 川 学 派 で あ っ た こ と は 間 違 い な く 、 他 の 潮 流 が 自 己 の 立 場 を 定 義 す る と き に 蜷 川 学 派 と の 距 離 を

用いたことは確実だからである。

ク ー ン は 『 科 学 革 命 の 構 造 』 の な か で 、 そ の よ う な テ ク ス ト が 持 つ 二 つ の 基 本 的 な 性 格 と し て 「 前 例 の

な い ユ ニ ー ク さ 」 と 「 解 決 す べ き あ ら ゆ る 種 類 の 問 題 を そ れ が 提 示 し て い る 」 こ と を あ げ て い る 。 こ う し

た 特 徴 を 蜷 川 の 著 作 （ 研 究 ） が ど れ だ け 持 っ て い る か に つ い て は 議 論 の 余 地 が あ る と し て も 、 少 な く と も

経 済 統 計 研 究 会 の 創 設 メ ン バ ー が 、 そ の よ う な 性 質 を 蜷 川 の 著 作 に 認 め た こ と は 確 か で あ る 。 例 え ば 、 蜷

川 理 論 が 、 い わ ゆ る 「 実 質 社 会 科 学 か ら 方 法 科 学 へ の 統 計 学 の 転 換 」 を 「 統 計 利 用 者 」 と い う 立 場 （ こ こ

で 蜷 川 が 想 定 す る の は 統 計 利 用 者 一 般 で は な く 、 当 時 の 「 全 体 主 義 的 」 国 家 に 抗 す る 「 無 産 労 働 者 」 な ど

の 民 衆 で あ り 、 こ れ に よ り 統 計 学 は 「 社 会 を 見 渡 す 管 制 高 地 に 立 ち 国 家 機 関 （ 統 治 す る 者 ） の 立 場 か ら 社

会 を 秩 序 あ る 対 象 物 と し て 観 察 ・ 監 視 し 、 管 理 す る 学 」 と い う 性 格 か ら 距 離 を 置 く と 共 に 、 単 な る ハ ウ ツ

ー 的 な 手 続 き 論 を 超 え た 社 会 批 評 の 次 元 を 理 論 の 問 題 と し て 獲 得 し た の で あ る が ） を 論 弁 上 の 空 間 に 確 保

す る こ と で 歴 史 的 ・ 社 会 的 な 批 判 的 次 元 を 持 っ た 方 法 論 と し て 達 成 し よ う と し た こ と 、 ま た 「 存 在 た る 集

団 」 と い う キ ー 概 念 を 導 入 す る こ と で 社 会 批 評 的 次 元 を 付 与 さ れ た 方 法 論 に 「 唯 物 論 的 な （ ？ ） 」 認 識 論

的 基 礎 を 与 え 、 さ ら に 、 そ の 延 長 線 上 に 「 解 析 的 集 団 」 ･ 「 意 識 的 に 構 成 さ れ た る 集 団 」 と い う 概 念 を 導 入
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す る こ と で 「 （ 蜷 川 が 言 う ） 英 米 流 数 理 統 計 学 」 の 統 計 デ ー タ 解 析 法 を ド イ ツ 社 会 統 計 学 派 を 批 判 的 に 継

承 す る 統 計 理 論 の 基 盤 上 に 「 整 合 的 に 」 埋 め 込 も う と し た こ と は 、 そ の よ う な 「 前 例 の な い ユ ニ ー ク さ 」

の 証 拠 で あ り 、 そ の 後 の 日 本 の 社 会 統 計 学 派 に 設 定 す べ き 問 題 と そ の 解 決 方 法 を 提 示 す る も の で あ っ た と

言うことが可能である。

２-2. 戦後改革における社会統計学の立場

ア ジ ア 太 平 洋 戦 争 の 後 、 新 し い 歴 史 状 況 が 開 か れ る 。 第 一 に 、 戦 後 民 主 化 の 流 れ の な か で 、 蜷 川 派 に 限

ら ず 、 社 会 統 計 学 派 の な か の 「 社 会 批 判 的 潮 流 」 の 人 々  が 国 家 の 諸 機 関 や 審 議 会 に 参 加 で き る 条 件 が 生 ま

れ 、 「 統 計 利 用 者 の 立 場 」 か ら 官 庁 統 計 及 び そ の 制 度 の 改 革 に 関 与 す る こ と が 可 能 と な っ た こ と で あ る 。

「 利 用 者 の た め の 統 計 学 」 は 、 こ う し た 状 況 の な か で は 「 統 計 の 作 成 と 普 及 の た め の 統 計 学 」 に な る こ と

が で き た の で あ る 。 第 二 に 、 そ の よ う な 状 況 と 呼 応 し て 、 ま た 、 状 況 の 変 遷 に 伴 う 社 会 的 対 立 の 先 鋭 化 の

な か で 、 戦 後 労 働 運 動 の 側 か ら 統 計 に た い す る 要 求 が 高 ま り 、 上 杉 正 一 郎 の 仕 事 や 「 統 計 の 闘 い 」 に 代 表

さ れ る ラ ジ カ ル な 統 計 批 判 ・ 統 計 改 革 運 動 が 展 開 し た こ と で あ る 。 そ こ で は 「 内 部 」 か ら の 統 計 改 革 運 動

は 「 外 部 」 か ら の 統 計 批 判 運 動 と 結 び つ き 、 統 計 の 作 成 と 公 表 と 利 用 の 問 題 が 統 計 の 社 会 的 制 度 的 機 能 と

い う 新 し い 問 題 領 域 の な か で 再 設 定 さ れ た の で あ る 。 第 三 に 、 戦 後 改 革 の な か で ア メ リ カ 合 州 国 か ら 無 作

為 標 本 調 査 法 や 統 計 的 品 質 管 理 法 が 時 代 の モ ー ド と し て 導 入 さ れ 、 そ れ を 契 機 に 「 （ 英 米 流 の ） 推 測 統 計

学 （ ＝ 推 計 学 ） 」 へ の 関 心 が 急 激 に 高 ま っ た こ と で あ る 。 こ う し た 高 ま り は 、 同 じ く 当 時 の 知 的 モ ー ド の

一 つ で あ っ た 「 マ ル ク ス 主 義 」 と 結 び つ き 、 推 計 学 を 「 唯 物 弁 証 法 的 哲 学 」 で 基 礎 付 け る と い う 奇 妙 な 企

て を 生 み 出 し た が 、 こ う し た 企 て に 蜷 川 派 は 批 判 的 な 姿 勢 を と り 、 蜷 川 理 論 に 依 拠 し つ つ 批 判 的 議 論 を 展

開 し て い っ た 。 そ し て 、 そ の な か か ら 蜷 川 理 論 の 枠 組 み を 超 え る 新 し い 言 説 が 生 み 出 さ れ て い っ た の で あ

る 。 例 え ば 、 大 橋 隆 憲 は 統 計 理 論 の 形 式 主 義 化 に 異 議 を 申 し 立 て 、 統 計 理 論 を 歴 史 （ 社 会 史 ） の コ ン テ ク

ス ト の な か に 送 り 返 し 、 理 論 を 生 成 の 現 場 で 捉 え 、 そ の 歴 史 的 ・ 社 会 的 意 味 を 理 解 す る こ と の 重 要 性 を 示

し た 。 大 橋 に よ れ ば 、 統 計 に 関 す る 諸 活 動 は 、 そ の 高 度 に 抽 象 化 さ れ た 理 論 に 至 る ま で 社 会 諸 関 係 の 網 の

目 の な か に 捕 え ら れ 、 歴 史 化 さ れ て い る の で あ る 。 ま た 、 内 海 庫 一 郎 は 「 第 ３ イ ン タ ー 系 の マ ル ク ス 主 義

哲 学 史 」 に 関 す る 豊 富 な 知 識 に 基 づ い て 統 計 学 と 唯 物 弁 証 法 の 関 係 を 再 考 す る 仕 事 に 取 り 組 ん だ 。 内 海 は

推 計 学 を 弁 証 法 と 結 び つ け る 考 え 方 を 「 観 念 論 」 と し て 斥 け る 一 方 、 「 蜷 川 に は 唯 物 論 は あ る が 、 弁 証 法

は な い 」 と す る 梯 明 秀 の 見 解 に 同 調 し 、 「 唯 物 弁 証 法 の 諸 見 解 （ 諸 法 則 ） 」 を 参 照 基 準 に し た 蜷 川 理 論 の

再 検 討 を お こ な っ た の で あ る 。 内 海 の 企 て は 、 「 唯 物 弁 証 法 （ の 諸 法 則 ） 」 に 諸 学 問 の 帝 王 の 座 を 占 め 、

他 の す べ て の 諸 学 を 先 導 し 、 か つ 、 そ の 真 偽 の 判 定 の 最 終 基 準 を 定 め る 最 高 法 規 と し て の 地 位 を 与 え 、 蜷

川 理 論 を 「 唯 物 弁 証 法 」 に よ っ て 最 終 審 に お い て 裁 く と い う も の で あ り 、 ジ ダ ー ノ フ 主 義 ・ ル イ セ ン コ 主

義 ・ 「 ス タ ー リ ン 言 語 理 論 に よ る 旋 回 」 と い っ た 時 代 を 特 徴 づ け る 諸 事 件 に 代 表 さ れ る 「 冷 戦 型 知 識 人 」

の 知 的 モ ー ド の 一 つ で あ っ た 。 し か し 、 そ れ で も 、 内 海 の 企 て は 、 フ ァ イ ア ア ー ベ ン ト 流 に 言 え ば 、 理 論

の 状 況 を 流 動 化 さ せ 、 新 た な 問 題 状 況 を 作 り 出 す 原 動 力 と な り 、 そ こ か ら 多 く の 意 義 あ る 仕 事 が 生 み 出 さ

れていったのである。

２-3. 大屋理論の登場へ

1 9 6 0 年 代 の 中 頃 に 、 ひ と つ の 転 換 点 が あ っ た 。 大 屋 祐 雪 に よ る 蜷 川 統 計 学 批 判 で あ る 。 大 屋 は 内 海 と は

異 な っ た 視 角 か ら 蜷 川 統 計 学 の 批 判 を 行 い 、 新 た な 統 計 学 研 究 プ ロ グ ラ ム を 提 唱 し た の で あ る 。 大 屋 が

と っ た 蜷 川 批 判 の 戦 略 は 、 単 純 明 快 で あ る 。 社 会 の な か で 歴 史 的 に 形 成 さ れ 、 営 ま れ て い る 「 統 計 実 践

（ 統 計 ・ 統 計 作 成 ・ 統 計 利 用 、 及 び そ れ ら に 関 す る 観 念 形 態 ・ 理 論 的 活 動 ） 」 を 統 計 学 の 研 究 対 象 と し て

設 定 す る こ と で あ る 。 大 屋 に よ れ ば 、 そ う す る こ と に よ っ て の み 現 存 す る 統 計 実 践 は 「 客 観 的 観 点 か ら 」

余 す と こ ろ な く 概 念 化 さ れ 、 そ の 社 会 的 歴 史 的 性 質 が 批 判 的 に 解 剖 さ れ る こ と が で き る の で あ る 。 た ぶ

ん 、 学 問 と し て の 社 会 統 計 学 の 課 題 は 統 計 的 実 践 に つ い て の 「 批 判 的 」 知 識 を 社 会 に 提 供 し 、 統 計 作 成 者

や 統 計 利 用 者 の （ さ ら に 大 衆 の ） 統 計 実 践 に つ い て の 観 念 に 働 き か け 変 容 し 、 統 計 実 践 を 然 る べ く 方 向 に
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変 化 さ せ る こ と な の で あ る 。 そ の 意 味 で 、 大 屋 に と っ て 統 計 学 は 社 会 科 学 な の で あ る 。 と こ ろ で 、 こ の 大

屋 の 戦 略 に は 、 統 計 学 を 「 社 会 科 学 方 法 論 」 と し て 構 築 し よ う と す る 蜷 川 派 的 試 み に た い す る 正 面 か ら の

反 対 が 含 意 さ れ て い た 。 す べ て の 事 柄 を 方 法 論 の 文 脈 に 回 収 し て し ま う 蜷 川 流 の 統 計 学 観 は 、 大 屋 の プ ロ

グラムの実現にとって、認識論的障害物となるのである。

２-4. 大屋理論に賭けられていたもの

大 屋 が 自 己 の 主 張 を 「 反 - 方 法 論 」 と 結 び つ け て 展 開 し た こ と は 、 蜷 川 の 流 れ を く む 方 法 論 支 持 者 た ち か

ら の 激 し い 反 発 を 招 い た 。 統 計 の 作 成 と 利 用 を 指 導 す る 方 法 の 開 発 と い う 統 計 学 の 課 題 の 位 置 づ け が 、 大

屋 の プ ロ グ ラ ム で は 不 明 確 に な る か ら で あ る 。 し か し 、 大 屋 の プ ロ グ ラ ム の 狙 い は 、 別 の と こ ろ に あ っ た

と 考 え た 方 が よ い か も し れ な い 。 当 時 、 蜷 川 理 論 は 内 海 に よ る 蜷 川 批 判 の 影 響 も 受 け 、 理 論 に お い て は

「 方 法 論 批 判 」 、 統 計 ・ 統 計 実 践 の 実 態 解 明 に お い て は 「 統 計 の 対 象 反 映 性 批 判 」 へ と 向 か っ て お り 、 お

そ ら く 大 屋 が 問 題 と し た の は 、 そ の よ う な 方 向 が 内 包 し て い る 諸 限 界 だ っ た の で あ る 。 な ぜ な ら 、 「 方 法

論 批 判 」 と い う の は 、 結 局 の と こ ろ 、 「 方 法 は 対 象 に よ っ て 規 定 さ れ る ⇒ 対 象 と は 存 在 で あ り 、 存 在 は 弁

証 法 的 に 運 動 し て い る ⇒ 方 法 は 弁 証 的 で な け れ ば な ら な い ⇒ 当 該 の 理 論 を 支 え て い る 方 法 は 弁 証 法 的 で な

い か ら 現 実 を 隠 ぺ い し て い る 」 と い う 単 純 な 論 理 構 造 に 帰 着 す る の で あ り 、 ま た 「 対 象 反 映 性 批 判 」 に つ

い て も 同 様 に 、 「 対 象 （ 存 在 ） は 弁 証 法 的 方 法 論 に 基 づ い た 正 し い 科 学 的 理 論 に よ っ て の み 歪 み な く 反 映

さ れ る ⇒ 当 該 の 統 計 ・ 統 計 実 践 は 正 し い 科 学 的 理 論 に 基 づ い て 指 導 さ れ 構 築 さ れ た も の で は な い ⇒ そ の 原

因 は 、 一 方 で は 、 統 計 方 法 に よ っ て 対 象 を 把 握 （ 反 映 = 模 写 ） す る こ と が 持 つ 方 法 上 の 限 界 に あ る が 、 他 方

で は 、 対 象 を 「 誤 っ た 理 論 」 に よ っ て 把 握 し 、 反 映 ・ 制 御 し よ う と す る こ と に 由 来 す る 社 会 認 識 上 の 限 界

に あ る ⇒ こ の 後 者 の 限 界 は 、 社 会 的 ・ 歴 史 的 基 盤 を 持 っ て い る 」 と い う 論 理 に 帰 着 す る か ら で あ る 。 こ の

よ う な 批 判 は 、 内 海 派 の 統 計 学 史 研 究 に 認 め ら れ る よ う に 批 判 対 象 の 方 法 論 的 構 造 、 諸 前 提 、 そ れ が 立 脚

す る 社 会 的 基 盤 を 、 限 定 さ れ た 視 角 か ら で は あ る が 、 明 示 化 す る と い う 利 点 を 確 か に 持 つ が 、 他 方 で は 、

批 判 の 諸 対 象 を 「 正 し い 」 理 論 な い し 方 法 と い う 固 定 し た 立 場 か ら 裁 断 し 、 そ の 批 判 的 対 象 物 は 「 自 己 」

と 異 な る か ら 間 違 っ て い る と 一 方 的 に 宣 言 す る と い う 意 味 で 「 悪 し き 意 味 で の 独 断 論 」 の 閉 域 に 落 ち 込 み

や す い か ら で あ る 。 そ こ に は 、 お そ ら く 生 産 的 な 批 判 （ ＝ 批 評 ） の 概 念 、 批 判 対 象 を 「 他 者 」 と し て 設 定

し 、 「 他 者 」 の デ ィ ス ク ー ル （ ＝ 言 説 ） の な か に 「 探 究 者 」 と し て 入 り 込 み 、 そ こ に 潜 む 諸 断 層 を 探 索

し 、 そ の デ ィ ス ク ー ル が 社 会 構 成 体 の 諸 実 践 の な か に 埋 め 込 ま れ る （ ＝ 分 節 化 ） 様 式 を 明 ら か に す る と 同

時 に 、 そ の 出 合 い の な か で 自 ら を 革 新 し 、 新 し い 知 識 の 地 平 へ と 位 置 移 動 し て い く こ と を 可 能 に す る 批 判

の 戦 略 が 欠 け て い る の で あ る 。 大 屋 に よ る 「 統 計 学 ＝ 社 会 方 法 論 説 」 へ の 批 判 に 賭 け ら れ て い た の は 、 こ

う し た 批 判 概 念 の 欠 落 な の で あ る 。 大 屋 は 、 こ う し た 批 判 概 念 の 欠 落 を 「 認 識 主 観 の 視 座 」 の 社 会 学 に 解

消し、統計学を「統計実践の社会学」へと変換することで解決できると考えたのである。

２-5. 大屋理論以降

大 屋 の 理 論 的 問 題 提 起 は 、 方 法 論 的 批 判 へ と 傾 斜 し つ つ あ っ た 社 会 統 計 学 の 研 究 プ ロ グ ラ ム を 「 統 計 そ

の も の 」 の 批 判 的 実 態 的 研 究 へ と 向 け 直 す と い う 効 果 を 持 っ た 。 1 9 6 0 年 代 の 後 半 か ら 7 0 年 代 に か け て の 反

シ ス テ ム 的 な 社 会 運 動 の 高 揚 と も 連 関 し 、 新 し い 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト が 始 動 し た の で あ る 。 例 え ば 、 日 本 経

済 の 実 証 的 研 究 と 結 び つ い た 「 統 計 指 標 体 系 / 統 計 資 料 体 系 」 の 研 究 の 推 進 や 、 代 案 的 な 政 策 提 言 と 結 び つ

い た 計 量 モ デ ル に 基 づ い た 政 策 効 果 シ ュ ミ レ ー シ ョ ン へ の 積 極 的 な 取 り 組 み 等 で あ る 。 こ の う ち 前 者 は 、

「 統 計 の 対 象 反 映 性 」 と い う 概 念 を キ イ ・ コ ン セ プ ト と し つ つ も 、 大 橋 隆 憲 の 「 現 代 資 本 主 義 把 握 の た め

の 統 計 指 標 体 系 」 研 究 や 上 杉 正 一 郎 の 「 統 計 の 歴 史 性 ・ 社 会 性 」 の 研 究 を 継 承 し な が ら 、 日 本 経 済 の 実 態

把 握 に 入 り 込 み 、 実 態 把 握 の た め の 統 計 指 標 体 系 の 構 築 に 取 り 組 ん だ も の で あ り 、 統 計 の 批 判 に 留 ま る こ

と な く 、 社 会 の 現 実 を 「 批 判 的 に 」 解 剖 す る た め に 、 統 計 の 積 極 的 な 活 用 を 試 み る も の で あ っ た 。 他 方 、

後 者 の 計 量 モ デ ル に 関 わ る 研 究 は 、 数 量 的 方 法 を 社 会 科 学 的 研 究 へ 無 原 則 に 適 用 す る こ と に 反 対 し て き た

経 済 統 計 研 究 会 の 伝 統 的 な 姿 勢 を 逆 転 さ せ 、 社 会 に 対 す る 「 批 判 的 」 参 加 へ の 武 器 と し て 積 極 的 に 活 用 し
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て い こ う と い う 姿 勢 に 転 じ る も の で あ っ た 。 こ の 後 者 の 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト は 、 数 量 的 方 法 の 批 判 を 蜷 川 理

論 を 超 え て 積 極 的 に 押 し 進 め て い た 内 海 ら と の 激 し い 対 立 を 誘 引 す る こ と に な り 、 論 争 は 科 学 研 究 の 方 法

を め ぐ る 論 題 に 留 ま ら ず 、 科 学 的 実 践 と は 何 か 、 社 会 科 学 に お け る 科 学 性 と は 何 か 、 と い っ た 科 学 的 実 践

を め ぐ る 根 本 的 な 問 題 へ と 発 展 し た 。 そ し て 、 こ の よ う な 論 争 の な か か ら 英 語 圏 で 大 き な 勢 力 を 持 つ 「 分

析 的 マ ル ク ス 主 義 学 派 」 の な か の 一 部 の 潮 流 の 科 学 性 観 と 合 流 す る か に み え る 見 解 （ 立 場 ） が 登 場 し て い

る こ と は 注 目 に 値 し よ う 。 ど の よ う な 科 学 で あ れ 科 学 で あ る 限 り 、 そ の 方 法 （ 科 学 的 方 法 ） に 差 異 は な い

と い う 見 解 を も ち 、 マ ル ク ス 主 義 の 独 自 性 を 「 方 法 （ 形 式 ） 」 の レ ベ ル で の 差 異 に で は な く 、 「 コ ン テ ン

ツ （ 内 容 ） 」 の 違 い （ 社 会 に 対 す る 「 批 判 的 ＝ 批 評 的 」 眼 差 し ） に 求 め る か に み え る 見 解 が 現 れ た の で あ

る。

２-6．社会批評の運動としての社会統計学

戦 後 社 会 統 計 学 の 歴 史 を 振 り 返 る と き 、 そ こ に 見 い だ す こ と が で き る の は 、 統 計 学 の 社 会 批 評 性 で あ

る 。 社 会 統 計 学 は 、 統 計 の 批 判 ・ 統 計 に 関 す る 観 念 の 批 判 ・ 統 計 方 法 の 批 判 に 基 づ い た 統 計 ・ 統 計 方 法 の

活 用 を 第 一 義 的 な 課 題 と し て 設 定 す る が 、 そ こ に は 三 つ の 意 味 で 統 計 学 の 社 会 批 評 的 性 質 が 含 ま れ て い

る 。 第 一 に 、 統 計 の 批 判 は 、 統 計 （ そ の 作 成 と 利 用 ） を 社 会 の 生 産 物 と し て 把 握 す る 限 り 、 統 計 を 生 み 出

す 社 会 機 構 の 批 判 （ ＝ 批 評 ） を 含 ん で い る 。 第 二 に 、 統 計 に 関 す る 観 念 （ 例 え ば 、 統 計 数 値 の 「 神 秘 的 性

質 」 と い わ れ る 事 柄 ） の 批 判 は 、 そ う し た 観 念 を 生 み 出 し 、 ま た 逆 に 、 そ う し た 観 念 に よ っ て 形 作 ら れ も

す る 社 会 機 構 の 解 剖 と 不 可 分 で あ り 、 社 会 機 構 に 対 す る 批 評 的 見 解 を 含 ん で い る 。 第 三 に 、 統 計 方 法 に 対

す る 批 判 は 、 方 法 を 単 な る 「 技 術 」 と 見 な す の で は な く 、 あ る 社 会 の な か で 、 あ る 特 種 な 実 践 と 結 び つ い

て 歴 史 的 に 出 現 し 、 統 計 学 と い う 制 度 化 さ れ た 学 問 の な か で 形 式 化 さ れ た も の で あ る と 捉 え る 限 り 、 方 法

に 対 す る 批 判 （ ＝ 批 評 ） は 社 会 に た い す る 批 評 的 観 点 を 含 ん で い る は ず で あ る 。 戦 後 日 本 の 社 会 統 計 学 の

歴史のなかに、こうした社会批評的性格を読み取ることが可能なのである。

３．社会統計学の学問規定と「社会批評としての統計学」

経済統計学会は、その会則に学会の目的として「１．社会科学に基礎をおいた統計理論の研究、２．統

計の批判的研究、３．すべての国々の統計学会との交流、４．共同研究体制の確立」の四つを掲げてい

る。このうち社会統計学の学問規定に関わるのは１．と２．である。そこで、ここではこの二つの学問規

定についてそれぞれ検討し、社会統計学における「社会批評的性格」について考えてみよう。

３-1．「社会科学に基礎をおいた統計理論」という学問規定について

「 社 会 科 学 に 基 礎 を お い た 統 計 理 論 」 と は 、 何 を 意 味 し て い る の だ ろ う か 。 第 一 に 、 こ の 表 現 に は 「 社

会 科 学 の た め の 統 計 学 」 と い う 意 味 が あ る と 思 わ れ る 。 こ う し た 読 み 方 に は 、 若 干 無 理 が あ る が 、 例 え ば

内 海 庫 一 郎 が 1 9 6 9 年 に 編 集 し た 標 準 的 教 科 書 の タ イ ト ル は 『 社 会 科 学 の た め の 統 計 学 』 （ 評 論 社 刊 ） で あ

る 。 こ こ で 、 蜷 川 虎 三 の 著 作 に ま で 遡 り 、 自 然 科 学 的 観 察 結 果 と 社 会 的 大 量 観 察 （ ＝ 社 会 調 査 ） 結 果 を 区

別 し 、 後 者 を さ ら に 行 政 ・ 業 務 記 録 結 果 と の 関 連 に お い て 定 義 づ け 、 そ れ に 本 来 の 「 統 計 」 と い う 名 称 を

与 え る と い う 蜷 川 統 計 学 の 理 論 的 戦 略 に 与 す る 必 要 は な い と し て も 、 こ の 「 社 会 科 学 の た め の … 」 と い う 表

現 に は 、 「 社 会 」 科 学 的 領 域 に は 「 自 然 」 科 学 的 領 域 と は 異 な っ た 独 自 の 存 在 ＝ 論 理 的 構 造 が あ り 、 従 っ

て 、 そ れ を 捉 え る 認 識 論 的 構 造 は 独 自 で あ る は ず で あ り 、 そ れ に 独 自 な 方 法 論 的 原 理 と 内 容 が あ る と す る

見 解 （ ＝ 立 場 ） が 含 意 さ れ て い る 。 同 じ 「 社 会 科 学 の た め の … 」 と い う タ イ ト ル を 持 っ た 統 計 学 教 程 書 の 大

多 数 が 、 「 数 量 的 デ ー タ 処 理 一 般 の た め の 領 域 中 立 的 な 一 般 的 方 法 の と し て の 統 計 学 」 を 社 会 科 学 的 領 域

へ 「 適 用 （ 応 用 ） 」 す る こ と （ ＝ そ の 適 用 に 伴 う 諸 問 題 を 考 え る こ と ） を 企 図 し て い る の に 対 し て 、 こ こ

で 賭 け ら れ て い る の は 、 社 会 科 学 に 独 自 な 統 計 方 法 を 開 発 し 、 そ の 独 自 の 方 法 を 社 会 科 学 研 究 に 適 用 す る

こ と （ 及 び 、 そ の 適 用 の 諸 条 件 を 考 え る こ と ） で あ る 。 こ う し た 見 解 に 立 つ と 思 わ れ る 内 海 が 方 法 論 を 重
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視 し 、 哲 学 的 （ 存 在 論 的 ・ 認 識 論 的 ） な 研 究 へ と 傾 斜 し た 統 計 理 論 を 展 開 し た こ と は 、 当 然 で あ っ た 。 そ

こには、「社会科学としての統計学」というタイトルをめぐる闘争があったのである。

第 二 に 、 「 社 会 科 学 に 基 礎 を お い た 統 計 理 論 」 と い う 表 現 に は 、 「 社 会 科 学 と し て の 統 計 学 」 と い う 意

味 が あ る 。 先 述 の 「 社 会 科 学 の た め の … 」 の 意 味 は 、 「 社 会 科 学 の 研 究 に 役 立 つ 統 計 学 」 と い う こ と で あ

り 、 仮 に 、 社 会 科 学 に 独 自 の 方 法 に 関 与 し て い る と し て も 、 統 計 学 （ ＝ 統 計 方 法 ） 自 身 が 、 ど の よ う な 研

究 領 域 に 属 す る 学 科 な の か は 、 さ し あ た り 問 題 で は な い 。 し か し 、 「 社 会 科 学 と し て の … 」 と い う 規 定 で

は 、 統 計 学 自 身 が 属 す る 学 問 領 域 が 問 題 と な っ て お り 、 社 会 科 学 に 属 す る こ と が 明 示 さ れ て い る 。 歴 史 的

に は 、 統 計 学 は 社 会 の 「 科 学 」 と し て 成 立 し 、 そ の 後 、 一 方 で 、 そ の 「 適 用 領 域 」 を 拡 大 す る に 従 い 、

「 社 会 の 科 学 」 の 分 野 か ら 自 立 化 し た 「 数 量 的 デ ー タ 集 団 一 般 を 対 象 と す る 応 用 数 学 」 の 一 分 野 と し て の

性 格 を 強 く 持 つ よ う に な る が 、 そ れ に 対 抗 し て 他 方 で 、 社 会 の 科 学 の 一 分 科 と し て 社 会 体 の 数 量 的 研 究 を

行 う 数 量 的 社 会 学 と し て 統 計 学 を 再 構 築 し よ う と す る 動 き が ド イ ツ で 推 進 さ れ 、 「 社 会 統 計 学 」 が 確 立 し

た 。 統 計 学 ・ 社 会 統 計 学 は 、 歴 史 的 に 見 れ ば 社 会 科 学 に 属 す る 学 問 だ っ た の で あ る 。 し か し 、 そ の 後 、 ド

イ ツ 社 会 統 計 学 の 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト は 崩 壊 し 、 社 会 の 数 量 的 実 態 研 究 を 行 う と い う 「 実 質 社 会 科 学 的 」 課

題 は 他 の 個 別 的 諸 学 科 （ 例 え ば 、 経 済 学 や 様 々  の 社 会 学 ） に 譲 渡 さ れ 、 社 会 統 計 学 は 「 大 量 観 察 法 を 軸 に

し た 社 会 の 数 量 的 研 究 方 法 」 と い う 方 法 論 の 地 位 に 自 ら を 限 定 す る よ う に な っ た の で あ る 。 自 ら が ど の 学

問 領 域 に 属 す る 学 問 で あ る か に 関 し て 、 社 会 統 計 学 は 不 安 定 な 地 位 に 置 か れ る こ と に な っ た の で あ る 。 戦

後 日 本 の 統 計 学 論 争 の 争 点 の ひ と つ が 、 統 計 学 の 学 問 的 規 定 論 争 で あ っ た の は 偶 然 で は な い の で あ る 。

「 社 会 科 学 と し て の 統 計 学 」 と い う 表 現 は 、 お そ ら く は 大 屋 祐 雪 の 理 論 の 影 響 も 受 け て 、 こ の よ う な 論 争

へ の 「 新 し い 問 題 意 識 」 を も っ た 介 入 で あ っ た と 考 え ら れ る の で あ る 。 な ぜ な ら 、 こ の 表 現 に は 、 旧 来 の

「 実 質 科 学 説 」 と は 全 く 異 な っ た 立 場 か ら 、 統 計 学 を 社 会 科 学 と し て 捉 え 、 実 践 し て い く と い う 意 志 が 表

明 さ れ て い た か ら で あ る 。 統 計 学 が 社 会 科 学 で あ る と し た ら 、 統 計 学 に 固 有 な 社 会 科 学 的 対 象 （ あ る 社 会

の な か で 歴 史 的 に 形 成 さ れ た 対 象 領 域 ） が あ る は ず で あ り 、 そ の よ う な 固 有 な 対 象 は 「 哲 学 的 」 方 法 論 が

想 定 す る よ う な 方 法 で は も ち ろ ん あ り え な い だ ろ う 。 で は 、 社 会 科 学 と し て の 統 計 学 に 固 有 な 対 象 は 何

か。この問題は、先の社会統計学の学問規定の第二の規定の問題へと帰着する。

３-2．「統計の批判的研究」という学問規定について

「統計の批判的研究」という規定は、社会統計学の研究対象と研究方法（＝研究スタイル）の独自性に

言及している。社会統計学の研究対象は「統計」であり、その研究方法（＝態度）は「批判的」である。

研究対象が「統計」であり、それを「批判的に」研究するということは、「統計的」という観念形態に構

成的に結びついた諸対象を、ある社会において歴史的に形成された諸対象として第一義的な研究対象に設

定することである。

「 統 計 」 と い う 言 葉 で 、 わ れ わ れ は 、 例 え ば 、 「 統 計 を 見 る 」 と い う 表 現 か ら 「 個 々  の 統 計 デ ー タ 」 を

イ メ ー ジ す る か も し れ な い し 、 「 統 計 を と る 」 と い う 表 現 か ら 「 統 計 的 」 と い う 観 念 形 態 に 包 摂 さ れ る 何

ら か の デ ー タ を 作 成 す る プ ロ セ ス を イ メ ー ジ す る か も し れ な い 。 あ る い は 、 「 統 計 的 に 見 る 」 と い う 言 葉

か ら 、 あ る 与 え ら れ た 事 象 や デ ー タ に 対 し て 「 統 計 的 な 」 分 析 を 行 う こ と を イ メ ー ジ す る か も し れ な い 。

お そ ら く 、 会 則 の 規 定 は 「 個 々  の 統 計 デ ー タ の 研 究 」 に 言 及 し て い る が 、 あ る デ ー タ を 「 統 計 的 」 と 形 容

で き る デ ー タ に す る 条 件 、 よ り 一 般 的 に 言 え ば 、 あ る 事 柄 を 「 統 計 的 」 と 形 容 さ れ る 事 柄 に す る 条 件 を 同

時 に 考 え る こ と な し に 「 統 計 」 （ 「 統 計 的 」 と い う 形 容 詞 に 包 摂 さ れ る 対 象 物 ） を 研 究 す る と い う こ と

は 、 あ る 社 会 の な か で 歴 史 的 に 形 成 さ れ 、 受 容 さ れ て い る 「 統 計 的 」 と い う 経 験 的 観 念 を 前 提 し 、 共 有 す

る こ と で あ り 、 統 計 を 統 計 （ ＝ 統 計 的 な も の ） と す る 社 会 的 諸 力 を 不 問 に し た う え で 、 「 統 計 的 」 と 形 容

さ れ る 事 柄 の 分 類 学 的 ・ 経 験 的 記 述 を 行 う こ と で あ る 。 そ こ で は 、 「 統 計 的 」 と い う 社 会 的 効 果 （ 社 会 に

お い て 産 出 さ れ る 様 々  の 統 計 装 置 、 お よ び そ れ に 有 機 的 に 結 び つ い て い る 諸 観 念 の 体 系 ） を 産 出 し 、 制 度

的 構 築 物 と し て 歴 史 化 し て い く 社 会 的 ・ 歴 史 的 諸 力 の 存 在 が 問 わ れ な い の で あ る 。 こ の よ う な 諸 力 を 思 考
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す る こ と が 、 「 批 判 的 ＝ 批 評 的 」 と い う 言 葉 の 機 能 で あ り 、 そ の よ う な 諸 力 の 研 究 へ と 社 会 科 学 と し て の

統 計 学 は 進 ま な け れ ば な ら な い の で あ る 。 あ る 社 会 の な か で 「 統 計 的 」 と い う 観 念 及 び そ れ に 結 び つ い た

社 会 的 実 践 が 社 会 の 認 識 運 動 と し て 形 成 さ れ 、 社 会 の 諸 実 践 ・ 諸 事 象 を 包 摂 し て い き 、 社 会 の 一 面 を 形 作

り 、 社 会 の 再 生 産 に と っ て 不 可 欠 な 社 会 的 機 能 と し て 歴 史 化 し て い く 過 程 の 研 究 が 統 計 学 の 第 一 の 研 究 対

象となるのである。その意味で、統計学は社会科学（＝社会科学としての統計学）なのである。

４．「社会批評としての統計学」と統計方法論

社 会 科 学 と し て の 統 計 学 は 、 社 会 的 実 践 と し て の 統 計 活 動 の 構 造 と 機 能 を 社 会 的 諸 力 の 機 構 全 体 の な か

に 位 置 づ け 解 明 す る こ と に よ っ て 統 計 活 動 を 効 果 と し て 産 出 す る 社 会 的 諸 力 を 批 評 す る こ と が で き る が 、

同 時 に 、 社 会 の 実 態 研 究 に 必 要 と な る 資 料 に つ い て 「 統 計 資 料 論 」 と い う 形 態 で 知 識 を 提 供 す る こ と が で

き る 。 し か し 、 統 計 の 作 成 と 利 用 の 実 践 に 対 し て 、 社 会 科 学 と し て の 統 計 学 は 、 ど の よ う な 関 係 を 取 り 結

ぶ の か と い う 問 題 が 残 っ て い る 。 社 会 科 学 と し て の 統 計 学 は 、 こ う し た 課 題 に 応 え る こ と が で き る の だ ろ

うか。

こ こ で 問 題 な の は 、 こ う し た 課 題 が 統 計 学 に 方 法 論 と し て の 役 割 を 強 く 要 求 す る よ う に 見 え る こ と で あ

る 。 実 際 、 統 計 学 を 社 会 科 学 方 法 論 と し て 確 立 し よ う と し た 蜷 川 虎 三 の 主 著 の タ イ ト ル が 『 統 計 利 用 の 諸

問 題 』 で あ っ た の は 偶 然 で な い よ う に 思 わ れ る 。 し か し 、 諸 科 学 の 実 践 が 科 学 哲 学 が 提 示 す る よ う な 意 味

の 科 学 方 法 論 に 従 う 「 合 理 的 」 活 動 で は な い ら し い こ と は 、 近 年 の 科 学 史 的 ・ 科 学 社 会 学 的 な 研 究 が 明 ら

か に し て い る と お り で あ る 。 確 立 し た 諸 科 学 の 実 践 は 、 あ る 局 面 に お い て は 科 学 教 育 訓 練 機 関 の な か で 提

示 さ れ る 教 科 書 風 マ ニ ュ ア ル （ そ れ は 文 書 化 さ れ て い る と は 限 ら な い ） の 指 示 に 従 っ て 行 わ れ る と い う こ

と は 本 当 だ と し て も 、 そ の よ う な マ ニ ュ ア ル （ そ れ を 方 法 論 と 呼 ん で も 良 い が ） は 、 日 々  の 科 学 的 実 践 の

経 験 か ら 得 ら れ た 経 験 的 知 識 を 、 そ の 科 学 分 野 で 古 典 的 と 評 価 さ れ る 諸 研 究 を 土 台 に し て 集 成 し た 科 学 研

究 の 手 本 （ 見 本 ） 集 の よ う な も の で あ り 、 定 型 的 な 研 究 を 形 ど お り に 進 め る に は 役 立 つ と し て も 、 科 学 研

究 を 「 飛 躍 」 さ せ る ブ レ ー ク ス ル ー な 研 究 は 、 そ の よ う な マ ニ ュ ア ル に し た が っ た 活 動 か ら は 必 ず し も 生

ま れ な い だ ろ う 。 マ ニ ュ ア ル や 方 法 論 は 、 研 究 活 動 に 秩 序 を 与 え 、 不 規 則 的 活 動 や 異 端 を 排 除 す る 装 置 と

し て は 有 効 か も し れ な い が 、 科 学 活 動 を 一 定 の 鋳 型 に 押 し 込 め 、 科 学 の 生 産 性 に 不 可 欠 な 多 方 向 に 分 散 し

て い く 力 動 的 な 思 考 を 抑 圧 し て し ま う 可 能 性 が あ る か ら で あ る 。 方 法 論 と い う の は 、 定 式 化 さ れ 、 教 科 書

化 さ れ て し ま え ば 、 さ ら に マ ニ ュ ア ル 化 さ れ て し ま え ば 、 科 学 活 動 を 定 式 化 （ 形 式 化 ） し 、 固 定 化 し て し

ま う 「 負 の 」 働 き を 持 つ の で あ る 。 例 え ば 、 ド イ ツ 社 会 統 計 学 は 数 量 的 社 会 研 究 を 行 う 「 実 質 社 会 科 学 」

と し て 自 ら を 形 成 し 、 そ の 崩 壊 の 過 程 で 数 量 的 社 会 研 究 の 方 法 論 （ 数 量 的 社 会 研 究 の 論 理 と 研 究 の 諸 手

段 ・ 諸 道 具 を 提 供 す る 「 方 法 科 学 」 ） と し て 再 編 成 ・ 再 構 築 さ れ た が 、 そ の 方 法 論 の 内 容 は 、 進 行 中 の 数

量 的 社 会 研 究 の な か で 作 動 し て い る 統 計 の 生 産 と 利 用 の 諸 実 践 を 抽 出 し 、 記 述 ・ 分 析 し 、 統 計 方 法 論 と い

う 形 式 で 理 論 化 し た も の で あ る 。 統 計 方 法 論 と し て の （ ド イ ツ ） 社 会 統 計 学 は 、 「 実 質 科 学 」 と し て の ド

イ ツ 社 会 統 計 学 の 諸 研 究 の な か で 作 動 し て い た 数 量 的 研 究 の た め の 諸 装 置 を 対 象 と し て 形 成 さ れ た 統 計 実

践の理論であり、その意味で、当時の数量的社会研究の実態を反映し、固定化したものである。

方 法 論 が 、 そ の よ う な 性 質 を 持 つ と し たら 、 統 計 の 作 成 と 利 用 の 諸 実 践 を 指 導 す る 理 論 と し て の 統 計 方

法 論 に は 、 ど の よ う な 発 展 可 能 性 が 残 っ て い る の だ ろ う か 。 第 一 に 、 方 法 論 の 理 論 的 働 き に つ い て 再 定 義

す る こ と が 必 要 だ ろ う 。 認 識 実 践 を 先 導 す る 理 論 と い う 方 法 論 の 定 義 を 放 棄 し 、 諸 々  の 数 量 的 社 会 研 究 が

確 保 し て き た 認 識 実 践 上 の 「 成 果 」 を 確 認 し 、 確 保 す る と い う 「 現 状 確 認 的 」 機 能 に そ の 地 位 を 限 定 す る

こ と で あ る 。 第 二 に 、 方 法 論 は 固 定 的 地 点 に 自 己 を 構 え る の で は な く 、 そ の 時 々  の 数 量 的 社 会 把 握 の 認 識

実 践 に 介 入 し 、 常 に 自 己 を 更 新 し て い く こ と が 必 要 だ ろ う 。 方 法 論 は 「 歴 史 的 方 法 論 （ 歴 史 的 認 識 論 ） 」

に な ら な け れ ば な ら な い の で あ る 。 第 三 に 、 方 法 論 は 、 社 会 研 究 と い う 領 域 に 自 己 を 限 定 す る の で は な
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く 、 デ ー タ 処 理 に 関 与 す る す べ て の 領 域 に ま で 視 野 を 拡 げ 、 数 量 的 社 会 研 究 の 推 進 と い う 視 点 か ら 様 々  の

領 域 で の デ ー タ 処 理 実 践 を 比 較 検 討 し 、 そ の 検 討 結 果 を 社 会 研 究 の 分 野 に 情 報 提 供 し て い く 必 要 が あ ろ

う。方法論は、比較方法論とならなければならないのである。

統 計 方 法 論 が 可 能 で あ る と し た ら 、 以 上 の 必 要 に 応 え る こ と が で き な け れ ば な ら な い だ ろ う 。 し か し 、

そ の よ う な 方 法 論 を 開 発 す る 研 究 と は 、 ど の よ う な も の な の か 。 第 一 に 、 あ る 社 会 体 の 中 で 歴 史 的 に 成 立

し て い る 数 量 的 社 会 研 究 （ ＝ 数 量 的 社 会 認 識 実 践 ） の な か で 作 動 し て い る デ ー タ 解 析 装 置 を 歴 史 的 分 析 対

象 と し て 設 定 し 、 そ の 装 置 の 構 造 と 数 量 的 認 識 過 程 に お け る 働 き を 分 析 し 、 さ ら に そ の 装 置 の 歴 史 的 形 成

の メ カ ニ ズ ム を 解 明 す る 研 究 が 必 要 だ ろ う 。 第 二 に 、 そ の よ う な デ ー タ 解 析 装 置 が そ の な か で 作 動 し て い

る 社 会 研 究 の 社 会 的 機 能 を 分 析 し 、 そ れ と の 関 連 で 、 デ ー タ 解 析 装 置 自 体 の 社 会 的 働 き の 分 析 が 必 要 に な

ろ う 。 第 三 に 、 社 会 科 学 的 、 自 然 科 学 的 、 人 文 科 学 的 、 工 学 的 な ど 、 様 々  の 領 域 の 認 識 実 践 が 相 互 に 干

渉 ・ 影 響 し あ う 様 式 を 分 析 す る 必 要 が あ ろ う 。 第 四 に 、 統 計 方 法 論 は 、 常 に 「 先 端 的 な 」 社 会 研 究 の 場 で

作 動 し て い る 方 法 装 置 を 研 究 し な け れ ば な ら な い が 、 そ の 最 も 有 効 な 仕 方 は 、 そ の 時 々  の 社 会 研 究 の 場 に

当 事 者 と し て 介 入 ・ 参 加 す る こ と で あ る 。 統 計 学 は 社 会 を 研 究 す る と い う 「 実 質 的 な 」 内 容 を 放 棄 す る こ

と に よ り 、 方 法 論 と し て 自 己 を 確 立 し た が 、 統 計 方 法 論 と し て 有 効 な 知 識 を 提 供 す る た め に は 「 実 質 的

な」社会研究に自ら取り組まなければならないのである。

５．結論として：社会統計学における社会批評の観点

以 上 の 考 察 か ら 、 次 の こ と が 確 認 で き る 。 社 会 統 計 学 は 、 １ ） 社 会 的 実 践 と し て の 統 計 実 践 ・ 統 計 に 関

す る 諸 観 念 を 社 会 科 学 的 対 象 と し て 設 定 し 、 分 析 す る こ と を 課 題 と す る こ と 、 ２ ） 社 会 を 数 量 的 に 研 究

し 、 そ の な か で 数 量 的 デ ー タ の 利 用 ・ 処 理 方 法 の 開 発 に 取 り 組 み 、 そ の 成 果 を 「 方 法 論 」 と い う 形 態 で 叙

述 す る こ と （ あ る い は デ ー タ 解 析 の 模 範 例 を 提 示 す る こ と ） 、 を 課 題 と す る こ と 、 に お い て 社 会 科 学 で あ

る こ と 、 そ し て 、 こ の よ う な 「 社 会 科 学 と し て の 統 計 学 」 は 「 社 会 批 評 」 と い う 性 格 を 持 っ て い る こ と 、

で あ る 。 こ こ で は 、 社 会 統 計 学 の 社 会 批 評 的 性 格 に つ い て 、 も う 少 し 述 べ る こ と で 結 論 に 代 え る こ と に し

たい。

社 会 的 実 践 と し て の 統 計 実 践 と そ れ に 構 成 的 に 関 与 す る 諸 観 念 を 社 会 科 学 の 対 象 と し て 研 究 す る こ と は

「 社 会 批 判 （ 統 計 批 判 ） 」 の 契 機 を 含 ん で い る 。 こ こ で 「 社 会 批 判 （ 統 計 批 判 ） 」 と は 、 対 象 と し て の 社

会 （ 統 計 実 践 ） に た い し て 「 客 観 的 な 距 離 」 を と る 認 識 論 的 様 式 の こ と で あ り 、 そ れ は 「 社 会 批 評 」 の 契

機 を 含 ん で い る 。 対 象 に 対 し て 、 対 象 （ 社 会 ・ 統 計 実 践 ） に 関 与 す る 「 認 識 論 的 主 体 」 が 「 批 評 家 」 と し

て 振 舞 う こ と が 、 対 象 に 関 与 し つ つ 、 対 象 に 対 し て 「 客 観 的 距 離 」 を と る こ と を 保 証 す る の で あ る 。 「 批

評 家 」 と し て 振 舞 う こ と に よ っ て 、 統 計 学 者 は 統 計 実 践 が そ の 実 践 の 当 事 者 達 の あ い だ に 「 自 然 発 生 的 」

に 生 み 出 す 諸 観 念 の 場 を 超 え 出 る 契 機 を 手 に 入 れ る こ と が で き る 。 そ こ に 「 社 会 批 判 （ 統 計 批 判 ） 」 の 契

機が産まれるのである。

他 方 、 統 計 学 は 社 会 の 数 量 的 研 究 に 取 り 組 む が 、 こ の 場 合 に も 、 社 会 統 計 学 の 「 （ 社 会 ） 批 評 的 性 格 」

が 問 題 と な る 。 統 計 学 は 、 「 実 質 科 学 」 で あ る こ と を 放 棄 し 、 「 方 法 論 」 と な っ た が 、 に も か か わ ら ず 統

計 学 は 、 新 た な 「 統 計 方 法 論 」 を 開 発 す る た め に も 、 ま た 「 デ ー タ 解 析 の 指 針 を 与 え る 」 と い う 学 問 的 責

務 （ そ こ に は 、 進 行 中 の 統 計 解 析 の 在 り 方 に 対 す る 社 会 的 ・ 政 治 的 観 点 か ら の 批 判 も 含 ま れ る は ず で あ

る ） を 引 き 受 け る た め に も 、 デ ー タ 解 析 の 実 践 （ ＝ 実 質 的 社 会 研 究 ） に 当 事 者 と し て 関 わ ら な け れ ば な ら

な い 。 し か し 、 「 方 法 論 」 と し て の 統 計 学 は 、 こ の よ う な 実 質 的 社 会 研 究 の な か で ど の よ う に 振 舞 え ば よ

い の だ ろ う か 。 「 批 評 」 と い う 概 念 の 導 入 は 、 こ う し た 問 題 を 考 え る た め に も 有 効 で あ る 。 統 計 学 は 「 実

質 的 社 会 研 究 」 に 関 与 し つ つ も 、 そ の 「 実 質 的 社 会 問 題 」に は 第 一 義 的 な 関 心 を 示 さ な い 。 第 一 義 的 な 関
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心 事 は 、 そ の 研 究 内 部 で の 数 量 的 デ ー タ の 処 理 方 法 に あ る か ら で あ る 。 こ う し た こ と を 統 計 学 に 可 能 に す

る 条 件 は 、 研 究 に 積 極 的 に 関 与 し つ つ も 、 研 究 過 程 に 対 し て 「 客 観 的 距 離 」 を 取 る こ と に あ る と 思 わ れ

る 。 こ の 「 客 観 的 距 離 」 を 取 る 行 為 を 「 批 評 行 為 」 と 呼 ぶ な ら ば 、 こ こ で も 統 計 学 の 振 る 舞 い は 「 批 評 的

性格」を持っているのである。

社 会 統 計 学 は 、 以 上 の よ う に 「 （ 社 会 ） 批 評 的 性 格 」 を 持 っ て い る 。 し か し 、 「 批 評 」 に つ い て 語 る と

き 、 決 定 的 に 重 要 な こ と は 「 批 評 の 観 点 」 の 問 題 で あ る 。 対 象 に 対 し て 「 客 観 的 距 離 」 を 取 る と 言 う と

き 、 問 題 な の は 「 距 離 」 の 取 り 方 で あ る 。 人 は 必 ず あ る 場 所 （ 立 場 ） に 陣 取 り 、 一 定 の 姿 勢 で 、 あ る 対 象

に 立 ち 向 か う 。 「 距 離 」 を 取 る と は 、 別 の 場 所 に 陣 取 り 、 別 の 姿 勢 を 取 る こ と で あ る 。 「 客 観 的 」 と は 、

陣 取 る 場 所 、 姿 勢 の 取 り 方 に 言 及 し て い る 。 し か し 、 人 は 、 ど の よ う な 条 件 の 下 で 「 距 離 」 を 、 し か も

「 客 観 的 距 離 」 を 取 る こ と が で き る の だ ろ う か 。 「 批 評 の 観 点 」 と は 、 こ の 条 件 に 言 及 し て い る 。 「 批

評 」 と は 、 定 義 か ら い っ て 、 必 ず 、 あ る ポ ジ シ ョ ン か ら 行 わ れ な け れ ば な ら な い か ら で あ る 。 こ の ポ ジ

シ ョ ン を 「 客 観 的 」 と 形 容 す る の は 、 科 学 的 （ 科 学 哲 学 的 ） 言 説 の 常 套 句 で あ る が （ 宗 教 的 言 説 な ら 自 身

の ポ ジ シ ョ ン を 「 神 」 や 「 真 理 」 と い う 言 葉 で 、 法 哲 学 的 言 説 な ら 「 正 義 」 と い う 言 葉 で 形 容 す る だ ろ

う ） 、 科 学 史 （ 科 学 社 会 史 ） の 叙 述 が 示 し て い る の は 、 様 々  の 社 会 的 勢 力 に よ る 「 客 観 的 」 と い う 言 葉 の

取 り 合 い で あ る 。 「 客 観 的 」 と い う 形 容 詞 は ポ ジ シ ョ ン に つ い て 何 も 語 っ て い な い の で あ る 。 明 ら か に し

なければならないのは、「語る主体のポジション（＝批評の観点）」なのである。

「 批 評 の 観 点 」 と は 、 あ る 社 会 に お い て 社 会 的 諸 闘 争 の 力 動 的 場 の な か で 歴 史 的 に 形 成 さ れ る 言 説 の ポ

ジ シ ョ ン （ 複 数 ） で あ る 。 蜷 川 虎 三 は 、 自 身 の 統 計 学 を 「 統 計 利 用 者 の 立 場 」 に た つ 統 計 学 と し て 位 置 づ

け た が 、 こ の 立 場 が 蜷 川 に お け る 「 批 評 の 観 点 （ ポ ジ シ ョ ン ） 」 で あ り 、 蜷 川 統 計 学 と 呼 ば れ る 理 論 の 成

立 可 能 性 の 条 件 で あ っ た 。 蜷 川 に と っ て 、 「 統 計 利 用 者 と い う 立 場 」 は 抽 象 的 な 観 念 で は な く 、 歴 史 的 に

意 味 付 け ら れ た 「 社 会 学 的 」 概 念 だ っ た こ と を 想 起 す べ き な の で あ る 。 従 っ て 、 社 会 統 計 学 に と っ て 必 要

なことは、蜷川以降の今日の問題状況の中で「批評の観点」をどこに構えるかを考えることである。

「批評の観点」は、固定したものではなく、諸状況のなかで歴史的に流動していくものであり、しかも

一つではなく、多種多様なものである。経済統計学会は経済統計研究会として出発したとき、この「批評

の観点」を一定の方向性を持った社会批判の運動に結びつけ、統計（統計実践）批判の運動（「統計の闘

い」）として統計学を展開し、統計学（＝統計批判）を社会批判に結びつけようとした。「社会批評とし

ての統計学」の成立である。しかし、今日、諸状況は変化し、かつての社会批判の運動は有効性を失いつ

つあり、抜本的な形態変容のなかにある。統計批判の衰退は社会批判の運動の衰退に結びついている。こ

うしたなかで批評の観点を再構築するために必要なことは、社会批判の運動の形態変容を直視し、その形

態変容に結びついた社会変容を批評する観点（＝社会批評の観点）を確立することである。例えば、今日

の社会変容が「地球環境の危機」、「マイノリティーの権利」、「グローバル化」、「情報（情報ネット

ワーク）テクノロジーによる世界の再編」等という大きな物語と結びついているとすれば、社会統計学

は、これらの物語を批評し（かつ、創作し）、進行する社会変容のなかで「何をなすべきか」を考えなけ

ればならないだろう。統計（統計学）にたいする「社会」の要求が「情報グローバル社会化」の技術的要

求を名目にした社会や身体の再編への要求と連携しつつ、社会（マクロ）管理や身体（ミクロ）管理など

の各種の管理（監視）に対する要求と結びついて強まっている今日（例えば、「マイノリティーの権利」

の物語は、今日的な情報テクノロジーによるマイノリティーに関する統計の整備と統計解析に対する要求

を含んでいるが、同時にマイノリティーに対する社会的・身体的管理への要求を含んでいるだろう）、学

問としての社会統計学に要求されているのは、これらの要求にのみ込まれることではなく、これらの物語

と情報技術が与える恩恵を享受しつつ、進行する社会的・身体的過程にたいして批判的に構える「批評の

観点」を確立することなのである。
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