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巻頭言 
 
 このたび、何年かのブランクを経て、臨床教育学コース紀要『臨床教育人間学』第 14 号を発刊する
運びとなりました。この間、臨床教育学コース（旧：臨床教育学講座）では、新たに Jeremy Rappleye 先
生を准教授としてお迎えしました。また大学院生も大きく世代交代しました。教員の近況としては、矢
野智司教授が、同氏の教育思想の主著というべき『贈与と交換の教育学̶漱石、賢治と純粋贈与のレッ
スン』（東京大学出版会、2008 年）から、この 10 年の間に考えてきたことをまとめた『歓待と戦争の
教育学̶国民教育と世界市民の形成』（東京大学出版会、2019年）を出版しました。西平直教授は、『ラ
イフサイクルの哲学』（東京大学出版会、2019 年）、『稽古の思想』（春秋社、2019年）を出版するとと
もに、毎年ブータンを訪ねフィールド調査を継続しています（写真は標高 4000m の崖に立つ尼僧院。
午後の「お勤め（読経）」は 3-4時間続きます）。 

Jeremy Rappleye 准教授は、近著論文 ‘“Better Policies for Better Lives?”: constructive critique of the OECD's 

(mis)measure of student well-being’ (Journal of Education Policy, 2019) を文化心理学者、Hazel Markus 

(Stanford University) 、内田由紀子（京都大学）両氏との共同研究で出版し、臨床教育学を社会学、心理
学などとの学際的視点から活性化する研究を行っています。齋藤は、Paul Standish 教授との共編著 Stanley 

Cavell and Philosophy as Translation: The Truth is Translated (Rowman and Littlefield, 2017) および『〈翻訳〉の
さなかにある社会正義』（東京大学出版会、2018 年）を出版し、「翻訳としての哲学」および「他なる
ものとの共存に向けた政治教育」の国際プロジェクトを推進しています。 

本誌には、コースの大学院生や若手研究者の日本語、英語の論文が掲載されていると同時に、2018年
12月にロンドンで開講されたユニバーシティ・カレッジ・ロンドン教育研究所 (IoE) との国際合同授業
の成果発表として、京都大学と IoE の学生たちの論文が掲載されています。 
 この知的対話の場が、臨床教育学コースのさらなる活性化につながることを願っています。 
 

2019年 7月 3日 
齋藤直子 
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Being Ordinary Beyond Ideology in Politics and Philosophy 

© 2019 The Author 5 

satisfied to be served by a black paw’ (ibid.). Here, he is not denying the humanity of his slaves, 
rather, ‘his internal relation with them’, implying that ‘there are kinds of humans’ (ibid). By 
splitting humans into different kinds, he denies their presence in the realm of justice. 

Therefore, we may believe that there must be a different way of treating human beings other 
than as slaves. However, instead of agreeing that there is, Cavell argues as follows: 
 

The anxiety in the image of slavery—not confined to it, but most openly dramatized 
by it—is that it really is a way in which certain human beings can treat certain others 
whom they know, or all but know, to be human beings. Rather than admit this we say 
that the ones do not regard the others as human beings at all. (p. 377) 

 
He refuses to create a subcategory among human beings, and it has an obvious connection 

with his argument of ‘outcasts’ (p. 436). He argues, 
 

So far as we think that the human being is naturally a political being, we cannot think 
that some human beings are naturally outcast, naturally in league with one another. So 
if there are outcasts, we must have, or harbor, sub specie civilitatis, some explanation 
of their condition. (p. 437) 

 
One of the explanations for outcasts is that their conditions are not fully human, which is 

exactly the explanation of slave-owners. Then if we agree with them on that part, we are 
avoiding seeing that it is we who have ‘consented to casting out’ (p. 436). 

As we have seen, both abortion and slavery expose us to the human condition realized in polis, 
in which everyone of us has a moral task to make the society of his own, which reflects the moral 
task underlying humanity of becoming ordinary human being*. 
 
 
NOTE 
 
*  This paper was presented at International Seminar, ‘Education to Democracy’ (Bilateral Joint Research 

Project [France (CNRS) and Japan (JSPS)] ) (Paris 1st University, December 17, 2018). 
 
 
REFERENCE 
 
Cavell, S. (1979) The Claim of Reason—Wittgenstein, Skepticism, Morality, and Tragedy (Oxford: Oxford 

University Press). 
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