
下の論文で発表されている。宮原浩二郎「リフレクシヴ・プロジェクト：A．グールドナー再考」『関西学院大学社会
学部紀要』第５７号、２５－４４頁、１９８８年。同「現代社会学における知識人とイデオロギー―グールドナーからハバーマ
ス／フーコーへ」『社会学評論』第４０巻１号、４６－５９頁、１９８９年。
グールドナーの後期の知識人論やニュークラス論は、前期の官僚制論や中期の社会学批判に比べて、あまり関心を

呼ばなかった。東欧の社会主義体制の崩壊によって、マルクス主義的な階級分析のリアリティが希薄になったのが一
因であろう。だが、知識や情報の社会・経済に占める重要性がますます高まり、NPOや NGOに代表される新しい市
民運動のリーダーとして知識人が台頭している現在、知識人の「階級」性や知識人による「支配」という問題はあら
ためて再考されるべき問題であろう。
なお、後期グールドナーの議論をブルデューの「文化資本」やパーキンの「閉鎖理論」に関連づけて検討した最近

の著作に、原田達『知と権力の社会学』世界思想社、１９９４年がある。この本に対する筆者の書評（『社会学評論』第４６
巻１号、１９９５年）と併せて、参照して頂きたい。

ABSTRACT

This paper examines A.W.Gouldner’s theory of the New Class, focusing on his dis-

cussions of rise of technical intelligentsia in advanced industrial societies. In so do-

ing, it tries to integrate Gouldner’s early, well-known works on bureaucracy and or-

ganizational analysis with his later, less well-known works on the sociology of intel-

lectuals and the new class. The paper is organized around the four “models” of the

sociological position of the technical intelligentsia within the business corporations,

state bureaucracy and the society at large. These “models” are derived from the care-

ful readings of Gouldner’s major works such as Patterns of Industrial Bureaucracy

(1954), The Dialectic of Ideology and Technology (1976) and The Future of Intellectu-

als and the Rise of the New Class (1979). It is hoped that the paper shows a promis-

ing line of empirical investigation into the transformation of the social position of the

intellectuals and intelligenstia in the contemporary advanced industrial-information

societies.
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