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「い じ め 」 の 論 法

一一素人理論依存型「いじめ1論から虚構暴露型構築主義をへ て生態学的布置モデルへ 一

内 藤 朝 雄 （東 京 大 学 ）

　 「い じ め 」 を め ぐ っ て 、ジ ャ
ー

ナ リズ ム 、ア カ

デ ミ ズ ム 、市井な ど で 、様 々 な論議 がな され て き

た 。今 回 は も っ ぱ らア カ デ ミ ズ ム セ ク タ ー
で の 「い

じめ 亅 の 論 じ方 に っ い て 検討 し、そ れをたた き台

に し て 乗 り越 え る か た ちで 、わ れ わ れ 独 自の 論 じ

方 を提 示す る 。

1 ・素人理論 依存型 「い じめ 」 輪

の で あ り、複数の 関係様式の 生態 学的な配 置 の あ

り方 こ そ が問題 な の だ、と い うふ うに 。す ると、

そ れ 以降、厂人聞 関係が 希薄 に な っ た 」 と い っ た

絆
一

般 の 衰 退 を嘆 く タ イ プ の 議論 も、 「集団 埋 没

的」 とい っ た だけ の 議 輪 も しづ ら くな り、よ り精

歡な議論が 学者集団 で 要 求され るよ うにな る 。 こ

の よ うな正攻法的 な発展 に 従っ て 、ア カデ ミ ッ ク

セ ク タ ー
は素 入理 論か ら離脱 した体裁を整えて い

く。

　 ア カ デ ミ ッ クセ ク ターで 何 か 新 し い こ と が 論 じ

られ る 際 、最初か ら学問的に 完成 度 の 高 い 濺揄 が

展 開 され る わけ で はな い 。 む しろ、素人理論 に 各

デ ィ シ ブ リ ン の 慣 習的方法 を接合 す る こ と か ら 始

ま る 。 最初 の 段階 で は 木 に 竹 を接 い だよ うな もの

が 多い。た とえば、「い じめ 」 に っ い て の 質問紙

周査 か ら統計を出 し、それ に つ い て 検討する論理

が 素人理論 そ の もの で あ る、と い っ た も の で あ る。

あ る い は 統 計や社会学的 分析 と 、 道徳的衰退 に 対

す る感嘆調 の 素人理論 とが、モ ザ イ ク 状 に 混在 し

て い る もの もあ る 。 こ の モ ザイ ク状の 混在 自体は、

ア カ デ ミ ッ クセ クタ
ー

が十分なニ ソ チ と淘汰圧 と

を備 え て い れば 、改善 され て い く。
つ ま り、多 く

の 研究者 が議 論 に 参加 しっ っ 、論理 的整合性や事

実 との
一致を批判 し合 い 、よ り もっ と も らしい 説

明 を競 い あ うこ とに よ っ て 、
「い じ め 」 論 の 完成

度 は高 ま っ て い く 。 た と えばあ る 段階 で 、Fこ ど

もたち の 人 間関係が 希薄 に な っ た 」とも言える し、
fこ ども た ち が 悪 ノ リ集 団 に 濃密 に 埋 没 し、内輪

以外 の 社会秩序を無径す るよ うにな っ た 」 とも言

え る よ うな現象が 観察 され た と し て、次 の 段 階 で

こ の 「希薄j と 「濃密 1 の 矛盾 を解 く 説 明 が 提出

され た とす る 。 あ るタイ プ の 関係様 式 が 「希 薄J

で 、ま っ た く別 の タイ ブ の 関係様式が 「渡密 」 な

2 ・虚構暴露型構築主義

　 「い じ め 」 諭 に お い て は こ の 正攻法 的発展は 比

較的 に 歩み が 遅か っ た。それは 、ジ ャ
ー

ナ リズ ム

で 加熟 したわ りには、ア カデ ミ ッ ク セ ク タ ー
で の

ニ ッ チ が 小 さ い 、と い う不均衡 の せ い か も し れ な

い
。 そ こ に搦 め手 か らの 批判的言説 が加 わ っ た 。

構 築主 義に 依拠 す る論者 たち に よる、「い じ め 亅

の 問題構築 自体の 問題化 で あ る。社会理論 と して

の 構築主義 の 展開 と、日 本 で 構 築主 義に 依槌 して

「い じあ 」 を論 じ た業績群との 聞には、ズ レ が あ

る。こ こ で は もっ ぱ ら後者 を扱 う。 社会理論 とし

て の 構築主義 自体は、批判的 な議論の 応酬の 過程

で 理綸 的立場 が 多岐に わ た ウ、「構 築主踐 」 と 十

把
一

絡 げに い うこ とは 難 し くなっ て い る。

　 B本 で 構築主義に 依拠 し て 「い じ め 」 論 を輪 じ

る業績群に は次の よ うな特徴があ る 。

　  虚 構暴露 → 価値 下 げ傾向 ： 社 会 問 題 と し て

fい じ め 」 が 構 築 され る とい うこ とを指摘する こ

と が、「い じ bj の 問題構築自体の 価憶下げと （暗

に ある い は露骨 に）連動 して い る。「問題構築現

象 と し て 説 開 ＝暴露 され る もの は 、 た か だ か そ の

よ うな もの に 過ぎ な い 」 と い うふ うに 、姪値 的 に

「問題 構築 」 す る論法は 、 「ク レ タ人 は嘘 つ きだ
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と ク レ タ人が言 う」とい っ た パ ラ ドッ ク ス に陥る。

（ちなみ に ス ペ ク タ ー
と キ ツ セ は 、虚構暴露 → 価

値 下げ ど こ ろか 、こ の 考 え方 を さま ざま な社会的

構 築に携わ るひ と び と が 活用す る こ と を奨励 し て

い る）。  そ の 際 、さ ま ざ ま な濃淡 で 、モ ラ ル バ

ニ ッ ク と い う問題化が混入 して い る こ とが多い 。

現象そ の もの を価値中立的に 表現すれ ば 「急性 モ

ラ ル 感度 上昇変 動 」 で あるが 、価値 的に 悪 く言 え

ぱ モ ラル パ ニ ッ ク、良く 言 え ば 「人 権感覚 の 成長 」

と 言 うこ と が で き る 。 どち らとと らえるかは価値

観 の 問題 で あ る。日 本 の 構築 主 義 の 論者 の 分布 は 、

おお むね前者 に集中し て い る 。 われ われ は 、
モ ラ

ル バ ニ ッ ク の 適 用 の 有効性 を判 別す る 方法 を提案

す る （ハ ヌ マ ン ラ ン グ
ー

ル の 判 別式）。モ ラル バ

ニ ッ ク 説 は 、「も し ハ ヌ マ ン ラ ン グー
ル が 人 間だ

っ た ら」 と い う思考実験 との 類推 に耐 え うるか ど

うか 、と い うス ク リ
ー

ニ ン グ に よ っ て そ の社会的

意 義を チ ェ ッ クす る こ と が で きる e   悶題が構築

され た こ と自体を虚構暴露す る
一

方 、批判す る た

め に は別 の 問題構築をす べ り こ ま せ る （虚構暴露

の ゲ リマ ン ダー
〉。  ど うい うタ イ プ の 問題構築

を虚構暴露的に価値下 げし、どい うい うタイ ブ の

問題構築をす べ り込 ま せ る か 、 とい う 「貸借表 」

か ら
一定の傾向 が 現れ た 場合、そ れ は 公 共 ア リー

ナ の 文 化 的 条件 を示 す指 標 と な る。  す べ て の 社

会 現象 は 多 か れ少 な か れ意味的 な構 築物 と して も

見 る こ と が で きる の で あ る か ら 、
fこ れ は た か だ

か 構築 され た もの に す ぎな い 」 と 言 うこ と に は 何

の 意 味 もな い 。構 築主義 的発想 は 、虚構 暴露 で は

な く、どの よ うな問題構 築が どの よ うな社会的条

件 の もとで ど の よ うに 組織 され 、 ど の よ うな帰結

をもた らす か 、と い っ た 研究に な っ て は じめ て 、

学 問的に意味 の あ るも の にな る。論者 たちが問題

構築 を虚構暴 露的 で はな い 仕 方で 論 じる側面 を取

り上 げ て み る と、「い じ め 亅 と い う問題構 築 の 社

会的影響 の うち、もっ ぱら悪影響 の 側 面 が 綸 じら

れ て い る。 し か も、構築主義的で はな い 社会的影

響の 実体論的分析 と、構築主義的 （あるい は唯言

説 主 義的） な 言説空間論 と の 接合 部分が、粭理的

整 合性の 弱点 とな っ て い る こ とが多い 。

使 う文字に x を書 い て 黙 るか 、恣意的な存在の ゲ

リマ ン ダー
をする し か ない 。

「人 が 語 るか ら現象

が ある亅 の か 「現象 が あ るか ら人 が 語 る 」 の か は

永遠に わ か らな い が 、「現象が あ るか ら人 が 語 る」

と い う定点 （素朴実在論）を仮構す る こ と な し に 、

明晰 に もの を語 る こ と は 不可能で あ る。こ の 明晰

に語る ため の 容易 さと い う点 か ら、 科学 は確信犯

的素朴実在輪 に よ り、理論 モ デル を理念的実在 と

仮 に み な し て 用 い る 。 わ れ われ は 硫信 犯 的素朴実

在論 の 立場 を とり、理 論 モ デ ル をつ くる とい う作

業 に 従 事 し て い る 。 こ の 理 論 モ デ ル は 、関 係 主義

的な傾向の 輪者が扱 っ て きた もの を、 符合化 して

い く こ とす らで き る。こ れ は  体験構造 モ デル を、

  社会秩序の 中 で の 、  コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 領 域

で 組 み 立 て て い く 、 と い う作業 に な る だ ろ う。

　 構築 主義 もそ の
一

支流 で ある社会学 の リア リテ

ィ 構成綸の 流れ は 、比 較的 フ ァ ン ダ メ ン タル な関

係主義の傾向が強か っ た 。 し か し 、 確信犯的な素

朴実在論 に も とつ く理 論 モ デ ル で 、リ ア リテ ィ構

成論を換骨奪胎で きな い だろ うか 。 われ われは、

体験構造モ デル → そ れ に 基 づ く コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ

ン → コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン の連鎖集積か らな る ミ ク

ロ 秩序 モ デ ル → ミ ク ロ 秩序 の もとで 起 こ る コ ミ ュ

ニ ケーシ ョ ン → 体験構造 モ デ ル 、と い う連鎖に つ

い て の 理 論 モ デ ル を構築 し、そ れ を IPS と 呼ん

だ 。 体験構 造 は Intra・peiS［）nal な心的 な系 の 作動

に お い て 表現され る 。 そ の 心的 な系 と 、 複数の 幗

体の 聞 で の 秩 序 だ っ た Inter−perSDml な系 との 、

相 互 に 螺旋 状 Spiralに 誘 導 し合 うシ ス テ ム が IP

S （lntr−lntra−Persona1−Spi皿 16ys頃n ） で あ る 。

一

定 の マ ク ロ 的 条件 の も と で 、さ ま ざ ま な タ イ プ の

　IPS が 生 態学的に せ め ぎあ う形式 を検討 す る こ

とで 、人 々 の リア ル な体験 と ミ ク ロ 社会 レ ベ ル 、

マ ク ロ 社会 レ ベ ル の 接合 を図 る こ とが で きる 。 こ

れ が IPS 諸秩序 の 生 態学的 布置モ デ ル で あ る 。

こ の 新た な理論 の 揺籃 段階 で の 典 型的 な 業績 例

　 （eocernplar＞ と し て 、「い じ め 亅 研 究に は学問的

に 大きな意義があ る。

3 ・IPS 諸秩序の 生態学的布置 モ デル

　 「人 が 語 る か ら現象が あ る亅 と い うフ ァ ン ダメ

ン タル な 関係主義 （ある い は観念論） は、自分が
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