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ある事例か ら

　A ，B 二 つ の 回答はあ る授業で翻 r澗 題を取

り上 げた際に書かせ た 小 レ ポー トで あり、回

答者は同一人物 である。A は授業開始早 々 の

回答で あ り、
B は授業が数回進ん だあとの 回

答で ある。

「あなたが何気 なく言っ た発言を人か ら 「そ

れ は劃 俵 現だ 」 と指摘 され 、非難された ら、

ど う対処 し、振 る舞 うか」

A とりあえずあやまる。 自分が何気な く言 っ

た言葉で も相手 を傷つ けて しま っ た と した

ら謝る の が当然 で し ょ。私はそん なつ も りで

発言 した ん じゃ な い と言 5こ とを分か っ て

もらえるまで説明す る。相手の 被害妄想か も

しれ ない し、ちゃ ん と話 し合わない とお互 い

つ らい だ けだか ら…　 。

「身内に同性愛者がい た ら、その 人 とどう接

するか 」

B も し自分の 身内だ っ た ら嫌だ 。 兄弟の 縁を

切 りた い 。 そ の人の 自由とい えばそれまでだ

けど、私にも周 りの 人達に も立場っ て も の が

あ ります 。 差別だ、偏見だ とい っ て 意見を述

べ て い るあなたをみた ら人 は 「えらい 」　 「頑

張 っ て い る」 と思 っ て くれ るか も知れない 。
『

で も私か らみ た ら周 りの こ とを考えない た

だの 「わが まま」 に しか思えない
。　 「何被害

者ぶ っ てん の？」 っ てかん じですね、

　こ の 授業一A か ら B の 間になされた授業 一

は、学生の 認識に関して どの ような効果を持

っ たの だろ うか 。 授業の 実際の 中身 へ の 評価

は さて お き、そ うした何 らかの 働 きかけの 結

果、こ の 回答を した学生の 「認識」 は前進 し

た とい えるだ ろ うか 、 あるい は後退 し て し ま

っ た と言 うべ きなの だろ うか 。

模範回答

　仮に 1 B の順序が逆であっ たと想定 してみ

よう。 その 方が＊私 ＊ には安心す る結果 と い

えるだ ろう。ZilBli意識丸出 しで、相手 との コ

ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン を拒 絶 して い るか の ご と

き B の 回答か ら、A の 回答をす るまで こ の 学

生の 厂認識」 は前進 した 。 少な くとも A の 回

答には隙がない。模範的な回答とい っ て も良

い だろ う。

　
一
方、B の 回答に対 しては様 々 な 「教育」

を施す必要性 を感 じるだ ろ う。 自分とは異な

る個性 を持 つ 人を尊重す る必 要性に つ い て 、

文化多元主義か らセ クシ ュ ア リテ ィ の 構築

性 、
マ イノ リテ ィ と呼 ばれ る人の 立場の弱 さ、

様々 な 「知識」 を動員 して 、こ の 学生の 認識

を変え よ うと試みるだ ろ う。

　そ うして そ うした努力 の 結果 た とえば次

の ような回答がなされ るよ うになれば、 ＊ 私

＊ は安心するの だろ うか
。

C 私はゲイや レズ ビア ン の 人に 対 して お か

しい と思 うこ とはあ りませ ん 。 男が 女を好き

になっ た り、そ の逆で あ っ た り、同性愛で あ

っ て もそれは個人の 自由だ と思い ます 。 自由

に恋愛で きな い なん て苦 しす ぎ る と思い ま

す。 ゲイや レ ズ ビア ン の 人を
一

人の 人間と し

てみ られない 人達が不思議 です。

　こ の 回答は 二 番 目 の 問い かけに対す る別

の 学生の 回答で ある。 仮に授業の 結果 、 B の
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ごとき回答がなくな り、みなが C の よ うな回

答 を書 くよ うになっ たと した ら、そ の 授業は

成功 した、と言 うべ きな の だ ろ うか。その 場

合に気になる の は、A と C との 間に どれほ ど

の 断絶があ る の か 、とい う問い か けで あ る 。

A がその まま B と一人 の人物の中で矛 盾せず

に語 られ る状況 にお い て 、A
，
C の 回答の 持っ

「問題 の なさ」 と教師は ど う向き合えば い い

の だ ろ うか。

言説としてのく模範回答＞

　 A も C も、十分に模範的で あるが故に 、 回

答者の 差別問題 に対す る考え とは無関係 に

産出され うる、とい うこ とだ。い わ ば学生は

こ うした 厂模範解答例」 集の よ うな もの を持

っ て い て 、必要 とあ らばい つ で もそこ か らの

「記述」 を再現可能で あろ うとい うこ となの

だ。 だか らとい っ て C の 回答は言うまで もな

く、A の 回答だ っ て 、学生 が心 にもな い こ と

を適 当に言 っ た の だ、とい い た い わけで はな

い
。 心にある とか ない とか 以前に こ うした回

答を産出する構え と言 うべ きもの が備 わ っ

て い るの で はない か、とい うこ とだ。

　そ うだ とすれば、＊私 ＊ の以下の努力は徒

労に終わる可能性が高い で あ ろ う。

1，B の 回答の 問題点 を指摘 して 、考 えを改め

させ る 。

　 か れ らは ＊ 私 ＊ の くどくどとした説明 を

聞かずとも、＊ 瞬時に ＊ 考えを改 め る こ とが

可能なの だ。

2，C （や A ）の 回答に あるか も しれ ない 不十

分な点、揺 らぎな どを指摘 して 、かれ らの 考

えと回答のずれを引き出そ うとする。

　 かれ らは己 の 回答の 不十分 さに気づ くや 、

よ り正 しい 厂模範解答」 を求め る こ とが可能

なの だ。

　こ うして B の 回答 を 「正 し」、さらに PgC

の 回答を 「追い つ め」 、 かれ らの回 答がバ ー

ジ ョ ン ア ッ プを重ね て い くと い うこ とに 終

始す る場合、そ の過程で か れ らは なに を学ぶ

の だろ うか 。 もち ろんそ うした過程 の 中で 、

「模範回答集」 とは違 っ た形で 、翻 1澗 題 に

向き合お うとす る もの が で て くる こ とを否

定は しない
。 しか し他方で 「模範回答集」 に

依拠 し続けるもめが い るとすれ ば、単に無限

の 「模範解答」の 書き換えに終始す る の みで 、

かれ らが得 るの は、も しか したら 「潮 1澗 題

っ てめん どくさい な」 とい う教訓になるか も

しれない のだ 。

クロ
ーゼ ッ トの見せ物

　 そ して こ の 「めんどくさい 」とい う心性は 、

差別 問題 に対 して 迂闊 には近寄 らない よ う

に、無難に接 しよ うとする態度 、　 「敬遠」 と

呼ぶ べ き態度、 遠巻きに してそ の 現場 を眺め、

なにか態度表明 を迫られ るや 厂模範解答」 を

反復す る態度の基礎をなす もの である 。 翻 ll

問題教育は ともすれば こ うした循環 に陥る

可能性を持っ て い る。

　 こ うした差別問題言説の 中で、かれ らは積

極的に は 差別 に荷担 しない よ うに 振 る舞 う

だ ろ う。 こ の ときかれ らは差別問題 における

「傍観者j 「観客」の 立場をとる こ とになる 。

そ うして こ うした 「観客」 と して の 態度こ そ 、

セ ジ ウィ ッ ク の い う 「ク ロ ーゼ ッ トの 見せ

物」 の構造 に他な らない。こ うした構造にお

い て翻 「亅＊問題 ＊ を見守 る 「善意」 の かれ ら

の 視線は、あるい は悪意を持 っ た差別者の 挑

発の た び に否応 な く差別問題 の 場に引 き出

され る被差別者 を〈 見せ 物 〉 として 浮 き上

が らせて しま うことにな りうるので ある 。

（文献）

E セ ジ ウィ ッ ク（1990＝ 1999） 『ク ロ
ーゼ ッ ト

の認識論』

一97一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　


