
The Japan Society of Educational Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Soclety 　of 　Educatlonal 　Soclology

い じめ加害者の 道徳的闘争 とそ の敗北
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1．　 「い じめ 亅 をめ ぐる闘争の現在

　80 年代以降、4 度の モ ラ ル ・パ ニ ッ クを経 て

「
い じめ 」 は 「悪」 の 典型例 として の地位を確立

して お り、目下
「
問題」は 「

い じ め／非い じめ （cf ：

悪ふ ざけ，正 当な攻撃）」 の 境界画定 を め ぐっ て

存在 して い る ように 見 え る。

　 つ ま り何 を 「い じめ 」 とみ な すか を め ぐる種 々

の 定義間 で の 命名権 の 争奪闘争 （間山 2011）、

そして 個 別事例 の 経緯や動機 を め ぐ る事実認定

権の 争奪闘争 （竹川 2007）、こ の 2 つ が 「い じ

め 問題」 の 内実 とな っ て い るの で は な い か。

　 「い じめ ＝悪 」 期 を生きる我 々 に とっ て 「
い

じ め 悪 」 関係 の 問い 直 し は そ れ 自体
「
悪 」 の 徴

候 と して 表 れ るが 、だ か ら こ そ、そ こ に 照準す る

意 義 も生 ま れ る。未 了 の ま ま拙速 に 囲 い 込 まれ た

「い じめ と悪 」 の 問題を語り切 る こ とな しに 「い

じめ 問題」 の 解決 は ありえない の で あ る。

2 ．　 「い じ め 」 現象の 多価性 ・動態性 の 記述

　た とえ ば学校現場に お い て 「い じめ 加害者 」

は しば しば 「被害者」 非難 を行 い 、教師の 逆鱗 に

触れ る （山本修司 ［編］2012 ほ か ）。しか し我々

は デ ュ ル ケ ム や 民 俗学 の 諸議論 を 引い て 「い じ め

加 害 」を共 同 体 的 制裁 ＝祝祭的共同化 の
一

変種 と

して 描 くこ と、あ るい は よ り露悪的 に 「い じ め 」

関係 を 「自然状態 に お け る万人 の 万人 に 対す る闘

争」 の
一例 と して 描 くこ とも不可能 で は ない 。

　既存 の
「
い じ め 」 理 論研究 は こ の 多価性を無

自覚の うちに単純化す るか序列化する こ とで
「
い

じめ 一悪 」 の 接合 に 対 して 奉仕 ・追認する。

　 しか し我 々 は まず こ の 多価性 を多価性 の まま

適 切 に 記述 し、共約不能な諸価値 が み ず か らの 至

高性を誇示 し て 状況定義 の 権限 を奪 い 合 うそ の

闘争過程 を 分析す る必 要が あ る 。

3 ．コール バーグ道徳発達論 の 概要

　F ・
ニ
ーチ ェ の 言うご と く道徳 は 闘争 の 産物 で

あ る。しか し道徳的闘争 の 形式 は 事実的 に 有限で

あ り、L ・コ ール バ ーグ （1969 ） に よれ ば人間

の 道徳的発達は認知形式 を め ぐっ て 3 水準 6 段

階 に 区分 で き る。こ の 理 論 は 道徳教育学 に お い て

は 今 や モ ラル ジ レ ン マ の 名 と共 に 著名で あ る。

　彼 の 理論 は その 後、C ・ギリガ ン を は じ め 多

くの 論者 か らの 批判 に さ ら さ れ、そ の権勢 は か つ

て と比 べ 陰 りを見せ て い る。しか し他方 に お い て

彼 は そ の 最 晩 年 に お い て J ・ハ ーバ ー
マ ス との 知

的交流の な か で そ の 討議倫理学 に 発達的基礎付

けを与 え る と と も に、み ずか らの 理論 に 修 正 を施

して お り、い まだ有用性を完全 に失 っ て い る わけ

で は い な い ように 思 わ れ る。本報告に お い て コ
ー

ル バ ー
グの 発達段階論は行為者の 世界観の 複数

性、そ して 各世界観 に お け る
「
い じめ 」 行為 の 行

動化条件を明 らか に して くれ る だ ろ う。

　 コ
ー

ル バ ーグ の 道 徳 的 発達 論 の 概要 は 下表 の

とお りで あ る。そ の 詳細 と 「い じ め 」 問題 に お け

る適用例 に つ い て は 当 日に 説明 を行 う。

表 ：Kohlberg（1984 ）に お ける道徳 的発達の 6段 階

轗 羅
1撮臻織

鑾飜 辮  1鑿　　　蕪 飜鼕繕蕪飜攤靆
1 他 律的道徳 ・罰 の回 避前慣習

的 水 準 2 個人主義 ・直接 的利害

3 同調 ・相 互 期 待慣 習 的

水準 4 法秩序 ・社会 シ ス テム 維持

5 社会 契約 ・規 則 功 利 主 義脱 慣習

的 水 準 6 普遍的原 理
・正義

4 ．道徳的闘争論の枠組み

　誤解の な い よ うに 言えぼ、現時点 に お け る報

告者の コ
ー

ル バ ーグ理論受容 は 限定的で あ る。ま

ず コ
ー

ル バ ーグの 6段 階説 の 科学的妥当性 に つ

い て は、道 徳 的 認 知 に お け る 不可逆 か っ 階層統合

的 な器質的レ デ ィ ネ ス の 存在 を認 め つ つ 、そ の 行

動原理 と して の 不可逆性は 支持せ ず、理論内部 に

「
選択的道徳的撤退」 （Bandura　1999 ，　Zimbardo

2007）の契機を認 め る。

　規範的妥 当性 に 関 して は、道徳的審級 が 6 種

類 に 大別 で き る点を仮説的 に 支持するが、そ の 価

値的位階に つ い て は、コ
ー

ル バ ー
グの 発生 論的正

当化や ハ
ーバ ーマ ス に よ る語用論 的正当化 は 採

用せ ず、ブル デ ュ
ー （1997 ） に 倣 っ て そ の 歴史

的正 統性の み を支持す る。

　そ して 道徳的闘争 の 記述 に あた っ て は、ブ ル

デ ュ
ー （1992）の

「
界 の 理論」 に 示唆を得 て

「
道

徳的審級に も とつ く競争」 と 「道徳的審級を め ぐ

る闘争」 を 区別す る 。 人 々 は特定の 道徳 に 依拠 し

て お の れ の 卓越性を証 し立 て るた め に競争を行

うが、同時 に 自身 の 崇 め る道徳 の 他 の 道徳に 対す

る卓越性 を証 し立 て るた め の
「
神 々 の 闘争」 に も
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参与 して い るの で あ る。

　 こ こ ま で の 検討を 踏 まえ る こ とで 拙稿 の 主題

を 「道徳的闘争 とそ の 敗北」 と した意味も明 らか

とな る。つ ま り 「
い じめ加害者」 とい うラベ リン

グ自体 が 道徳的闘争に お け る 「加害者」 側 の 外的

な敗北 を意味す るの で あ る。こ の 命名闘争に 勝利

し た攻撃者は た と え ば 「プ ロ レ ス 好 き の 遊び仲

間」
「正 義 の 体現者 」

「
熱心な教育者 」 と して 生き る

こ とを許 さ れ る。逆 に徹 底 的な 内的敗北 は
「
い じ

め 加害者 」 に底付 きの 感覚をもたらし懺悔 ・回心

へ と導 くだ ろう。

5．　 「
い じめ」 をめぐる道徳的闘争 の 記述

　我 々 が こ の 知見か ら
「
い じめ 」 をめ ぐる問題

に つ い て 得 られ る示唆 は 豊穣 で あ る が 、紙幅 の 都

合上、こ こ で は 幾つ か の 例 を 挙 げる に 留 め た い 。

　た とえ ば 第 2 段階 の 生徒 A が 他 の 生徒 B を執

拗 に 攻撃 して い る とす る 。
A は 日 頃か らB の 言動

に 強 い 嫌悪感を抱 い て お り、攻撃は 正当な報復で

あ っ て 、 自身を被害者 とす ら感 じて い る 。 A に と

っ て B の 所業 は、第 2段階の者の奉じ る互酬性原

理 に対 す る許しが た い 冒濱な の で あ る。

　他方、そ れ に 応対す る教師X は頑冥 な第4 段

階の 支持者 で あ り、 「毅 然 と した 対 応 」 に 存在論

的安心 を見 出 して い る と し よ う。X は 生 徒 A の 正

当性要求に激怒す る。X の 法典 に第 2段階的な直

接的互酬義務は含ま れ て お らず、A の 行為は悪意

の ある居直 りに 映 る からで あ る。X は実存的不安

に 駆 られ 「
ダメ なもの は ダメ 」 と一喝す る。

　教師一生徒関係 は その 関係性 の なか に 常 に 既 に

道徳的規制が 埋 め 込 まれ て お り、生 徒 の 道徳的反

乱が 功 を奏す こ とは稀で あ る。生徒A は みずか ら

の 実利 を守 る た め に沈 黙 し、謝 罪 を 口 に す る こ と

に な るだ ろ う。教 師 X が 謝罪 に納得せ ず、よ り誠

実な謝罪を求め れ ば A は 法的正 当性を有す る言

明 を探 り当て る か も しれ ない が 、A が 教師 の 論理

やその 実存 を理解するの は 先 の 話 で あ る。

　や り と りの 間 A と X は 互 い の 主張を自己準拠

的に理 解して い る。か れ らは 「
他者 の 道徳 」 を

「
道

徳の 他者」 とみ な し、み ずか らの
「
神 」 に 反逆す

る相手を 「悪魔」 と して ま な ざす。今回の
一

件 を

経て 教師 X は生 徒不信 に 陥 っ て よ り強 権化 し、生

徒 A は 今 回 得 た 不 全 感 を 新 た な 被害者 に 向 か っ

て よ り巧妙 に 吐 き 出すか も しれ ない 。

　 「い じ め 加害者」 と して 名指 さ れ た 生 徒 A が

道徳的敗北 を認 め て
「
心を入れ替 える 」 の は どう

い っ た 場合だ ろ うか 。道徳的敗北 が 表層 に留 まっ

て い る場合、A は第 2 段階の 原理 上で
「他害行為

は割に合わ な い 」と悟 り、行為 を修 正 す る だ ろ う。

A が 他の 道徳的段階へ と回心 して 道徳的認識枠

組み 自体 を 解体
・
再構築す る の は

一
つ の 奇蹟 だ と

い え る。実証的 に は、高尚な説教 で は な く 1段 階

上位 の 論理 に触 れ た 時 に それ が 最 も生起 しや す

い とい う　（Blatt＆ Kohlberg　l　975）。

　重要な こ とは 「
改心 」 が道徳 的行為 を主題 と

す る の に 対 し
「
回心」 は道徳的認識を主題 と して

お り、後者 は
「
い じめ 行為」 の 消失を必然的 に 帰

結す る わ けで は な く、む し ろ攻撃行為 の 正当化戦

略 の 卓越化を導 く可能性を孕む とい う点で ある。

前者 もまた 強権 的な制圧体験 は 暗 に 第 1 段階の

行動原理 の卓越性を訴求す る もの で あ り、発達段

階論的退行を導 く可能性 を孕 む だ ろ う。 この緊張

関係 に こ そ教育 の 機微 が 存在す る。

　道徳的闘争論は 「い じ め 加害者」 の み な らず
「被害者」 側に お い て も、た とえ ば道徳的闘争の

徹底的敗北 の 帰結 と して の
「い じ め 自死 」 と遺書

に よ る道 徳 的 闘争 の 手 段 と して の そ れ の 区別、
「い じ め被害者」役割の 受任 を め ぐる 道徳的闘争

戦略な どの 説明 を可能 に す る。

　 さ ら に 言 え ば、よ りマ クロ な道徳的闘争 もま

た 記述可能で ある。た とえぼ 生徒が保護者 を通 じ

て 教育委員会や マ ス コ ミ に異議を申 し立 て た 場

合や
「
い じ め 自死」 に よ っ て 事件 が 社会 問題化 し

た場合、学校 内で の 裁決 が 再審 され る場合 が あ る。

　教育委員会 に せ よ報道 に せ よ、そ れ ぞれ の 内

に 道徳的闘争 を 抱え て お り、どの 段階 に 審級 が 置

かれ る か は
一

概 に言 えな い
。 しか し教育委員会 が

教育関連法 に 準拠す る 点 に おい て第 4段階 、視聴

率を審級 とす る TV 報道が第 3 段階に依拠する

こ と は 十分 に あ りえる 話で あ る。

　政治家や評論家 もまた そ れ ぞれ の 審級に も と

つ い て 多様な道徳的言 説 を 生 産 す る。研 究者 とて

例外で は ない 。た と え ば森 田 洋 司 は ソーシ ャ ル ・

ボ ン ド理 論 か ら共同体 主 義的処方箋を引 きだ し 、

内藤朝雄 は 独 自の IPS 理論 に りペ ラル ・ユ ート

ピア 構想を接合す る。それ らは 第 6段階をまなざ

す権利論的な道徳的闘争 の 実践 に数え られ る 。

6 ．おわりに

　道徳 が多元 的で あ る とい う こ とは複数の
「結

審 」 が 並立 し うる と い う こ とで あ る。各 々 の 道 徳

的判断 は 乱反射 し、あ る者 は 自己 の 審級 の 絶 対 性

を確信 して 他者を悪魔化 し、他 の 者 は 道徳 の協約

不能性 に 打ちの め さ れ ノ ン ポ リ化す るだ ろう。し

か しい か な る 方略 に よ っ て も我 々 は 道徳的闘争

から逃れ る こ とは で きな い
。

　本報告 もまた 道徳的闘争の 新た な 火種 と して

悪魔化 され る危険 を孕 む。我 々 は他者の 対話的道

徳 を信頼 しつ つ 、しか し究極的 に は 自身の 道徳に

賭 け る ほ か な い の で あ る。

（本文の 詳細版・
脚注

・
文献

一
覧 は 当日配布す る。）
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