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人生を物語る こ との 意味
一

なぜ ライフ ス トーリー研究か ？
一

や ま だ よ う こ

　 （京都大学）

PSYCHOLOGICAL 　MEANINGS 　OF 　TELLING 　AND 　RE −TELLING 　LIFE 　STORIES

Yoko 　YAMADA

（KyQto 　University＞

　　In　the　present　article ，　I　review 　recent 　life−story 　research ，　and 　argue 　the　theoretical　and

methodological 　issues，　especially 　from　the　point　of 　view 　of 　life−span 　developmental　psychol −

ogy ．　 First，　a　definition　of “
story

”is“describing　the　plot　of　two 　or 　more 　life　events ” ．　 Life

stories 　are 　acts 　of　meaning 　and 　organizations 　of 　life　experiences ．　 Second，　life　stories 　can

be　understood 　not 　as　static　structures ，　but　rather 　in　terms 　of　the　dynamic　process　 of

interaction　of　the　story −teller　and 　the　listener．　 In　particular，　it　seems 　that　re −teiling　one
’
s

life　story 　is　essential 　for　generating　ncw 　meaning 　of　one
’
s　life．　Though 　we 　cannot 　change

past　events ，　 we 　 can 　reorganize 　them 　as　we 　re ・tell　the　story ．　 Third，　the　concept 　of　a

narrative 　self　is　related 　to　the　concepts 　of　identity　and 　generativity．　Telling　one ’

s　life

story 　is　a 　significant 　tool　f〔〕r　communication 　from　this　generation 　to　the　next 　and 　future

generations ．

　　Key 　Words 　l　llfe　story ，　life−span 　developmental　psychology ，　re−telling，　narrative 　self，
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　 こ の 論文 で は，最近 の ライ フ ス ト
ー

リ
ー

研 究を展望 し ， 特に生涯発達心理学の観点か ら ， 理

論的・方法 的問題 を論 じる。第 1に ，「物語」 は 「2 つ 以 上 の 出来事 を む す び つ け て筋立 て る行

為」 と定 義される。人生 の 物語 と は，意味づ け る行為で あ り ， 人生経験の組織化で あ る 。 第 2

に ， 人生 の 物語 は ， 静態的構造 で はな く，物語の 語 り手 と聴き手に よ っ て共同生成さ れ る ダ イ

ナ ミ ッ ク な プ ロ セ ス と して と ら え ら れ る。特 に ，物語 の 「語 り直 し」は ， 人 生 に新 し い 意味を

生成 す る行為 と し て 重要だ と考 え ら れ る。私た ち は，過去の 出来事を変え る こ と は で きな い が ，

物語 を語 り直す こ と に よ っ て ，過去 の 出来事を再構成す る こ とが 可能 に な る か らで あ る 。 第 3

に ， 「物語 と し て の 自己」の 概 念 は
，

ア イ デ ン テ ィ テ ィ や ジ ェ ネ ラ テ ィ ヴ ィ テ ィ （生成世代性）

の 概念 と 関連 づ け ら れ る。人生 の 物語 を語 る こ と は，現 世代 か ら ， 次の 世代や 未来世代 へ の コ

ミ ュ ニ ケーシ ョ ン の 重要な道具 となる。

　キーワード ： ラ イ フ ス ト
ー

リ
ー

， 生涯発達心理学，語 り直し ， 物語的自己 ， ジ ェ ネラ テ ィ ヴ ィ

テ ィ （生成世代性）

　わ れ わ れ は ， あ ま り よ く知 らな い 人 と の 関係 を物語 る

と きで も，われわれ の 生涯 に 見 た 種々 ，さ ま ざ ま な風景

を ， 次々 と登場 さ せ な い わ け に は ゆ か な い だ ろ う 。
こ う

し て 各人 は
一

私 自身 もそ の なか の 1人 な の だ が 　　単

に 自分 を軸 に して ぐる り と回転 した だ け で は な く， 他人

の まわ り を もぐる りと 回転す る こ とに よ っ て ，と りわ け

そ の 人 が私 に 対 して 次 々 と占め た位置 に よ っ て ， どれ ほ

ど の 時が私 に 流 れ た か を示 して い る の だ っ た。今 しが た

こ の パ ーテ ィ で く時 〉 を と ら え直 し て か ら と い う も の ，

〈時 〉は さ まざ ま な 場面 に し た が っ て私の 生涯を配列し な

が ら ， 1 っ の 生 源 を物語 ろ うとす る書物 に お い て は，普

通 に 人が用 い る平面心理学 と は逆 に ，

一種 の 立体心 理 学

と い っ た もの を使用 す べ きで あ ろ うと考 えさ せ る の で

あ っ た＿ 。（プル
ー

ス ト，M 「失 わ れ た 時 を求 め てID

1　 ラ イ フ ス トーリー研究 と は ？

1−1 物語の 定義

人 生 の 物語 （life　 st．ory ，　narrative 　of　life） 研究 と は，日常
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生活で 人 び と が ラ イ フ （人 生，生活，生） を生 きて い く過

程，その 経験 プ ロ セ ス を物語る 行為 と ， 語 られ た物語に

つ い て の 研究 を さ す。本論 で は
， 両者 を含め て ラ イ フ ス

トーリー研究 と呼ぶ 。

　 ラ イ フ は
， 人生 ， 生涯 ， 生活 ， 生 ，

い の ち ， 生命， 生

き方を意味す る 。 心理学 は ， 今まで 正 面 か ら扱 っ て こ な

か っ た ラ イ フ と切 り結ぶ 学 問 に変貌 し つ つ あ る。た と え

ば発達心理学 は ， 生涯 （life・span ）発達心理学に 変わ り，

人 生 全体を 長 い 時間軸 で と らえ る こ と に よ っ て ， もの の

見 方 と 方 法論 を変革 し っ っ あ る （Baltes，　 P．B．．1987；

Elder，　G ．H ．，　etc 、，1993：小嶋，2000 ；Leving．　on ，　DJ 、，1978 ；高橋 ・

波 多野 ， 1991：無藤
・
や まだ ， 1995：南・や まだ，1995な ど）。 こ の

小論 で は ， 特 に 「ス トーリー
」 に 焦点 を あて て

， 心理学

に お ける物語的 ア プ ロ ーチ の 意義に つ い て ， 基本的な考

察 を行 う。

　 こ こ で は 「物語」を ， 「2 つ 以上 の 出来事 （events ）をむ

すび つ け て 筋立 て る 行為 （empl 。 ttillg）」 と定義す る。

　 リ クー
ル （Rjcour，　P．，1983、1984．1985＞ は ， ア リス トテ レ

ス の 「詩学』か ら，物語の 本質は，登場 人物で はな く筋

立 て （ミュトス ） に あ る と考え た 。 筋立 て と は ， 出来事 の

組立 て の こ とで あ る。

　物語論 （narrat 。1・gy ）の 系譜で は，文学 作品 の構造 を支

配 して い る
一

般法則を，形式 （フ ォ ル ム ） か ら知 ろ う とし

て きた。筋立 て は ，
ロ シ ア ・フ ォ ル マ リス トの シ ク ロ フ

ス キーた ち が，フ ァ
ーブ ラ （物語 の 素 材。人 間関係，事件 な ど

を含 め た 諸出来事 ） に対し て シ ュ ジ ェ
ー

ト （物語 の 形式。出来

事 の 配 列，物語 り方） と呼 んだ もの に対応す る 。

　 しか し ， 私が 考えるの は，彼 らが 考 えた静的な「構造」

や 「形 態」 として の 筋で は な く， 語 りが 絶えずつ くられ

組 み 替 え られ る ラ イ ヴ （生 き た）生成プ ロ セ ス と し て の筋

立 て る行為で あ る。したが っ て ， 構造 として の物語で は

な く， 生成的物語 ，
つ ま りラ イ フ （生， 人 生〉 を変化 さ せ

て い く物語 を考 えて い る 。

　ヴ ィ ゴ ツ キー （1968）の 巧 み な比喩 に よれ ば，
フ ァ

ーブ

ラ は 「建 築材料」 つ ま り詩人 に と っ て の 言葉，音楽家 に

と っ て の 音 ， 線画家に と っ て の線で あり， シ ュ ジ J −・一一ト

は 「素材の相互関係，構成」 つ まり詩行 ，
メ ロ デ ィ

ー
，

輪郭 に あた る。 2 つ の 事件や行動 が 結合 し て，順序配列

が 変わ る こ と で ，新たな動的関係が で き る の で あ る。

　ヴ ィ ゴ ッ キ
ー

は ， 芸術家が ， 出来事 の 単純 な 年代順 の

配列に 満足 せ ず，物語 の 直線的展 開を避 け て ， 2 点の最

短距離 を進 む か わ りに 曲線を好む の は 何の た め な の か と

問 うて い る、そして 「解剖学の よ う な物語の静的な構成

図 で は な く， 生理 学 の よ う な物語 の 動的な構 成図」 を考

え，「物語 の 真 の 生命を明 ら か に し て ， 物語 の 死 ん だ 構造

を生 き た有機体 へ 」変えた い と述 べ て い る。

　彼の 文章 は， （ ）の 言葉 を入れ替え ， こ こ の 「筋書き」

に 入 れ る と，本論の 主 旨 に あ う生成的物語 の 方法論 と し

て 生 か す こ と が で き よ う。 （ ） の 改 変は，や まだ に よ

る。 こ の ような テ ク ス トの読み替え，改編，意味の 変成

は ， 「物語」 を絶 えざ る生成作業に す る実践 で あ る 。

　物 語を語る （作 る〉さ い に表現さ れ た人び と （詩人）の 生

き る力 （創 造力）が どんな方向 に 流れ て 行 っ た か を知 ろ う

とす る な ら ， 物語の 中に ある フ ァ
ーブ ラが どんな方法で ，

また どんな課題 をもっ て作 り変え られ て ，そ う した 人生

の 儲 的〉 シ ュ ジ ェ
ートに 形成さ れ た か を見れ ば よ い

。

　 （ヴ ィ ゴ ツ キ
ー「寓話 ・小説 ・

ドラ マ の 心 理 学 』p．108よ り1

　 1．．2　経験 の 組織化 と意味の 行為

　心 理 学者は行動主義の 洗礼 を受 け て きた の で ， 物語や

意味 と い う言葉を聞 い た だ けで懐疑的 に なるか もしれ な

い 。そ こ で ， ま ず 「物語」と い う見方を行為の 面 か ら考

え て み た い 。

　人 は行動し て い る こ と を意識 し て い る と は限 らな い し ，

行動 した こ とを正 しく語る と も限ら な い 。語られた 「人

生 の 物 語」も， 「事実」で あ る と は限 らな い
。 私た ち 人間

の記憶 は 不確か で あ り， それ を回想す る語 りも歪ん で い

る。

　そ こ で，もし理想的な年代記作者が い た ら ど うだ ろ う

か 。 も し完璧 な 観察 ・記録者が い て
， 私た ち が 日 々 し て

い る こ と をす べ て 自動的に録画・記録で き るならば，「客

観的」 な年代記 ・伝記 が で き あが る だ ろ うか 。 そ れ を 見

れ ば ， 私た ちが経験 して い る こ とをよ り良く理解で き る

だ ろ うか。ま ず ， 問題 に な る の は，そ の 記録 を見る に は ，

実人生 と同 じだ けの 時間が必要な こ とで あ る 。 し か し ，

時間が 確保で きた として も，
VTR で 長 々 と些末な 出来

事が次々 と継起す る の を見 るだ けで ， 何 か を理解で き る

だ ろ うか 。何 ら か の編集作業を必要 とす る の で は な い だ

ろ うか 。 そ の 編集 作業が 「物語化」の始ま りな の で あ る 。

　私た ち は ， 外在化さ れ た行動 （behavi。 r＞ や事件の総和

とし て存在 して い る の で は な く，

一
瞬 ご と に 変化 す る

日 々 の 行動を構成 し，秩序づ け ， 「経験」 と し て組織 し，

それ を意味づ け な が ら生き て い る。経験 の 組織化 〔organi −

zati 。 n　 c｝f　experiences ）， そ して ， そ れ を意味づ け る 「意味

の 行為」 （acts ・ f　meaning ，　B 田 ner ，　J、S，1990） を 「物語」 と

呼 ぶ こ と が で きる。

　Macadams ，　DP ．（1993） は ラ イ フ ス トーリー研究の 開

拓者 の 1人 で あ る が，彼 ら （19．・98）は，生成世代性 （gener ・

ativity ＞の 概念 を
， 内的動因 （inner　 drive）， 文化的要請

（cultural 　 demand ）， 関 心 （concern ）， 信 念 （belief），関 与

（commitment ），行為 （action ）な ど に 分解 し ， そ れ ら全体 を
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教 育 心 理 学 年 報 第 39 集

覆 い 相互連関さ せ る もの を 「物語 り」（narration ）に よ る意

味づ けだ と 考え て い る 。

　個々 の要素が 同じ で も ， そ れ を どの よ うに関連づ け ，

組織立 て ， 筋立 て る か に よ っ て，人生全 体 の 意味 は 大 き

く変 化する。その 意味 づ けに，言述 が 果たす役割を本質

的 とみ な す考え方が物語論 の 基 礎 に あ る 。 心 理 学は ， 短

い ス パ ン で の 自己 の 行動の説明や内観は研究 して きたが ，

人生 と い う長 い 時間軸 の な か で 人 が 自分 自身の 経験 を ど

の ように 組織す るか ，どの よ うに 意味づ けるか と い う問

題 を無視 し す ぎ て き た とい え よ う 。
こ の問題 に 取 り組む

こ とは ， 知 の パ ラダイム と方法論 の 変換 に むすび つ くと

考 えられ る 喃 ・や ま だ，1994，1996；や まだ ・南，lgg5）。

　1−3　時間と物語

　理想的な年代記作者 とい う喩えは，さ らに 「過去」 と

は何か，記憶 と は何か ， 人間 に と っ て時間は ク ロ ノ ロ ジ

カ ル に積み 重な っ て い くの か とい う問題 を喚起す る 。

　 自伝的記憶 （Neisser，　U ，＆ Fivush，　R．、1994；Rubin，1996；

佐藤 ， 1998）や ， 偽 りの記憶 （Cenway，　M 、A ．，1997 ）研究が 明

確 に し て き た よ うに ， 「過去」は記憶庫に固形物の ように

蓄積 され ， 想起 は 「過去1 をその ままの 形 で 引き出す と

い うわ け で は な い 。時間的に 後か ら来 る も の に よ っ て ，

「過去」は 「現在」と照合 さ れ て絶えず再編成 され ， 読み

か えられ て 変容 して い く。

　したが っ て ， 「過去」 は固定 された もの で は な く， 「現

在1 の な か に あ る 。 時の 流れ に は 過去 も現在 もな い が ，

もし 人為的に 区切 る な らば ， ア ウ グ ス チ ヌ ス が 言 うよ う

に ， 「過去」「現在」「未来」とい う 3 つ の 時で は な く，「過

去 の 現在」「現在 の 現在 」「未来 の 現在」 に す べ き だ ろ う。

　 Danto，　A ．C．（1965 ）は ， 物語の書 き方 に お い て ， 「
．
過去」

が 「現在」と どの よう に 照合され る か を指摘 した。「物語

文 は，時間的 に 隔 て られ ，は っ き り区別さ れ る 2 つ の 出

来事 El と E2 を照合す る が ， 記述す る の は ， そ の うち の

照合され る第 1 の 出来事 で ある」。

　 た と えば，「1717年 に 『ラ モ
ー

の 甥 」の 著者が 生 ま れ た」

と言う と き，こ の年に は，この よ うな言表が で きた人 は

誰 もい なか っ た。『ラ モ
ー

の 甥」が 書 か れ た 出来事 に 照 ら

さ れ る か ら ， 第 1 の 出来事 ， デ ィ ドロ の 出生 が再記述 さ

れ る の で あ る。

　 科学的説明 と い われ て き た 「因果的記述」 も逆説を含

む物語文 の 1 つ か も しれ な い 。囚果的記述 は ，問題以後

の 出来事 が ，問題以前 の 出来事を変え る言述で あ る 。 「原

因で あ る」「始め る」「先行す る」「ひ き起 こ す」「生 じさ

せ る」な どは ， 物語文 の 特徴 で あ る。連続す る時間 の な

か で ，何 か を 「始 ま り」 と記述 で きる の は ， その 前 の 出

来事 と区切 られ て ，そ の 後 の 出来事 と む す び つ け る認識

に も とつ い て い る 。

　「時間 は 物語 の し か た で 分節さ れ る 。 そ れ に 応 じ て 時間

は 人間的時間 とな る 。 逆 に ， 物語は時 間経験 の 諸 特質 を

描 き出す に っ れ て 意味 を帯びる （リク
ール ）」の で あ る。

　あ る人 の 生誕 （第 1 の 出来 事）地 を訪れ た 人 が ， 「ああ ，

こ こ が あ の 人 の 生 ま れ た 所 だ」 と認識 す る と き，その 地

は誕生後に お こ っ た こ と （第 2 の 出来 勃 に 照 ら し て意味づ

けられ て い る。物語の 時間は，理 想の 年代記作者の よ う

に順行で は な く， 逆行 し て 回帰す る 。 こ の時間の流れ は ，

物 語生成 の プ ロ セ ス で 生 み 出 さ れ る。

　物語 の 時間 は ， ク ロ ノ ロ ジ カ ル な 時間と は異な り ， 逆

行 し た り，回帰 し た り， 循環 した り， 1ヒまっ た り，
い ろ

い ろ な流れ 方 をす る 。 多様な時間軸 を設定 で きる こ とが

物語 の 強 み で あ る。物語 の 時間は，人間の 経験す る時間

に 近い
。 人生を物語 とみ る ア プ ロ ーチ は ， 多様で多次元

の時間軸 を扱 う視点 をひ らき， 記憶研究 に も影響 するで

あろう。

　1−4 生成す る プ ロ セ ス として の 物語

　リク
ー

ル は ， 物語論 に お い て筋立 て （ミ ュ トス ） の構造

的調和 を強調 して い る 。 調和は ， 「完結性」， 「全体性 （始

め と 中 間 と 終 わ り を も つ こ と）」， 「適 度な大 きさ」 の 3 つ に

よっ て性格づ けられ る。

　 こ の 調和 的物語の全体性 （始 め と中間 と終 わ りを もつ こ と）

を物語の 定義に し て い る研究者は多い
。

しか し
，

こ れ は

リ クール 自身 が 述 べ て い る よ う に ， 人生の経験 と し て の

物語 を表わ す性格で は な く ， 筋立 て に秩序 をもた らし調

和的に す る性格の 1 つ に すぎない
。 しか も， リク

ー
ル を

含め て多 くの 研究者は ， 物語の 基本 と し て 西欧文化 に お

ける古典的定型 の み を想定 し すぎ て い る 。 ギ リ シ ャ 悲劇

で は な く， 能 の 舞台を考え れ ば ， 序破急 とい う性格 を も

つ 物語 もあ り うる し， 破調 の 即興 リズ ム で 常 に 変化 しつ

づ けて 完成 し な い 別 の 物語 も あ る だ ろ う 。

　 そ も そ も 「完結」「完成」と い う秩序 で もの を見 る見方

そ の もの が ， ひ と つ の 発達観，ひ と つ の 物語だ っ た の で

はない だ ろうか ？人 は誰で も死 に 至 るが ， 人生 は ， 死 に

よ っ て 完結 ・完成 す る と考 え て い い の だ ろ うか ？い や 人

生 だけで はな い 。 生成的に見れ ば ，
フ ィ ク シ ョ ン と して

の 物語で さ え完結 ・完成 しない の で はなか ろ うか 〜

　「生成学」（la　genetique ）の 立場 に 立 て ば ，
フ ィ ク シ ョ ン

と し て の 物語，作者 に よ っ て 創造 された 「作品」，「完成

品」と さ れ て きた小説 で さ え，絶 え ざ る 修 正 と生 成 に よ

る書き変え途上 の 「草稿 1か ら 「草稿」へ の構成 プ ロ セ

ス と み な さ れ る 。
工 藤 （1996） に よ れ ば，最終稿 を ふ く

め，生成過程の エ ネ ル ギーを は らん だ エ ク リチ ュ
ー

ル （書

か れ た もの ・書 く行為 ） の す べ て が 平等 に 検討さ れ る。な ぜ
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な ら 「書く こ と， 書 き直す こ とが ， 完結に 向け て の 直線

的な行程 と は か ぎら な い 」「死 ぬ 直前の 判 断が 最終的 か つ

決定 的だ と い う保証は な い 」か ら で あ る 。

　こ こ で は 「生成学」の 立場 と同様に ， 「物語」を ラ イ フ

（生 き た，’D の 物語 ，生成 する物語 ， 完結 しない 開か れ た

物語 として考え る 。 そ こ で ， 物語の 最小限の 構成要素 と

し て， 2 つ 以上 の 「出来事」と それ らをむ す びつ け る 「筋

立 る」働き を考えるの で ある。

　 さ て ， 以上 の 議論で ， 人生の 実経験 とフ ィ ク シ ョ ン と

し て の 物語 を
一

緒 に した こ とに ， 問題 は な い だ ろ うか。

河合 （1993）な ど少数 の 臨床心理学者 を除 い て
， 物語や小

説 は心理学と は遠 い も の と考え ら れ て き た。しか し，新

し い 物語論 で は
，

フ ィ ク シ ョ ン か 事実か ， 芸術的か 科学

的か ， 口頭で話 さ れ た もの か 書か れた もの か を区別 しな

い で ， 文 学も新聞 も事務書類 も数式 も電子 メ ール も，
砿

義の ）言語 で語られた もの は ， す べ て 「テ ク ス ト」と呼 ん

で 共通 の 地平 に 立 っ と こ ろ か ら出発す る 。 な お ， 記号論

か ら発展 し た カ ル チ ュ ラ ル ・ス タ デ ィ
ーズ （Turner，　G．，

1996な ど）で は ， メ デ ィ ァ や フ ァ ッ シ ョ ン，文化や社会制

度や 政 治 も 「テ クス ト」として読む （reading ） と い う，さ

ら な る拡張 が 試み ら れ て い る。

　 1−5　出来事 と意味

　 物語が 生成的で完結 し な い の は，書 く行為が，書 くこ

と と書 き直す プ ロ セ ス の 連続 と し て存在す る か ら だ け で

は な い 。物語は書 き手 で ある作 者だけで は完成で きず ，

読者 も参与す る意味生成の 共同行為，「出来事 」として 読

まれ る か らで あ る 。

　小森 （1996）に よ れ ば，「出来事 臣 は ， 読者が テ ク ス ト

に か か わ る こ と に よ っ て ，時間 が 流れは じめ ， テ ク ス ト

の 空間が現れ ， 表現者と読者が 同時 に 現 れ る こ とで あ る。

表現者が か つ て 書 きつ けた言葉が ， 読者の な か に 入 りこ

む こ とで ， 意味生成が発生 し，そ れ に よ っ て 読者 の な か

に あ っ た言葉 が
， 表現者の構成 した テ ク ス トの な か に 投

企 され る。出来事 と は，何 か 事件が お こ る こ とで は な く，

共同行為 と し て の読む こ とで あ る。

　書 き手 と読 み 手 の 共 同行為 と し て の 「出来事」 の な か

で 「意味 の 発 生 」が み られ る。それ で は 「出来事」と 「意

味」を同義に考え て よ い の か ど うか，「意味 」 と は何 か

が ， 次 の 疑 問 に な る。「出来事」と 「意味」を ど の よ う に

関係 づ け る か が ， 「言語行為論」 と 「解釈論」，ど ち ら に

比 重 を お くか を分 け る よ うに 思 わ れ る 。

　 リク ール 〔1971〕は ， 「解釈 の 革新 1 に お い て，「言述 に

お け る出来事 と意味」 を区別 して い る 。 彼は ， ま ず ，言

語 （ラ ン グ） の 言語学 と，言述 （デ ィ ス ク
ー

ル 1 の 言語学 と

は，別 の 規則 をもつ とい う。言述 は ， こ と ば （パ ロ
ール 〉

の 出来事と して現れ ， 次 の ような特徴をもつ
。

1）言述 は時間 的出来事 と し て 顕在的 に その つ ど実現さ

　 れ るの に 対 し， 言語の記号は潜在的で 時間の 外 に ある 。

2）言語は 主体を もたな い
一

「誰が語 る か」 と い う質問

　 は ， 言語の レ ヴ ェ ル で は有効 で な い とい う意味で 。 そ

　 れ に 対 し，言述 は人称代名詞の よ う な 指 示 詞 の 複 雑 な

　働 きに よ っ て ，それ自身 の 話者と関係づ け る 。

3）言語に お い て，記号は同一体系の 他 の 記号 に しか 関

　 係づけ られ ず， し た が っ て言語は時間性 も主観性 もも

　 た な い ゆ えに ，世界 を もた な い の に対 し ， 言述 は つ ね

　 に ， あ る こ と に つ い て述べ る。言述 は ， 叙述 し， 表現

　 し， 再現 しよう とす る世界 を指示 す る。言語活動 の 象

　徴機能が 実現 され る の は ， 言述 に お い て で ある 。

4）言語は単 に コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン の 条件 に す ぎず ，

コ

　 ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン に そ の コ ードを供給 す るだけで あ る

　 の に 対 し，メ ッ セ ージが交換さ れ る の は言述 に お い て

　 で ある 。 そ の 意味 で ， 言述 の み が世界 を も つ ， と い う

　だ けで な く， 言述だ け が 〈相手 〉 を，つ ま り言述 が話

　 しか けられ る他者 ， 対話者を もつ の で ある 。

　彼は，パ ロ
ー

ル の 言語学の 立場 に 立 っ た 上 で ， 次に 「出

来事」と 「意味」を分け，厂い か な る言述 も出来事 と し て

実現 される。しか し，
い か な る言述 も意味 と し て 了解さ

れ る」と い う。「われわれ が 了解 し よ う とす る の は ，

一瞬

に過 ぎ去る も の と し て の 出来事 で はな くて ， 持続す る も

の と して の 意味で あ る 。 そ こ の と こ ろ をよ く理解 しよう。

そ う言 っ た か ら と て ，われわれ は パ ロ ール の 言語学か ら

ラ ン グ の言語学へ と後 も ど りし たわ けで は な い
。 出来事

と意味が分節す る の は，パ ロ ー
ル の 言語学 に お い て で あ

る。 こ の 分節 こ そ
， 解釈学に か か わ る 問題全体 の 要 で あ

る」。

　「出来事」と 「意味 」を ど う関係づ けるか は ， 難しい 問

題 で あ る。出来事 は ， 入 れ 子 構造を も ち，大き な単位 で

も小 さ な 単位で も起 こ る。出来事 は ， そ れ 自体に意味 を

もっ 生成 的な もの で あ り ， 単な る 固定 した 「建築素材」

で は な い 。しか し，個 々 の 出来事 は ， よ り大き な筋立 て

の な か に 入 れ ら れ，関係 づ けられ る こ とが全体 と し て の

意味 を生成 す る か ら ， 出来事 二 意味 で は な い
。

　そ こで ， 私は，最初 に 書 い た ように 「ス トーリー
」 を

「2 つ 以上 の 「出来事』を筋立 て る行為」 と定 義し ， 「む

す び あわ せ る行為」を 「意味 〔meaning ）」 と 呼びた い と思

う。

　 こ の 「意味 」は ， ソ シ ュ
ール （1960）言語学 と，そ の 発

展で あ る記号学で い う 「意味 （signification ）」と は 区別さ

れ ね ば な ら な い
。 記号学で は ， 能記 （意味す る も の signfiant ）

に よ っ て 所記 億 味 ．x れ る も の signifi6 ） を読み 解 く こ と，
コ ー

ドを解読 す る こ とが 「意味」 で あ る。記号学 で い う
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能記 と所記の 分化 に お け る 「意 味作用 （significatiQn ）」

と，そ の 意味作用 の 連鎖，配列や筋立 て ，行為の 組織化，

つ ま り物語に お け る 「意味 （meaning ）」と は ， 意味の 次元

が異 なる。最近 の 研究 で は，両方 の 発展 ア プ ロ
ー

チで ，

「ナ ラテ ィ ヴ・アイデ ン テ ィ テ ィ 」な ど類似の 現象を扱う

よ うに な っ て お り， 今後 ， 両者の 関係を問う て い く必 要

は あ る が ，
こ こ で扱 う意味 （meaning ） は， 記号 コ ードの

解読 とい う意味 （signification ） で は な い 。

　意味は ， 時間の流れ の な か で ， 2 つ 以上 の出来事を む

すびあわ せ る物語行為 の なか で 発生 す る。「むす ぶ 」 を，

個 々 の 出来事が 先 に 実在 し，そ れ を紐で む す ぶ よ う に イ

メージ し て は な ら な い
。 個々 の出来事 は ， む す ばれ 意味

化 さ れ る前に は ， ひ と ま と ま りの 出来事と して認識さ れ

て い なか っ た の で あ る。 したが っ て ， 出来事自体 も， む

す ぶ 過程 で ，出来事 と し て の ま と ま り を帯び な が ら意味

化 さ れ て い く 。 日本語で 「む すぶ 」は 「産す ぶ」を意味

す る 。 「む す ぶ 」こ と に よ っ て
， 新 た な意味 が 生成 さ れ る

の で ある 。

　要素と し て の 出来事 は ， 文章の筋立 て と構造化 の 過程

で ま と まる の で あ り， それ を支え る コ ン テクス ト（文脈 ）

な し に
， 前 も っ て 実体 と し て 孤 立 し て は 存在し え な い

。

文脈 を与え ， 筋書き をつ くる行為に よっ て ， 個 々 の 出来

事が組織 さ れ る と共 に 意味化 さ れ る。また ，物語 を構成

す る ひ とつ の 出来事 も物語構造を も ち ， 出来事を構成す

る ひ とつ の 文章 も物語構造 を も つ
。 そ れ らの 関係 は 「入

れ 子」構造 か らな る。

　人生 の 物諾 を語る，そ の プ ロ ッ トが組み 立 て られ る内

的連関は ， 「論理」で は な い 。 経験 と し て の 行為（プ ラ ク シ

ス ，ア ク ツ ） の組立 て で あ る こ と も特記す べ きだ ろ う。経

験 として の 行為 が 意味 づ け られ る，つ ま り「意味の行為」

（a ⊂ts　ef　nieaning ） が な さ れ る の で あ る 。 こ の 「意味」は ，

「了解」1解釈」 と は区別 さ れ る 。 「解釈」 とい う言葉 は ，

恣意 的 に ど の よ う に で も 自在 に こ じ つ け ら れ る 「主観的

な意識」 と一般に誤解 され や す い
。 「意味」は多義性 と自

由度をもつ が ， どの よう に で も恣意的 に 連結 で きるわ け

で は な い 。

2　 ライ フ ス ト
ー

リ
ー

研 究 の 系譜

　2−1　ラ イ フ ス トーリー研究の古典 と方法論

　ラ イ フ ス トーリー研究 の 歴史 は 古 く， 文化人類学，社

会学，医学，心理 学 ， 民俗学 ， 文学な ど多 くの学際的領

域で な さ れ て き た。

　現代 に つ なが る記念碑的 な古典 と し て は ， 第 1に ， 精

神分 析学 の 創 始 者 フ ロ イ ト （1895） の 『ヒ ス テ リー研

究』，第 2 に 移民 が 書 い た 自伝的資料を 分析 し た社会学の

トーマ ス と ズ ナ ニ エ ッ キ
ー

（Thomas ，　W ．＆ Znaniecki．　F．，

1918−1920＞の 『ヨ
ーロ ッ パ とア メ リカ に お けるポ ーラ ン ド

農民」，第 3 に は，貧し い メ キ シ コ の家族 の それぞれ の 口

頭 の 語 りを羅生門的手法 で 分析 した文化 人類 学者 オ ス

カ ー・ル イ ス （Lewis，　O ．，1961） の 「サ ン チ ェ ス の 子 ど も た

ち』な ど が あ げら れ る 。 第 2 の 研究 は ， オール ポ ート

（Allport，　G ，W ．，1942）が パ ーソ ナル ・ドキ ュ メ ン トの 批判 的

利用 の 転換点 と し て あげ，第 3 の 研 究 は，ラ ン グ ネ ス た

ち （Langness，　L，L、＆ Frank，　G．，1981） が最良の古典 と して

あげ て い る 。

　古典 の 著者た ち は ， い ずれ も ， 新 し い 主題 と問い を発

見 し ， 新 し い も の の見方 と思想 ， そして 方法論 を開拓 し

た 。 ラ イ フ ス ト
ー

リ
ー

の 手法 は ， 仮 説検証 よりも，仮説

（理 論・モ デ ル ） 生成的 ア プ ロ
ーチ に お い て，よ り威力 を 発

揮す る と い え よ う 。

　新 し い 理論を生 み 出す と き ， ふ つ うの 人 ぴ との 語 りに

深 く耳を傾 け ， 日常知 の 結 晶 と い うべ き物語や 語 りの 分

析 か ら入 っ た 心 理 学者は多い
。 先 に あ げた ヴ ィ ゴ ツ キー

以 外に も，
ハ イダー （Heider，　F．，1958）は

， 『対人 関係 の 心

理 学』 に お い て ，常識 心理学 の エ ッ セ ン ス と し て寓話 の

分析 か ら ， 「帰属」な ど重要な 心理 学概念を抽出し た 。 ピ

ア ジ ェ （Pjaget，J．）や エ リ ク ソ ン （Erikson，　E．H ．｝ も，子 ど

もとの 日常 会話 か ら 理論化 を始め て い る 。 論理 実証的

モ
ード と異な り，物語モ ー ドは ， 物語制作 ， 世界制作に

か か わ る様式で あ る 。 心理学の 理 論構築 に 貢献 した彼 ら

が どの よ う に 「物語」 の 知を利用 し た か は，今後よ り詳

細 に 検討 すべ きだ ろ う 。

　 さ て，ラ イ フ ス トーリ
ー

は ， 心理学の も っ とも古 い 手

法の 1 つ で ， 1940年代 まで は盛 んで あ っ た が ，実験法 や

質問紙調査法な ど科学的方法論 の 発展と と もに 急速 に葬

ら れ た 。 そ の 経過 は ， 現在 ， 新たな眼 で 批判 的 に 見直 さ

れ る必要 がある。

　 オ
ール ポ ー

トは ， 初期 の 古典 と し て ，
フ ロ イ トの著作

と と もに ， ジ ェ イム ズ （James，　W ．，19011902） の 「宗教的

経験 の 諸相』と ホー
ル （Hall，　G，S．，1904）の 「青年期」 を あ

げて い る。オ ー
ル ポ ートは，個性記述的なパ ーソ ナ ル ・

ド キ ュ メ ン トの方法論を擁護した が
， 彼 自身 の 研 究 は

，

パ ー
ソ ナ リテ ィ の 類型 に 終わ っ て い る 。 た と え ば 『ジ ェ

ニ ーか らの手紙』で は ， ひ と りの ．女性 が 晩年12年間 に 出

した 30ユ通 の 手紙 をも と に ， 種々 の 理論的立場に よ る解釈

の 相違を提示 し た 。 し か し ， 個 々 の 手紙 の 「生 々 しい 語

り」 と， 当て はめ られ る 「概念的 な解釈」 と の乖離は甚

だ し く，事例の 深 い 理解 に も，

一
般化 に も失敗 して い る。

ど の 理論的立場 に も コ ミ ッ トしな い で ，対 等 に 距離を お

き中立 で あ ろ う とす る傍観者的な立場 をとる科学主義 も，

「理解」で は な く単な る 「概説」に 終わ る
一

因 で あ っ た だ

ろ う。こ の 系譜は類型化か ら数量化へ と発展し た 。
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　 心理学は ， ラ イ フ ス トーリーに古 くか ら関心をもっ て

きた が ，第 1 の 系譜 は ，個人差 の 類型 と カ テ ゴ リー化 ，

そ し て 質問紙法や評定尺度な ど数量化 に よ る
一

般化 へ の

道 を歩んだ 。 質的デ L タ 自体を 「分厚 く記述す る」方法

論の 格闘 （Geertz，　C．，19．・73，1988） をしな い で ， そ の 「質」

として の長所 ， 「物語」と し て の 価値 を生 か し た
一

般化へ

の 道 を磨 くこ とは な く， 衰退 さ せ て きた とい え よ う。

　
一

方，第 2 の 系譜，フ ロ イ トの 方法 は異な っ て い た。

彼 は ， 典型的な事例を詳 し く と りあ げて 理論 の 例示 に

使 っ た。事例 の 数 は 少 な い が ， 深 い 継続的観察がな さ れ

質 は高い 。フ ロ イ トの 事例解釈 は ひ と つ の モ デ ル に な っ

て再解釈を生 み，再々解釈さ れ る生成的継承 が な され て

きた 。

　 そ れ は フ ロ イ トの 事例が ，「単 に 精神分析 に つ い て 書 く

分析家の 一般 の 行 き方 に 反 し，フ ロ イ トは そ の 書 い た も

の に お い て ， 精神分析的体験の精髄 ，
つ ま り絶え ま な い

進行 と生 成 を上 演 し 出現 さ せ る の で あ り， ただ単に提示

す る わ け で は な い （Mah ・ ny ，　P．J、ユ987）」か ら で ある 。 読者

との 共同行為 の なか で ア ク チ ュ ア ル で 生 き生 き した 現場

体験 と して の 「出来事」が生成 され る ， その よ うな 「物

語」 と し て の 価値 が 高 い の で あ る。

　 それ はエ リク ソ ン （Erikson，　E．H ．，1950，1958，1969） に お い

て も同様で あ る。彼 の 言葉 は ， 「相手 とパ ートナーシ ッ プ

を作 り．．ヒげ ， そ こ に 入 り込 む 場 と し て 使 われ，固定 され

た対 象 に 張 り付 け られ る既 成 の ラ ベ ル で あ る よ り は，む

し ろ，名を与 え，名 を呼 ぶ こ とに よっ て ， 相手を掴 み ，

相手 との関係 に 入 る役割を もつ 」。「単 な る 『何か に つ い

て の説明』で は な く， 『感覚を通し て直接に生き ら れた言

葉』 と成 る の を待 つ こ と な く し て は ， 言葉 を 理 解 し た こ

と に な ら な い
。 各人 が そ れ ぞ れ の アクチ ュ アル な現実 の

な か で使 っ て み る こ と に よ っ て，は じ め て，そ の 本来 の

意味 に お い て 理解 され る道が開か れ る 哂 平 19，　9［1）」。

　ただ し ， 彼 らの 解釈は，同じ 学派 に 属 し類似 の 臨床経

験 を もつ 人 に は ， 事例が 典型 と し て生 き生き と機能する

が，そ うで な い 人 に は解釈が こ じつ け に しか見え な い 場

合が あり， H常行為 に 「深す ぎる」解釈 を適用す る 危険

性 を もつ 。

　 2 つ の 系譜 か ら 「類型 をつ くる素 データ として の ラ イ

フ ス トーリー」と，「そ れ 自体 を典型事例 と し て 生 か す ラ

イ フ ス トーリー
」の 相違 が 見て と れ る 。

　 2 つ の 系譜は ラ イ フ ス トーリーだ けで は な く，その 後

の 多 くの 質的研究 や 事例研究 が た ど っ た道で も あ る 。 質

的資料 を カ テ ゴ リー
化 や 尺度化 に 役立 て 数量化 に 向 か う

か ，あ る い は 個別事例 の例示 に す る か 。 現代 に お い て も，

ど ち ら か の系譜の 変奏 に 位置 づ けられる研究 が 多 い 。

　「カ テ ゴ リ
ー

化」 と 「事例の 例示」， 2 つ の 系譜を超え

て ， 第 3 の道を開拓す る こ とはで きない だろ うか 。質 は

「質」と し て 生 か し，モ デ ル 構成 に よ っ て
一

般化 を め ざ す

方法 論 （や まだ 1986）を， ラ イ フ ス トーり一研究は め ざす

べ き で は な い だ ろ うか。

　 2−2　 ラ イ フ ヒ ス トリ
ー

（生 活史 ）と ラ イ フ ス トーリー（人

　 　 生 の 物 語）

　 ライ フ ス トーリーは ， ラ イ フ ヒ ス ト リー
に 比 べ る と，

学術用語 として はまだ新 しく， 混同さ れ る こ と が多 い 。

ま た，同義 に 使用 さ れ る 場合もあ る （Atkins。 n　R．，1998　：

1．angness ，　L ．L、＆ Frank，　G．な ど）。 し か し ， 英語 の ラ イ フ の

うち，「人生 ・生涯」「生活」「生 ・い の ち」「生 き方 ・人

生観」の ど こ に 関心 を もつ か ， 「生活史」と 「人生 の物語」

で は ， 関心 は相当に 異な る。用語は 自覚的 に 選 ぶ 必要 が

あ る 。

　 Bruner
，
　E．M ．（1984） は， 3種類 の 生 を区別 した 。 「生

き られ た 生 （life・as ・lived）現実に 起 こ っ て い る こ と， 外的

な行動 の 現れ で ， 第三 者に よ っ て も把握で き る もの 」「経

験さ れ た 生 （life　as 　experienced ） 当事者主体の イ メージ ，

感覚，感情，欲望，思想，意味などか ら成立 して い る 。

経験は記憶 され ， 回想さ れ る こ と に よ っ て 新 たな経験 を

生 き る こ と に なる。私たちは何度 も経験 を生 き る 。 」「語

ら れ た 生 （hfe　as 　told）語 り手 の ラ イ フ ス トーり一
。 語 り

の 行為の 文化的慣習，聞き手 と の 関係，社会的文脈 など

に よ っ て 左右さ れ る」。 彼は ， 第 3 の 「語ら れ た 生」を ラ

イ フ ス トーリーとみ な して い る。私 は ， 後述 す る FIGURE
1 の よう に ， 「語 られ た 生」の

一
部 と 「経験 と して の 生 」

をラ イ フ ス ト
ー

リーと み な し，「語ら れ た生」の
一

部 （聞

き 手 と の 関係，社会 的文 脈 な ど）を 「語 り行為」と して 区別 し

た らどうか と考え て い る 。

　文化人類学や社会学で は ， 伝統的に ラ イ フ ヒ ス ト リー

研究が 蓄積され て きた。『ラ イ フ ヒ ス ト リーの 社会学 仲

野 ・桜井 ［995）』で は，「語 ら れ た 生 （自分 の 人 生 や 経験 した 事

柄に つ い て の 語 り）」をラ イ フ ス トーリー
， そ の 口 述資料 を

研究者が 近現代 の 社会史 と照合 し位置づ け ， 注記を添え

構成 し た もの を ラ イフ ヒス トリ
ー

（生活史） と区別 して い

る。中野 （1977） の 『口 述 の 生 活 史』 が そ の 具 体例 で あ

る 。 こ の立場で は ， ラ イ フ ス トーリーは個人史を構成す

る歴史研 究 の素材に す ぎな い 。

　
一方 ， 最近 の 「ス ト

ー
リーの社会学」で は ， ス ト

ーリー

を語 る行 為や ス トーリー
の 生産や流通 そ の もの に 焦点 が

あ て られ る。プ ラ マ ー （P］ummer ，　K ．，1995 ） に よ れば， ス

トーリーを語る 共 同行為 〔1。int　acts ）は ，
シ ン ボ リ ッ ク相

互 作用論 の 核心 に 位置づ け ら れ る 。

　プ ラ マ ーは ， 「レ イ プ 」「カ ミ ン グ ア ウ ト」「回復」な ど

の セ ク シ ュ ア ル ・ス トーリーを 分析 し，そ れ が 二 十世紀
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の 後半 に 突如 と し て増殖 し，「権力 の 川を流れ て 」氾濫 し

た こ と を 見い だ し た 。 語 っ て い る本人 は 「自発的」に 「自

分 固有 の 経験 」 を語 るの だが ，ス ト
ー

リ
ー

は政治的力 を

も ち，強力 な社会 的伝達力を も っ 。

　そ れ らの ス トーリーは ， 現代に突出し た新 し い 語 りだ

が
， 文学や神話 と 共通 す る 古典的定型 と

， 驚 くほ ど同 じ

パ タ
ー

ン で 語ら れ て い た 。 ウ ラ ジ ミー
ル
・プ ロ ッ プの 「苦

難」「危機」「転機 」「エ ピ フ ァ ニ ー（聖 な る もの の 顕現）」「変

身」「生 き残 り」「克服」や ，
エ ル ス ブ リ

ー
が 見 い だ した

近代 の ス ト
ー

リ
ー

の 5 プ ロ ッ ト「旅 の 出発」「争 い へ の 参

加」「苦難の忍耐」「目的の達成」「安住の 地 の建設」な ど

で あ る。た と え ば ， 同性愛者 の カ ミ ン グア ウ ト ・ス トー

リ
ー

で は ， 「私 は他 の 人 と違 っ て い た」とい う初期 の 回想

か ら始 ま り，「苦難体験」「敵が つ く ら れ る」「ほ ん と うの

自分の姿が わ か る」「カ ミ ン グ ア ウ ト（外 へ 現 れ る）」「安住

の 地 に 到着」 とい うス トーリーで 語 られ た。

　以上 の よ うに ， 「ラ イ フ ヒ ス トリーの 社会学」で は ， 個

人 の 生活史の再構成が 目的 で あ る。そ れ に 対 し て，「ス

トーり一の 社会学」 で は ，
ス トーリ

ー
の 語 られ方，共同

行為と，そ の 背後の 社会 シ ス テ ム に 重点が ある 。

　 Mann ，　SJ ．（1992）は ， ラ イ フ ス トーリーは ， 「ラ イ フ ヒ

ス ト リ
ー

の う ち の 他 者 に 対 して 語 ら れ た部 分 で あ る 」

（K ・tre，1984），「相互作用 の な か で生成さ れ た 口述の 自叙

伝的ナ ラ テ ィ ヴ で あ る」（Bertaux ＆ Kohli，1984） とい う定

義をひ き ， ラ イ フ ヒ ス ト リーが人 生 の 歴史的真実 を表 わ

そ う と して い る の に 対 し て ，ラ イ フ ス トーリーは，生 き

られ た 人 生 の経験的真実を表わ そ う と し て い る と述 べ て

い る 。 これ が妥当な見解 で あ ろ う。

　2−3　ラ イ フ ス トーリーと ナ ラ テ ィ ヴ心理学

　物語る行為に は ， ナ ラ テ ィ ヴ （narrative ）とい う語 も広

範囲に 使われ る。ライ フ ス ト
ー

リ
ー

研究 はナ ラ テ ィ ヴ 心

理学 と総称 さ れ，よ り大 き い 範疇で は ナ ラ トロ ジーと も

い わ れ る 。

　 ラ ン ダ ム ハ ウス 英和辞典 で は，ス トーリーは 「物語 ，

話，小説，筋，プ ロ ッ ト，逸話，挿話，経歴， 素上 ， 報

告さ れ た話 ， 陳述 ， うわ さ ， 言い 伝 え」，
ナ ラ テ ィ ヴ は

「話， 物語 ， 談話 ， 物語本 ， 語 り 冂 1を意味す る 。 そ し

て ， ス トーリーは 「話 ・物語 を意味す る
一

般的用語 で ，

実在 と架 空 の 両方 に 用 い る」，ナ ラ テ ィ ヴ は「ス トーリー

よ り形式 ば っ た語で ， 想像力 に 富 む と い うよ り事実描写

の 物語」と説 明 され て い る。

　 ス ト
ーリーと ナ ラ テ ィ ヴ は互 換的に使わ れ る が ， 区別

す る研究者もい る 。 た とえば野家 （エ998）は，ナ ラ テ ィ ヴ

は 「動詞的概念 で ，物語る行為の 遂行的概念」をさ し，

ス トーリーは 「始め と終わ りを も っ た 完 結 し た 構造体 を

さ す名詞的概念」 だ と述べ て い る。

　し か し， 実際の 心理掌研究で は ，
story 　telling （物語 を

語 る こ と）と narrative や narration は 互換的で ， 野家の区

別は一般 的 で は な い 。ま た ， 野家 の 「ス トーリーの 定義」

は ， リクール の い う物語 の 「調和」的構造 の
一
性格 に す

ぎず ，
ス トーリーを 狭 く固定的 に と ら え す ぎで あ る 。

　「ス トーリー」は ， 固定 した 静的構造で は な い
。 た と え

ば 「ナ ラ テ ィ ヴ 。セ ラ ピー」 （小 森他，1999；McNamee ，　S．＆

Gergen，　K ．J．，・19．・92 ；White，　1995｝の 考 え方をみ て み よ う。 そ

こ で は，次の よ う に 説明 さ れ て い る 。 私た ち は ， 人 生 を

生 きる と き ， 自分た ち の経験 を積 極的 に 解釈 して お り，

明瞭 な何 らか の 枠組み に 頼る こ と な し に は経験を解釈 で

きな い 。 そ の 枠組み を構成す る の が ス ト
ーリーで あ る 。

さ ら に私た ち の 生 き ら れ た 経験 の う ち，ど の 側面 が 表現

されるか 決定す るの も，ス ト
ー

リ
ー，な い しセ ル フ ・ナ

ラ テ ィ ブ で ある 。 人 を 「経験」「意味」「行為」の 円環と

み な し た と き ， 「経験」か ら 「意味」へ
， 「意味」か ら 「行

為」 へ と 移行す る過程 をス ト
ー

リ
ーが推進す る と考え る。

つ ま りス ト
ーリーは ， 「レ ン ズ」（世界 を見 る た め の 媒体 ）， お

よ び 「内的モ デル 」（ア イデ ン テ ィ テ ィ や 行為の 導 き役）と考 え

られ る 。
こ れだけならば ， 認知療法 とあ ま り変わ らない

が ，こ の ス トーリーが 個人 の な か に あ る もの ， 認知 の 歪

み な ど とは考え られ て お らず ， 家族 を は じめとす る さ ま

ざまな人 び との 相互作用 に よ っ て，たえず構成 され つ つ

あ る もの と考え る と こ ろ が 違 っ て い る 。
ス トーリーに

よ っ て 人び と は行為 し， さ らに行為 に よ っ て ， そ の ス トー

リーが 確 認 され る と い う円環性 が 人 び と の もつ 物語形式

で あ るか ら，治療 に は，ス ト
ーリーの書き換え （re ．s亡orying ）

や再著述が重要に な る 。

　 家族療法 か ら発展 したナ ラ テ ィ ヴ ・セ ラ ピーで は ， ス

ト
ー

リ
ーとい う用語は，愛着研究 に お け る内的作業モ デ

ル （lnternal　working 　modeD に も近 く， プ ラ グマ チ ッ ク で

あ る 。 彼 らは ， 社会 的構築主義 （Gergen，KJ ．，1994）の 立 場

か ら ， 社会的 に 構成さ れ た ス トーリーの 変容と改変 を強

調し て い る 。 し か し ， 神話 や 逸話や昔話 な ど，文化 の な

か で 長 年伝 え られ て きた伝統的な物語や テ ク ス ト解釈 と

の 連関 は考え られ て い な い よ う で あ る。

　以上 の ほか に も，学際的な関連研究は きわ め て多 く，

生涯 発 達心 理 学 に か か わ る 領 域 で は ， 医療 人 類 学

CK］einman ，A ．，1988）， 高齢者の 人生回顧 〔Butler．　R．N 、，1963 ；

Coleman ．　P．G．．1986），エ ス ノ メ ソ ド ロ ジー的会 話 分 析

（Wooffitt，　R．，1992）， 語 りの ポ リテ ッ ク ス （Rosenwald，　G 、C．

＆ Ochberg　P．L．，1992） な ど が あ る。新 し い 研究も活発で ，

“The 　narrative 　study 　of 　lives”（Josseleson．　R 　etc ．（Eds．），

1993 ）　
“Journal　 of 　narrative 　 and 　 Iife　history”　（1992．），

“Storytelling”な ど専門雑誌 の 刊行 も相次 い で い る。
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　方法的 に も多岐 に わたる 。 『ライ フ ス ト
ー

リ
ー・イ ン タ

ビ ュ
ー』（Atkinson，　R ．，1998）と

， 『ナ ラ テ ィ ヴ 分析』（Riessman，

C．，1993）を比較す る と ， 前者で は 「物語テ ク ス ト］， 後者

で は 「語 り行為」 に 重点があ る。ラ イ フ ス トーリーが今

まで の 認知科学的研 究と大 きく異 なるの は ， 扱う物語 の

時間的長 さ で あ る が ， 後者で は談話分析 （茂 呂，1997）の単

位 に近 い 。理論的 に も方法論的 に も大 きな幅 と多様性が

あ る の で ，そ れ ら を秩序づ けて い くの は こ れか ら の 仕事

だ ろ う。

　な お ，本論 で 「ラ イ フ ス ト
ー

リ
ー

」 と 呼 ぶ の は，生活

に根づ い た 日常語で ， 誰で も意味が わ か る こ とが第 1 の

理由で あ る 。 Kotre，　J．（1984）は ， ナ ラ テ ィ ヴ心理学の先

駆的著書の 3 章 「人生 を物語る　 life−story 　telling」に お

い て ，な ぜ 「ラ イ フ ス ト
ーリー」 とい う用語を選 ぶ の か

を書 い て い る 。 彼は ， ラ イ フ （人 生 の ）， オ ーラ ル （1承

の ）， サ イ コ （心 理 の ）な どに 加 え て ，
レ コ

ー
ド （記録 ），

バ

イオグ ラフ ィ
ー

（自伝），ヒ ス トリ
ー（歴 史），ス ト

ー
リ
ー

（物

謝 ，ス タ デ ィ （研 究） な ど，多 くの 組み 合わ せ が 可能だ

が ， 心理学概念 と して だけ で は な く， 日常生活で す べ て

の 人 々 が 自分 自身 の 言葉 で 語 るた め に は，単純な用語 が

好ま し い と い う 。

　「ス トーリー」は， す べ て の 人が接触 で きる 「引 き金」

と な る 日常語 で あ る。多 くの 人 々 は psychobiography（心

理的 自伝） と い う言葉を聞い た こ と が な い し，誰 も cases

（事例）と は呼ばれ た くな い だ ろ う 。 ま た ， 「ス トーリー」

は ， 日常語 で あ りな が ら人生や人 間存在 の 意 味 の 深 い 層

に ま で達す る こ とが で き る 「鍵」言葉で も あ る 。

　今 まで 積極的に語れ な か っ た人 で も， その 言葉に 「引

き 金」を ひ か れ て 自身 の 経験 を語 りは じめ
， 心 の 「鍵」

をあ け る用語の ほ うが望ま し い
。 ラ イ フ ス トーリー研究

は ， 語 りが語 りを よび ， 循環的 に共 同生成 さ れ る と こ ろ

に 重要な意 義が あ る。 ス ト
ー

リ
ー

は，な じみやす い 言葉

で ， 日本語 と し て も定着し て い る 。

　 また第 2 に は ，
ス トーリーが ， 日常的 に語 られ た「話」

か ら，フ ィ ク シ ョ ン と して の 「物語」，さ ら に 「歴史」 と

つ な が る文化的意味の深さ と広が りを も つ こ とが あげ ら

れ る （英語 の stery は histeryと同語源，仏 語の histoireは 物語 と

歴史の 両方 を さ す）。 内包が 広い こ と は ， 細分化 し た 学術 用

語 と して は マ イ ナ ス の 特性に もな る が ，
こ こ で は プ ラ ス

の 価値 を認 め た い 。

　従来の 心理学研究 で は ，
フ ィ ク シ ョ ン と事実 は厳密に

隔 て ら れ，両者 に 橋 をか ける発想 は 乏 し か っ た。しか し，

両者を区別 し つ つ も ， そ こ に共通す る
…
般的法則を 発見

し よ う とす る 志向性 が
， 人生 を 「物 語」 と し て 見る 見方

で あ る 。 そ の見方 は ， 経済学や 政治学に も お よ び ， 人文

科学 と認知科学 と社会 科学 など，従 来別 々 だ っ た 領域 を

学際的 に むす びつ つ あ る 。

　第 3 に は
， 日本語 の 「物語」「物語 る」も， 文化 に 深 く

根ざ し た興味深い 日常語で あ る 。 日本語の 「も の語る」
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 か た ど

は，本来 は 「もの 」 （霊，鬼，魂，た ま しい ） を 「象 る」 （表

象す る
・再現 す る represent ）行為 で あ っ た。また，坂部 （1990）

が い う よ う に 「語る 」 は ， 単 な る 日常会話 儲 す） と は 異
　 　 　 かた

なり， 「騙 る」（ふ り pretendlng ＞行為で もあ り， 個人 と して

の ペ ル ソ ナ を二 重化 して ，ある種 の 過去次元 を現在 に 喚

起す る演技的行為で もある 。 身体 と物語は ， 本質的な部

分 で む す びつ くの で あ る （森 岡 19，・94）。1語 る」「物語 る」と

い う言葉 に は，ア リス トテ レ ス が い う身体 演技 ・ミ メー

シ ス （再現 ・模擬行 為） と つ な が る発想が こ め ら れ て お り，

心理学的含蓄が深 い
。

3　 ラ イフ ス ト
ー

リ
ー研究がもた らす新 しい 視点

　 31 論理 ・実証 モ ードと物語 モ ード

　 ライ フ ス ト
ー

リ
ー

研究 は 心理学に新しい 視点と方法を

もた らす。まず，人生を物語 と し て と ら え る 見方は，「そ

れ は事実か ど うか ， 本当か 嘘か ？」と い う問い 方と は異

な る問 い 方 に よっ て ， 「意味の 行為」「経験 の組織化」に

迫るア プ ロ ー
チを切 り開 くと考 え られ る。

　「それ は事実 か どうか 」とい う問 い 方は，今 ま で多 くの

記憶研究 や目撃証言 の研究 で な され て きた ように ， 物的

証拠や 他者の 目撃情報 と突き合わ せ て，「証言 」が 正 しい

か ど うか ， 事実を 正 確に 反映 し て い るか ど うか，どの よ

うに 歪ん で い るか を調 べ る研究 で あ る 。

　 しか し，そ れ と は 別 の 知 の あ りか た が 成立す る。ブ ル ー

ナ ー （Bruner，　J．S、，1986） は，論理 実証 モ
ード と物語 モ

ー

ド，
2 つ の 認知作用 ， 2 つ の思考様式が あ り， 両者は経

験を秩序だ て ， 現実を構築する異 なる仕方 で あ り，お 互

い に相補的で あ る が ， 片方を片方 に 還元す る こ と は で き

な い と述 べ て い る 。

　論理 実証 モ
ードは，心理学者 が 用 い て きた科学的パ ラ

ダ イ ム で あ る 。 「あ る 出来事 に つ い て の 陳述が ， 真か偽

か ？」 と問 い
， そ こ か ら ， 真 か 偽 か を明 ら か に す る条件

設定が な さ れ，実証 に よっ て どち らか の 答 えが み ちび か

れ る。物語 モ ードで は ， 「2 つ 以 上 の 出来事 が ，ど の よ う

に 関係 づ けられ て 陳述 され る か ？」が問わ れ ， 出来事が

どの よ う な 意味運関で む すびつ け ら れ るか が 問われ る。

どれが正 しい か を決定す る こ とが 問題で は な く ， 物語論

で は，複数 の 答え が 両立 し うる 。

　た と えば論理 モ ードで も， 物語 モ ードで も ， 「事実に か

ん す る陳述」 は 「因果関係 を含む陳述」 に 転換す る こ と

が で き る 。 しか し ， 2 つ の モ ードで は ， 因果関係 の 型 が

違う 。

　論 理 的命題 で は ， 「も し も x な ら ば，（then）y とな る」
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と い う様式に な り， 普遍的な真理 の 条件 の 探究 に 向 か う。

どの よ うな条件 （x ）で あれ ば ， y と い う結果 を も た ら す

か ， と い う条件分析 が 行われ検証 に よ っ て 公式化 され る 。

　物語で は，「王 が 死 ん で ，そ れ か ら（then ）王妃 が 死 んだ」

とい う様式 に な り ， 「王 の 死 」と 「王 妃の 死」の 2 つ の 出

来事の あい だ の 意味連関，「裏切 り」「悲 しみ 」「自殺 」な

どが探求 さ れ る 。

　物語 モ ードで は ， 「裏切 り」「悲し み」 と い う 2 つ の 意

味 づ けがなされ て も， ど ち らが正 しい か検証す る と い う

方向 に は向か わ な い 。「王 が 死 ん で ，裏切 りを果た した王

妃は罪の 意識に襲わ れ ， 悲し み の あ ま り自殺 し て 死 ん だ 亅

とい うように ， 矛盾す る意味づ けの 共存があ りえ る 。

　論理
一
実証 モ

ー
ドで は，正 か 誤 か の 結論 が出 る か ， 証拠

不足で結論に 達 し な い か ど ち ら か で ある 。 物語モ
ードで

は ， 結論 を出す こ とが 目的で は な く， 「悲しい 」「こ っ け

い な」「不条理 な」，い くっ もの 意味 づ けが あ りえて ， し

か もそ の ど れ で もあ る意味づ けが 可能で ある 。

　人生 は ， なぜ 「物語」として研究さ れ ね ばならな い か ？

そ れ は，第 1に ，私 た ちが ふ だ ん
， 科学者 の よ うな論理

一
実証モ ードで は な く，物語モ

ードで 生 き て い る か ら で

あ る 。
ピ ア ジ ェ は ， 子 ど も を小 さ な科学者の よ うに描 き ，

論理操作を最高 の 段階 に お い た 。 しか し，「ふ つ うの 人 び

とが ふ っ う に や っ て い る こ と」 を知 りた い な ら ば ， 物語

モ ードに よ る心理学研究が必要で あ る （や まだ，1999，2ueo

a ）
。

ブ ル ーナ
ー

（1gge） は
， 物語 モ ードに よる 心理学研究

を フ ォ
ーク サ イ コ ロ ジ ー〔民間 心理 学〉と名づ けて い る。 そ

れ は ， ふ つ うの 人 び とが 日常生 活で常識的に や っ て い る

こ とを解明 しようとする心理学 で あ る。

　第 2 の 研究理 由 は，物語 モ
ードが 記憶 な ど認知情報処

理 に す ぐれ て い る こ と で あ る 。 個々 ば らば らの 出来事で

は な く， 意味化 （経 験 の組織 化，ま と め 方，筋 立 て化） す る と

記憶 しやす く，語 りやす い 。 知識 が物語構造 を もつ こ と，

物語化 す る と記憶 し や す い こ と は ， す で に 多 くの 認知研

究 で 示 され て きた （Shank ，　R 、C．＆Abelson，　R．P．、1995な ど）。

　第 3 に は，物語モ
ードで は，出来事 と出来事 の つ な が

り ， 移行 ， 生成 ． 変化 ， 帰結な ど ， 筋立 て の仕方が問題

に な る。遺伝子 と 同様 に ，要素 の 数 は 限 ら れ て い て も，

結び つ き と配列が 多様で あ る こ と に よ っ て ， 多様な形態

と意味 が 生成 され うる。物語 とは，出来 事 の 筋立 て や配

列を変え る こ と に よ っ て ， 異 な る ヴ ァ
ージ ョ ン を生成 し ，

それ に よっ て 新 たな意味生成 を行 う方法論 で ある。 こ の

方法論 は，制約 の 多 い 人 生 を い か に 可能 性 に み ち た 人 生

に 変 え る か と い う課題 に役立 つ
。

　第 4 の 理 由 は，論 理 一実証 モ
ードで は，個別事例の 具体

性か ら論理的抽象 に よ っ て事例を超 え て
一

般化 へ 向か お

う とす る の に 対 し，物語 モ
ードで は ，「個別 の 具体性」「日

常 の 細部の本質的顕現」自体を複雑な まま ， まる ご と
一

般化 し よ う と し，そ れ をモ デ ル と し て 代表 （represent ） さ

せ る方向性を もつ
。 論理的抽象の代表は数学で あ る が ，

言語 で 語 られ る物語 は抽 象的 に な っ て も人間的現実 か ら

完全 に は離脱 で きず ロ
ーカ ル で ある （や まだ ， 1986）。した

が っ て ， 言語で 述 べ ら れ る物語は ， 科学法則 と し て は抽

象度 が低 く明快さを欠 く。しか し， 具体 的な意味を もつ

の で ，同
一

化 （identification） と模擬 （ミメ
ーシ ス ） を促 し，

人 の 生 き方の モ デル に な りや す い
。 人間は数式の まね は

で きな い が，物語 の ま ね は しやす い の で あ る。

　第 5 に は ， 上記 の 特徴か ら， 自発的 な ミ メー
シ ス の 循

環を生 む ような伝達に ，物語 モ ードが適 して お り，コ ミ ュ

ニ ケ ーシ ョ ン に特に威力を発揮す る こ とがあげ られ る 。

　第 6 に は，物語モ
ードが論理 的知 よ りも，感性的知 に

か か わ っ て い る こ とが あげ ら れ る 。 物語に よ る伝達は論

理 に よる知識 の 伝達 で はな い 。人 を感動 させ
， 人 の気持

ちを揺 り動 か す知 の あ り方，本居宣長 の い う 「もの の 哀

れ を知 る」 と い う知 の あ り方 に ， 物語 モ ードは適 し て い

る。

　以上 の よ う に 物語モ
ード は，人 が 人 に 何か を伝達する

の に適 し て お り， 物語が物語 を生む ， 生 と再生 の 生成的

循環 を生 み やす い 。こ の 様 式 は，第 7 の 理由 として 人 間

が ラ イ フ を 「生 き る 」生態的 リズ ム と合 っ て い る。

　3−2 共同行為 と して の物語

　人生の 物語 は ， シ ン ボ リッ クな文化 シ ス テ ム の な か で

語る者 と語 ら れ る者 との あ い だ の相互行為 と し て行わ れ

る。ブル
ー

ナ
ー

（1990） は ， 次 の ように 述 べ て い る 。

　人生 の物語 は ， あ る特定の 人 に向か っ て語ら れ る時，

あ る深 い 意味 に お い て ， 語 る 者 と語 られ る 者 との 共 同 の

産物 で ある 。 自己は，実在性 とい うもの に つ い て どの よ

うな 形而上学的立場 を と ろ う と も ， 語 る者 と語 られ る者

との 問 の 交渉 の 中 に の み 明 らか に され うる の で あ る。＿

　人 間心 理 学の 中心 と な る概念は意味 に あ り，意味の 構

築に か か わ る 過程と交渉作用 に あ る 。 1 ）人間を知る に

は ，人間 の 経験 と 行為 が 本人 の 志向状 態 か ら い か に 作 り

出さ れ る か を把握し て お か な け れ ば な ら な い
。 2 ） こ の

志向状態 の 形 は，それぞれ に 特有 な文 化 とい う シ ン ボ

リッ ク な シ ス テム に 参加す る こ と を通 し て の み 分 か る と

い う こ とで ある （ブル
ー

ナ
ー r意味の 復樹 ）

　私は ， 語 られ た物語 （stQry ＞ と ， 共 同行為 （jQint　 acts ＞

と し て の 物語 り （stery 　teliing） の 関係 を，　 FIGURE　 1の よ

う に表わ して み た い
。 語 り手 と聞き手 の相互行為か ら ，

ス ト
ー

リ
ー

は 生 み 出 さ れ る が，そ れ は そ の 場 の 状況的文
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脈 に よ っ て変化す る。したが っ て ， 語り手の 物語は ， 語

る相手 に よ っ て も，場 の 雰囲気や状況 に よ っ て も影響 さ

れ る。また ， 語 り手 と聞 き手は ，

一
方的な関係で は な く，

対話的関係で あ り，共 に 物語生成 に か か わ る。

　物語る （story 　telling）場面 や状況 と し て の 相互行為 と，

語 ら れた物語 （story ＞の 出来事 として 立 ち あが る語 り手 と

聞き手 との 相 互 行為 は，区別 しな ければならな い
。

パ フ

チ ン （Bakhtin，　M ．M ．．1959−196D が い う よ うに ，テ クス トと

して の 物語は ， た と え眼の前に聞き手が い な い と きで も，

そ し て語 りが 声と し て 発 せ ら れな い ときで も， 対話的で

多声 的だか ら で あ る 。

　 ス ト
ー

リ
ー

は ， 語 り行為 と し て状況的文脈の な か に 埋

め 込 まれ て い る だ け で は な く，
よ り大 き い 社会 ・文化 ・

歴 史的文脈 と 生態的文脈の な か に 埋 め 込 まれ て い る。こ

れ らの 文脈 は ， 幾重 もの 入 れ 子 構造を な し て い る が ，こ

の 図で は簡単 に 省略 して い る。た とえば ， 言語体系 ， 文

化 の 伝統的 な 物語 （伝 承，民 話，神 話 な ど ｝，年 ， 季 節 ， 月 ，

日，昼夜な どを区切 る ク ロ ノ m ジカ ル な時間や 人間の 身

体 リ ズ ム な ど が ，ラ イ フ ス トーリーの 生成 と 深 く か か

わ っ て い る 。

FIGuRE　l 物語 （ス トーリー
） と語 りの 共 同行為

　3−3 文化 の物語 と人 生 の 物語 の 関係 づ け

　FIGURE　I に 示 され て い る よう に ， 物語化の プ ロ セ ス に

は ， 少 な く と も四 重 の 意味で 文 化 が 関与 し て い る。第 1

に は ， 人間 の 行為 が文化的文脈に 埋 め 込 まれ て い る こ と

で あ る 。 た と え ば，「山」を 「見 る 」 と い う単純 な 行為 で

さ え，「山」 と い う文化的表象が な け れ ば，「見 る」 と い

う行動を起こ さ せ な い か もしれ な い 。人 間が生 きる の に ，

朝夕に 「山」を仰ぎ見 る こ とは必然 とはい えな い
。 特定

の 文化 に染め られ て い な い 世界 に 生 き る 「素朴」 な 人間

は存在 しな い 。

　第 2 に は，言語体系と し て の 文化 で ある。先 の 文章 の

「山」「見 る」な ど世界や行為の 分節 は ， 言語に よ っ て 行

わ れ て い る。言語 が な くて も身体 的分節は 可能 だ が ， そ

れ を何 らか の記号で 示 さ なければ，経験 として 定着させ

る こ とも， まと め る こ と も，物語 る こ と もで き な い 。言

語体 系は認識 行為 と表現行為の 両方に か か わ る 。

　第 3 に は，伝統的に 受 け継が れ て き た 伝承 ， 神話 ， 民

話 ， 寓話 ， 詩 ， 劇な ど ， 大量の 「文化の物語」 が，私 た

ち が 自分 の 「人生 の物語」を語る と き の モ デ ル と し て機

能 し て い る （や まだ ， 2000b）。

　第 4 に は ， 文化は物語を 生成す る文脈 で あ る と と もに

意味 の 「解釈文脈」で もあ る 。 文化の ち が い に よ っ て ，

同 じ行為が ま っ た く違 っ た意味 をお びる。異文化理解は ，

自分の 物語 と は別の 物語が あ りうる こ とを理解す る こ と

で もある。

　「あ る 人 を 深 く知 る と い う こ とは ， 世界 を構築す る異

な っ た 方法が ，ほ ん と うに 存在 して い る こ とを認 めなけ

れ ばな ら な い の だ か ら ， 非常に大き な経験 をす る こ とに

な る」。 （ラ ン グネ ス 他 「ラ ィ フ ヒ ス ト リー研 究入門ll）

　3−4 物語は複数の物語を許容す る

　生 涯発達心理学に お い て ， 「発達段階論」か ら 「人生の

物語論」へ の 移行は ， 発達観 の 大 きな変換 に な る。

　第 1 の 大 きな変換は ， 発達の 筋道が 1 つ で は な く， 幾

通 りもある こ とを具体的に 示す こ とが で き る こ とで あ る。

物語は ， 唯
一

の 真理 に 支配 さ れ る の で は な く， 多数の多

様 な筋立 て の両立を許容す る 。 い っ た ん物語的見 方を と

る と，なぜ 別 の ス トーリーで は な い か と問 う こ とが で き

る 。 こ の よ うな考え方 は ， 可塑性や変化可能性や多様性

を強 調 す る多 く の 生 涯発達研 究 と連 動す る 憮 藤 ・や ま

だ 〉。

　た だ し，物語が複数あ る こ とは ， どの よ うな物語で も

自在に 自由に つ くれ る と か ， 限 りない 相 対化 に 陥 る とい

う こ とで は な い 。事実 は逆 で あ る 。 人 の 想像力 に は 制約

があ り ， 人は限 られ た 文化 ・社会 ・歴史的文脈の なか で

相互作 用 しなが ら生 き て い る。先 に み た プ ラ マ ーの 分析

の よ う に ， 新 しい 物語 を自由 に創 っ た つ も り で も ， 類似

した ス トーリーを模擬 ・再現 し t 反復 ・循環 して い る 現

象 が 逆 に 発 見 さ れ る だ ろ う。

　ラ イ フ ス トーリー研究は，どの よ うな解釈 で も可能 な

「主 観 的」な 研究 で は な い
。 主観的ど こ ろ か ， 自分 自身 が

まな板に の せ られ ， 相対化さ れ，メ タ化 され る、教育が

「教育 と い う物 語」（aSJr1大，1999 ） と し て 語 られ 始 め た の
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は ， その ような メ タ化 の 試み で ある。発達理論 も，絶対

的 な 真理 で は な く， 「物語」と し て メ タ化で き る 。 理論を

「物語」 と し て メ タ化す る働 き，
こ れ が第 2 の 変 換 で あ

る。

　そ の ような メ タ化 の 働 き に よ っ て ， 歴史 ・社会 ・文化

的物語の 外へ 出 ら れ な い 私た ち は ， 自分自身が ，
い か に

それ らの 文脈 に埋 め込 まれ て 生 きて お り，その 中で の 支

配 的な語 り方 （マ ス タ
ー・ナ ラ テ ィ プ ） に 慣 ら さ れ て き た か

が 反照的に 自覚 さ せ ら れ る 。 そ の 自覚 は ， 今 ま で 自分の

声 を もた な か っ た社会 的弱者 た ち が ，
ジ ェ ン ダー

の 物語，

障害者 の 物語，戦争体験 の 物語 ， 民族の物語な ど ， も う

ひ と つ の 語 り （オール タ ナ テ ィ ヴ・ナ ラ テ ィ ブ） を生成 し， 他

者 に向か っ て伝 え て い く契機 と な る 。 物語 の 複数性 に め

ざめ る こ と は ，今まで と ら わ れ て き た 生 き方と は別 の 生

き方が あ りえる し ， 生き方を変え よ う とす る実践的で 生

成的な行為 を促す 。 ラ イ フ ス ト
ー

リ
ー

研究 は， 人 び との

多声性と， それ ぞれが 自分 の 声 で 語 る行為 を大切 に は ぐ

くむ。理論が 語 りを生み は ぐくむ 生成性 と実践性 をあわ

せ もっ こ と， そ れ は ， 発達論の第 3 の 変換で あ る。

　3−5 物語 として の 自己

　 リ クール （1985）は ， 「物語的ア イデ ン テ ィ テ ィ （identite

narrative ）」と い う概念 を提 出した。彼 に よ る と，行為者

が 「誰 か ？」 と い う問 い は，物語的 に し か答え られ ない

とい う。 彼が 「自己 と は何か ？」で は な く， 「自己 と は誰

か 〜」 と問うた こ とは， 問い 方 の 転換 ， 自己 論の 大 き な

転換 で ある。リ クー
ル は解釈学的現象学 の 立場に 入 れ ら

れ るが，彼の 「解釈」と い う言葉自体が革新 さ れ て お り，

通常の意味 と異な る こ と に注意 し なけれ ば な ら な い 。解

釈とは ， 今生 きて い る自分 と の 関係に お い て ， 「そ の意味

は何 か ？」 と常 に 問 い つ づ け る行為だか らで あ る 。

　物語的自己 は ， 物語的統合形象に よ っ て つ くられ るが，

た え ず再形 象化 さ れ っ づ け る。物語 的自己 の 概念は ， 個

人 だ けで は な く， 共同体に も適用 で き る 。 た とえば ， イ

ス ラ エ ル 民 族 の 歴史 は テ ク ス ト （旧 約聖 書〉 に 物語ら れ ，

そ の テ ク ス トの 物語 に よ っ て イ ス ラ エ ル の 自己同
一
性の

歴史 が っ く ら れ る と い う循 環 か ら成 る。

　固有名詞の 不変性 を支え る も の は何か 。 そ の名で 指名

さ れ る行為主体を ， 誕生 か ら死 まで 伸び て い る生涯 に わ

た っ て ず っ と同
一・人物で あ る と み なす の を正当化す る も

の は何か 。 そ の答は物語的 で しか あ りえない 。「だ れ ？」

と い う問 い に 答 える こ と は，＿人生物語を物語る こ と で

ある 。

　自己性 を構成 する物語的 自己同
一性は ， 生 の 連関の う

ち に 変化 ，動性 を内包 す る こ とが で き る。そ の と き 主体

は，プ ル
ー

ス トの 決意に し た が え ば ， 自分の 人生 の 読 み

手で あ る 同時 に 書 き 手 と して 構成さ れ て 現 れ る。＿人生

物語 は，主体 が 自分 自身 に つ い て物語る あ ら ゆ る真実 も

し くは虚構の話に よ っ て た えず再形象化 され続 ける。こ

の再形象化 は 人生 それ 自体 を ， 物語 られ る話 の 織物 とす

る。（リ ク
ー

ル 『時間 と物語 III』）

　「物語 と して の 自己」の 概念 は，アイデ ン テ ィ テ ィ の 概

念 を物語論 へ 移行 させ る と と もに ， 自己観をも変え る 傾

本，1999；Freeman ，　M ．，1992 ；Shoter ，　J，＆ Gcrgen，　KJ ．，1989 な

ど）。

　第 1 に ，
FIGURE　I に 示 した よ うに ，物語は，「相互行為」

の な か で 語 られ る の で ， 自己 は個で は定義 さ れ ず ， 本質

的 に 他者に媒介 され る存在 ， 関係概念 とみな さ れ る。 「自

己」は ， 個人 の 内側 に 閉 じ た もの と して存在す る の で は

な く，他者を媒介 と し，他者に向か っ て物語 られ る 「物

語」と し て存在す る 。

　私た ちは ， 絶 えず 自分 自身 に つ い て の ス トーリーを

語 っ て い る。た と え ば 「私は お くび ょ うだ」と語 る と き，

そ れ を他者に対 し て だ け で は な く， 自己 に対 して も語 っ

て い る 。 他者は ， 眼 の 前 に い る聞 き手 で あ る と と も に ，

自己 の な か に 聞き手 と し て想定さ れ る もう 1人 の 自己 で

も あ り ， 幾重 もの聴衆 「他者」に 向 か う物語 りの な か で

自己 は 生成 され る。

　 自己 が 「個」 で 定義 され ず ， 他者を媒介 に 生成 さ れ る，

あ る い は本質的に他者を抱握 して い る とい う考 えは，現

代の多 くの 哲学 に共通 す る 自己観 で あ る。

　 第 2 に は，FIGURE　l に 示 し た よ うに ， 自己 は 「文化・

社会 ・歴史的文 脈」 に媒介 され る の で ，自己 の 構成 に 文

化や社会 や歴史的文脈が本質的 に か か わ る。自己 は ， 社

会的 に 生成 され，文化的 に 生成 さ れ る （柏 木 ・北 山 ・束，

1997）e

　 自己 が 歴史的 に 生成 さ れ る と い うこ と は，文字通 り に ，

昭和史な ど 歴史 の な か で 形成さ れ る と い う意味の 他 に
，

生涯発達心理学 に お い て特別 の 意味 を もつ 。生涯発達心

理学は ， 「時間の な か で の 変化 プ ロ セ ス 」を扱う学問だ か

ら，本質的 に 歴史的で あ る 。 そ れ を， 自己論 に お きか え

る と ， 自己 は固定的 で
一

貫 し て い る と み な す 考 え ほ ど 「個

人 の パ ー
ソ ナ リテ ィ と し て の 自己」観 に近 く， 自己 は生

き て形 を変え て い くと み なす と 「生涯発達 的，歴史的 ，

時間的 に 変化す る 自己 」観に 近 い 視点 とな る 。

　生 涯 発達的 に 自己 を み れ ば，過去 の な か に ，今の 自分

で は ない 自分，異質 の 他者 を抱え 込 ん で い る 。 「大人」の

自己 は ， 「子 ど も」で あ っ た 過去 の 自己 と 阿
・一

で は な い

し ， 現 在 に お い て も自分 の な か の 「子 ど も」の部分 と 「大

人」 の 部分，自他 の 折 り合い をつ けな くて は な ら な い 。
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また ， 将来 に も，今 とは違う自分 「老人」 に なる可能性

をもつ
。 自己 は 「未来」の な か に も，今の 自分で は な い

自分 ， 異質 な他者を抱 え込 む の で あ る 。 自己を時間的存

在，歴史的存在 と して 見 る と は，自己 が 他者 に なる，あ

る い は他者が 自己 に な る ， 変身の 可能性を含ん だ存在 と

して とらえる こ とで ある。

　第 3 に は，「物語 と して の 自己」と い う見 方 は
， 自己 を

「可能性」に お い て 見る 視点 を ひ ら く。 ハ イ デ ッ ガ ー

（Heidegger，　M ．，1927） は ， 「可能性」こ そ は ， 現存在の もっ

と も根源的な規定性で あ る と い っ た 。 現存在 の 意味を「時

間性」の な か で考え れ ば ， 自己 は事物の よ う に 「存在」

するもの として で は な く， 「み ず か らを時熟す る」生成プ

ロ セ ス に お い て と ら え ら れ る。

　物語は ， 過去 と現在の 自己 を む す ぶ だ け で は な く， 未

来 の 自己 ， 可能性 と し て の 自己 〔p ・ ssible 　self ）を有機的に

意味づ け て 組織す る。や まだ （19E7， 1999， や まだ 他 1999）

は ， 人 生 の物語研究 に お い て，今 こ こ に い る人 々 だ け で

はな く， 亡 くな っ た 「不在」の 人 び と と の コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン や，そ の 後で それ を引き継 ぐ人び とが 意味生成 す

る 「仮定法化さ れ た 現実」が 果 た す役割に つ い て，「喪失

と 生成 の ス ト
ー

リ
ー

」か ら具体的 に 考察 して き た 。物語

は，可能世界（possible　world ）や想定世界 （assumptive 　world ）

をつ く りだすの に，も っ と も適 した様式で ある。

　わ れ われ は 自分 の ス ト
ーリー

の まっ た だ中 に お り，そ

れ が ど う終わ る か を確か め る こ と は で き な い 。われわれ

は ， 新 しい 出来事が 自分 の 生 に加 わ る ご と に ， プ ロ ッ ト

をたえず改訂 しな ければな らない 。したが っ て ， 自己 と

は ， 静的な物で も実体で もな く，個人的な さ ま ざ ま な出

来事 を 1 つ の 歴史的な まとま りの 中に 形作 っ た もの で あ

る。そ の 歴 史的 ま と まりは，その 人 が それ まで 何 で あ っ

た か と い うこ と だ け で は な く， そ の 人 が 将来何 に なるの

か とい う期待 をも含 ん で い る。（Polkingh  rnc ，1）．．1988＞

　第 4 に ， 「物語 と し て の 自己 亅と い う見方は，「自己 の

語 り直 し （re −telling！1 を促 し， 自d を生成的に変化 さ せ

る 。 1
一
ヴ ァ

ージ ョ ン の あ る話」は，ラ イ フ ヒ ス トリ
ー

研究

で は ， 記憶の 歪 み や 語 りの相互 行為の も た らす 偏差 と し

て 扱われ が ち で あ っ た 仲 野 ・桜井，ラ ン グ ネ ス 他 ）。 しか

し ， 生成 的物語観 に 立 つ ラ イ フ ス トーリー
研 究 で は，自

己 に つ い て 新 たなヴ ァ
ージ ョ ン を生 み 出す こ とは ， 同 じ

出来事の 筋書き を変え，新た な 自己 の 意味を 見 い だ し て

い く作業 で ある。後 に 述 べ る ように ， 人生 の物語に お い

て ， 「語 り直 し」は，単な る繰 り返 しで も模倣で も な く，

生 の ミ メ ー シ ス （再現 〉 を循環 し な が ら新 た に 牛成し て い

く，も っ と も重要な キーワードの ひ と つ と な る （や まだ，

1999，　200〔｝a ＞o

　 3−6　物語は世代を生成的に つ な ぐ

　　
一
generativity （生成世代性）

　 自己 を 「物語」 と して と らえる と，堅 い 一
貫 した 1自

己」， 他者 と区切 られた 「自己」と い う概念は うす くな

る。自己 は本質的 に 他者を抱 え こ ん で しか 存在しえな い
。

そ こ で 「自己」を物語 と し て と ら える と，「私の 物語」を

語る ほ ど ， 逆説的に ，
プ ラ イ ベ ート に閉 じた 「私」と い

う概 念が解体 され て，自己が公共 の 場 に ひ らか れ て い く

の で あ る。

　「私の物語」を語 る こ と は，「経験の共有者」 と し て の

「私た ち」を生 み 出す行為で あ る 。 物語は話 し手と聞き手

の 共同行為か ら生み出さ れ るの で，自他の 共同生成 を促

しや す い
。 そ れ は 自己 を物語の な か で複数化す る と と も

に ， 自己 を他者 へ とむす びつ け， 継承 す る力 をもつ （や ま

だ，2eOOab）。

　 プラ ース （Plath，　D ．W ．、1980） が 「コ ン ボイ」と呼ん だ ，

同時代を共 に 生 き る 自己 の 人生 の 同行者は ， 語 り相手 ，

経験 の 共同生成者，経験 の 共有者 で ある。人 は 「私の経

験」 に閉 じ な い 「私た ち の 経験」 の 共有者を必 要 と す る。

人 は， 直接に 同 じ経験 を しな か っ た人 に語 りか け る こ と

に よ っ て ，相手を 「経験 の 共有者」 に 変える こ とが で き

る 。

　 こ の 働 き は ， 同時代だ け で は な く，世代間 コ ミ ュ ニ ケー

シ ョ ン と して 行われ る。そして，経験 を世代 を異 に す る

人 間に伝え る働 き こ そ，「教育」だ と い え よ う。

　ベ ン ヤ ミ ン （Benjamin，　W ．，1932） は 「物語作者」 に お い

て ，わ れ われ は，物語 る こ と が もは や場 所 をもた な くな っ

た時代の終わ り に い る 。 な ぜ な ら，「人 々 は もは や 共有す

べ き経験 をもたな い の だ か ら」と 述 べ た 。 「物語の 死」

は，ス ト
ー

リ
ー

を語 る術 が死 ぬ こ とで もあ り， 物語 とい

うか た ち で伝え られ て き た 1人び との 経験」が 死 ぬ こ と，

それが 生 きた意味を もた な くな る こ とで あ る 。

　情報の 変化が急速す ぎて，親 の 世代 の 経験が子 ども世

代に意味を も た な くな る時代 に ，私たちは生 きて い る。

人生 を物語 る こ との 意味 は ， 経験 をどの よ うに ， 次の 世

代，将来 の 世代 に 語 り継 い で い くか とい う教育の問題 と

して 立 ち現れ る 。

　人 生 を物語 と して 見 る 見方 は
， 人生 ， 歴史， 教育の プ

ロ セ ス に 生成的に参与す る こ と を意味す る 。 物語 と人生

との 関係 は ，リ ク ール が い うよ うに ， ミメ ーシ ス （再現。

模擬行 為，representation ）｝こ よ っ て循環 的 に な り，人生 が 物

語 を再現 し，物語 が 人生 を再現 す る。人生 を象 ど っ て物

語が 生成 され ， そ の 物語 に 象 ど ら れ て 人生 が 生 きられ る ，

人生 と物語 との ダイナ ミ ッ ク な循環的関係が 生起す る。
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　物語は ， 世界 を描写 しなお すた め の モ デ ル で あ る 。 物

語 は 人 が 生 き る行為 の モ デ ル と して の 筋 書 き を 提供 し
，

人の 生 き方をモ デ ル に し て物語の 筋書 き が作 られ る 。 物

語 を制作す る プ ロ セ ス と，物語 を生 き る プ ロ セ ス は，こ

の ように 循環的 に 連動 するの で ある 。

　物語 と人 生 が再現 行為に よ っ て循環 す る と考え る と ，

物語 は， 発達や教育 や臨床場面 と密接 に 関係 する。た と

えば，教育の プ ロ セ ス で は，先 に 生き た 人び と の 人生の

物語が ， 次に 生 き る も の の人生 の モ デ ル に な る 。 ど の よ

うな物語 を次世代 に伝 え た ら よ い か ， どの よ うに す れ ば

異文化，異世代間 の 効果 的な コ ミ ュ ニ ケー
シ ョ ン が 可能

か とい う問題は，物語論的に 組み替え られ る 。

　 ま た 自分自身が しらず しらず身に つ けて き た物語を自

覚 し，再編 し，語 り直し て い くプ ロ セ ス が教育 で あ り発

達で あ り， 治療で ある と考え る こ とが で き る 。 人生 を 「物

語」とす る見方 は ， 「自己」を 「物語」と して と らえ， 語

り直 す （re・telling）こ とで ，新 たな自己 を構築 して い く考

え方を み ち び く （Shafer、　K ．，1992 ）。

　物語 は 「複数の物語の 共存」を認 め ， 「語 り直 し」「編

成 し直 し」「組 み替 え」「再構 築 （re・c ・nstructi ・ n ）」 を可能

に す る。つ まり，自己 が 生成的（generative ）な もの と し て

と らえられ る 。 同じ出来事で も ， 筋立 て を変 え ， 配列 を

変 え て 新 しい ヴ ァ
ージ ョ ン をつ くる方法 は，遺伝子 （gene

は 「生成 剥 と訳 す こ と もで き る ）の働 き方 と同じ く，生 を生

成す る仕組み で ある と同時に ， 知識 を世代 （generation）を

超 え て 巧 み に 伝達 す る仕組 み で もあ る。ラ イ フ ス ト
ー

リー
研 究 と，エ リ ク ソ ン の generativity（生 成 世代性 ）概念

が 関連づ け られ る の は ， ま さ に そ の た め で あ る （K ・ tre，

1999；Macadams ，1998，1999；や ま だ，1999）。

　3−7　物語の共同行為者， 参与者， 実践者として の研究者

　 ラ イ フ ス ト
ー

リ
ー

研究 に お い て は，人び と を第 三 者的

に 切 り離 し た 事物対 象と し て で は な く，共 に対話 し な が

ら同 じ世界に 生 き る人間 どうしで あ る とい う，
二 人称的

関係 や ， 参与 的な か か わ りが 要求 され る （や まだ，1999；や

まだ他， 1999）。

　人 生 を 「物語」 とみ る 見方 は ， 人生 を研究 す る研究者

自身 も人生 の 物語 と歴史の 参与者 （participants ）で あ る と

い う，実践的な立場 を と らせ る の で あ る。人生 の 物語 の

研究 対象 は ， 「人 び との 人 生」で あ るが，研究者 自身も人

び との 人生 を 生 き る
一

員 で あ り， 物語 の 共同行為者，共

同制作者で あ る こ と は 免れ ら れな い 。 こ れ は，物語研究

の 弱点だ ろ うか 。 い や ，歴史が動 い て い る現場か ら離れ

て ， 別の 場所 に 立 っ て 観想 け オ リア ） で き る
， あ る い は

傍観で き る と考え て き た 学者の ほ うが幻想を見て い た の

で は な い だ ろ うか （佐伯 他，1998；森 上 他，1995）。

　「近代 とい う物語」「進歩 とい う物語」「ミ レ ニ ア ム 」と

い う物語 の 世界制作は
， 現在進行形 で すすん で い る。私

た ち は物語が オ ートポ エ イ シ ス 伯 動制作 ） さ れ る現場に

参与 す る 行為者 で あ りなが ら，物語 を眺 め て い る観察者

で あ り，記述者 で もある。物語 の 全貌 は誰 に もつ か め な

い
。 そ れ は ， 人 間の 手 に あ ま る 大 き さ で あ り ， 私た ち は

群衆の ひ とりに す ぎな い 。しか し ， 歴 史が生成 され る現

場 の 参与者で あ り，行為者 で あ り，そ し て 歴史 に 身を も っ

　 　 　 　 　 　 む

て 向か い 合 う（身交 い あう）， そ の よ うな 生 き方 こ そ が ， 歴

史 を過去 に 閉 じ な い で ， 未来 に 開 き ， 生成的 に 歴史 とい

う物語 の なか で 生 きる生
’
き方 で あ ろ う 。

　 エ リ ク ソ ン （1950）は，『幼児期 と社会』の前書 き に，精

神分析学者は ， 新 しい タ イ プの歴史家で あ り， 「観察す る

対象 に 自ら影響を与えて ，自分 自身が 研究し て い る歴史
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 パ 　テ ィシバ ント

的過程の 中に 入 り ， そ の
…
部分 と な る」r『参 加 者』に な

る こ と は 避 け られ ない し， また避 け て はな らな い の で あ

る。それは学 問的 に 体 系 づ けられた参加者 の 手法 で な く

て は な らな い 」「こ の 意味で ，本書は概念的探求 の 道程で

あ る。また ， そ うで あ る べ きだ と思 う」と書 い た。

　「人生を物語る」，それ を学 問 に し よ う と志す こ と は，

生身の 人間が 人生 い か に生き る か と い う問い と切 り離さ

ず ， 現実生活 か ら浮上 せ ず ， 自分 自身 の 生 き方 と密着 し

た と こ ろ で ，学問 （問 うて 学ぶ ）知 の あ りか た を探求 し よ う

と志す こ とで ある。そ して 「人生 を物語」と観 じ る知の

あ り方 こ そ ， 占くて新 しい 学問の 基本なの で あ る 。

　人 生 を物語 と観 じ て ， よ み な ら ふ と い う
一

種の 眼力を

錬磨 しな い 者に ， 人 の 道 を説 くこ とはで きない ＿．「世 の
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 あはれ

有 さ ま，人 の 心 ば へ を し り て ，物 の 哀 を し る ］ とい う人

生 の知 り方 ， 人生 の 「こ こ ろ」を知 る と い う知 り方が ，

彼の学問の 基本的方法 な ら， 学問 は ， 彼自身 に 密着せ ざ

るを得 ない だ ろう。 　 　 　 　 　 　 （小林 秀雄 r本居 宣長D
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