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嬲　書　評　笏

亀山佳明 著

r子 どもの嘘 と秘密』

常葉学園大学 瀬 戸 知 也

　本書 は ， 著者が 1981年 か ら89年 まで の

間 に ， さま ざま な媒体 を通じ発表 して き

た 11篇 の 論文を補正 し編集 した もの で あ

る 。 それ ぞれ に 発表の 形式 を異 に しなが

ら ， 全体を通 じて
一

貫 したね ら い が み ら

れ る。 そ れ は著者 自身が本書 の あとが き

で 述 べ て い る よ うに ， 「子 ど もの 社会学

的人 間学 」 の 試み と して の
一貫性 で あ

る。

　で は先ず ， 各部 （四部構成）の 内容 を

紹介 しよ う。

　第 1部 。 研究の トピ ッ ク は ， 子ど も と

うその 関係で あ る。 先ず ， 柳 田国男 らの

指摘 をふ まえ ， うそ を 「現実 （事実） と

は異 な るフ ィ ク シ ョ ン を構成 し， それ を

意図的に （す なわちわか っ て い て ）使用

す る行為」 （7 頁） と定義す る。 特 に子

ど もの うそ を特徴づ け る もの と して 「遊

びの うそ」 と 「防衛の （た め の ） うそ」

と に注 目す る 。
「遊 び の うそ」 とは ， 空

想 の うそで あ り，
ベ イ ト ソ ン らの い うメ

タ メ ッ セ ー ジ （「こ れ は空想だ」）を操 る

次元を もっ た うそで あ り， ミ ン コ フ ス キ

ー
に な ら っ て 「生 きられ る うそ」 と著者

が 呼ん だ子 ど もに特有 の うその 次元 で あ

る。

一一
方 ，

「防衛の うそ 」 は ， 子 ど もの

自我の 成長に か か わ る 。 大人 た ちの 監視

の視線か ら 自らを守 り， 自己の 自由を得

る ため の 方策 と して の うそ で あ る 。 こ れ

ら子 ど もに必要不可欠な うそ が ， 近代市

民社会 に お け る〈 正 直モ ラ ル 〉 の イ デオ

ロ ギーの 浸透 の なか で 次第 に衰退 させ ら

れ て ゆ く こ とに 著者 は疑 問 を な げか け

る 。 子 ど もの うそが もつ 豊か さ （「生 き

られ る」 次元 ）の 意味 を見直す必要性を

説 く。

　第 ll部で は，近代産業社会 の諸制度が

内に は らむ問題性
一パ ラ ドク ス やデ イ レ

ン マ
ー

が と りあげられ る 。 先ず ， 豊か な

社会 ＝ 高度消費社会 に お け る人 間の 幸福

の 問題をめ ぐっ て ，
ジラ ール の 「欲望の

三角形」 理論や ボ ー ドリヤ
ール の 「慢性

的 ア ノ ミ
ー

」 な ど の 検 討 を も と に ，

「〈幸福〉 の く 強制〉 」 に い た るパ ラ ド

キ シ カ ル な社会状況が 確認 され る 。 続 く

二 つ の 論文は ， 近代空間 と し て の 学校の

問題性を ，
「暴力」 と 「子 ど もの 自死」

に 焦点 づ けて論 じる 。 前者は ， デ ュ ル ケ

ーム の 道徳教育論 を導 き手 と しつ つ
， ジ

ラ ール やバ ラ ン ス 理 論 な ど を援用 し，体

罰 ， 対教師暴九 けん か ・い じめ な ど の

学校 （学級）に お ける暴力生起 の 仕組み

とその根拠 を解明 す る 。 こ う した考察か

ら明 らか に な る の は ，
rr自主的に行為せ

よ 1』 と い う逆説的命令」 （91頁）に 代

表され る近代学校教育の パ ラ ドク ス で あ

る。

一
方， 後者で は ， 規律 ・ 訓練的権力

（フ
ー

コ
ー

）や ダブ ル バ イ ン ド状況 （べ
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イ ト ソ ン ）の 装置 と し て の 学校に お い

て ， そ の 「逆説的権力の 狡知」 に 気づ い

たが ゆ えに 「自死」 へ の 途を歩 ま ざる を

得 なか っ た子 ど もた ちの 意味世界の 解釈

が 試み られ る 。 そ して 四 つ め の 論文 で

は ， 子 どもの 社会化の 問題を， （1）相互作

用の 観点 と（2）社会構造の 観点か ら検討す

る 。 （1｝で は ，
ベ イ ト ソ ン の い う 「分裂生

成」 の 危機 を調 節回避す る役割 と して

「社会的オ ジ」 とい う社会化の 準拠者が

提案 され る 。 〔2）に お い て は ， 近代産業社

会 の 構造的デ liレ ン マ と して 「自律 と依

存」 「協 同 と競争」 の 各デ ィ レ ン マ が 子

ど も と い う地位 に 課せ られ て お り，
「分

裂生成」 が導 か れや す い こ とが確認 され

る 。 （1）と（2）をふ まえ て 著者 は ， 厂近代産

業社会 に生 きる子 どもた ち こ そ もっ と も

r調 節者で あ る社会的オ ジ』 を必要 と し

て い る」 （140頁） と結論づ けて い る 。

　第 皿部の 研究の トピ ッ ク は ， 子 ど もの

性愛的経験で あ る。 最初の論文 は ， 解釈

学的 な立場 （方法）に 立 ち， フ ロ イ ト理

論や 社会構造論 を援用 しつ つ ， M ． ミー

ドに よ る思 春期の 性愛的経験 に 関す る問

題提起 を検討 ・補足す る。 性的拡散の 四

類型 （結合的 ・向上的 ・道具的 ・溶解的

関心 ）や ， 性愛的行動の 四類型 （充足型

・ 経 験先行型 ・ 神経症型 ・ 強迫型）な ど

の 吟味を通 じ， サモ ア社会 に もア メ リカ

社会 に も原抑圧 か らく る精神的緊張が 同

じ よ うに課 され る
一

方，高度産業化社会

に は特有 の 「過剰抑圧 」 （マ ル ク
ーゼ ）

が 加 重 され て い る こ と を明 ら か に す る 。

もう
一
方の 論文で は， そ う した 「過剰抑

圧」 社会の なか で 現代青年が 置か れ て い

る性的ア ノ ミー状況 が 検討 され る 。 著者
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は ， ナ ル シ ス た る現代 日本 の 青年た ちの

性愛的経験 を単 に ア イ デ ン テ ィ テ ィ （近

代 的 自我 ） の 欠如 と だ け は考 え な い 。

「ナル シ ス た ちの 性愛 の特徴 ， た とえば

対象や 目標へ の執着心 の な さは ， 個人主

義的な性愛を超越す る可能性 を は らんで

い る」 （177頁）こ と に 注目す る 。

　第 IV部 。 研究の トピ ッ ク は 自己変容の

コ ミュ ニ ケー シ ョ ン で あ る 。 先ず ベ イ ト

ソ ン の コ ミ ュ
ニ ケ ーシ ョ ン 理 論を（1）サイ

バ ネテ ィ ッ ク ス 認識論 と（2）論理階型論の

二 つ の 側面か ら検討す る 。 （1）で は 自己言

及 （相互因果 ， 円環）的シ ス テ ム とし て

の 認識 茸 行為論が確認 され る。 （2）で は ，

メ ッ セ ー ジ とメ タメ ッ セ ー ジの 二 重学習

か らな る世界の 認知が ， 学習 1 。H ・皿

へ と多層構造的に 積み上 げられ る こ と，

つ ま り， 単
一

の 行為 （学習 1）は，そ の

パ タ ン の 学習 （学習 皿）に よ っ て 自己 を

組織 し， さ らに 上位の レ ヴ ェ ル にお い て

「自己 の 入れ 替 え」 （学習 皿）が起 こ る

こ とが 説明 され る 。 （1）と働 よ り 「自己の

二 重サ バ イ ネテ ィ ッ ク ス モ デ ル 」 が 設定

され ， 自己変容 は全体 （エ コ ）シ ス テ ム

を介 す る こ とで 可能 に な る こ とが わ か

る 。 芸術的経験 も宗教的経験 も 「よ り大

きな回路 を通 して 部分が い や され る」 （2

06頁）の で ある Q 最後の 論文 は （ま るで

一
つ の 円環 を なす よ うに ）， 子 ど もの 秘

密 を子 どもの うそ と対比 しつ つ コ ミ ュ ニ

ケ ー シ ョ ン 活動 の
一

つ の 様 式 と位置 づ

け ， 非聖化 され た社会 に お ける子 どもの

自己変容 の 問題 を議論す る 。 そ の 結果 ，

われ われ の 住む近代産業社会は 「宗教的

古層の 上 に 非聖 的新層が の っ た意味 の 層

を形成 し て い る た め に ， 古層 と新層 の間
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に 齟齬が 存在」 （235頁）し， デ ィ レ ン マ

とな っ て 子 ど もの イ ニ シ エ ー シ ョ ン の 病

理 を うみ だ し て い る こ と が 明 らか と な

る 。

　以上 が 概要で ある 。 次に ，本書の 意義

と疑問点 をめ ぐ っ て ， 若干の コ メ ン トを

加えて み た い 。

　 L 本書は何か 新 しい 事実を読者 に伝 え

て い る わけで は ない 。 子 ど もの うそ も秘

密 も暴力 も性愛 も， われ われ はそ れ らの

事実 をよ く知 っ て い る。 本書の 意義は ，

そ うしたよ く知 られ た事実へ の 接近の 仕

方 （方法）の 独 自性に ある 。
い わ ゆ る実

証主義的な方法や前提 に頼 る こ とな く，

存在論 ・ 認識論の レ ヴ ェ ル の 検討をふ ま

え ， 深層 レ ヴ ェ ル を も視野 に い れ た探究

を行 っ て い る点 に 先ず意義 を見 い だせ

る。 た とえば類書が別 々 に扱 う こ との 多

い 体罰 ・ 対教師暴力 ・ い じめ の 問題を同

一
の 説明図式で 解釈す る試み （「学校 と

暴力」） もそ の
一

例 と い え るだろ う。

　2．著者の そ うした方法 （立場 ）を支 え

る理論的背景は ， フ ロ イ トで あ り，デ ュ

ル ケ ーム で あ り，
ベ イ ト ソ ン

， ジ ラ ー

ル ， フ
ー

コ
ー，ギ ア

ー
ツ ， 作田啓

一 らの

理論で ある 。 彼 ら に 共通す る の は （そ し

て 著者自身 と も共通す るの は ）， その 知

の 脱 領域 性で あ り， 著者 が い う よ うな

「人間学」 的な学際性で あ る。 もちろん

各問題 に た い す る切 口 （視角）や解釈の

基本的枠組 に は ， 社会構造論が 組み込 ま

れ て お り， 充分に 「社会学的」 で あ る 。

著者は，社会学的 な探究 を基本 に 置 きな

が ら も， やが て 社会学 を 「突破す る」 こ

とを念頭 に お い た論の 組み 立 て を して い

る 。 そ の 点 に 従来 の 社会学 （教育 社会
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学）的探究に た い す る
一

つ の 問題提起 と

して の 意義を見 い だせ よ う。

　 3．また ， 探究 の 申身 に お い て ， 各種 の

文学作品 が豊富に 引用 され丹念 に検討 さ

れて い る点 も特徴的で あ る。 その 意味で

は ， 広義の 文学社会学の 研究 の うち に 位

置づ け られ もしよ う。 しか し著者 は ， 文

学作品の 内容分析や ， 社会的評価 な どに

関心 を しめす の で は な く， 各分析の 結果

わか っ た問題性 を 「乗 り越え る」 力を文

学作品 の 記述 の なか に 探 り出 して い る点

で ユ ニ ー クで あ る 。 た と え ばオ ドラ デ ク

（厂小 さな もの へ の 変身」）に して も コ ー

ル フ ィ
ー ル ド少 年 （「社 会的 オ ジの 不

在 」）に して も， 物語 の シ ス テ ム を介す

る こ とに よ っ て ， い わ ぼ問題が 〈 再び生

き直 され る 〉 よ うな 効果 が うまれ て い

る 。

　他 に も多 くの 意義が 見い だせ るもの と

思 われ る が ， 次に疑問点を述 べ た い 。

　 4．先ず，内容の 問題 と し て ， 人間の コ

ミ ュ ニ ケーシ ョ ン の 普遍的側面に つ V ・て

の吟味 と比 べ る と， 文化的特殊性 の 問題

に 関す る吟味 （位 置づ け）が 曖昧なまま

に 残 され て い るよ うに 思 われ た。 た とえ

ぱ柳 田国男の い う 「ウ ソ 」 とオ ス カ ー
ワ

イル ドの い う 「虚言」 との
一…致 を充分 な

吟 味 を経 ずに 前提 して 論 を進 め る （「子

ど もの うそ の 衰退 」） こ とは問題 を過度

に 単純化す る お そ れ が ある だ ろ う。 うそ

に 限 らず暴力や 自死に し て も， 日本文 化

に よ る被拘束性 を充分 に 検 討 し位 置づ け

る こ とな く近代 産業社会論 を展開 して し

ま う と， 特殊 日本 に お ける近代 の 問題 を

と らえ損 なう危険性 もで て くるの で は な

か ろ うか 。
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