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校則問題の エ ス ノ メ ソ ドロ ジ ー

　　　　
− rパ ー

マ 退学事件」 を事例 と して
一

石 飛 和 彦

1　 は じめ に

　近年，校則で 生徒の 生活を規律す る こ との 是非をめ ぐっ て 活発な議論が な され て い

る。 しか しなが ら ， その 議論 は 同 じ論点の 際限の な い繰 り返 しで あ る よ うに みえ る 。

す なわ ち ， 活発 な議論が 論点の弁証法的展開を産み 出 して い る と い うわ けで は な く，

む しろ ， 議論 の 当事者た ち が た が い の 対立 点 を繰 り返 し強調 しあ っ て い る ， い わ ば

「水掛 け論」に す ぎない と思わ れ るの で あ る。 校則をめ ぐる こ の よ うな 「水掛け論」の

総体 を ， 本論文で は 「校則問題」 と呼ぶ こ とに す る 。 明 らか な水掛け論が なお人 びと

の 関心を集 あて 執拗 な議論の 繰り返 しを引き起こ して い る とすれ ば ， 校則問題 は そ の

存在 じた い が すで に 奇妙な現象で あ る とい え る 。 本稿 の 目的は こ の よ うな 校則問題 を

社会学的な見地か ら整理 す る こ とに あ る 。 その た め に本稿で は 3 っ の 作業を行な うこ

とにな る。   「校則問題」の議論を整理 して ， 対立す る基本 的な 2 つ の 立場を抽出し，

さ らに ， 両者に通底 して い る校則観を 「校則の 〈規範的パ ラ ダイ ム ＞」と して 抽出する ，

  実際の 事例を参照 しなが ら， 「校則の 〈規範的パ ラ ダイ ム 〉」 の 限界を示 し， そ れ に

代わ る 「エ ス ノ メ ソ ド ロ ジー的モ デル 」を導入 す る，   「エ ス ノ メ ソ ド ロ ジー
的モ デ

ル 」に よ っ て 校則現象及 び 「校則問題」を捉え直 し， 「校則問題」とい う議論の あ りか

たの 社会的機能を 「〈教育可能性イデ オ ロ ギー〉の 維持」 と して 抽 出す る。

2　 「校則 問題」 の 様態

（1） 「水掛け論」の 反復

「校則問題」 はふ た っ の 立場か らの 「水掛け論」とい う様態を示 して い る，と い う場
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合 ， そ の ふ た つ の 立場 とは ， 「校則で 生徒 の生活を規律す る こ と」を肯定す る立場 と否

定す る立場， とい う意昧で あ る
tL）

。

　校則 を肯定す る立場を選択す る な らば，典型 的に は，次の よ うな意見を主張す るこ

とに な る。 「学校 は集団生活の 場だ 。 集団生活の秩序を守るた め に は ， 誰 もが好 き勝手

を や っ て い て はい けな い
。 そ こ に はお の ずか らル ール とい うもの が あ っ て ， お たが い

に そ れ を守 る こ とで は じめて ， み ん なが心地 よ く集団生活を営 め るの だ」。

　逆 に，校則 は で きる だ けな くして い くの が い い， とい う立場 を選択 する な らば， 同

様に 次の よ うな意見を主張す るこ とに な るだ ろ う。 「い ま，学校で は，生徒た ちが校則

に縛 られて苦 しん で い る。 教師は生徒を管理す るため に ， 校則を盾に とっ て 生徒の 自

由をで き るだ け奪 お うと して い るの だ 。 彼 らは ， 自分の 生徒た ちを信用で きな い か ら，

校則 に頼 っ て しまうの だ」。

　 こ の 相反する ふ た つ の立場の い ずれか一
方 をひ とた び選択すれば ， 必然 的に ， もう

一
方の 立場の 意見が否定 さる べ きもの と して 立 ち現われ る こ とに な る 。 そ の よ うな形

で たが い に攻撃 しあ うこ とに よ っ て ，
い わ ゆ る 「活発な議論」が成立 する こ とにな る

（確か に ， 前者の 意見 はあま り表 だ っ て 語 られず ， ジ ャ
ー

ナ リズ ム に の る言説 は後者 の

ほ うが 多い とい え る か もしれ な い
。 しか し， 前者 は い わ ゆ る教育現場の 「率直な実感」

と して む しろ
一

般的で ある と見做 され て お り，後者の 意見がそ う した （潜在的に 強固

で あ る と見做されて い る）意見 に対す る反論 として 論 じられて い ると考え るな らば，

こ れ はや は り相方向的な議論と見做 しうるだ ろ う）。

　 しか しなが らこ の議論 は ， 正 解 に辿 りっ きえな い 「水掛 け論」で あ る 。 この 議論 は

ヨ ー ロ ッ
パ 市民革命時代 の ホ ッ ブズや ル ソ

ー
の 社会契約説以来 200年以上 に わた っ て

少 しず つ 外観を変 えなが らつ づ い て い る議論 ， すなわ ち 「〈社会的拘束〉と 〈個人の 自

由〉の ア ポ リア 」 をめ ぐる議論の ヴ ァ リア ン トの ひ と つ だ か らで あ る 。 こ の 対立の い

ずれか の 立場に立 っ て 相手を批判する こ とに よ っ て は問題の 解決に は到る こ とがで き

な い 。 そ れ は社会科学者 と して われわ れが十分 に知 る とこ ろ で あ る。 い ずれの 立場に

立 と うと ， 相手の 立場 の意見を部分的に認めず に い る こ と はで きな い 。 た とえ ば 「校

則肯定派」 は校則 の エ ス カ レ
ー

ト現象を善 と して で はな く 「必要悪」 と して 語 るだ ろ

う。 また 「校則否定派」 も， 「もちろ ん なん らかの 最低限の 規則 は必要 だ」と前置 きせ

ずに は い られ ない の で あ る 。 か くして ， 両者の 意見 は論理 的に は同値な もの とな り，

議論 は ま さに たが い の 立場 の 相違を強調す る だ けの もの とな る の で あ る 。 そ こで わ れ

わ れの 関心は む しろ ， 「に もか かわ らず ， なぜ われ われ は校則問題 に執着 し， 活発な議

論を っ づ けて い る の か」 とい う問題に こ そ 向け られ る こ とに な る 。 そ して ，
こ の よ う
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校則問題 の エ ス ノ メ ソ ドロ ジ ー

に問い を立て 直 して 改めて 「校則問題」の 議論を見 る と，興味深い こ とに気づ く。

　  　校則の 〈規範的パ ラ ダイム 〉

　「校則問題」の 議論の 2 つ の 立場は ，
い ずれ も同 じひ とっ の 校則観 すな わ ち 「校則

は生徒の 行為 を縛 る もの で ある」 とい う校則観を前提と して い る 。 と こ ろ で 社会学 は

そ れ に似た もの を既に 理論社会学の 領域に もっ て い る。 す なわ ち ， T ．パ ー
ソ ン ズ の 理

論 に 代表 され る ， い わ ゆ る 「規範的パ ラダイ ム 」で あ る。 両者の 論理構成は以下 の 点

に お い て 相似 で あ る 。   規則は成員に 内面化され遵守 され る ，   逸脱は社会化の 失敗

に よ っ て 起 こ る。 それ は（a槻 則を知 らなか っ た場合，ある い は （b）規則を知 っ て い て 敢

えて 逸脱 した場合 ， で あ る，   （a）規則が知 られて い ない 場合は改め て 知 ら しめ られ ，

（b）意図的逸脱に対 して は一定の サ ン ク シ ョ ン が与え られ る，  サ ン ク シ ョ ン の 存在が

成員の 予期構造に 影響 し， 逸脱 の 発生を間接的に 防 ぐ。 こ う した類似点か らわれ われ

は ， 現在 の 校則問題 の議論の 基盤 とな っ て い る こ の校則観 を 「校則の く規範的 パ ラ ダ

イ ム 〉」 と呼ぶ こ とが で きる 。 本稿が問題にするの は ，
こ の 〈規範的 パ ラ ダイ ム 〉が ，

はた して 現実を うま く捉えて い るの か， とい うこ とで あ る。 校則 は本当に 生徒の 行為

を縛 る の だ ろ うか 。 こ の 問い に答 え るため に， こ こで ひ とつ の 事例を召喚す る こ とに

する 。 具体的な事例 に あた りなが ら，〈規範的 パ ラ ダイ ム 〉の 限界を指摘 し，
そ の うえ

で オ ル ター
ナ テ ィ ヴを提示す る こ とが ， 本稿第 2 の 作業で あ る 。

3　 校則現象の 実態 と 「エ ス ノ メ ソ ドロ ジー 的モ デ ル 」

（1） 事例 ・「S 高校パ ー
マ 退 学訴訟 」

ω

　校則に 違反 して パ ー
マ をか けた などと して ， 卒業 1 ヵ月前 に東京都内の私立 S 高校

を 自主退学 とな っ た A 子が ， 同校を経営する学校法人な どを相手 に裁判 を起 こ した。

　A 子 は 当時校則で 禁止 されて い る 自動車 の 運転免許を学校 に無断で 取得 して お り，

そ の 罰 と して の 早朝登校期間中に 担任教師か ら 「パ ーマ をか けて い る の で は」 と詰問

され，翌 日に 自主退 学を勧告 され た 。 A 子 は三 っ 編み に した髪の 先端 に 残 っ て い た約

10セ ン チ の ウ ェ
ーブ部分を切 っ て 「な ん とか卒業 させ て ほ しい 」 と求め た が 受 け入れ

られず ， 同月， 自主退学届けを提出 し， 同年 6 月に裁判を起 こ した 。

　東京地裁 は ， まず パ ー
マ 禁止お よ び 運転免許禁止 の 校則 に っ い て その 必 要性 を認 め

る判断 を示 し， そ の うえ で ，原告が 運転免許取得の 厳重警告期間中に パ ーマ をか けた

点 を強調 し 「原告が 反省 して い た とは認 め られ ず，卒業を 目前 に 控え た 時点で の 自主

退学で 大 きな不利益 を受 けた こ とを考慮 して も， 退学勧告が 社会通念上 ， 合理性を欠
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くとは言え な い」 と結論 づ け，原告 の請求を全面的 に退 け る判決を言い渡 した 。

　（2） 事例の検討（A｝：「校則問題」的議論の 発現

　東京地裁の 判決を報 じる新聞記事に は ，   原告側 ，   S 高校長 ，   「子供 の 人権 と

健康を考え る会」代表 とい う 3 者の コ メ ン トが 掲載されて い る 。

　  「実態わか っ て い ない 」 原告の 元生徒が談話

　　　原告側弁護団は 「学校側の 主 張 を うの み に した 不当な 判決で ， 校則批判が 高

　　 ま っ て い るな か ， 司法の 役割を放棄す る もの だ」 と批判 した 。 ／原告の 元女子生

　　徒 は弁護士を通 じて ， 「学校側が絶対 に間違 っ て い るの で ， 勝て ると思 っ て い た。

　　納得で きな い
。 裁判所 は実態がわか っ て い な い

。
こ ん な こ とくらい で 退学に な る

　　な ら退学させ られ る子 ど もはい くらで も出て きて しま う 。 控訴 して 争 い た い 」 と

　　の コ メ ン トを発表 した 。

　  「生徒 との 争い 悲 しい こ と…
」 校長は言葉少な

　　　パ ー
マ 禁止校則訴訟で 勝訴 した S 高校の N 校長は

， 判決の 後 ， 東京 ・霞が関の

　　司法記者 ク ラ ブで会見 し，「校則の 合理 性を認め られ た」と判決を評価 した もの の

　　喜びの 表情はみせ ず ， 「校長と生徒が争 うこ とは悲 しい 。 民主社会で は ル ール を守

　　る の が大切だ と指導 して い るが ， 原告の 元生徒 に は方針が理解 して もらえ なか っ

　　 た」 と ， 言葉少 な に語 っ た 。

　  「自主退学強制 どこが教育的」 子 ど もの 人権 と健康を考え る会代表 N さん の 話

　　　校則 を絶対化 して 子 ど もた ちの 権利を認 めずに 自主 退学 させ る こ との ， どこ に

　　教育的配慮が あるの か 。 結局 ， 校則を守 らせ る ため の 見せ しめ と して の 処分で あ

　　 り， 判決は子 ど もた ちの 権利 に つ い て理 解 に欠 けた もの とい う思 い が す る 。

　 これ らの うち ，   S 高校長お よ び  「考え る会」代表 の 「コ メ ン ト」 は，そ れぞ れ

の 立場か らの 意見 と して 容易に 理解可能で あ る。 記事の 読者で あるわれわれ は ， こ れ

らの 意見 に接 した とき，あ る種の 「既視感」を覚え ない だろ うか 。 も し覚え る とする

な らば ， それ は ， これ らの 意見が前節に 示 した校則問題 の議論 の 2 っ の 立場 の 論理 を

正確に再現 して い るた め で あ ろ う。 した が っ て ， そ れ らの コ メ ン トは そ の 発話者の 個

人的な意見 と考え る よ り も， む しろ 「校則問題」 の 議論 に お い て あ る立場 に お か れ た

発話者の 発話に構造的に発現す る意見の ヴ ァ リア ン トの 一
例 と考 え る ほ うが適切で あ

ろ う。 もちろん
， 新聞記事に特有の 単純化が こ の 文面に は た らい て い る こ とは 間違い

な い
。 しか し，その よ うな単純化操作の 介在 に もかか わ らず ， まさ に そ れゆ え に ， こ

の 「コ メ ン ト」 は本稿の 議論 の 事例 と して有効で あ る と考え る。 わ れ われ は彼 らの発
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言が こ の よ うに 要約され て も不 自然で はな い と感 じるだ ろ う。 本稿の 関心 は ， そ う

い っ たわ れ われ （すなわ ち コ メ ン ト発話者 ・新聞記事作成者 ・読者）の 感性その もの

に あ る。

　 とこ ろで ， 本稿が注 目する の は ，   の 原告 A 子の コ メ ン トで ある 。 「こ ん な こ と く

らい で 退学に な るな ら， 退学させ られ る子 ど もはい くらで も出て きて しま う」 とい う

論理 は先 に示 した校則の 〈規範 的パ ラ ダイ ム 〉 の範囲を超えて い るか らで ある 。 そ こ

で A 子の い うと こ ろの 「実態」 を明 らか に すべ く，事件を検討 しな ければな らない 。

　（3） 事例の 検討（B）：〈規範的パ ラ ダイム 〉の 限界

　『判例時報』掲載の 記事に 当た る と， 上述 の A 子 の コ メ ン トは裁判 の 争点 「本件勧

告の 平等原則違反 の 有無 に つ い て」 を巡 る原告側主張 に 対応 して い る こ とが わか る 。

　　「原告の ク ラス で は半分近 くの 人が パ ーマ を掛け た こ とが あ り， 処分を受 けた者

　　が少な くと も
一

〇名は い るが
， 原告以外は髪の 毛を切 らされ る等の 処分で 許され

　　て お り， 特に ， 三年の 夏休み こ ろか ら外見か らみ て もす ぐわ か るよ うな パ ー
マ を

　　掛 けて い た生徒 も， また ，
パ ー

マ と運転免許 に 関 し二 回の 校則違反が 発覚 した 生

　　徒 もい ずれ も許され て卒業 して い る。 ／ パ ーマ に関 して は，それ を理 由 と して 退

　　学を させ られた もの は原告以外に は見当 らず，多 くは摘発されず放置されて い た

　　 し仮 に摘発されて も髪の 毛 を切 っ た り， 日付な しの 退学願を書か され る こ とで 許

　　 され て い た の で あ り， こ の よ うに 同
一

の 校則違反 に つ い て の 摘発や処分が恣意的

　　に され る こ とは 著 しく平等原則 に違反する」 （18頁， 同資料以下 『時報』 と略）。

　 こ の原告側主張 （平等原則違反） は結局裁判所 に よ っ て 退け られ るこ とに な るが，

しか しパ ー マ 等校則違反者が退学処分を受けず常態的に卒業 して い た とい う事実関係

の 指摘そ の もの は採用されて い る。
こ こ か らい える こ とは ，

い わゆ る 「文言」の 上で

の 「規則」とそれが実際に 執行 され る 「運用」 との 間に必然的に 「隙間が 開い て い る」

とい うこ とで あ る 。 「パ ー
マ 禁止」とい う 「規則」は決 して そ れだ けで 拘束力を もっ も

の で は な く， 実際 に は 相当程度の 幅の 運用の 余地 （「外見か ら見て す ぐわ か らな けれ ば

セ ー
フ」厂摘発 され な ければ セ ー

フ 」「摘発 され て も髪を切れ ば セ ー
フ 」「日付 な しの 退

学願を書けばセ
ー

フ 」等 々）が ある 。 そ れ らは明確に 文言化 され て い るわ けで はな く，

学校組織内の 常識的知識 （類似の 前例 ， 有効な 言 い 逃れ ， ど うい う場合 に 見逃 されや

すい か ， 目を付 けられ る生徒の タイ プ ， 発覚 した場合の 処分の 程度 とそ の後 の影響，

等々 の 細か く雑多 な知識の 集積）とな っ て い る。 例えば ， 「パ ー
マ 禁止 」規則が 破 られ

た場合の 学校側の 処置の 慣例は次の よ うな もの で あ っ た 。
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　　「… S 高校で は ，
パ ーマ を掛けて い る こ とが 発覚 した場合 ， 反省の 意味で首筋が見

　　え る くらい に シ ョ
ー トカ ッ トに す るの が通 例で あ り， 初めて パ ー

マ を掛 けた生徒

　　に対 して は ， 首筋が 見え る くらい の シ ョ
ー

トカ ッ トに して 反省す る よ うに指導す

　　る場合 もあ っ た」（『時報』 10頁）。

　注意 さる べ きは
， 退学 した A 子 も 「髪を切」 っ て は い た とい うこ とで ある。

　　「な お ，
Y 教諭は ，

…職員会議が始ま る前 に ，

…大部分 の 教諭 らに対 し， 原告が謝

　　罪を しに きたが ， 毛先を少 し切 っ た だ けで ，髪 は結 ばな い で 来た と話 したが ，原

　　告が 切 っ た髪の 長 さが 10セ ン チ メ ー トル 位 に す ぎず， しか も，切 っ たの が本件勧

　　告か ら
一

週間後で は報告 して も意味が な い と考え， 右職員会議に お い て は原告が

　　髪の 毛を切 っ た こ とを敢えて 報告 しなか っ た」 （『時報』 IO頁）。

　 っ ま り， こ う した慣例 は 「文言」化 されて い な い だけア ド ・ホ ッ ク で あ り， しか も

場合 ごとに新 しい 細か な条件 （首筋が 見え る こ とが 重要 ， 髪 を結ぶ ほ うが 良 い，1週間

後で は無効，等々 ）が浮上する の で あ る 。

　こ う した 「実態」 は ， しか し， わ れ われ に と っ て なに も特殊な もの とは感 じ られ な

い だ ろ う。 言い換 えれば ， 校則 は ， 「文言の運用」 として み た場合 （あ らゆ る 「規則」

が そ うで ある よ うに ）「曖昧 さ」を含 まざる を得ない
。 すな わち，  複雑で ア ド ・ ホ ッ

クな 「運用」 手続 の 総体 を 「内面化」す る こ とは不可能で あ り，   その 全容は可視的

で はな く，   規則違反 に 対す るサ ン ク シ ョ ン の 基準およ びサ ン ク シ ョ ン その もの の も

っ 意味合い も場合ご とに 異な る ため
，   結局 ， 校則が生徒の 行為の 一義的指針とな る

こ とは不可能 とな る 。 校則 は生徒 の行為を縛 らな い
。 そ の 「曖昧 さ」の 中に こ そ 校則

現象 をめ ぐる問題 の争点が胚胎する 。 われ われ は こ うして校則の く規範的 パ ラダイ ム 〉

を離れ る こ とにな る 。

　  　校則 の く解釈的パ ラダイ厶 〉一 「暖昧さ」と 「教育性」

　 こ こで 導入 され る の が 〈解釈的 パ ラ ダイ ム 〉の モ デ ル で あ る
【
％ 〈解釈的 パ ラ ダイ ム 〉

は まさ に社会的規則が原理的に含む 「曖昧さ」に 注目する 。 この 「曖昧さ」 ゆえ に ，

人 び とは常 に規則を 「解釈」す る余地 を有 して い るの だ ， とい うの が ， 〈解釈的 パ ラ ダ

イ ム 〉 の 第 1 の論点で ある 。 しか しな が ら， そ うした指摘か ら行為者の 自由を主張す

る とい うの は実の と こ ろ さ して 生産的な議論で はな い
。 なぜ な ら， そ れ は従来残余範

疇 と して 無視 され て い た 「曖昧さ」を議論 の 中心 に 置き直し， 強調 し直 した に す ぎな

い か らで あ る （それだ けな らば ， 先 に言及 した 「校則否定派」の 主張 と同 じで あ り，

そ の 限 りで は む しろ 〈規範的パ ラ ダイ ム 〉の 補完的な ヴ ァ リア ン ト と見做さねば な ら
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ない だ ろ う）。 本稿で 導入す る 〈解釈的パ ラ ダイム 〉の 眼 目は ， そ うした 「曖昧さ」が

人々 に よ っ て 積極的 ・組織的に確保され運用されて い る様態を描 きだす こ とに ある と

い え る。
そ こ で 注 目され る 「解釈」 とは ，行為者の 個人的な 自由を保証 するよ うな も

の で はな く， む しろ その 反対に ， 組織の 秩序その もの を可視化 して い くた め に行なわ

れる， 「瞹昧 さ」管理の 協働的過程で あ る。 例え ば ， H ．ガー
フ ィ ン ケ ル は ロ サ ン ジ ェ

ル ス 自殺 防止セ ン ターの 組織内の活動を観察 し， そ こ で 職員た ちが ， 断片的で 辻棲が

合 っ た り合わな か っ た りす るよ うな デー タをや りく り しなが ら死亡 ケ ース を分類 して

い くや り方 に つ い て 以下の こ とを見 出して い た。

　　「死の 様態 に 関す る い くつ か の タ イ ト ル の うちの ひ とつ が 各々 の ケ
ー

ス に割 り当

　　て られね ば な らな か っ た
。

そ の い くっ か の タ イ ト ル と い うの は
， 自然死 ・事故

　　死 ・殺人 ・自殺 とい う 4 つ の基本的可能性の 法的に可能な組合せ か らな る もの で

　　あ っ た 。 そ れ らタイ トル の す べ て は，単純に そ の 実際の 各々 の 使用に 際 して 発生

　　する多義性 ・曖昧さ ・即興性 とい っ た もの を防 ぐよ うに 管理 され て い た だ けで は

　　な く， また そ うい っ た 曖昧 さ ・多義性 ・即興性をあ えて 招 くよ うに も管理 されて

　　い たの で あ る。
つ ま り， 彼 らの 作業にお い て は ， そ うい っ た多義性が トラ ブル と

　　な りうる よ うな部分が あるだけで な く， 彼 ら専門家 たちが 自らの 環境 に対 して 曖

　　昧さ ・多義性を招 くよ うに ・即興性を招 くよ うに ・あ るい は い ち じ しの ぎな どを
　 　 サ　　 　t 　　 　　　 　ロ　　　の

　　招 くよ うに 対処 して い る とい う部分 があ るの で あ る」（Garfinkel　 l967　 p，14）。

　　「成員の 目か ら見た 場合 ， 言 い 換 え れ ばそ れを起 こ らしめ た 実際の 実践に そ くし

　　て 見た場合， 日常的問題探求はル ール に よ っ て
・あ るい は ル ール に従 っ て 達成 さ

　　れ る もの で は な い
。 それ はむ しろ明 らか に何か 欠 け た もの と して 認識され て お

　　 り， しか しそ れ が欠けて い る とい うま さに その こ とに よ っ て ，それ の 十分性が認

　　め られ ， そ して それ ゆ えに こそ ， 誰一人 と して敢えて 詳 し く説明を要求す る者が

　　い な い とい う訳 なの で あ る」（ibid．　 p．15）。

　ガ ー
フ ィ ン ケ ル に よ っ て観察 され た ロ サ ン ジ ェ ル ス 自殺防止セ ン タ

ー
の 組織 と同

様 ， 学校に お い て も， 「曖昧さ」は必要 とされ て い る。 それ も ， 校則をか い くぐろ う と

す る （あ るい は 「自由」 を確保 しよ うとする）生徒の 側の み な らず， 校則の 執行者で

あ る教師の 側 に と っ て も 「曖昧さ」は必要 とされ るの で あ る。 次の 記述 はあ る小学校

教員が学校 内の 「きま り」 を作 る際の 困 難に つ い て述 べ た もの で あ る 。

　　「抽象的な表現で め ざす方向だ けを示すな ら，子ど も達の 考えや 気持ち を尊重す

　　る こ とがで きます。 ／子供 た ち個々 が 自分で 判断 し行動 しな ければな らな い の で

　　すか ら， 自主性 ・自発性 を育て るた め に は有効 な示 し方と い え るで し ょ う。 ／ し
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　　か し， 子 ど もに よ っ て は ， 何をどの よ うにすれ ば良い の か が分か らない の で，結

　　局何 も しない とい う状態 に させて しまう心配 もあります。 ／ それ な ら細か く具体

　　的に 示せ ば良 い の で し ょ うか 。 ／ とこ とん 細か く具体的な きま りを作れば ， 子 ど

　　 も達が迷 うこ とは あ りませ ん 。 きま りどお りに動けば良い の で すか ら， あ る意味

　　で は こん なに 楽な こ とはあ りません 。 ／ しか し， 何が何で も○○ させ る， とい う

　　硬直化した指導 ＝ 管理 に な っ て しまい ます」（原　199138 頁）。

　 こ こに 見 られ る 「曖昧さ」へ の 志向は教師に と っ て 決定的な存在条件 とな っ て い る。

なぜ な ら， もしこの 「曖昧 さ」 が な くな っ て しま っ た ら教師 は生徒 に対 して た だ機械

的に杓子定規に校則を押 し付ける だけの マ シ ー
ン に な っ て しま うか らで あ る。 教師は

こ の 「曖昧さ」 の 中に こそ 自 らの 「教育者」 と して の 裁量権 ，
っ ま り 「教育 的配慮」

の 余地 を，従 っ て また 自 らの 「教育者」ア イデ ン テ ィ テ ィ その もの を見出すの で ある
。

　本稿で 検討 して い る 「パ ー
マ 退学訴訟」に お いて も ， 「曖昧 さ」 と 「教育的配慮」を

め ぐる同様の 論理 が はた らい て い る 。 前節で 引用 した争点 「平等原則違反の 有無」 に

つ い て の 裁判所の 判断の 中に ， 次の よ うな言明を見 る こ とが で きる 。

　　「学校 が生徒 に対 して 懲戒措置を とるに 当た り， そ の 借置が 不公平 な もの で あ っ

　　 て は ， か え っ て 生徒 の 不信感お よび反感を招 き，そ の趣 旨を達成 で きな い の で あ

　　るか ら， 懲戒措置 は公正 ， 平等 に行な われ るこ とが強 く要請され る。 ／ しか しな

　　が ら， 生徒の 問題 行為 ， 規律違反行為 に学校が どの よ うに 対応す るか に っ い て の

　　判断は ， 当該行為 の 態様，そ の背景， 当該生徒 の 個性，平素の 行状 ， 生活環境等

　　を総合的に 考慮 しっ っ
， 教育的見地か らな され る もの で あ るか ら， 極 めて 個別的

　　な判断に な らざ る をえ な い 」 （『時報』 18頁）。

　 こ こ に言われ て い るの は ， 明確 に規定 され た 「規則」 に対す る， ケ
ー

ス バ イケース

の 「判断 ＝ 解釈」 の 優位で あ る。 しか もそ の 際 ， 他な らぬ 「教育的見地」 とい う視点

が援用 されて い る， とい う事実に注 目しな ければな らない
。 すなわ ち ， こ こで も規則

運用の 「曖昧 さ」の顕揚 に よ っ て 教育の 「教育性」が確保 ＝ 追認 され て い るの で あ る 。

　先 に ロ サ ン ジ ェ ル ス 自殺防止 セ ン タ
ーの 研究 に っ い て 言及 した よ うに，「曖昧さ」の

組織的維持 ・運用 その もの は ， 学校組織以外 に お い て も観察 さ れ る 。 そ れ が 「現実 の

現実性の 生成」 の ため の 条件とな っ て い るこ とは ， ガー
フ ィ ン ケ ル が喝破 した通 りで

あ る 。 しか しなが ら，本節で 指摘 しつ つ あ る よ うに．「曖昧 さ」は学校 とい う組織に お

い て 特権的な位置づ け を得て い る。 す なわ ちそれ は ， 単な る 「現実」の 生成だ けで な

く，「教育的現実」と い う特殊な リア リテ ィ の 「現実性」の 生成の 条件 とな っ て い る の

で ある 。 しか も， こ う した 「曖昧 さ」 の 重視が 学校組織 に と っ て決定的基盤 とな っ て
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い る こ と は ， 教育法学の テ キ ス トを見 る こ とに よ っ て 容易に確認 され うる。 教育法の

法源論におい て は 「条理」 （≒ 常識）が強調 される傾向 に ある の で ある。

　　「独特な教育法論理の 発生基盤を なす近代の 教育 そ れ 自体 は ， がん らい 前法規的

　　存在で あ っ て ， しか も独自な本質お よび原理 （教育学 で い う 『近代教育原則』）を

　　確立 して きて い る 。 したが っ て ， 教育 に た いす る法的規律に は限界が存す ると と

　　もに ， 教育条件整備と して の 教育法的規律は ， ま さに 教育の本質や原理 に 沿い そ

　　の 実現を助長する もの で な けれ ばな らな い
。 （…）／前述 の ごと く， 教育 『条理 法』

　　は成文法規 を欠 く所 に お ける不文法で あ るが ， 成文教育法規 も 『条理解釈』さ れ

　　るべ きなの で あるか ら， いずれに せ よ 「教育条理』 こ そが ， 多 くの 場合 ， 現行教

　　育法の 内容 を正 しく見定あ うる決め手で あ る と言え る」（兼子　197840 頁）。

　学校組織は
， 近代的組織で あ る限 りに お い て ， そ の 形式的側面の 根拠 を教育法体系

に 負 っ て い るは ずで あ る 。 と ころが，引用文中に述べ られ て い る通 り， 学校組織が ま

さに学校組織で あ るそ の 理 由，すな わ ち 「近代 の教育そ れ 自体」が ， 積極的に 法的規

律 に 「限界」 を設定す る 。 そ れが ま さに教育法論理 その もの の 根幹に おい て 認 め られ

て い る以上 ， 学校組織 は必然的に 構造的緊張 を帯 びた二 重性を帯び る こ とに な る一

す なわ ち，「近代官僚制的組織 として の学校」と 「教育的共同体 と して の 学校」とい う

ふ た つ の 側面が そ れで あ る。 前者の 側面 に限れ ば ， 学校内で 起こ る諸々 の 現象の 意味

づ けは （究極的に は）教育法体系を遡及的に 参照す る こ とに よ っ て 形式的 ・一義的に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　サ　　　　

確定す る こ とがで きる はずで あ る。 とこ ろが ， 学校が ま さに 「教育的」 で あろ うとす

るその 瞬間に ， 法論理 そ の もの が 「教育条理」 へ と優先権 を譲 り渡 して しま う。 諸々

の 現象 は 「前法規的」な解釈 に委ね られ るこ とに な るの で あ る。

　（5） 校則の rエ ス ノメ ソ ドロ ジー的モ デル」

　本節で は ， 前節 まで の 議論を整理 しな が ら校則の 「エ ス ノ メ ソ ド ロ ジー
的モ デ ル 」

と呼び得 る もの を提起す る 。 それ は以下 の よ うな もの とな るだ ろ う。

　  校則は 「曖昧」で ある 。 そ れ は 「文言」だ けで な く 「校則運用」に 関す る細か

な知識と手続の 集積か ら成る 。

　  その 「曖昧さ」 は ， 教師／生徒 に よ っ て 積極的に 運用 されて い る 。
つ ま り 「曖

昧さ」 の 原理的解決は不可能で ある以上 に
， 通常， 積極的に回避され て い る 。

　  （al教師 と生徒は学校組織の 中で 「こ の 場合 どの よ うな規則適用 が妥 当か」 とい

う 「暗黙の ラ イ ン」 を互 い に 探 り合 い作 り上 げる
14’

。 「曖昧 さ」の 解決 はそ う した個 々

の 校則運 用場面に お け る解釈 ＝交渉の 過程に おい て 実践的 に行な われ て い る。

　（b） 「曖昧 さ」 の 原理 的解決 を 「一義性 の 追求」 と言 うな らば，実践的解決 と は ，
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「多義性の 認知的排除」と呼び得る もの であ る。 上 に述べ た 「暗黙 の ライ ン」 は ， 教師
　　　　　　　　　　　　　　　　 の　　　　　　　じ　　　ロ　　　ロ

／生徒 い ずれの 独断 で もな い まさ に相互主観的存在と して 同定され ね ばな らな い 。 そ

の 同定に 際 して は A．シ ュ ッ ツ の 言う 「有意性体系の 一致の 理 念化」が はた ら く。

　　「私 と他者 の 独 自な生活史的状況 に 由来す る視界 の 相違 は ， 双方の 当面 の 目的に

　　と っ て 有意な もの で はな い とい うこ と， また ， 私 と他者 ， つ ま り 『わ れわ れ』 は ，

　　双方が 同じ仕方で ， ま た は少なくとも 『経験的に は同 じ』仕方で
一

っ ま り実際

　　的な問題 に 関して は十分な仕方で　　実際に ま た は潜在的に共通 な対象及びそ れ

　　 らの 特徴を選 び出 し，解釈 して い る と仮定 して い る とい うこ と ， この 二 点を私は

　　反証が現わ れ ない か ぎり自明 な こ と と して 考えて い る
一

また他者 もそ うだ と仮

　　定 して い る」（Schutz　 l962　 pp．11− 12）

　 こ うした信憑を前提 と しな い か ぎり， 教師 と生徒 とに相互 主 観的に妥当す るよ うな

「暗黙 の ライ ン」を認識する こ とは不可能で ある 。 そ の意味で ， 例え ば 「教師 は生徒を

信頼す べ きで ある」 とい う見解 は， 感情的交流 の 重要性や性善説的生徒観か らくる も

の で あ る と同時に校則の 「曖昧 さ」の実践的解決の 方略の表現で ある とい うこ とが で

きる。 こ の 「信頼」が ， 日常的校則現象の 基盤 とな っ て い る。 同時に まさ に こ の 点が ，

学校組織 内の 潜在的 「校則
“
違反

”
」常態化 の基盤に もな っ て い る の で ある 。

　（c ） こ の 「信頼」は不安定 な もの で あ る 。 い うまで もな く， 学校組織 内に お いて は

教師 と生徒 の ある程度 の 見解の 相違は 「実際 に は 」常 に発生 して い る 。 したが っ て 「信

頼」は常に 「そ の つ ど実践的に達成」されつ づ けて い な ければな らない 。 そ の た め に，

しば しば 「誰で も知 っ て い る こ と what 　everyone 　knows 」あるい は 「常識」へ の 言

及と い う手続が と られ る
。

ガ ー
フ ィ ン ケ ル に よ る実験 を参照 され た い

。

　　「友達が私に，『急 げよ，遅れ る ぜ』と言 っ た 。 私 は ， 遅れ る っ て ど うい うこ とだ，

　　何を基準に して そ う言え るん だ ， と聞 き返 した 。 彼の 顔に は 当惑と冷笑 の 表情が

　　現わ れ た
。 『な ん で そ ん なば か ばか しい こ とを聞 くん だ ？　 だ い た い か ら

，
お前，

　　今 日ど っ か お か しい ん じ ゃ な い か ？　 なん で おれの言 っ た こ とをい ちい ち説明 し

　　な きゃ い けない ん だ ？　誰だ っ て 俺の 言 っ て い る こ とは理 解で きる し， お前だ っ

　　て そ うだ ろ うが ！』」 （Garfinkel　 op ．　cit ．　 p．43）

　 こ こで は，相互 主観性 の 亀裂の 危機に 対 して 「常識」 へ の 言及 とい う修復手続が と

られ て い る 。 こ こで 重要 なの は ， 校則は本来は多義的で あ っ て 誰 に も明 らか なわ けで

は ない
， とい う点で あ る。 重要な の は 「常識 」 へ の 「言及」 とい う手続そ の もの で あ

る 。 そ こか ら例え ば ， 教師と生徒の 間で 校則解釈 に深刻な亀裂が 生 じた場合， こ の 手

続を適切 に実践 し得た側が 自らの 校則 「解釈」 の 正当性を主張す る権利を手に す る ，
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とい うこ とがわかるだろ う。 校則運用にお ける ヘ ゲ モ ニ ーを教師側が掌握 して い る と

すれ ば それ は ， こ うした手続の ノ ウ ハ ウ ・知識 ・制度的 ア クセ ス を教師側が掌握 して

い る とい うメ タ次元 の 理 由に よ る
【

％

　  複数 の校則解釈 の 間に さ らに 大 きな亀裂が生 じ，あ る限度を超え た場合 ， 「曖昧

さ」解決 へ の方略が根本的に切 り換え られ る。 すなわ ち ， 実践的解決で はな く原理 的

解決 が 目指 され る。 そ こで はあ らゆ る事態 の厳密 な可視化 ・一義化 が 目指 され る。

　本稿で 検討 して い るパ ー
マ 退学事件 は こ の ケ

ー
ス の 極端な場合 に相当する 。 A 子の

パ ー
マ が発覚 した 直後，A 子 は学校 を無断早退 し美容院 に行 きパ ー

マ を ス ト レ
ー

トに

する。 翌 日，学校 は A 子と父親を呼び 出し， 無断早退 の 理 由を尋ね ると と もに ，A 子

の 髪に確 か に パ ー マ が かか っ て い た こ とを確認す る 。

　　「原告が髪の 毛 の 上 の 部分を教諭 らに指示 されて 濡 ら して 来た と こ ろ ， 頭頂部を

　　含 め濡 れた 部分 に ウ ェ
ーブが 出た の で ，0 ，K 及び Y 教諭が 原告の パ ー

マ を確認

　　 した うえで ，
0 教諭は，原告 らに 対 し自主退学をする よ う本件勧告を した 」 （『時

　　報』 9 頁）

　ス ト レ
ー

トに した髪 を水で 濡 らして パ ー
マ を確認す る とい う手段 は既に 通常の もの

で はあ り得 な い 。 A 子 の学校内で の 行動 とそれに関す る校則 は過去 に遡 っ て 徹底的に

可視化され る。 裁判を通 じて ，

一方で は A 子の 過 去の 行状 （授業態度 ・リ ッ プ ク リー

ム の 使用 ・林間学校の 無断欠席 ・ア ル バ イ ト ・ カ ン ニ ン グ未遂 ・言葉遣 い と反抗的態

度 ・運転免許無断取得等 々 ）へ の 言及 ， 他方で は生徒全員 に交付されて い る 「本校の

生活指導 に つ い て 」 と題す る校則集 へ の 言及 とい う手続 が再三 と られ る こ とに よ っ

て ，
A 子の 「逸 脱性」 と校則の 「一義性 ・

可視性」が同時に強調
＝立証 され る こ とに

な る。

　  （a）上述の   の プ ロ セ ス は 〈規範的パ ラダイ ム 〉にい う 「サ ン クシ ョ ン」 とは異

な り， む しろ 「ス ケ ープ ゴ ー
テ ィ ン グ」と言い 得る もの で あ る。   は校則の 「一義性」

を直接 的に確定す る 。 それ に よ っ て ， 「曖昧さ」を 「多義性の 認 知的排除」に よ っ て 運

用 して い る   〜  の 「常態」に ，

一
定の 根拠を与え る こ とがで きる 。 とくに ，

一
連の

二 分法的カ テ ゴ リ
ー

の 意味内容 の確定 は重要で あ る 。 「校則遵守／校則違反」が  の 中

で 確定され れ ば
，

そ こ か ら 「普通の 生徒／逸脱的生徒」が確定され る。 また教師の 側

の 「管理主義／教育的指導」 もそ こか ら派生す る 。 これ らの 諸カ テ ゴ リ
ー

は む ろ ん ，

日常的に も頻繁 に用 い られ ， そ れ らに よ っ て学校組織 とそ の 中で の 諸活動が可視化 さ

れて い る 。 しか し， 日常的 に はそ れ ら諸 カ テ ゴ リ
ーの 意味内容は 「曖昧」 な ままで あ

り 「曖昧」な ま ま用 い られて い る。 確 か に その 「曖昧さ」 は教師／生徒の 日常的関心

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 155

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Japan Society of Educational Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Soolety 　of 　Eduoatlonal 　Soolology

をひ きっ け ， それが先 に述べ た 「暗黙の ル
ー

ル 」を め ぐる解釈 ＝ 交渉ゲ ー ム の 動因と

もな っ て い るの だが， しか し実践的な関心の レ ヴ ェ ル を超え て厳密に意味確定が追求

さ れ る の は，   の プ ロ セ ス に お い て で あ る。

　（b）   で 確定され た校則及び諸カ テ ゴ リ
ーの 一義性 ・可視性が ， そ れ以降の 学校組

織内で 保持 され る こ とは困難で ある 。 な ぜな ら， 前節で 明 らかに した通 り学校内で は

「教育的現実」の 維持 の ため に
一

定程度 の 「曖昧さ」 が必要 とされて い るか らで あ る 。

  は それ 自体で 完結する傾向が あ り， そ れ以 降の 学校組織内で は ， 校則の
一

義性 へ の

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　 　ロ
「信頼」の みが 高ま っ たま ま保持され ， 実際の 校則 は再 び 「瞹昧」な まま実践的に 運用

され る こ とに な る 。 比喩的 に言 えば ，   の プ ロ セ ス は，品質管理 に お け る 「抜 き取 り

検査」 の よ うな もの だ と言え るだ ろ う。 それ は 「信頼性」を保証す るの で あ り，実態

を保証す るの で はな い
。

　（c ） 一般に   の プ ロ セ ス は 「見 せ しめ 」 と批判 され る こ とが多 い
。 しか し， そ こ に

教師の 具体的利害関心 や感情的衝突だ け を読み とる の は ミス リ
ー

デ ィ ン グで ある。 む

しろ  の プ ロ セ
、
ス が，個 々 の 教師／生徒 の私的事情を超え て ， い わ ば学校組織の 存在

そ の もの を支え て い る働きに こ そ注目しな けれ ばな らな い
。 前節に お い て ， 学校組織

が 「近代的組織／教育的共同体」 の 二重性を帯びて い る こ とは既 に述べ た 。 そ の うち

前者の 側面 は ， 教育法体系か ら校則 ある い は 諸々 の私的慣例 に い た る諸規則か らな る

間主観的な 「規則の 束」 と見做す こ とがで きる が ， そ うした学校組織の 形式的側面が

そ の 存在を一
義的に 確定 し得 ・ある い は 少な くと も確定 し得 る とい う信憑を維持 し う

るの は ， ま さに   の プ ロ セ ス を通 じる こ とに よ っ て なの で あ る。

　（d〕 「エ ス ノ メ ソ ドロ ジー
的モ デ ル 」か らは ， 校則現象は 校則の 「曖昧 さ」をめ ぐる

  の 「常態」 と  の 「ス ケープ ゴ ー
テ ィ ン グ」の 循環過程と記述 され る

。
こ の モ デ ル

が と くに 有効性を持っ 条件 と して ， 学校組織内に お け る （と くに教師／生徒間の ）認

識の 乖離 の拡大 ， とい う構造的要因を挙げ る こ とが可能 か もしれ ない （「乖離」の 初期

値が十分に小さ ければ，  ／  の 振幅は小さ くまた安定 して お り， 「曖昧さ」を敢え て

視野 に入れ る必然性 は小 さい だ ろ う。 しか し 「乖離」 が 拡大すれ ば （理論的に も実践

的に も） 「曖昧さ」 を問題 とせ ざるをえ な くな り， また   ／  の 振幅も拡大 して い く

（そ れが い っ そ うの 「乖離」の 拡大を産む） こ とが 予想され る）。
こ れ に 関 して は改あ

て 考察が な され ね ば な らな い だ ろ う 。

3　 「校則 問 題」 の 社会 的機能 とその メ カ ニ ズム

以上 の 考察か ら 「校則問題」 に つ い て 得 られ る知見は 以下 の通 りで あ る。
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　第 1 に ， それ は ， 上述 の 「エ ス ノ メ ソ ド ロ ジー的 モ デ ル 」の 項目  で 指摘 した 「ス

ケ ープ ゴ ーテ ィ ン グ」の ， よ り大 が か りな姿で あ ると言う こ とがで きる 。 社会的な議

論 の総体 と して の 「校則問題」 は，社会的関心 を校則現象に向け させ ， 校則現象を社

会的な 認識の 場にお い て 可視化す る機能を持つ
。 すな わち ， ち ょ うど ， 生徒集団の 1

人に すぎなか っ た A 子が パ ー
マ 発覚を き っ か けに 徹底 して可視化 されて い っ たの と

同様に ， 厂校則問題」 の 中で は ，校則現象そ の もの が社会的注 目の 対象に な る 。

　第 2 に，「校則問題」 の 議論の ふ た っ の 立場は ， 学校組織の 中で 校則の 「曖昧 さ」を

処理 するた め の ふ た っ の 方略 ， す なわ ち上述の 「モ デ ル 」 の 項 目  及 び  で 指摘 した

「実践的解決／原理 的解決」に経験的根拠を置い て い る と考え られ る 。 例え ば 「校則否

定派」 は 「生徒を信 じるべ きだ」 と主張す るが，  （b）で 述 べ た よ うに， それ は学校組

織内で 教師が 日常的に用 い て い る方略に対応 して い る。 「生徒 は 『常識』 を持 っ て お

り，それ に任せ る べ きだ」 とい う主 張 も， 「『常識』 へ の 言及」 とい う  （c ）で 論 じた手

続に準 じて い ると理解 しうるだ ろ う。

一方， 「校則肯定派」の 主 張 は  で 論 じた 「原理

的解決」の 方略 に対応 して い る。 まず，そ れ は生徒 と教 師の 「常識」 の 決定的不
一

致

を前提 と して い る （「生徒の誰 もが好 き勝手をや っ て い て は ， 秩序が維持で きない 」と

い う 「校則肯定派」の 主張）。 そ の うえで ， 校則 の 「一義的」効力に 訴え る こ と に よ り

「校則遵守／校則違反」を規定 し， そ れ に よ っ て 学校組織 の 秩序を維持す る と い う論理

構成 もまた共通 して い る 。 そ して ，「校則肯定派」の 主張の 論理 的帰結が （議論の 上で

も ・現実に も）校則及 び校則運用 の 可視化の エ ス カ レ ー シ ョ ン に行 き着 くとい う点

も，   の 方略の 延長上に あ る と言え る。

　 しか しなが ら， 第 3 に ， こ こ で 次の 点 に注意 しな けれ ばな らな い 。 「校則問題」の ふ

た っ の立場 と学校組織 内の ふ た つ の 方略 と の 間 の 対応 は上 に述 べ た通 りで あ るが ， む

しろ両者の 間の 相違に 注 目す る こ とが 重要 な の で あ る。 端的に 言うな らば ，
ふ た っ の

方略 （実践的解決／原理 的解決） は，学校組織内に お い て 「曖昧さ」を処理 す る際に

状況 に応 じて 使い 分け られ る相互補完的な もの で あ り， その
一

方 だ けで 学校内の 生活

世界が成立するわ けで は な い 。

一
方 ， 「校則肯定派／校則否定派」 の ふ たつ の 立場 は ，

相互 に二 律背反的な対立を演 じて い る 。

　そ の ため に ， 第 4 点 と して ， 「校則問題」の 議論で 双方が そ れ ぞ れ の 観点か ら描き出

す （構成 一 可視化す る）学校像 は いずれ も過度 に
一

面化 さ れ た ゆえ の 歪み を生 じざ る

を得な い と言え る。 例え ば ， 双方の 提示す る 「生徒像」 は以下の よ うな もの とな る。

　　「本件 の 運 転免許取得制限及 び パ ー
マ 禁止 の 各校則 に つ い て こ れ をみ る と，交通

　　事故に よ り自他 の 死傷の 結果を招来す る ときは 学校教育 に重大な支障を生 じる恐
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　　れが あ り， また
一

人で も免許取得を認 めた り，高校生 としてふ さわ しくな い Ae 一

　　マ を掛け るこ とを認め る ときは非行化を防止で きず ， 他の 生徒に対 し悪影響を及

　　ぼす こ とは明らかで あ る （『時報』 14頁 ， 「被告学園の 反論」）。

　　「生徒は生徒な りに 自分の こ と絶対に考えて る。
い っ その こ と， 校則 を な くして し

　　まえ ば，そ の うち イ イ 子 ば っ か しに な っ て くる よ 。 自分で 勉強 す る っ で …一
。

　　だ っ て 困るの は自分だ もん
。 先生 は， その へ ん の こ と， も っ とも っ と考えて ほ し

　　い で す」（保坂他　199062 頁　中高生 か らの 投書よ り）

　む ろん
，

こ れ らは極端な 例で はあ る。 しか し， こ う した ス テ レ オ タイ プ はよ り希薄

な形で 「校則問題」 の 議論の 中で 繰 り返 し登場す る。 「校則肯定派」 は生徒の 「常識」

的能力を よ り低 く見積 もり， 免許を取れば人身事故を起 こ し，
パ ーマ を掛 ければ非行

化す る，お よそ幼児的な 「生徒」像を提示す る
【6）

。 逆 に，「校則否定派」 は生徒 の 「常

識」的能力を よ り高 く見積 もり，校則が な くて も ・あるい は校則 さえ な か っ た な ら理

想的な学校生活を送る こ との で きる 「生徒」像を提示する。

　そ こで 第 5点 と して ，
こ こで 本稿冒頭の 議論に戻るが ，

こ の 両者の 論争は必然的に

「水掛 け論」を招来 する 。 本稿第 1節で 論 じた通 り， この 「水掛 け論」は ， 両者 が同 じ

「規範的パ ラ ダイ ム 」 に則 っ て い るた め起 こ る。 「規範的パ ラ ダイ ム 」 とは ， 校則 の 抱

え る原理的 「曖昧さ」を捨象 しなが ら現実を一義的に 可視化するや り方で あ っ た
。 「校

則肯定派」 は校則現象の うち 「原理 的解決方略」 （「モ デル 1   ）を踏まえ可視化を行

な う結果，学校組織 の よ り官僚主 義的な側面を強調す る こ とに な る。

一
方 「校則否定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 じ　　　　　　　　　　　　　　　り　　　の　　　　　　　サ　　　，　　　り

派」は ， 「実践的解決方略」（同   ）を踏 まえ可視化を行な う （「可視化 の 回避」を踏 ま

え て 可視化す る）こ とに よ っ て
， 学校組織内の 「信頼」 と 「常識」を ，

そ の 結果 と し

て 学校の 「教育的現実」 の 現実性を強調する こ とにな る。
い ずれ の 立場 も校則現象の

本来的な 「曖昧さ」その もの を看過 して い るため事態の 決定的な把握に到 りえず ， ゆ

え に 「水掛け論」が生 じる。

　 こ こで 本稿第 1節の 問い を繰 り返 そ う 。 「に もかか わ らず， なぜ われ われ は校則問題

に 執着 し， 活発な議論 を続 けて い る の か ？」　そ の 答え は既 に見 え て きて い る 。 本節第

1項で 既 に 指摘 した通 り，「校則問題」は 社会的規模の 大が か りな 「ス ケ ープ ゴ ーテ ィ

ン グ」 の プ ロ セ ス で ある 。 そ れは校則現象を可視化する 。 しか も，矛盾す るふ た っ の

様相すな わ ち 「近代官僚主義 的組織」 と して の学校 と 「教育的共同体」 と して の 学校

とい うふ た っ の 様相 （こ れ らの構造的緊張関係 に っ い て は本稿第 2 節参照）を同時に

可視化す る の で あ る 。 両者 は対立 す るふ た っ の 立 場に 振 り分 け られ 「論争」を展開す

る が ， そ の 「論争」が継続 されて い る限 りに おい て ， 両者 の 矛盾 は
一

時的 に棚上 げさ
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れ る一 あ たか も， 「論争」の結果い っ の 日か 「近代的組織」と 「教育的共同体」を完

全に両立 させ た理想的な学校が案出され うるかの ご とき漠然 とした希望が ， イデ ア 的
　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　ロ　　　　　　　ロ　　　■　　　　
に温存され るの で あ る。

こ の 漠然 と した希望を，学校の 〈教育可能性 イ デオ ロ ギ ー〉

と呼ぼ う。 その 最 も顕著な例を ， 「生徒が 主体的に 校則を守るよ うに 指導す る こ とが大

切で あ る」 とい う理 念に 見 る こ とが で き るだ ろ う 。 こ の 理 念は ，
い わ ゆ る 「校則見直

し」の 端緒 とな っ た 1988年の 文部省の 要請の 中核を成 し， また 1991年に 同省 の まとめ

た 「日常の 生徒指導の 在 り方に 関す る調査研究」 に お い て な され た提言で も繰 り返 さ

れて い る （安達　1991）。 また校則をめ ぐる学術的研究の 領域 で も同様の 理念が 「規範

の 内面化」と して概念化 され議論の 基盤 とな っ て い る （高野　1989）。 と こ ろが こ の 理

念 を見て 2 つ の こ とに気づ くだ ろ う。 第 1 に ， そ れ は 「校則肯定派／否定派」の 主張

を折衷 した もの （あるい は両主張の 共有す る く規範的パ ラ ダイ ム 〉の 顕在化 した もの ）

で あ る こ とが わ か る。 す な わ ち ， 学校集団の 秩序維持に お け る校則の 必要性を認 め

（≒ 「肯定派」）・それ を生徒が 「主 体的」（≒ 「否定派」）に守る とい う図式が そ こ で描

か れて い る 。 とこ ろ が第 2 に われ われ は ， 「生徒の 主体性を導 く指導」とい うこ の 理念

自体が 実は まさに 教育の イ デ ア ル な像 そ の もの だ と い うこ とに 気づ くだ ろ う。 （まさ
サ　　　　　　　リ　　　サ　　　　　　　ロ　　　ロ　　　ロ　　　リ　　　■　　　サ　　　ロ　　　コ　　　　　　　の　　　の　　　■　　　コ　　　　　　　　
に その 理 念が実現 し難い が ため に起 っ て い るはずの ）諸々 の 困難な 「校則現象」 に対

して 論点先取的に ・あ るい は現実か ら乖離 して イデ オ ロ ギー的に そ の 理 念 その もの が

繰 り返 し 「提言」 され得て い る とい うの は奇妙な こ とで あ る。
こ の 奇妙な イ デ オ ロ

ギー
的理念維持を可能 に して い るの が ， 「校則問題」の 「水掛け論」 なの で あ る 。 「校

則問題」 の 社会的機能はそ う した 〈教育可能性イ デ オ ロ ギー〉の 維持で ある。
こ れを

本稿 の結論 とす る％

4　 おわ りに

　「校則問題」は ご く最近 に立 ち上が っ た問題 で あ る 。 この こ と 自体 をふ まえて おか な

けれ ば， われわれは校則に っ い て 有効 に思考 しえ な い
。

つ まり， 「集団生活 の 本質的要

請」 あ るい は 「人権」 とい っ た普遍 的概念を鍵概念 と して 用 い る こ とに よ っ て 「校則

問題」に解答 を与 え よ うと して い るか ぎ り， 「校則問題」とい う問題設定それ じた い の

歴史的限界性の 内部に閉 じ込め られ て しま うこ とに な る。 本稿の 作業は ， ま さに その

よ うに して 「閉 じ込 め られ」て い る 「校則問 題」の 議論の 様態を記述 する こ と だ っ た 。

そ こ で ， 「校則問題」を成立せ しめ て い る歴史的条件その もの の 検討とい う作業が課題

と して 残 され た 。 あ らか じめ 予告をす るな らば そ の 作業 は ，   社会 シ ス テ ム 全体の

く教育社会〉化と，  そ の 中で の 学校 と い う教育 ＝管理装置の相対的価値低下，と い う
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事態を巡 る もの とな るだ ろ う。 しか しそ れ は本稿の 紙幅を大幅 に超え る もの とな る。

い ずれ稿 を改 めて考察 したい 。

〈注〉

（1） 校則を め ぐる学術的 ・非学術的言説 の うち， ある もの は 「問答」の 形式で この

　　論争そ の もの を再現 して い る 。 例 え ば， ジ ＝ ニ ア 小説の 人気 シ リ
ーズ の 1冊 「校

　　則の 国の ア リス 』 で は， 1人 の 生徒 と教師 との 間で 10ペ ージ に わ た っ て 「校則問

　　答」が展開され て い るの で 参照 され た い
。

　（2＞ 本稿で 資料と して 用い て い るの は 1991年 6 月21日付朝 日新聞夕刊掲載の 記事及

　　び 『判例時報』 1388号 （19913 − 21頁）所収の 記事で あ る （一部仮名）。

　　また坂本 （1993）第 4章 も参照 。 なお同訴訟 は一審 ，
二 審と も原告敗訴 。

｛3） 石飛 （1994）参照 。

｛4） 吉川 （1993）が 「暗黙の 合意」 に つ い て 有効 な指摘を行な っ て い る
。

（5） 北沢 （1987）に よ る，学校内の 「持 ち物検査」の 会話の 分析を参照 され た い
。

（6） 坂本前掲書　189− 193頁 r裁判官の 生徒像の 混乱」参照 。

（7） なお，越智 （1990）は，「聖性」 を維持す る言語ゲ ー ム と して の 教育言説 シ ス テ

　　ム に っ い て 本稿 に近 い 問題関心 か ら考察を行な っ て い る 。 また石飛 （1993） は，

　 理 論社会学の 「社会化論」 とい う問題領域 に お い て 本稿 とパ ラ レ ル な 論理構成で

　 議論を行な っ て い る。 そ こで は 「T ．パ ー ソ ン ズ／D．H ．ロ ン グ」 に よ る 「水掛 け

　 論」が抽出された うえ で ， 「社会化論」と い う問題設定そ の もの が イ デ オ ロ ギー的

　　に維持され る様態 が描かれ て い る。 あわせ て 参照 され た い 。
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