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学級 と官僚制の 呪縛
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1． 学校組織の と らえ方

　学校を，「脱官僚制組織」や 「緩や か な組織」と して 表現する見解が教育社会学研究

に お い て
一定 の 広 が りを もっ て い るω

。 また ， 学校 にお ける官僚制 とは 「合理的神話」

で あ り， 単な る儀礼で あ っ て ， もはや ヴ ェ
ーバ ーが 述 べ た官僚制の 実体で はな い とす

る見解 も存在 して い る〔2）
。 そ こで は ， 主 に学級で 見 られ るル ー

ス ネ ス を根拠に学校に

お け る官僚制原理の 存在が疑問視 さ れ た り，合理性 の貫徹が否定 され た りす る 。 しか

しこの 言説の 広が りとは裏腹に ， 学校を あ ぐる厳 しい 問題状況が生 まれて い る。 もし

学校が官僚制組織で はな く，
ル

ー
ス な組織で あるな ら， なぜ学級を舞台と して 様々 な

問題が生 じるの で あろ うか 。 なぜ多様 な形態で の生徒 の学校不適応が生 じるの だ ろ う

か 。
ル ース ネ ス で は，今日の 学校 が 内包する深刻 な問題を説明 しえ な い の で は な い だ

ろ うか 。

　 こ の ル ース ネ ス言説の 論理 的根拠 は ， 学校組織を企業組織や行政組織等と比較 し，

学校 にお ける組織 目標の 曖昧性や細か な規則適用 の 回避等 と い う特徴を こ と さ らに 強

調す る とこ ろ に あ る 。 しか し現代 の学校 の特性 を浮かび上が らせ るた め に まずな され

ね ば な らな い 不可欠の 作業は ， 歴史的比較で ある
。

ヴ ェ
ーバ ーの官僚制論の 学校組織

へ の適用可能性を問題 とす るな らば ， 伝統的支配 やカ リス マ 的支配 か ら官僚制支配 へ

の 移行過程の 中に ， 学校存立の 論理 を組 み込 むこ との 可否を論 じる必要があ る
（3｝

。 こ

れ まで の 学校組織論 は ， 手習 ， 徒弟制 な ど の 伝統社会 に お け る知識 ・技能 の 伝達過程

か ら ， 学校を通 した知識 ・技能の 伝達 へ の 変化の 意味を ， どれ だ け学校分析の 枠組み
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と して 重要視 して きた だ ろ うか 。 単な る変化 と して 捉え て きた の で はなか っ た の だ ろ

うか 。 合理 化 とい う枠組み ， そ して こ の 変化の 意義を 十分 に把握 しえな か っ たが た め

に，学校 を官僚制組織 と して 理解 しえ な くな っ て しま っ た 。 従来の学校組織論 は，学

校組織と学校以 外の 組織との 微細な差異を 巨大な差異 と して 解釈 し， 逆 に 中世ない し

近代初期に 見 られ た 学校的組織と現代の 学校組織との 巨大な差異 を ， 微細な差異 と し

て 解釈 して きた こ とに あ る
。

ア リ エ ス や フ
ー

コ
ー

の 著作は，前学校的形態か ら現代の

学校 へ の 組織形態の 壮大 な移行を明 らか に した もの と して ，改め て 評価 され ね ばな ら

な い
。

こ の よ うな作業を重ね る こ とに よ っ て ，学校が 内包 して い る問題 を的確 に把握

し うる の で あ る 。

2． 官僚制組織 と して の 学校 と純化過程

　現代 の 学校の 形態的特徴 と して 強調 しうるこ とは，多 くの 事柄が，様々 な基準に よ

り分類され ， 整然 と整理 され た状態の 中に あ る とい う こ とで あ る。 子 ど もは学年制に

よ り区分 さ れ，教育内容 は教科 に分 けられ，難易度に 応 じて 段階化 され， さ らに単元

に 分類され て配置 され て い る。 それ は徒弟制の よ うな無定型 な知識 技能の 伝達 の 世

界とは完全 に 異質な世界で あ る。 そ して 中世に起源を持っ グラ マ
ー

ス ク
ール や ， 産業

革命期に お け るチ ャ リテ ィ
ー

ス ク
ー

ル の よ うな ，

一人か二 人 の教 師が ， 年齢 の 異な る

比較的少数 の子 ど もを相手 に，鞭を つ か っ て 秩序 を維持 し，個別教授 に よ っ て 教え た ，

雑漠 と した教場とい う世界 と も明確に 区別 されね ば な らな い  
。

こ の 変化 を ア 1丿エ ス

は ， 子 ど もが抽出され ， 学校へ 囲 まれ て い く過程 と して 描写 し， フ
ー コ ー

は ， 子 ど も

が規律化 され，学校 へ と組み込 まれ る過程 と して 描い たの で あ っ た 。

　雑然 と した状態か ら整理 され た状態へ と ， 学校を変え た力 とは何か 。 整理 された世

界 と して の 学校 はか の モ ニ ト リア ル ・シ ス テ ム が典型的に 示すよ うに，明 らか に大量

の 貧窮児 へ の 対策か ら生 まれ た もの で あ っ た。 大量 の 物を有効に さば くため に は ， ま

ず は物 を分類 し，整理す る他 は な い 。 人間，教育内容，時間， そ して 空間が ， そ れ ぞ

れ の 基準 に 基づ い て 分類 さ れ ， そ れ ぞ れ が 対応 させ られ ， 組み合わ され て ， 学校は 出

来あが る
。

こ の 人間を整理 し， 配置 して 大量教育を実行する とい う作業が意味する も

の ， それ は教育が 人間の 自然の 営為で はな く，機械的 に組み立て られ た官僚制支配 の

世界 の 中で 展 開 す る特異 な行 為で あ ると い う こ とで あ る。 「官僚 制的組織が 進 出す る

決定的な理由は ，昔か ら，他の あ らゆ る形に 比 べ て そ れ が純技術的に みて 優秀で あ る

と い う点 に あ っ た 。 完全 な 発展 を と げた 官僚制 的機 構 の 他 の 形態 に 対す る関係 は ，

ち ょ うど機械が 機械に よ らな い 財貨生産方法に 対 する ご とき もの で あ る」
【5｝

。 人闇社会
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に 本来的に備わ っ て い る と しば しば見な されが ちの 教育と は ， 整理 され た官僚制組織

と い う， 人工 の 世界の 中で 展開 され る固有 の 出来事を意味するの で ある 。

　まず 法的に見れ ば，現代 の学校 は大 な り小な り制定法 に規定されて 存在 して お り ，

伝統的支配や カ リス マ 的支配 の下で の 学校で はない 。 すな わち ， 教育にか か わ る総て

の 人間が ， 制定され た教育法規 に形式平等 に 服従す る合法的支配の ドに あ り， ヴ ェ
ー

バ ーの い う ，
い わゆ る合理 的支配 に基 づ い て 運営 さ れ て い る 。 学校の 設立や教職員の

任免が，特定人物の 恣意 に委ね られ た り ，
カ リス マ 的畏敬関係 に基 づ い て な され るの

で はな く，制定 された法的手続 きに従 っ て 行 われ る。 さ らに経済的に 見れ ば ， 学校の

施設や 設備は教職員の 自弁で はな く，公的機関や経営者か ら提供され るもの で ある 。

そ れ は ヴ ェ
ー バ ーが 官僚制化 の 経済的指標と した か の 「労働者 の 生産手段か らの 分

離」が進行 し， 教師が プ ロ レ タ リア
ー

ト化 した状態 に あ る こ とを示ず
61

。 中世 まで の い

か な る経営 に お い て も，
こ の 分離 は進 まず ， 教師 は学校親方で あ り， また施設 と して

の 教場 の 所有者で もあ っ た 〔7［
。 現代の 学校は，法的 に も経済的に も，中世 の 状況 とは全

く異質な世界で そ の 活動 を展開 して い るの で あ る。

　中世 の 学校的組織の 教育活動 は極め て 未分化で あ っ た。 教師と聖職者とは しば しば

区別され て い な い 。

一
つ の 学校に お け る教師の 数 は 1人の 場合が多 く， 種々 雑多な内

容を教えて い た
。

しか し現代の 学校に お け る教育活動は個人 の包括的仕事で はな く，

専門分化と分業シ ス テ ム によ り担われ る ， 大規模な組織的活動と して 営ま れ る こ と と

な っ た。
い うまで もな く， この 組織は教育行政組織の 整備 と共 に拡大 し， 多数の 学校

を含む巨大な機構 と して 現代社会 に君臨 して い る。 多 くの 学校を含ん だ 巨大 な教育機

構 は，多数の 専門的訓練を受けた 教師を抱 え ， 多数の 行政幹部 に よ っ て 彼 らの行動を

統制す る， 官僚制組織と して 存在 して い る 。 法的に付与 され た権限の 原則 と位階序列

化の 原則 とい う， ヴ ェ
ーバ ーが官僚制の 理念型 と して 強調 した原理が ， 教育の 世界に

厳然 と して 貫徹 して い るの で ある 。 個人 レ ベ ル の 細々 と行われ た知識の 伝達行為は，

巨大な機構を通 じた大量の 知識 の伝達 へ と変化 した の で あ る 。

　 ヴ ェ
ーバ ーが ， 近代的官僚制 の合理的性格 を強調す るの は，そ れが 伝統的支配や カ

リス マ 的支配 に 不可避で あ っ た非合理性 を排除 しえ たか らに 他な らな い
。 形式平等 に

法律を課す舎法的支配 は ， 支配が特定人物の 恣意や感情，存否 に よ り左右 され る こ と

を防止 しうる 。 教育手段 の経営者 へ の 集中は，手段の 不足 に よ る活動停止 とい う不測

の 事態 を回避 し うる し， また プ ロ レ タ リア 化す るこ とで ， 兼職に よ りもた らされ る本

務遂行へ の 障害 を除去で き る 。 そ して 専門分化す る こ とに よ り ， 特定の 職務 に 自己の

役割を専念す る こ とが可能とな る 。 こ の よ うな一
連の 官僚制化 に 伴う組織の 整備 は ，
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組織 の 円滑な運転を妨害する非合理的要因の排除， すなわ ち組織 と活動の 純化過程に

他な らな い
。 官僚制組織を担 う人間の 行動の 規律化 とは ， 人間か ら種々 雑多な行為を

無駄 と して排除 し， 組織命令 に没人格的に 服従 さ せ るとい う意味で ， 人間行動の 純化

で あ っ た 。 こ と は教師に留ま らな い 。 官僚制組織の 対象 と して の 子 どももま た純化 さ

れ ね ばな らなか っ た 。 ア リ エ ス の 「中世に子 ど もは い なか っ た 」 とい う主 張 は ， 近代

社会 に お い て 子 ど もとい う純粋な操作対象が抽出され た こ とを示 した もの で ある 。

　大量 教育の た めの 官僚制組織 と して の 学校， そ れ は教師に しろ ， 生徒に しろ ， 人間

の 徹底的な純化 を随伴す る もの で あ っ た 。 こ の 整理 され た世界 と い うこ とが 示す も

の ， そ れ は純化 し， 加工 し， 組み立て て 出来あが る機械装置 と全 く同
一 の 構成原理に

よ り ， 学校が 出来あが っ て い る とい う こ とで あ る。 機械装置 とは，単純化 して言 えば
，

不純物を大量 に含有 した各種の 素材か ら純度の 高 い成分を抽出 し， そ れぞ れ成形 し，

ボ ル トや ボ ン ドを使 っ て
一

つ の 全体に 組み合わせ る こ とによ り成 り立 っ 。 そ して こ の

機械装置 は，効率性を要求されれ ば され る ほ ど，不純な要素の 排除を求め る。 高度の

純度を保っ 努力こ そ ， 精密で 効率性の 高い 機械装置を実現するテ ク ノ ロ ジ ーの 基本を

な して い る 。 中世 まで の 学校的組織 そ して また 産業革命期の チ ャ リテ ィ
ー ・ス ク ー

ル も， 雑然 と した 不純度 の 高い世界で あ っ た 。 生徒を徹底的に 規律化 した モ ニ ト リア

ル ・シ ス テ ム は ， 純化され た学校 とい う世界を初め て 登場させ たの で あ っ た
。

3． 純化され た世界 と して の 学級 と競争

　学校は伝達 さる べ き知識 が，種 々雑多に混在 して い る社会環境の 中か ら， 特定の 内

容を抽 出 して 伝達す るた め の 組織で あ る。 そ して また そ の 伝達を可能 に すべ く，複雑

な人 間の 行為を専門的行為に
一元化 し，

一
方の 当事者を教師 と して 教育行為に，他方

の 当事者を生徒 と して学習行為に局限せ しめ
， 純化 して 成立 した組織で あ る。 自然界

か ら抽出された純粋 な加工 品は，それ 自体で 有機的結合力を持たず ， したが っ て 他の

加工 品 と自ら結合す る こ と はな い
。 部品 は ， ボ ル トや ボ ン ド で人 為的に 接着 させ られ

ね ば な らな い
。 学校 とい う機械装置に お い て も， 教師や生徒 は そ の まま学校に結合す

る もの で は な く，人為的に組織に接着 さ れ る必要が あ る。 プ ロ レ タ リ ア 化 した教師は ，

給与と い う報酬を契機 と して接着 され，教育行為 に 自己を投入す る。 しか し生徒 は こ

の よ うな報酬を期待 して 学校組織 に 参加 す るの で は ない 。 大人が 収入 や地 位 とい う遠

い 将来 の報酬を学校教育の 成果 と して い くら強調 した と して も ， 子ど もの 動機形成 と

して は極 め て微弱な もの に過 ぎな い で あ ろ う 。 進学率や有名校 ブラ ン ドと い うチ ャ
ー

タ
ーが ， 学校 へ 生徒を接着する に して も， それ は中等学校 レ ベ ル 以上 の ， しか も限 ら
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れ た学校 の 場合で ある。 初等 レ ベ ル
， そ して 多 くの 場合中等 レ ベ ル の 学校に お い て も，

生徒の 学校 へ の 接着剤は，学級 （ク ラ ス ）とい う特異な社会の 仕組の 中に含 まれて い

る 。

　官僚制機構の 最末端と して 教育活動の 最前線 に位置す る学級 は，徹底 して 能率的駆

動の た めに 設計 され た シ ス テ ム で ある。 したが っ て こ の 学級 に は ， 学校の 純化 が最 も

象徴的に
，

そ して また 集約的に 現わ れて い る。 すなわち ， 同
一

年齢や同
一

能力 に均質

化され，教室 と い う同
一空間の 中で ， 同

一
知識内容が，同

一
時間に

一
斉 に，同一教師

に よ っ て教え られ る場が学級で ある 。 人間を大人 と子 ど もに 峻別 し ， さ らに 子 ど もを

年齢や能力 で 区分する こ と， 空間を方形に きざんで 整理 す る こ と ， 時間を単位 に 区分

す る こ と，伝達す る知識を専門別 ， 段階別 ， 単元別 に区分す る こ と
， 人問の 行為を専

門別 に 区分 し， 知識の 伝達を独立 した職業 とする こ と，子 ど もの 多様 な 欲望 を制限 し，

学習意欲に の み限定 させ る こ と ， 感情中立的 ， 没人格 的人闇関係を作 り出す こ とな ど ，

個別 に 進行 した純化作業の 結果 と して の 各行為が ， あ たか も部品の ご と く， 教室 とい

う場 に お い て ワ ン セ ッ トと して 結合さ れ る こ とに よ り， 学級 に お け る授業 は成立 す

る 。 す なわ ち歴史的に 見れ ば，定時の 祈疇 の た め に修道院の 中で 発達 した時間に即 し

た行動 ， 囚人の 監視 の た め に開発 され た パ ノ プチ コ ン に 由来す る整然 と した空間の 分

割， 幼 くして 大人の い る労働場面へ と組み込 まれ る べ き存在を愛情 と規律化の 対象 へ

と変化させ た子ど も観の 転換 ， 人間の 行動を職業化 した プ ロ テ ス タ ン トの専 門分化 と

禁欲主義の 論理 人間の 行動か ら無駄を排除す るテ イ ラ
ー シ ス テ ム の 時間動作研究 に

出発点を持っ カ リキ ュ ラ ム 開発 ， 呪術 や神話的知識 か ら神秘 的な内容を除去 して きた

科学研究の 成果 と して の 知識の 生産，知識の 伝達場面 に お け るカ リ ス マ 的， 身分的畏

敬関係の 排除等 ， 学級 とは ， ヴ ェ
ーバ ー

の い う壮大 な世界 の魔術か らの 解放過程，す

な わ ち全般的合理化過程の 所産に よ り構成 され て い るの で ある（8）
。 学級社会 は， 自然

の 存在で は な い
。 人類がそ の長 き歴史 に お い て 各方面， 分野で 培 っ て きた分析 し， 純

化す る とい う諸作業が，あたか も遺伝子の ご と く組み合わ されて 内部に 組み込 まれ ，

そ の 体質を規定 して い る。 学級社会とはそ の 意味で ， 各要因が独立変数 の まま凝縮 さ

れ た集合体で あ り， 現実の 中か ら特定の 要素の みが抽出され徹底 的に制御 され て 出来

あが っ た世界で あ る
。

しか しまた ， 歴史的 に生成 された もの で あ りなが ら， 自明性の

下に無意識 の 中に 格納 さ れ ， 今 日そ の 存在が 絶対化 されて しま っ た 世界で もあ る 。 こ

の 特異 な世界は ， 中世社 会の グ ラ マ ー ス ク ール や ， イ エ ズ ス 会の コ レ
ージ ュ に お け る

萌芽的形態を遺産 と して継承 し，
モ ニ ト リ ア ル ・ス ク

ー
ル に お い て 基本的形を作 り上

げ ， 19世紀半ば以 降 義務教育制度 の普及 に伴 い， ア メ リ カ の グ レ イ ド ・シ ス テ ム の
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成立 に よ り，定着す るに至 っ た（9）
e

　学級 の 特性は ， 単に こ の よ うな成立に あ る の で は な く， 規格化 され た人間が醸 し出

す熱力学に ある
。 す べ て が 同

一
に 揃え られた 集団が実現 した もの

， それ は こ の 中に含

まれ た生徒をす べ て 同
一 の ス ター

トライ ン に 着かせ る こ とで ある 。 同
一

の 教師が 同
一

の 教材を ， 同 じ空間で 伝達 した時 ， 生徒は 直ち に相互比較の 対象 と して 位置づ け られ

る こ と とな る 。 そ して こ の 整然 と整理 され ， 純化 された学級 とい う世界で は ， 授業 と

評価 と は不可分の 関係 に ある 。 授業 の結果 と して 生 じた個人間の 微細な相違が ，成績

と して 絶えず評価 され る。 授業が終わ っ た瞬間 に ， 生徒闖の 学習の ス ピ ー
ド，

レ ベ ル

の 差異が ， 教師 に と っ て の み な らず ， 生徒相互 に も可視化され る 。 す べ て が揃え られ

た世界の 中で ， 相互 に 何の 関係 も持たな い まま集 め られ た生徒の 間に 自動的に ， 伝達

され た知識の 吸収速度 と レ ベ ル をめ ぐる激 しい競争が展開す る 。 競争 と は外か ら学級

社会の 中に 取 り人れ られ た もの で はな く， 学級その もの が 内蔵 して い る機能で あ る。

雑然 と した世界で は決 して 意識 され る こ との な い はずの 自己と他人の 能力の 相違が ，

こ の 均質化 さ れ，可視化 された 集団の 中で は，強 く意識さ れず に は おか な い
。 均質化

は，差異化の 前提条件で あ る。 こ の 能力差の 相互 確認 は幾度とな く反 復 され ，強化 さ

れ ， 最終的に は固定化され て い く。 自己 の成績と他人 の 成績を意識 し， 比 較す るこ と

が 常態化 し， 互 い に他人の 成績の 変動に敏感 とな る。 能力とは独立 して 存在す る実体

で は な く， こ の 競争 の 中で 相 互比較 に よ っ て 形成 され て い く社会 的構成物 なの で あ

る。

　 しか し学級 は成績差 に よ っ て 生徒が 序列化され るだ けの 単純な競争の 世界 で は な

い
。 それ は また成績差が必然的に もた らす賞賛や名誉の 争奪戦を通 して ， 勝者 と敗者

と に生徒 を分け る，ゼ ロ サ ム ・ゲ
ーム の 世界で もあ る 。 すで に ラ ン カ ス タ

ー
は勝者に

名誉 を与 え，敗者に 屈辱を与え る冷酷な ゲ ー ム の 世界 と して ，そ して また名誉の 争奪

を め ぐる飢餓感 と不安感を もた らす特異な心理 的場面 と して ，
ク ラ ス を作 りあ げ た眺

こ の 仕組 み は今日の 学級に お い て も変わ りはな い
。 相互 に可視化 され，相互評価が展

開す る学級 とい う世界 に お い て ， 成績上位者は優越感 に 浸 り， 名誉を獲得 しう る。 そ

の 対極 に は ， 必然的に 成績下位者の 劣等感と屈辱感が発生する 。 追い 打ちをか けるか

の ご と く，教師か らの ある生徒に 与 え られる賞賛は， しば しば自動的に 他の 生徒へ の

非難を もた ら し， こ の 名誉 と屈辱 との 落差 を さ らに拡大す る 。 学級で は ， 地縁 や血縁，

財産や 身分等の 属性主 義に か か わ る不平等な 元手 を生徒か ら奪 う形式平等原理 が 支配

す る 。 しか し不平等な元手が除去 され ， 公平 な競争が生 じる か らこ そ ，生徒の 間に
一

方に 名誉 と賞賛が累積 し，他方 に屈辱 と軽蔑が集中する とい う激 しい ゲ
ーム が展開す
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る 。 競争の 成果 と して の 優越感や名誉 を獲得 したい とい う飢餓感， 敗北と汚辱を回避

したい とい う不安感 が ，生徒 を学校組織 へ と結合す る強力 な接着剤 とな る 。 そ して ま

た こ の メ カ ニ ズ ム が ， 学校とい う機械装置を駆動させ る強力な エ ネ ル ギ ー
源 とな る。

ゼ ロ サ ム ・ゲ
ーム の 世界へ 投げ込 まれ た生徒は ， クラ ス メ ー ト の 一挙手一投足に 絶え

ず敏感 とな らざ る をえ ない
。 教師か らの 承認 と賞賛獲得 に 向けた猛烈な競争 が生 じる

と同時に ， 必然 的に生徒相互間に 対人過敏症が 蔓延す る。 他人の 成果 と 自分 の 成果 と

を絶え ず比 較 し，

一喜一
憂 させ られ る。 そ して 他人の 名誉 の 収奪に よ る自己の 名誉 の

増殖 とい うゲ
ーム に熱中させ られ て い く。

　教育 手段か ら分離 され，プ ロ レ タ リ ア 化 した教 師に と っ て の誘因 は ， 給与で あ っ た 。

しか し， 官僚制組織 と して の 学校が生徒を学校へ と組織す るた め に は ，
ゼ ロ サ ム ・

ゲー ム に よ る満足感 優越感 とい う誘因を必要 とす る 。 そ の 意味で 学級 は ， 強力な接

着装置な の で ある
。

そ して また 学校 とい う官僚制組織 の 中で ，生徒の 学習 エ ネ ル ギ ー

を引 き出す加熱装置，効率的 な知識 の 伝達装置，そ して 効果的な生徒の 選別装置 とし

て ， 学級が 決定的な役割を果 た して い る。

4． 学級集団 の眩惑効果

　学級社会 の こ の 基本的構造 は ， あ る程度可変的で あ る。 教育内容 ， 方法 が画
一的で

あ り， 単純 な尺度で 順位づ けが な され る
一

元的学級 は ， 教育内容 ， 方法 ， そ して評価

に 多様性を持たせ た多元的学級よ り も， 生徒の 能力 の違い を際だ た せ ， さ らに序列化

され た能力 の 差異を生徒相互 に確認 しあわせ るa1）
。 他方 ， 個別指導や選択教科の 導入

に よ る教育内容 や方法の 多元化 ， 評価方法 ・基 準の 多元化 は ， 同
一基準 に よ り構成 さ

れ た学級集団の
一

元的構造を弱体化す る。 学級集団の
一

元性を強化す るか ， 多元性 へ

と強 く傾斜す るか
，

こ こ に は多様 な要因が介在す る 。 人種的混合度が強 く，言語的多

様性が強ければ ，

一
元性 は弱め られざるをえな い 。 また，個別指導の イ デ オ ロ ギーが

強力で あ っ た り， 選択の メ ニ
ュ

ーを増加させ る財政的余裕が あ る場合は ， こ れ もまた

多元性 を強化する こ とに な る 。 多様な学習方法 と評価基準の 存在は ，
ゼ ロ サ ム ・ゲ ー

ム に お け る勝者 と敗者を あ る程度流動化 させ る こ とがで き る 。

一
元化す る か多元化す

るか ， それ は学校が おか れて い る社会的，民族 的背景 の相違，個 々 の学校の 方針， そ

して個 々 の 学級担任教師の 方針 に よ っ て 異な るで あ ろ う。

　問題 は
一

元性の 強い学級構造 に おける
， 生徒の 分化作用に あ る 。

一
元性 の強 い学級

に お い て ，勝者 と敗者の 固定化 は よ り進み や す くな る 。 常 に試験で 良 い成績を収め ，

教師の 高 い 評価を獲得す る
一

群 と，
い っ も悪 い 成績 しか収め え ず， 教師の 冷やや か な
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まな ざ しに さ らされね ばな らな い 一 群へ と生徒は 分化させ られ， こ の 分化 は 固定す

る 。 こ の 分化の 過程 に ， 忍 び こん だ文化資本が影響を行使 した り， ゲー ム の 主催者で

あ り立会人で もある教師の カ テ ゴ リ
ー
化 が影響 を及 ぼす こ とが あるで あろ う。 幾っ か

の 作用が合流 しな が ら，学級集団は同質化 を強化 しつ つ ，差異化を強化 して い く。 生

徒集団の 分化 ， 向学校文化 と反学校文化 へ の 生徒文化の 分化 とは
， 以上 の よ うに 見 る

な らば ，

一
元化 した学級 に お け るゼ ロ サ ム ・ゲ ー ム の 産物に他な らな い

。 しか しこ の

よ うな分化 は ， 学級存立の 危機で ある 。

　ゼ ロ サ ム ・ゲ ーム は ， 勝者 と敗者を峻別 す る。 名誉と優越感 を獲得 しうる勝者に は，

学級 は居心 地の 良い 場所で あ り， ますます学習意欲をか きた て られ る 。 しか し敗北を

続 け ， 屈辱感を常に被 らざ るをえ な い 生徒に と っ て ， 学級は居心地の 悪い 場所で あ り，

逆 に学習意欲を喪失 させ られて い く。
ゼ ロ サ ム ・ ゲ ＝ ム で は満た され な い 教師か ら認

めて もらい た い とい う欲求， 鬱積する ル サ ン チ マ ン は，学級社会か らの 離脱 とい う動

きを加速 させ る 。 不名誉の 累積と学習意欲の 減退，登校意欲 の 減退が急速 に進行 し，

戦線離脱予備軍が 形成 され る。

一
元化 された学級ほ ど ， こ の 動 きは強くな るで あ ろ う。

しか し， ゲ ーム へ の 参加者の 減少 は ， ゲ ーム そ の もの の 成立 を危 うくす る。 参加者が

減少す る程，ゲ ー ム の 興奮度 も弱まり，勝者が勝 ち取 る名誉 とい う取 り分 も減少 し，

彼 らの 勉学意欲を増進す るこ とに はな らな い
。 そ して また ， 学級はメ リ トクラ テ ィ ッ

ク な社会 に お ける人材の 選別 ・配分 とい う重大 な機能を担 っ て い だ 1〔1
。 学級か らの 脱

落者の 増加 は ， 学級 が担 っ た この 役割の 危機を もた らす。
ゼ ロ サ ム ・ゲ

ーム を維持 し，

学級 を通 じて 効果的に人材を社会に 配分す る ため に は ， 常 に敗北者 を キープ して おか

ねばな らな い
。 その ため に は，戦線離脱予備軍 の 飢え を適度 に 癒す誘因を提示 しな け

れ ば な らな い
。 脱落防止 とゼ ロ サ ム ・ゲ ー ム 維持の た めの 戦略 の 展開 は ， 学級社会の

存続 の ため に不可欠の課題 とな る 。 ゲ ーム の 不成立 とい う危機回避 の ため に ， 生徒 の

中 に集団精神を高揚 して 凝集性を強化 し，連帯感 を強め ， 情緒的安定 を もた らす試み

が 展開 し始 め る 。

　効率性を目指 して 生徒か ら具体的社会関係を剥奪 し， 彼 らを抽象的個人 に 分解 し，

緊密 な人間関係 を雑音 と して
一度排除 した学級に ， 逆 に人間関係強化の 方策を導入

し，集団の 凝集力を利用 して ク ラ ス を維持 する た めの 試み が始 め られ る 。 学級集団 へ

の 愛着を強化 し， 生 徒相互 の コ ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ン の 密度を高め

， 規範 の 強化を 目指 し

た学級づ くりが ， 新たに 開始 され るこ ととな る。 生徒の 純度を保 っ て ゼ ロ サ ム ・ゲ ー

ム を維持す る とい う仕事 に加 えて ， 新た に凝 集性の 回復 とい う課題 が ， 教師の 仕事 と

して 加わ り， 学級内外で 生徒の 集団帰属に よ る緊張の 解消と情緒的安定の 獲得を模索
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し始め る 。 集団帰属意識の 強化 の た め に ， 行事や儀式を通 じた集団精神や愛着心 の高

揚， ク ラ ブ活動や対抗競技に よ る精神的，身体的
一

体感 の醸成 とが はか られ る。

　こ とはそれ だ けで は終わ らな い
。 学級シ ス テ ム の ゲー ム 性 そ の もの を隠蔽 しな けれ

ばな らない
。

一方の 意欲喪失が他方の 動機づ けにな るとい うゲ
ーム ，すなわ ち敗者の

ダメ ー ジを糧 に して 勝者が存在 しうる とい うこの ゲ ーム が作 り上げた成績差 をt 純然

た る個人の 能力差 と して 誤認 させ る必要が ある
。 成功 も失敗 も個人 の努力や才能の 有

無の 結果 と して 社会に理解させ ばな らな い
。 逆に ，微細 な る差異が ， 学級 シ ス テ ム が

内臓す るゲ ー
ム に よ り増幅 され た もの と して は理解 され て はな らな い 。 と りわけ，敗

者の 学習意欲喪失が， ゲ
ーム に よ り仕組 まれ た結果で あ る こ とは ， 露見 して はな らな

い
。 こ の か ら くりが暴露 され ると， ゲ ーム そ の もの が成立 しな くな り， 学級が機能 し

な くな る とい う恐れ が生 じる 。 ひ い て は ， 学校の 存在の 正 当性に も大 きな翳りが 出て

くる。 平等な教育 とい う理 念が ，機会の 平等 に留 ま らず ， 結果の 平等まで 含意す る こ

と となれば ， 結果の差 がゲ ーム に よ り増幅 さ れて 生 じるな ど ， 決 して 知 られ て はな ら

な い の で あ る。

　正体の 露見を回避す るに は ， 学級はす べ て が整理 され ， 純化 された特殊な環境で あ

り， ゲ ーム が成立す る特異 な空間で あ る こ とを察知 され な くす るの が最 も有効な手で

あ ろ う。 胴元 と して の 教師が
， 冷酷な審判者 と して は 見え な くす る よ うに ， 没人格的

関係の 代わ りに 人格的関係を ， 限定的関係 に対 し無限定的関係を部分的に 導入 す れ

ば
， 学級が純化 され た冷た い 集団で あ ると は見え に くくな るだ ろ う。 あ る い は ，学習

活動に 収斂 した評価基準に加え て ， 他 の 役割遂行 に付随 した活動の 評価 を フ ェ イ ン ト

と して 導入 し， 評価そ の もの を相互 に相殺させ
， 学習評価 の 比重を相対的に低下させ

る こ と もまた可能で あろ う。 さ らに 選別 と配分とい う実際の 目的は伏せ て おい て ， 抽

象的か つ 曖昧性に 満ち た教育目標を提示す る こ と も， こ の こ とに 大 きく貢献す る こ と

とな る ， 学習能力の みで生徒を差異化 して い な い とい う態度を示せ ば こ とは十分で あ

る 。 目標の 曖昧性 とは ， ゲ ー ム を隠蔽す る ため に学校が 仕掛けた ， 巧妙な るぼ か し戦

術だ と い え よ う。
い ずれ の 方策を とる にせ よ，それ は純化 され た世界 に あ る程度の 濁

りを意図的 に注入 し，表面的 に は純粋性を隠蔽す る。

一
元化 され た学習 に よ る ゼ ロ サ

ム ・ゲ ー ム の 強度 と， それ を隠すた あの 学習活動以 外の 諸活動の 学級お よ び学校内へ

の 導入度と は，相関 関係 に あ る と考え られ る 。 か く して 成績 差が，学級 が 内蔵 した

ゲ ー ム 装置に よ っ て 拡大 され増幅 されな が ら， あたか も純粋 に 個人の 能力の 差で ある

か の ご と く誤認 さ れ は じめ る。

　友人関係，教師 ・生徒関係の 濃密化 は， そ して 知識の 伝達以外の 学校役割の 肥大化
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は しば しば こ の よ うな隠蔽作用を効果的に 担い
， 学級集団が あた か も自然な集団で あ

るか の ご と き錯覚を巧み に成立 させ る。 逆 に こ の 隠蔽が効果を収 め る ほ ど、ゼ ロ サ

ム ・ゲ
ーム は巧妙 に 維持 され る 。 ク ラ ブ活動や イ ン フ ォ

ー
マ ル な友人 関係 ， 教師か ら

発せ られ る ジ ョ
ー

クや励 ま し等の 各種の 触媒が さまざ まな形 で ク ラ ス の 中に 充嗔され

て い く。 学級社会は ， 自然な共同体で あ るか の ごと く， そ して 同級生 は い つ も仲良 し

グル ープ で あ るか の ごと く錯覚され，社会的 に受容 され ， 定着 して い く。 愛情に 包 ま

れた教師 ・生徒関係が展開する場 と し， 生徒相互の 友情が 育まれ る場とする教育言説

が広 く流布 し，学級 シ ス テ ム の ゲ ー
ム は隠 し貫か れ る。 学級 が ル

ー
ス ネ ス を帯び る一

因 は こ の よ うな仕掛 けの 結果で あ る 。 ゲ
ーム の正体 と冷酷な性格を隠す べ く， 多様 な

活動 が学級 の 中に導入 され， 情緒的関係が強化 されて ， リジ ッ ドな学校組織か ら脱連

結され る と ， 学級は宮僚制組織の 一一ue成部分と は見えに くくな る。

　学級社会 は，官僚制組織 と して の 学校の 基礎的構成単位 と して ， あ くまで も不要な

人間関係を原理 的 に排除する。
した が っ て 学級の 集団化 とは ， あ くまで も事後的 ， 対

策的に ， そ して また補完的 に成立す る もの で あ る 。 しか し人 は ， こ の あ とか ら結合さ

せ られ た濃密な人間関係 を， 学級社会の 本質と して 錯覚 して しま う。 こ こ に学級 に秘

あ られ た高度の 機能 が あ る こ とを見逃 して は な らな い 。 学級社会は この よ うな意味

で ， ゲ ー ム の 勝利者の 名誉 を獲得 した い とい う飢餓感を満た し，敗北者を情緒的満足

感で 慰撫 して ， 学校に つ な ぎ とめ るた め の 接着装置で ある 。 そ して また ，そ の 過酷 な

本性を察知 され な くす るた め の きわ め て 巧 妙な 隠蔽装置で もあ るの で ある 。 しか し こ

の よ うな隠蔽工 作 に は ， そ して 接着効果 に は t お の ず と限界が あ る。

5． 学級社会の 単調性 と均衡回復行為 と しての 暴発エ ネ ル ギー の 蓄積

　そ もそ も純化され た世界と して の 学級で 生徒が 生活する こ と は何を物語 る の だ ろ う

か 。 学校 とい う官僚制原理 が貫徹 した集団の 最 も重要な構成部分た る学級で 生活す る

と い うこ とは ， 有機的連関の 中で 生きて きた人間が ， 無機的世界の 中に 閉 じ込め られ ，

単調な 生活を送 る こ とを余儀な くさせ られ る こ とで あ る 。 それ は人類が 長きに わ た り

培 っ て きた 自然や社会と の 均衡あ る多面的，複雑な関係が 破壊 され る こ と ， す な わ ち

自然の リズ ム に従 っ た人間が ， 機械の リズ ム に組み込 まれ，均衡喪失状態に 陥 らせ ら

れ る とい うこ とを意味する 。 人々 が 生活を共有 しあ い，経験 を共有 しあ い ， そ して ま

た価値を共有 しあ っ て 築 き上 げた 緊密 な社会関係に 比 べ れ ば ， た とえ 凝集性 の 強化が

試み られ た に して も ， 学級とい う無機的世界に お け る集団化 な ど は ， 希薄で 脆弱 な 共

有関係に過 ぎな い 。 こ の よ うな 生活 は，人聞に さ まざ まな苦痛を与え る もの で あ り，
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とりわ け多感で 衝動性に 富む子ど もに は耐え難い こ とで ある 。 単純化され ， 要素化 さ

れ た社会， すなわ ち純化され た単調な等質的世界 と して の 学級で の 生活に 反発 して ，

よ り刺激 に満ちた意味あ る生 を求 め，均衡回復 を目指 した多様 な活動が，必然的に 生

徒の 中に生 まれて くる 。

　学校組織 の 合理性の 追求の ため に ， 学習活動以外 の あ らゆ る余計な行動が生徒か ら

排除 され，禁欲的にな る こ とが求 め られ る
。

そ して こ の 学習活動の み に 活動を限定す

る行為は ， 将来 の 卒業や受験 とい う目的の た め の
， 現在の 欲求充足の 先送 りを意味す

る。 学校 に お ける禁欲的行為の 要請は ， 未来の た め に現在を犠牲 に する とい う特異 な

行為 パ タ ー ン を生徒の 中に 恒常化させ
， 欲求不満を 自己の 体内に 累積させ ざ る をえ な

い 。 卒業や進学に 付随 した将来の 夢を 自ら内面化 し， 欲求不満を こ の 夢 に 昇華 させ て

解消 しうる生徒 に と っ て ，学校が求め る こ の 禁欲的行為に 自己を同調 させ る こ とに は

抵抗感 は少な い で あ ろ う。 しか し， 将来 へ と自己を投企出来な い 子 ど もに と っ て ， 学

校が 求め る禁欲主義は ， 欲求充足 の 他律的，強制的な先送 りの 連続で あ り， 彼 らに 耐

え難い 苦難を与え るに違 い な い 。
ゼ ロ サ ム ・ゲ ー ム は ，

こ の よ うに 未来指向的態度を

自覚的 に獲得 し，学校が求め る禁欲的行動 へ と同調 し うる だ けの 自己制御力を持 っ た

生徒と ， 逆に 未来の 夢 を剥奪 さ れ ， 刹那的 に現在の 欲求充足 に 全神経 を集中させて い

く生徒との 分化を もた らす。 現在指向的態度の こ の 後者の 生徒に は ， 学校 の 外部が刺

激に 満 ちた世界で あれ ばある ほ ど，単調 な る学級を中心 とす る生活 と豊饒 な る学校外

の 生活 との 断絶 は拡大 し，欲求不満と緊張度 は増加せず に はお かな い
。

こ の 単調 さか

ら脱却 し， 欲求不満と緊張を解消 しよ うとする衝動は必然的に拡大する 。 純化 を求 め

る学校 の 力学 は，そ の 反作用と して 必然的に ， 欲求不満 と緊張 を解消 しよ うとす る エ

ネ ル ギ ー
を学校内 に

， 特に成績下位層 の 生徒 に充満 させ る こ ととなる 。 「野郎ど も」の

抵抗 と は，労働者階級とい う衣を ま と っ た反乱分子に よ る， 合理化 を求め る学校組織

の 純化作用へ の 反発作用で あ っ だ礼

　こ の 個々 の 生徒の 中に 生 じた単調な生活か らの 脱却 と， 欲求不満や 緊張解消へ の 衝

動 は ， 直ち に集団化 され うる。 学級社会はまた ， 抽象的個人 と して 人間関係を遮断 さ

れ た 世界で あ る 。 それ は ， 個人聞の 名誉を奪 い あう競争 が支配 す る世界 ， す なわ ち ，

個人 と個人 とが切断 され た殺伐 と した世界で あ る
。

こ の こ と もまた一種の 不均衡状態

で あ り， 友人関係を通 して 精神的安定 を求め る べ く， 均衡回復へ の 衝動を強化す る。

抽象化 された個人 に代わ り ， 具体的現実を共有 しあ う生 きた 個人 に よ る イ ン フ ォ
ー

マ

ル な グ ル
ー

プ形成 へ の 強力 な動きを発生 させ る 。 そ して 単調 さや緊張か らの 脱却が ，

この イ ン フ ォ
ー マ ル ・グ ル ープ を通 じて は か られ る 。 生徒は 仲間 ど う しで 本能的 に ，
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単純な るふ ざけを した り， 些細な るア クシ デ ン ト， 微細 な る差異や異質性 へ の 過敏な

反応をす るこ とで 現実 を共有 し， 興奮 し， 快感を味わ い
， 単調性か らの脱却や緊張の

解消を試み る
。

ひ ょ うきん な しぐさや台詞 が ， 周 りの 笑い を誘い
， 緊張解消の 役割を

担 う 。 休み時間や ク ラ ブ活動 は，単調 さ と緊張か らの 解放 へ の 衝動的欲求が ， 瞬時に

満た され ねば な らな い 時で あ る。 累積 した 欲求不満 が
一

時的に せ よ解消 されね ば な ら

な い時間で ある 。 こ の よ うな刺激を求あ る衝動が
， 純化の 程度 に左右 され るの はい う

まで もな い
。

しか しともか くも， 学級社会は純化され ， 自然の 均衡が破壊 されて い る

が ゆえ に ， と りわ け成績下位層の 生徒の 中 に，強烈 な均衡回復 へ の 衝動力を内攻させ ，

い つ で もイ ン フ ォ
ー

マ ル ・グル ープが徒党化 し， 突発的事件を誘発す る可能性を秘 め

て い る 。

　学級社会 は，ゼ ロ サ ム ・ゲ
ーム を通 じて ル サ ン チ マ ン が累積す る場であ っ た 。 多 く

の 敗北者の 犠牲に よ っ て 成立する勝者の 名誉 は， 敗者 の 中に 強烈 な欲求不満とル サ ン

チ マ ン を もた らさず に はおか な い
。 こ の 敗者の 不満や恨み を癒 した り薄め るた め に ，

学級集団 の 凝集力を高 め ， 友人関係を通 じて 情緒 的安定 をもた ら した り，特別活動 を

通 じて 学習活動以外の 評価基準 を導入 し，
ゼ ロ サ ム ・ゲ ー ム に フ ェ イ ン トが か け られ

る。 そ して また ， 学級集団は本来愛情 と友情 に満 ちた場 で あ るとす る言説が流布され ，

この 言説に生徒自身 も強 く縛 られる こ ともあるで あろ う。 しか しこの よ うな試みが常

に 成功を収め る とい う保証 は ない 。

　 こ の よ うな 言説 は なに よ り も大人の 頭 の 中に浸透す る もの で あ り ， 生徒が最初 か ら

身 に っ けた もの で はな い
。 大人に と っ て快適 な場 と信 じ られ て い る学級生活が ， その

ま ま生徒が実際に体験する生活で あるわ けで は な い
。 様々 な方策を弄 して 生徒を学級

社会に 引 きっ け， 定着 させ よ うとす る試みが ， す べ て 有効に作用する もの で はな い か

らで あ る 。 フ ェ イ ン トと して 導入 され た活動 で も満足 い く評価 を獲得す るこ との 出来

な い 生徒．友人関係 を通 じた情緒 的安定を手に入れ る こ との 出来な い 生徒 ， 教師の 慰

撫が 全 く効を奏 しな い 生徒が 必ず出現す る 。 フ ェ イ ン トと して 導入 され た活動その も

の が ゼ ロ サ ム ・ゲ
ーム の 対象 とな り， 学習に よ り生 まれ た差異 が さ らに強化 され ， 拡

大 され るか も しれ な い
。

そ して また ， 絶 えざ る評価 に よ り定着 し， 固定化 したか に見

え る能力差に 何かの 契機で 変動が生 じ， 上 位成績者か ら下位成績者へ と急激 に転落す

る よ うな 変化が生徒の 身に 生 じた と き ， なん らか の パ ニ
ッ クに生徒が陥 っ て も不思議

で は ない 。 大人の 世界で は有効性を もっ 教育言説 も，そ して 大人 の 目に は有効性を持

っ と思われ る手 も， 生徒の 前で はそ の 虚偽性，非有効性 を しば しば露呈せ ざる をえ な

い 。 ゲー ム の 敗北 に よ り何の 報酬 も学習活動か ら獲得 しえず，そ して また 対策 と して
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打 たれ た手が何の 効果 も収めえ な い 時， 学校に行 く意欲を喪失する生徒が 出現す る可

能性は ， 常に存在 して い る。 否，学校 へ の 意欲を喪失する どころか ， ゼ ロ サ ム ・ゲー

ム の 結果 と して ， 学校へ の 意識的， 無意識的反感 をつ の らせ る生徒が 出現する こ とも

ま た ， 避 ける こ とが 出来な い
。 不満 ， 鬱憤ば ら しへ の 欲望が ， 成績下位グル ープ の 中

に ，衝動 と して 累積す る こ と もまた 必然で あ ろ う 。 こ の 衝動が ， 単調 さや緊張か らの

解放へ の 衝動と合体 し， 集団化 した時， 教室は危機に見舞われ る 。

　学級に おけるゼ ロ サ ム ・ゲ
ーム が学校へ の 最 も効果的接着剤で あ っ た が ゆえ に

，
そ

の 代償 もまた計 り知れず ， 深刻 な後遺症 を残す こ ととな る 。 初等教育 の 低学年段階に

お い て は夢中 に な っ た ゲ ーム も， 学年が進行す る に つ れて 積極的参加者が減少 し， 上

学年あ る い は中等教育段階に な る と，成績上位層と下位層が 次第 に 固定す る 。 優越感

と名誉に よ ります ます学習意欲を駆 り立 て られ る生徒が一方に生 まれ る 。 他方で は必

然的に ，学習意欲 ， 就学意欲を喪失 し，刺激に 満ちた学校外 の世界へ と目をむ け る生

徒が発生す る こ と とな る。 彼 らが い つ 不就学 に な っ て も， お か し くは な い 。 また長年

に わた っ て 蓄積 され た ル サ ン チ マ ン を内蔵 し，徒党化 した生徒集団に よ る， さ まざ ま

な 問題 行動 が学校内で 生 じる 。
こ の 徒党化が ， 凝集性の 強化 と い う学校組織か らの

フ ォ
ーマ ル な要請 を逆手 に と り，そ して また純化 とい うフ ォ

ー
マ ル な規範を 口実 と し

て ， 異質な る もの
， 不純なる もの へ の 排除行為へ と向か う可能性 は ， 学級の 中に 常 に

存在す る 。 学級の 純化が もた らす緊張を緩和 し， ゲ ー ム か ら発生す る不満や 恨み を解

消す るは ずの 凝集性の 強化 が ， 逆 に ル サ ン チ マ ン の は け口 を提供する とい う逆説的状

況が こ こ に は存在 する 。 学級集団の 凝集性が 強調 され る程 ， そ して また純化が求め ら

れ る程 ，
こ の 排除力は強力に作用す る。

6． 非理 性 的， 衝動 的反抗 と して の 生徒の 問題 行動

　知識の 伝達 とい う人類 に固有 の 課題が ， 近代社会に お い て 学校教育とい う形態に お

い て 展開 した
。 急激な情報化社会 の 進展が ， この学校教育 と い う形態 に い か な る変容

を もた らすの か ， 今の と こ ろ わか らな い 。 い え るこ とは，学校教育 とい う形態が きわ

めて 特異 な形態で あ る こ と， それ は人間の 行為 そ して 人 間関係の 中に高い 純度を実

現 した 世界で あ り， 人間 自然の バ ラ ン ス 破壊の 上 に そ びえ た っ
， 特異な場面な の で あ

る 。 そ して また学級 とはそ の よ うな世界の 中核 をなす もの で ある 。

　こ の 学級社会は ， 学校 とい う官僚制原理 の 貫徹す る組織が ，子 ど もとい う特異 な ク

ラ イ エ ン トを組み 込む た め に備 えね ば な らな か っ た きわ め て 特殊な装置で ある
。

一般

に 組織の ク ラ イ エ ン トが組織に結合 され るに は，一定 の 必 然性が あ る 。 書類や許可 を
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得 るた め に住民が 役所の 窓口 へ い き， 商品を購入す る ため に購買者が デ パ ー トとい う

巨大組織の 客 とな り， 病気の 治療の ため に患者は病院とい う専門家に よ り構成され た

組織へ と出向く。 大学 とい う官僚制組織 に お い て も， 学生 は資格を獲得 し ， 就職の 便

宜の ため に 大学 へ と入る 。 しか し， 初等教育 ， そ して 多 くの 場合中等教育にお い て も，

この よ うな 目的意識 は子 どもの 中に生 じ難く， 学校 と子 どもが結合され る必然性 は弱

い
。 結合 さ れ る必然性の な い 組織の 典型 は監獄で あ るが， こ こで は人間を強制的に拘

束す る権限が 社会 的に 承認 され て い る。 しか し学校 に そ の 強制力は与え られて い な

い 。 か くして 学級 とは ， 官僚制機構 と して の 学校が，子 ど もとい う特異な ク ラ イ ェ ン

トを抱え込む た め に作 り出した 特異 な装置な の で あ り，
さまざ まな テ ク ノ ロ ジ ーの 集

合 に よ り成 り立 つ もの で ある 。

　官僚制組織は ，

一般的に は リジ ッ ドで あ り， タ イ トな構造 を備 え ， 合理的に仕事を

処理 す る。 しか し学校が この リ ジ ッ ドで ， タイ トな構造を露骨に示 した の で は，対象

と して の 子ど もはす ぐに 離反する 。 子 ど もの 離反 を防止 し，な おか っ 合理 的に 仕事を

遂行す る に は ，
こ の 合理 的な構造を隠 し， 集団の 凝集性を強化 し， ソ フ トで ル ース な

顔を作 り上 げね ば な らな い
。 学級 はそ の た めに 工夫 され た装置な の で あ っ た 。 そ して

学級が 巧み に そ の 委 ね られ た機能を果たすか らこ そ ， 学校組織 は安定性 を確保 しえ

た 。
ル ー ス ネ ス 言説を生み 出す程 に ， 学校は巧 み に その 正体 を包み 隠す こ とに成功 し

て きた の で あ っ た 。 しか し正体 はい っ か は露見する。

　近代の テ ク ノ ロ ジーが分析 と純化の 結果 と して 作 り出した物の 中に は ， そ れが機械

装置で あ れ，薬品で あれ ， 異常な純度や圧力を内包 して い る。 それ は明 らか に 自然界

に存在す る もの で はな い が ゆえ に ， 常に暴発，汚染 な どの 事故 を発生 させ る。 学校 も

また， 自然界に存在 しな い 異常 な純度 と圧 力を備え た機械装置で あ り，
こ の 純度 と圧

力 に 子 ど もを さ らす場が ， 学級な の で ある 。 したが っ て こ の 純度 と圧力が学級を通 し

て
， 様々 な形で 子 ど もの 世界に 問題を発生 させ るの は ， 実 は当然の こ と とい わねば な

らな い
。 近代の テ ク ノ ロ ジ ーの 産物に は， 常 に安全性 の確認 とい う課題が 随伴 して い

る が ， そ れで も事故は絶え ない 。 しか し同 じ近代の テ クノ ロ ジ
ー

の産物で あ りなが ら，

学校 の 安全性 に っ い て 語 られた こ とは なか っ た。 学級 の 存在の 絶対化 と， 学校が子 ど

もに ふ さ わ しい 場 とい う教育言説の 流布が ， こ の 異常な純度 と圧力に 子 ど もを さ ら し

た ま まに して きたの で ある 。 教育言説 に と らわれ な い ， そ して また 自らの 状況 を論理

的 ， 理 性的に 説明 しえぬ 子 ど もが ， 大人 に は了 解不能 な衝 動的身体表現 を通 じて ，

次々 に学校の 正体を暴 き始め て い る の で あ る。
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