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ドキ ュ メン トを読む

い じめ 自殺訴訟判決 を例に

山本 雄二

1 ．　 は じめ に

　あ らゆ る文化現 象や 文化的構成物 を テ ク ス トと して読 む カ ル チ ュ ラ ル
・
ス タデ ィ

ーズ の 手法が もは や特別視 される こ と もな い ほ どに 浸透 した今 口，「ドキ ュ メ ン ト

を読 む 」試 み な どす っ か り時代遅 れ で ，改 め て 取 り上 げ る こ と自体が周 回遅 れ の ラ

ン ナ
ー

の よ うな印象 を与 える か もしれ な い
。 と い うの もカ ル チ ュ ラル ・ス タ デ ィ ー

ズ にお け るテ ク ス ト論は ， 通常の 意味で は 「読む」対象 とみ な され て こ なか っ た対

象をテ クス トと して思 わぬ か た ちで 「読 む」 と こ ろ に そ の 新奇性が あ っ た の だ し，

中立 で 客観的 で あ る と思 われ て い る情 報や 出 来事の 中 に階 級 や ジ ェ ン ダー
， 人種 な

どの イ デ オ ロ ギ ー
性 を読 み取 る と こ ろ に 社会学的な 意味 もあ っ た の に 較 べ れ ば， も

と も と誰 か に 聞 か れ た り，読 まれ た りす る こ と を前提 に 書か れ た ドキ ュ メ ン トを

「読 む」 の は な ん ら特別 な こ とで は ない し，人 に よ っ て 受 け取 り方が 異 な る の で あ

れ ば ，読 む人が持 っ て い る知識 の 質や量 の 違い に よる か ，そ もそ も ドキ ュ メ ン トの

表現が 瞹昧 さを 含ん で い る か の どち らか で ある と簡単 に 片付 け られ て しまい ， い ず

れ に しろ と りた て て 論 じる ほ どの こ とで は な い と思 わ れが ちだか らで あ る 。

　 しか し，
一旦 テ ク ス ト論 を経験 した 目で 改 め て 「ドキ ュ メ ン トを読 む 」 と い う行

為 を見直 して み る と ， ドキ ュ メ ン トに は表現 の 曖昧 さや個 人 の 知識 の 多寡 と い っ た

偶発 的 な要 因に と ど ま らな い ， ドキ ュ メ ン トと い うテ ク ス トに 固有 の 不 安定 さや 違

和感 もまた そ こ か し こ に含 まれ て お り，「ドキ ュ メ ン トを読 む」 とは そ う した不 安

定 さや 違和 感 をた よ りに ，テ ク ス トが 放射す る 意 味の 多重 性 に 耳 を傾 け る こ とで も
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あ っ たの だ と今 さ らなが ら気 づ か され る 。 ドキ ュ メ ン トに正 しい 読 まれ 方 と間違 っ

た 読 まれ方 ある い は正統 な読 まれ 方 と怪 しい 読 まれ 方が あ る とあた りまえの よ うに

思 われ て い た とき とは違 い ， テ ク ス ト論以 後に は そ うした 「間違 っ た」「怪 しい 」

読まれ 方の うち に社会 にお け る変化や新 しい 潮流 の 兆 しが 滲み 出て い る の か もしれ

ない と考 え られ る よ うに な っ たの で ある 。 今 まで 無視 され ， と きに は嘲笑の 的 で さ

えあ っ た もの に光 を当て 直 し，そ こ に杜会観や 人 間観 の 新 しい 可能性 を考 え る こ と

に つ なが る 可能性 を見 よ うと して きた と もい え る だろ う。

2 ． 言説社会

　テ クス トの 不安定 さや 違和感 曖昧さや矛盾，欠落や 過剰 な どと感 じられ る もの ，

よ うす る に何 らか の 意味で 欠陥 で あ る と思 わ れ て い る もの は ， テ クス トを可 能 にす

る 複数の 言 説が その テ クス トをそれ ぞれ の 領域 に 引 き込 もうとするせ め ぎ合 い の 痕

跡 と して 見 る こ と もで きる 。
こ れ はテ クス ト論の 重要 な発見の ひ と つ で ある 。 どの

言説 に よ っ て も
一

元 的に 支配す る こ とが で きない まま読 み 手の 前に投 げ出 され た テ

ク ス トは ，読み 手が どの 言説 に 身 を置 い て い るか に よ っ て 異 なる意味 を放射する 。

行政文書の よ うに人 に よ っ て異 な る意味 に と られ た の で は 困る よ うな文書で さえ例

外で は ない 。 そ の よ うなテ ク ス トと言説 との 関係 を S．ボ ー
ル は 次の よ うに表現 し

て い る 。

　 「こ とば や 概 念 は，そ れ らが どの よ うな言 説の 中で 展 開 され るか に応 じて ，そ の

意味や影響力 を変化 させ る 。 言説は思 考の 可能性を抑制するの で ある 。 言説 は T
こ

とば をあ る特定 の 方法で 配 列 し結 合す るの で あ り，そ れ 以外の 組み合 わせ は排除 さ

れ る か配列 し直 さ れ る こ とに な る 。 しか し，言説が ，包摂 と1司時に 排 除に よ っ て ，

また 語 られ る と同時 に語 られ な い こ とに よ っ て 構成 される か ぎり，言説は他 の 言説，

他 の 意味 の 可 能性 や 主張 ，権 利 ，立 場 とは 対立 的 な関 係 に置 か れ る こ と に な る」

（Ball， 1990，
　p．2）o

　 簡潔 な表現で あ るが ， こ こ に は言説 に 関す る重要 ない くつ か の 点が 指摘 され て い

る 。 第 1 に は，語 られ た こ とや 書か れ た こ とが その ま ま言説 で あ る わ けで は ない こ

と 。 語 られ た こ とや 書か れ た こ とは そ れ 自体 と して こ とば と して の 力 を発 揮 す る の

で は な く， ある 特定の 言説の 中に位置づ け られ た と きに初 め て 意味 を持 ち うる し，

力 を発揮 しうる もの で あ る 。 そ れ は逆 に，他 の 言説の 中で は まっ た く別の 意味 を持

っ た り，場 合 に よ っ て は無 意 味で さえ あ りうる こ とを意味 して い る 。 言説 とは こ と

ばや概 念に意味 を与えた り，奪 っ た りr 変形 させ た りす る意味の 発 生 ＝消滅装置 で
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あ り，
意 味の 加工装 置で もあ る 。

　第 2 に，言説 は そ の 内部の 個 人 に理 解可 能な こ とばを求め る ． この こ とは言説の

政 治的な性質 と直接に結 び つ い て お り， よ り生 々 しい 表現 をもち い れ ば，「言説 と

は ，言 うこ とが 許 され て い る の は何 で ，考える こ とが 許 され て い る は どん な こ とか

を指示す る の み な らず，誰が ， い つ ， どの よ うな資格 で 話す こ とを許 され て い る の

か を も指示す る」 （ibid．　p．2）。
　 M ．フ

ー
コ

ー （訳 1981）が 「言説社 会」 と呼ん だ の は，

言 説内部で 互 い に理解可能 なこ とばを ， 言説 の 指示す る 「適 切 さ」 を もっ て 発す る

こ との で きる こ うした言説共 同体の こ とで あ っ た
ω

。

　 ちなみ に言説 が政 治的で ある とは，あ る こ とが らに つ い て 複数の 異 な る意見が あ

り， それ らが 互 い に対立 して い る と い っ た こ とを意 味 して い るの で は な い
。 そ うで

は な く， フ
ー

コ
ー

（訳 1977）に 倣 っ て 言えば，言説は そ もそ も語る こ とに よ っ て 対

象 を体系的 に構成 して い くプラテ ィ ッ クで ある 。 言説とは対象 に つ い て 語 る の で も，

対象を明 らか にす る の で もな い 。 言説 は語 る こ とに よ っ て 対象 を作 りだ し．語 りが

増殖する に したが っ て 語 りの 対象が もともと存在 して い たか の よ うに偽装 し，や が

て は偽装 して い る こ とす ら忘れ られ る ほ どに 自明化す る プ ラ テ ィ ッ ク で あ る 。 した

が っ て ， こ こ で い う 「政治的で あ る 」 とは そ もそ も語 る べ き対象 の 存在 を巡 る 闘争

や駆 け引 き ， 共謀 や馴 れ合 い の こ と を指 して い る 。 そ うした政治性 が テク ス トの 不

安定 さや 違和感 曖昧 さや矛盾，欠落や 過剰 な どの 感覚 と して 読み 手 を揺 さぶ る の

で ある 。

　 筆者が 過去 に焦点を当て て きた 「い じめ 言説」に つ い て も，そ もそ もそ の よ うな

言 説の 存在 に突 き当た っ た の は ， い じめ被 害に よ っ て 自死 を選 び 取 っ た子 ど もた ち

の 遺 書 の ， その 文面 の 奇 異な ほ どの 高邁 さへ の 違 和感 （嫌悪 感 とい っ て もよい ）か

らで あっ た 。 「『い じめ』 に対 して 逆襲す る こ とも自分 を救 うた め の 有効な手だて も

強 い 味方 も見い だす こ とが で きなか っ た あ げ く， 自殺 よ りほか に逃げ 道が な い よ う

な とこ ろ に 追い 込 まれ た，世俗的 な意 味で は もっ と も無力 な人 間が 遺書の なか で は

ど うして か くも高 み に立 つ こ とが で きるの か ，， こ の 死 が 強 い られ た もの で あ る こ と

は ど の 遺書 の な か で も触 れ られ て い る 。 そ れ に もか か わ らず遺書で そ の こ とを語 る

その 姿 は まる で 別人 の よ うに 強 い ，あ る い は超 然 と して い る 。 そ こで は な に が お こ

っ て い る の だ ろ うか 。 」（山本， 2002b，　 pp ．193− 194）

　 死 の 淵 に 沈み つ つ ある者だけ が到 達 し うる高邁 さ と い うの は ど の よ うな もの か 。

死 ね ば 新聞 が 書 き立 て て ， 自分 は 同情 され ，
ヒ ー ロ ーに な る

一一t方，加害者 は 悪者 と

して 非難 され
， 罰せ られ る に ちが い な い

。 その 相手 をあの 世か ら思 い 知 っ た か と蔑
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む，そ の 態度 を先取 りして い る の だ と考 える こ ともで きな くもない 。 しか しそ う し

た説明 は，生 き続け る こ と を前提 とした 者の 欲望 を死 の 淵 に ある もの の 心情解釈 に

滑 り込 ませ て はい な い だ ろ うか 。 そ うで は な く，理解 した い の は，死 ぬ こ と に よ っ

て 初 め て 語 る こ との 正 当性 を得 る よ うな社 会構造 とは どの よ うな もの か で あ る 。 そ

れ をい じめ の 言説構造 に 見た の が 先の 論考 で あ っ た 。 そ うして い じめ言説の 編成 プ

ロ セ ス をた ど り直 して み て わ か っ た の は ，報復殺人で あれ ， 自死で あれ ，い じめ の

言説構 造が その 発端か ら死 を核 と して 編成 され て きた とい うこ とで あ っ た 。 い じめ

の 定義 が 心理 的 ・身体的苦痛 に よ っ て なされ た後 もその 性格は 変わ らない
。

い じめ

言説 は 死者 にの み い じめ被害者 として 語 る資格 を与 え，遺書 とい うテ クス トを意味

ある もの に する 。 同時に ，い じめ 被害者は い じめ 被 害者 と して 語る 資格 を得 よ うと

すれ ばす るほ ど死 の 淵へ と吸 い 寄せ られ てゆ く逆説 にい じめ 言説の 力 を見た の だ っ

た 。

　 こ の 例 な どは言説の 外部か らテ クス トへ の 違和 感を通 して ，言説の 構造を描 くと

い うプ ロ セス を た ど っ て お り， 読解の 構図 自体 と して は比 較的わ か りや す い
。 以下

で は， さらに言説内部の 揺 ら ぎや葛藤 を手がか りに して ひ と つ の テ ク ス トが互い に

相容 れ な い よ うな意味 を産出す る さ まとそ うした意味 の 多相性 が実際 に は い か に見

過 ご され，単純化 され， その ため 思考の 機会が 失わ れて きたか を ， ある 判決文を例

に描い て み たい 。

3 ． 判 決 文 を読 む

3．1． 「い じめ 自殺 」に対 す る学校 の 過 失

　取 り上げる の は，以 前 に も考察 した こ との あ る福 島地 裁 い わ き支部 に よ る通 称

「い わ きい じめ 自殺 訴訟」 の 判決文 （1990．12．26，以下 「い わ き判決」 とい う）で

あ る 。 こ の 裁判 は ， 1985年 に 自殺 した 中学 3年生の 男子の 遺族が ， 自殺 は 学校 が い

じめ をや め させ る ため の 適切 な対応 を怠 っ た結果 で あ る と して 損害賠償 を請求 した

もの で ある 。

　事実経過 を裁判所 の 認定 に した が っ て ご く簡単に まとめ れ ば以 下 の 通 りで あ る 。

　被 害者 S は 中学 1 年生 の 頃か ら 主 た る加害者 で あ っ た 同級隼．の T か ら暴力 をふ る

わ れ た り，金銭 を脅 し取 られ た りして きた 。 3 年生 に な っ て か らは，他 の 生 徒や教

諭 の 目の 前で 顔 に マ ジ ッ ク イ ン ク で い た ず ら書 きを され る，水酸 化ナ トリ ウ ム 溶液

を背中に 流 し込 まれ 火傷 をお わ され る ，雑草 をむ りや り食べ させ られ る，嘔吐す る

まで 煙草 をた て つ づ けに 吸 わ され る ，お 金 を工 面 す る た め に 車上 ね らい や バ イ クの
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窃盗 を強要 され る な どして お り，や が て 金銭 の 要求 は エ ス カ レ
ー トして ゆ き s 要求

どお り工 面 で きなか っ た と きに は暴力 に よ る制裁 を受 け， その 暴力 もエ ス カ レ ー ト

してい っ た 。 もちろ ん教 師も黙 っ て見て い た わ けで は な い 。 事態が発 覚す るた び に

T らに は注 意 を与え， S には T らの 要 求を断る よ う励ます と同時に 同 じよ うな こ と

が あれ ば教 師 に助 け を求め る よ うに助 言 もして い る 。 S の 家族 もま た，　 T の 家 に 抗

議に行 くな どの 対応 をす る一方， S に 対 して は 強 くあ る よ うに求 め た 。 しか し，　 S

と T ら との 関係 は改善 され る こ とな く， 1985年9月25 日， S は 近 くの 農具小屋 で 首

を吊 っ て 死 んで い るの を発見 され た の だ っ た 。

　そ して 翌 1986年，遣族 に よ っ て 訴訟が起 こ され ， 4 年 にわた る審理 の 結果，裁判

所 は 被害者 S の 自殺 に対 す る学校 側 の 過失責任 を認 め ，賠償 お よび慰 謝料 と して

1100万 円余 りを原告遣族 に支払 うよ う被告い わ き市に 命 じた 。

　主要 な新聞は い ずれ もこ の 判決 を翌 日朝刊 の 1面 で 報 じた 。 「い じめ で 自殺 学

校 に 過失 　地 裁 い わ き支部 　適 切 な対 策怠 る 　中三 遺 族 の 訴 え認 め る 」 （朝 日），

「い じめ苦 に 中 3 自殺　学校に 保護監督責任　全 国初1 （読 売）， 「『い じめ で 自殺』

学校 に 責任　市 に 1千 万 円賠償命 じる 」 （毎 日）な どの 見 出 しの も とに 報 じ る記事

の 論調 は ，新聞社 に よ っ て 強調点 の 違 い は あ る もの の ， こ の 判決 をほ ぼ 無条件 に歓

迎 して い る点で は共通 して い る 。

　 マ ス コ ミが こ の 判決 に注 目 し，大 きな ニ ュ
ース と して 取 り上 げた の は ， こ れが わ

が 国の 裁判 史上 ，い わ ゆ る 「い じめ 自殺」に対 す る学校 側の 過 失責任 を認 め た初 め

て の 判決だ っ た か らで あ る 。 そ れ まで に も 「い じめ 」に よる被害に 対 して 学校側 の

過 失責任 を認め た ケ ース は あ っ た 。 しか し，「自殺 」そ れ 自体 に 対 す る過 失責任 を

認 め た もの で は なか っ た 。 も し，生 徒 の 自殺 を止 め られ なか っ た こ とで 学校側 に 過

失があ る とすれ ば ，学校側が生 徒の 自殺 を予見 で きた こ と を証明す る 必要 が ある 。

それ が むずか しい の で ある 。 本 人が い つ も 「自殺 した い 」 と周 りに 言 っ て い た とか ，

遺書 を残 して 行方不 明に な っ て い る とか と い うの で なければ， 自殺 の 実行 は 最終 的

に は 個人の 意思 に よ る もの で ある か ら，第三 者 が あ らか じめ 予 見す る こ とは で きな

い 。 予 見で き な い こ と に対 して 回避 策 を講 じる こ と はで きず，結 果 と して の 自殺 に

対 して も過 失 が 認 め られ る こ とは ない 。 こ れ が壁 に な っ て い た の で あ る 。

3．2． い わ き判決 の 論理

　 で は ，い わ き判決 は どの よ うに して こ の 壁 を乗 り越 え よ うと したの か 。 判 決文 は

白殺の 予見可 能性 と被告 ＝ 学校の 過失につ い て 次の よ うに言 う。
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　「（被害者） S に前 も っ て 自殺 の 兆 しが あ っ た と い うまで の 事実は お よそ認 め られ

な い 以 上 学校 側 に お い て S が 自殺す る こ と を予見すべ きで あ っ た とい うこ とはで

きない もの と考 える 。 しか し ， そ もそ も悪 質か つ 重大 な い じめ は そ れ 自体 で 被害生

徒 の 心 身に重大 な被害 を もた ら し続け る もの で ある か ら．本件 い じめ が S の 心身 に

重大 な被害 を及 ぼ す よ うな悪質重大 ない じめ で ある こ との 認識が可 能で あれ ば足 り，

必ず し もS が 自殺す る こ とまで の 予見可 能性 が あ っ た こ とを要 しない もの と解す る

の が相 当で あ る 。 」 （「判例 タ イ ム ズ』No ．746，　 p ．132）

　要 す る に ， 自殺 に つ い て は予見 で きなか っ た か も しれ ない が ，「自己 の 全 人格 や

人間 と して の 存 在基 盤その もの が 否定 される 」 よ うな悪 質重大 な い じめ を受け続 け

た場合 に は
，

い つ 死 を選 ん で もお か L くない ほ どに 心 身が傷 つ け られ る の で ある か

ら、 い じめ が 悪質重 大で あ る とわ か っ た 時点 で 学校 は徹底 的で 断固 た る対策を講 じ

る べ きで あ っ た 。 に もか か わ らずそ うは しな か っ た こ とが 結果 と して 死 を招い たの

で ある か ら責任を負 うべ きで ある とい うの で ある 。

　 こ の 論理 と結論 に 関 して 教育評論家や マ ス コ ミが
一

様に歓迎の 意を表明 した こ と

はすで に述 べ たが ， それ は学校 が とか くい じめ 自殺 に対 して 逃 げ腰 で あ る との 印象

が形成 され て お り， しか も予見可能性 の
一

点で 過失 を問わ れ る こ とを免 れ て きたの

を， こ の 判決が
一

挙 に覆 した か らで あ る 。 だ が
， その よ うな歓 迎的態度は司法界の

外部で の こ とにす ぎな い
。 司法 と い う言説社 会の 内部で は ， この テ ク ス トは きわめ

て 奇異で あ り，容易 に 理解 され る よ うな もの で は な か っ た 。 単 に少数意見 とい うの

で は な く，
よ くて 勇 み 足，悪 く言 えば 世間に迎合 した非常識 とさ え受け止め られ か

ね ない 性 質の もの で あ っ た 。 予 見可 能性 の な い と こ ろ に過 失を認 め る な ど とい うこ

とは 前代未聞の こ とだ っ た か らで ある 。

3．3． 司法的言説社会 の 人 間観

　司 法 とい う言説社 会に お い て 自殺 の 予見可能性 と過失 との 関係 は どの よ うな もの

か 。 1981年の 新 潟地裁の 判決 （1981．10．27）に典型 的 に示 され て い るの で 改め て 確

認 して お こ う。

　新潟県 に あ る 県立 農林 高校 の 定 時制農業科の 高校 生が 同級生 か ら繰 り返 し恐喝 さ

れ ，暴力 を受け続け た末に 自殺 した事件で ， 自殺 した高校 生 の 両親が 学校 を相手取

っ て 起 こ した損害賠 償請求裁 判 で の 裁判所 の 判 断は次 の ような もの で あ っ た 。

　「（被害者）の 自殺 が 現 実の もの とな っ た後 に至 っ て 省み る と き， S 教 諭が と っ た

右 の よ うな括置が 前認定の 経緯 に 照 ら しク ラス 担任教諭 と して 万 全 を尽 く した もの
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とい えるか ど うか， と くに， 同教 諭が （加害者） らの 非行 の 事実が学校 当局 に 判 明

した後 の （被害者） と （加害者） ら双 方の 動静 を もっ と細か く観察 して い て くれ た

な ら， （被害者）の 自殺 を予 見す る こ とが で き，事前 に こ れ を防止 す るた め 何 らか

の 手立 を講ずる こ と もで きた の で は ない か と考 え，無念 に 思 うこ と も （被害者）の

両親で あ る原告 らの 立場 か らは無理 もない こ とで あ る 。 とは い え， 自殺 は人の 内心

に 深 く関 わ る もの で あ っ て
r 他人が こ れ を予見 す る と い うこ とは， 当該本人が 遺書

をの こ して 所在 不明 に なる とか，異常 な精神状 態 にあ る もの が絶 えず死 をロ走 り自

殺 を試み よ うとす る な ど， 白殺 を裏付 け る ような 当該本人 の 言動が 他人 に 認識 し う

る 形で 現 出 しな い 限 り，極 め て 困難 な こ と と言 わ なけれ ば な らない 。 （傍点は 筆

者）」 （『判例時報』1031号，p ．ユ62）

　 自殺 した子 ど もの 遺族 の 心 情 を思 い や り，同情 の 意 を表明 した後で なお ， 自殺 を

裹付 ける よ うな言動が 他人に認識 で きる よ うな形で 現れ て い た とは い えな い か ら ，

教 論 に は被 害者 の 自殺 を予 見す る こ と もで きず， したが っ て こ れ を防止 す る措 置 も

とれ なか っ た の で あ っ て ，こ の 点 を もっ て 教諭 に 過失が ある とはい え ない と判 断 し

た 。 こ れ が こ の 判決 の 論理で ある 。

　 また，い わ き判 決の 3 ヶ 月後 に 出され た 「中野 富士見 中い じめ 自殺事 件第
一

審判

決」 （東京 地 裁， 1991．3．27）
（2）

は新 潟 地 裁 の 判 断 を踏 襲 した 上 で，直近 に い わ き判

決 を得 た こ と もあ っ て 口 調 は厳 しい
。

　 「そ の ま ま放 置 した の で は生 命若 し くは 身体 へ の 重要 な危険又 は社会 通 念上 許容

で きない よ うな深刻 な精神的
・
肉体 的苦痛 を招来す る こ とが 具体的に 予見 され る に

もか か わ らず，故意又 は過失 に よ っ て ， こ れ を阻止す る ため に とる こ との で きた実

効的 な方策 を と らなか っ た と き，初 め て 安全 保持義務違背の 責 め を負 うに 至 る もの

で あ る 。 したが っ て ， こ こで 学校教育の 課題 ない しそ の 成果 の 有無 と安全保 持義務

違背の 有無 とを混同 し，い じめ へ の 行動傾向 を示 す生徒の 教育指導や 矯正が 功 を奏

さず， お よそ い じめ が 防止で きな か っ た か ら とい っ て ，そ の 一事 を もっ て 直 ちに 学

校当局者に安全保持義務 へ の 違背が ある もの と即断す る よ うな こ とが あ っ て は な ら

ない ……い たず らに 囘顧 的 な観点か ら思 い 当た る 事実 を集積 して ，結果責任 を問 う

に等 しい こ とに な っ て は な らな い 。」 （『判 例 時 報』 1378号 ， 1991，p ．39）

　 こ う して 判 決 は わ ざわ ざ 「安全保持 義務違背」 と言 える ため の 条件 をお さ らい し

た上 で ，い わ き判決 が い か に結果 論で ある か と厳 し く批判 し， 戒 め る 。 そ の 後 　自

殺 に い た る 経緯 を ひ と つ ひ とつ 検討 したの ち，加害生 徒 た ち の 被害 者 に対 す る執拗

な暴行が被 害者の 「身体 へ の 重 要 な危険 又 は社 会 通 念上 許容で きない よ うな深 刻 な
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精神 的
・肉体 的苦痛 を招来す る こ とが具 体的 に予 見 され た に もか か わ らず ， 過失に

よ っ て こ れ を阻 止す るた め に とる こ とが で きた方策 をと らなか っ た もの と して ，安

全 保持 義務 へ の 違 背が ある 」（同上 ，p ．42） と被 害者 の 苦痛 に対す る責 任 は 認 め た

もの の ， 自殺 に対 す る責任 に つ い て は留保す る 。 「い か に 一
中学 生の 自殺で ある と

は い え ，そ れが 一
個の 人 間の 意 図的行為で あ る こ とに は 変 わ りはな く， その 最後 の

一
瞬 に お ける まで そ の 者の 意思 に依存す る もの で ある 。 そ して ．入 が い か な る要因

に よ っ て 自殺 へ の 準備状 態 を形成 し，
……何 を直接 的な契機 と して 自殺 を決行す る

に至 る か の 心理学的 ・精神医学的 な機序 は
， 外部 的に はお よそ不可視 で あ っ て

， 明

白に 自殺念慮 を表白 して い た な ど特段 の 事情 が な い 限 り，事前 に蓋然性 の あ る もの

と して こ れ を予知す る こ とは お よそ 不可 能で あ る （傍点 は筆者）」（同 上，p ．42）と

い うの が その 理 由で ある 。

　 こ の 判決 を書 い た 裁判 官が 人 間 と教育 に関す る深 い 洞 察力 を持 っ て い る こ とは判

決文 の 全体 を通 して み れば 明 らか で ある が， その 裁判官で す らこ の 線は譲れ ない と

い うこ とだ 。

　 こ こ に あげた 2 編 の 判決文 は い わ ゆ る 「い じめ 自殺1 に 関 して
， 第三 者の 予見可

能性 と過失責任 との 関係 に つ い て の 司法の 支 配的な見方 ＝常識 を表 して お り， こ の

判決文 の 間に い わ き判 決 を置 い て み る とその 異 質さが際 だ つ
。

い わ き判決は ，新潟

地裁判 決が 示 した遺族の 心情へ の 配慮 をさ らに大 きくして つ い に人情 を優先 させ た

と い うよ うな もの で は決 して な い し， 中野富士見 中判決が 批判 す る ように， ど こ を

ど うひ ね っ て も結呆論 で ある こ と を免 れ よ うもない
。 司法 的常識か らす れば ，い わ

き判決 は 自殺 の 予 見可能性 と過失 との こ れ まで の 判断 を何
一

つ 乗 り越 えて な どお ら

ず ，判決 と して い か が わ し く見 え る の は 当然で ある。

　 しか し言説論 の 見地 か らすれ ば ，司法 的常識 とい わ き判決の 対比 はそ の 背後 に お

も しろ い 対比 を含ん で い る 。 い わ き判決に登場す る 「自殺する人 間」 と司法の 常識

に お け る 「自殺す る人間 」は まっ た く異 な る 人 閲類型 を前提 と して い る か らで あ る 。

司 法的常識 にお ける 人 間が 自殺す る と き，そ の 人 は 人 知れ ぬ 深 い 苦悩 を深奥 に 抱 え，

自殺の 決行 に当た っ て もや は り人 の うか が い 知 れぬ とこ ろ で重 大な決意 を行 っ て い

る 。 そ れ に対 して ， い わ き判 決 に お け る人 問 は ， ご く些細 な こ とで あ っ て もそ れ を

原 因 と して 自殺 に い た っ て しま う。 もちろ ん ， 自殺 マ ニ ア で もない か ぎり，多少 な

りと も深刻 な苦悩 は抱 い て い る だ ろ う。 しか し，ある 状況 に あ っ て は，死 に至 る ま

で の ハ ー ドル が きわ め て 低 くな っ て い る た め に ，通常で は とて も死 に 至 る 原閃 に な

る とは 思 わ れ な い 些細 な こ と まで が ハ ー ドル を越 えるに十分 な苦痛 に な っ て しま う。
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ドキ ュ メン トを読む

い わ き判決は その よ うな人間を見て い る 。 で は 「ある状況」 とは どの よ うな状況か 。

　 よ く似 た状況 をわ れ わ れは社会学 の 古典 に見 い だ す こ とがで きる 。 「人び と を生

に結び つ けて い た絆が弛緩するの は，彼 らを社会に 結びつ けて い た絆そ の もの が 弛

緩 して しま っ た た め で ある。 で は，直接 に 自殺をひ き起 こす決定的条件の よ うにみ

え る私生活 k の 出 来事は ど うか と い え ば，そ れ らは ， じつ は偶然 的な原 因に す ぎな

い
。 個人が 環境の 与 える ご く軽微 な打 撃 に も負けて しまうとす れ ば

， それ は ，社会

の 状態が個 入 を と くに 自殺 しやす い 人 間に仕 立 て あ げて い た か らにほ か な らな い 」

（デ ュ ル ケ ム　 1975，p ．164）。 こ れ は E．デ ュ ル ケ ム が 「自殺 論』 で 「自己本位 的

自殺」 を説 明 した とこ ろ に出て くる
一

文 で ある 。 人 問 に と っ て社会 と の 絆 は そ れ こ

そ 命綱で ある 。 かれは 別の と こ ろ で こ う書 く。 「個 人は ，彼 自身だけで は 自分 の 活

動 の 十分 な 目標 とな る こ とが で きない 。 個 人 は あ ま りに もとる にた らぬ 存在 で あ り，

そ の 存在 は 空 聞的に 限定 され て い るの み か ，時間的に も ま っ た く限定 され て い る 。

したが っ て
，

自分以 外に志 向すべ き対象 を もた な い 場合 に は
，

わ れ われ の 努 力 もけ

っ き ょ くは無 に 帰 して し ま うに ちが い ない ． と い う観念か らの が れ られ な くな る 。

　 ・・こ うした状 態の もとで は ，い か に労苦を重 ね て もの こ る もの とて ない か ら， 人

び とは ，生 きる 勇気 ，す なわ ち，行動 し， たた か う勇気 を くじか れ て しま うで あろ

う」 （114上 ． P．158）。

　社 会との 絆が 弛緩 した状況 に置か れ た と き， あるい は よ り主観的 に は社会 と結ば

れ て い る と い う実感が 失われ て しま っ た と き， 人 は い か に 弱 く，脆 い もの で ある か

と い う人 間へ の 想像力を デ ュ ル ケム と い わ き判決 は共有 して い る 。
い わ き判決 の 次

の
一

文は そ の こ とを象徴 的に表 して い る 。

　 「い か に若 々 しい 生 命力 に 溢 れ て い る筈 の 中学生 と い え ど も，そ の 主要 な生 活 関

係 で ある学校生 活の 場 で t こ の よ うに 自己の 全 人格 や 人間 と して の 存在 基盤 その も

の が 否定 され る よ うない じめ を受 け続 けた の で は ，生 きる意欲 を失 い 自らそ の 生命

を絶 つ とい う挙 に 出た と して もあ な が ち不 可 解 な こ と とは い えない よ うに思 わ れ

る 。 」 （前掲，p ．127）

　 以上 を見れ ば， い わ き判決 がみず か らを意味あ る もの にす る た め に テ ク ス トを司

法 言説か ら社会学的言説の 上 に シ フ トさせ て い る こ とが わか る 。 そ れ に 伴 っ て ， こ

れ まで の 判 決が い じめ を金銭強 要や暴行 ・傷害 ，脅迫 な どの 不 法行 為 に還 元 して き

たの に対 して ， い わ き判決 はい じめ を個々 の 不 法行為 に で は な く，社 会 との 絆 を断

ち切 る よ うな状 況 に相 手 を追 い 詰め る こ とがす なわ ち 「い じめ」で あ る と暗 に認 定

し，「偶然 的な 原 因」 を引 き金 に 了 ど もが 自殺 を図 る こ とを予見で きな くて も，そ
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う した 「い じめ 」が あ っ た こ と を知 っ て い た の で あ れ ば ，死 を避 ける た めの 措置を

と る責任が 学校 に は あ っ た と判 断 した の だ っ た 。 「い じめ」 を個 々 の 不 法行為 に還

元 しな い で 認識 した初め て の 判決 とい う意味で ， こ の 裁判 はわ が 国初 の 「い じめ」

裁判 で あ っ た とい える 。

　 しか し，それ で も現 に 自分が 直面 して い る 事態が 社会 との 絆 を断 ち切 る よ うな状

況 に相 手 を追 い 詰め る 種類 の 「い じめ 」 で あ る か どうか を教師 は どの よ うに 判 断す

る こ とが で きるの だろ うか 。 こ の 問い に判決文が答 える の で なけれ ば依然 と して 結

果論で ある こ と は免れ な い の で は ない か との 疑問 も生 まれ る だ ろ う。 当然の 疑問で

あ るが ， しか しそ れ は司法言説 の 内部に お け る疑問で ある 。 司法言説 に 内部に と ど

まる の で あれ ばそ もそ も社会学 的言説 を対比 的 に持 ち出す 必要 もない こ とに なろ う。

こ こ で 問題 に したい の はそ うい うこ とで は な く，判決が社会学 的言説 に部分的 に シ

フ トした こ との 意味，その こ とに よ っ て 子 ど もの 教育 に関 して 何 が問 わ れて い る の

か とい う点で ある 。 そ うした観点か らこ の 判決 を読め ば，問 われ なけれ ばな らない

の は，家庭 や学校に と っ て ，人 間 の 生の 根拠 で もあ り， 目標 で もあ る社 会 との 絆を

実感させ る よ うな教育 とは どの よ うな もの で あるか とい う問い で あ り，問題 を個入

の 心 の 問題 に囲 い 込 む こ とに よ っ て よ りも，社 会 との 絆 を深 め る こ とに よる 問題 の

解決 手段 が構想 され なけれ ば な らない と した らそれ は どの よ うな もの で ある か とい

う問い で あ っ た は ずで あ る 。

3．4． 本 人過 失 4 割 の意 味

　 とは い え，い わ き判決 は司 法的言 説か ら社会学的言説に全面 的 に足場 を移 した わ

けで は ない 。 そ れ な ら ば 自殺 に関 して 本 人 の 過失 は ゼ ロ とな り， 第三 者が す べ て 責

任 を負わ な けれ ば な らない はずで あ る 。 しか し，い わ き判 決 はそ うは しな か っ た 。

学校 に責任 を負わせ る だ けで は な く， 家族 の 責任 もまた学校 と同等 に認 め た 。 加害

生 徒 の 家 に 乗 り込 んで い っ た こ と もあ る 兄 は弟 に 強 くあ れ と諭すば か りで あ り，両

親 は 「両名 と もに 保 護者 と して の 自覚に 乏 し く，そ もそ も監 護 の 意 欲 も能力 も高 い

とは い えなか っ た 」。 両親 に 代わ っ て 面倒 を見て い た祖母 は ，本 人の 指 導に熱心 で

はあ っ た が ，そ の 中心 は 本 人 を学校 へ 行か せ る こ とに あ り，熱意 とは裏腹 に 本人 の

逃 げ道を狭め ， ますます窮地 に 追 い 詰め る こ とに な っ た と判決は い う。 そ うして 判

決 は 学校 と家族 にそ れ ぞ れ 3割ずつ の 過失 を割 り当て ，残 り4 割を 自殺 した子 ど も

本人 に割 り当て た 。 死 を決意す る前 にす べ て を周 囲 に話 して 助 け を求め る とか登 校

拒 否 をす る な ど して なん とか死 を回避 す る 手立 て もあ っ た の で は な い か 。 そ う した
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手 も打 たず にみす みす 白分 を死 に追い や っ て しま っ た責任が ある とい うわけで あ る 。

そ もそ も司 法言説 の 中で は予 期せ ぬ 自殺者 に対 して は本 人過失 10割が 相場で あ っ た

か ら，い わ き判決は判決の 足場の 4 割を司法言説内に残 し， 6 割 を社会学的言説に

移行させ た とい うこ と もで きる。

　 と こ ろ が ，判決文が示 した責任 の 配分 ， こ とに 4 割 を 自殺 した子 ど も本人 に 割 り

当て た こ とに マ ス コ ミや 学者な ど多 くの 人 は納得が い か ない ふ うで ある 。 プロ の 人

た ちだ けで は な い
。 授業で 実際 に 判決文 を読 ん で もら っ た 学生 た ちの 多 くが 抱 く感

想 もまた 同様 で ある 。 自殺 した 被害生 徒 は長 い 間ひ どい い じめ を受け続 けた 末に ，

死 ぬ よ りほ か に選択肢 の な い とこ ろ まで 追 い 詰め られ た の で あ っ て
， そ の 被 害者 に

学校 や 家族 よ りも大 きな過失 を負 わせ る なん て かわ い そ う， と い うわ けで あ る 。 産

経新聞 もほぼ こ れ と同趣 旨の 意見 を表明 して い る 。 「（家庭 の 責任 に判決が触 れ た こ

とは評価 しつ つ も）た だ ， 自殺 した少年 に も，登 校拒 否 な どで もっ と強 い 意思 表示

を すべ きだ っ た と言 っ て い るの は ど うか 。 い じめの 被 害者 は 自尊心 を傷 つ け られ ，

屈 辱感 に お しつ ぶ され て い る 。 そ こ を周 囲が 敏感 に くみ取 り，暖か い 手 を差 し伸べ

て や る こ とが第
一

の はず だ」 （／990．12．28 「主 張」）。 弁護士 の 石川惠美子 は 座 談会

で 被害生 徒 の 心情 に い っ そ う寄 り添 っ て 責 任配分 に 対 して 不 満 を述 べ て い る 。 「こ

の 子 は 中学生 で ．家 か らもそ うだ し，学校 に 行 けば 非常 に つ ら い
。 で も，休 まな か

っ たの で す 。 逆 に言 うと，偉 い と思 っ て い るの で す 。 そ れ で 何 とか早 退 した り，抜

け出 した り， 自分 自身を何 とか ご まか して ，三 年 間耐 え た と い うの は．す ご い と思

うの です 。 そ の 子が 最終 的に や っ た こ とに つ い て ，わ た しは ，過失相殺 四割 は な い

で し ょ う、 と思 うの で す 。 そ の 場合，確か に 自分 で 自分の 人 生 をパ ッ と切 っ て し ま

っ た 。 で も，それ が 過失相殺 と言わ れ た ら，こ の 子 は 立 つ 瀬が ない の で は な い か」

（下村ほ か 　1991， p ．24）n

　 以上 の 不満 は被害生 徒 に 対す る同情論 を もとに して い るが T 教育法学者の 市川 須

美子 は判決 の 論 理構 成上 の 問題 と して 本人 過 失 の 割合 を批 判す る 。 「なお
一

層問題

な の は，本人過 失の 割合 で あ る，、判 旨は，本 人 過 失の 割合 を，学校側 の 不 作為 に よ

る過失 よ りも多 くす る こ とに よ っ て ， 自殺の 具体 的予見 可能性 を不 要 と した 因果 関

係論 との バ ラ ン ス を考慮 した と も解 さ れ る が ， こ の こ とに よ っ て ，加 害生 徒側 の 過

失 を考慮外 とす る こ とに よる 原告側へ の 損害 の 不 当な しわ寄せ の 矛 盾 を
一

層 拡大 す

る こ と とな っ た」 （市川　1991，p ．34）。

　 こ れ には若 丁
二
の 補足 が 必 要 で ある 。 文中 に 「加 害生 徒側 の 過 失 を考慮外 とす る 」

とあ るの は ，加 害生徒側 とは 裁判 の 途 中で 和解が 成立 し，被告 の 席か ら外 れ たか ら
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もは や判決 で 加害生徒側 の 過失 を問 うこ とは で きない こ とを指 して い る 。 問題 は，

最大 の 過失 を問わ れ る べ き加害者 側が被 告か ら抜 けた後の 過失割合の 認定 を ど うす

るか で あ る 。 そ もそ も判決 は学校 側 に対 して 白殺 の 具体 的予見可能性が なか っ た と

しなが ら，
一

方で 過 失認定 をす る とい う冒険 を して い る 。 なん とい っ て も判決文 の

最大の 読者層は 司法言説社会の 人 間で ある 。 学校側 の 過失 を過大 に見積 もれ ば そ れ

こ そ世 間の 学校悪者論 に迎 合す る だ けの もの に な っ て しま う可 能性が あ る 。 そ の た

め判決 は相対的 に家族 お よび本人 の 過失割合 を大 きくす る こ とに よ っ て バ ラ ン ス を

と っ た の で は な い か と疑問 を呈 して い る わ けだ 。 加害者の 過失割合の 一部を結果 と

して 被害者が か ぶ る こ とに な っ た と。市川 は全 体 と して こ の 判 決 を高 く評価 して い

る の だが， で は被害生徒 の 過失 を可能な限 り小 さ く見積 もれば ， こ の 判決の 意義 は

さ らに大 き くな っ た の だろ うか 。 お そ ら くそ うは ならない
。 なぜ な ら市川 を始め と

する司法言説社会 内 リベ ラ ル 派の 評価 する意義は司法言説か らはみ 出た と こ ろ に あ

り，問題 点 は司 法言 説 内で の 問題 だか らで あ る 。

　 い ずれ に しろ ，以 上 に あげ た不満は判決 が 司法言 説 を超 え出た ， その 越 え方が 中

途半端で ある こ とに向け られ て い る 。 しか し， こ の 中途半端 さに意味が宿 る こ とも

あ る の だ 。 どうい うこ とか， まず 同情論か ら考えて み よ う。

　 同情論 は 自殺 した被 害生 徒 に 4 割 もの 過失 を割 り当て る の は あま りに も酷 だ と い

うの だが ， で は過失をゼ ロ に す る とは ど うい うこ となの か 。 司法言説 内の 常識は 第

三 者 に 予見 され る こ とな く自殺 した本 人 の 過失 を 10割 と して きた の で あ る が ，その

こ との 意味 は，人 は 原理的 に 他 人の 心 の 中 を見 る こ とは で きない と い うに と どま ら

な い
。 中学生 とい え ど もその 自殺 は 「

一
個 の 人 間の 意図的行為 で あ る こ とに は変 わ

りは な く， その 最後の
一

瞬 に お け る まで その 者 の 意思 に依存 す る もの で ある 」 と中

野 富士見 中判決が 言 うと き，判決 は最 後の
一

瞬 まで 意思 も判断力 も理 瞠もある 「一

個 の 人間」 と して 被害者を見 て い る 。 命の 責任者 と して の 人間 の 人格 を見て い る と

も言 える 。 そ れ に対 し，過失 をゼ ロ にす る とは ， 自殺 した被害生 徒 を 自分 の 命に対

して ま っ た く無 能力 ・無責任 な存在で あ っ た とみ な す こ とで あ り，人格 あ る存在 と

して は認め な い と い うこ とで ある 。 こ れで はか え っ て 個 人を貶 めて い る こ と にな ら

ない だろ うか 。 自殺 した被 害生徒 に 割 り当て られ た過 失 の 中途半端 さ は，人 間は社

会 との 絆 を実感 で きない まま死 の 間際 まで 意思 を貫徹で きる ほ ど強 くはな い とい う

社 会学的言説の 人間観 （これ は世 間の 常識の
一

部で もある）を表 して い る と同時に，

世 間の 常識が ともす る と同情論 に 流れ るあ ま り結 果 と して被害者の 人格 を否 定す る

と こ ろ まで極端 に走 る こ と へ の 警告 に もな っ て い る こ と に注意 を向 ける 必要が あろ
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う。

　そ れ だ けで は ない 。 こ の 中途 半端 さに は もっ と積極 的な 意味 もある 。 過失 ゼ ロ の

人間， つ ま りは 自分の 命 に関 して さえま っ た くの 無能力 ・無責任 な人間に外部か ら

どの よ うな働 きか けが で きる だ ろ うか とい う問い か けが そ れ で あ る 。 判決に 4 割の

過失 と して 示 され た 意思 ・理 性 ・人格が 存在 して い れば こ そ ，外部 の 人 間 は そ こ に

働 きか ける こ とが で きる 。 つ ま り，学校側や 家族 に割 り振 られ た過 失 を教 育的 な過

失 と見る こ と もで きる とい うこ とだ 。 判決に よ っ て 与え られ た被害者の 4 割の 意

思 ・人格は つ い に苛烈 な状 況に耐 え る こ とが で きな か っ た 。 しか し，死 の 瞬間 まで

失 われ て はい ない と想定 され た意思や 人格 に 学校 や家族が どれ ほ どの 働 きか けを し

た とい える だろ うか 。 自分 の 命が 危機 に瀕 して い る と き，場合 に よ っ て は学校や 家

族 の 掟 を破 っ て で もまず命 を守る手段を講ず る べ きで あ っ た と思 い 至 る 人 間を学校

や 家族 は育成 し よ うとして きた だろ うか 。

　 14歳 の 人 間が 学校 とい う世 界で 死 を選 び取 っ た こ と，そ の こ とだ け を と っ て もこ

れ を教育世界 の 出来事 と見るの に 違和感は な い 。 学校 と家族 そ して 本人 に そ れ ぞ

れ 割 り当て られ た過 失 は，危機 に 瀕 して い る子 ど もに なお 教 育 可能性 を見 て きた だ

ろ うか ，そ の 場合， どの よ うな教育が 必 要で あ り， ま た可 能で あ っ た の か を問い か

けて い る 。 白殺 した本人 に割 り振 られ た 過失の 中途半端 さに 意味を読み 取 る こ と
，

こ れ はい か なる 時 も人間に 教育可能性 を見 る教育言説 の 中で 判決 を読 む こ とに ほ か

な らない 。

　 以上 ，司 法 ・社会学 ・教育の 三 つ の 言説の 中 に置い た とき，判決が そ れぞ れ どの

よ うな意味 を放射 し， また 人 び との 判 決 に対す る反 応が ど の よ うな意味 に対応 して

い るの か を素描 して きた 。 も っ と も，説 明は 図式的 にす ぎる面 もあ る し，そ もそ も

各言説の 内部構造 を検討 しない ままで もあ り， ほ とん ど骨格 だけの ス ケ ッ チ とい っ

て もい い 。あ る い は ， さ らに 別の 言説 に こ れ を置 い て 「読 む」 こ と も可 能で あ っ た

ろ う。 しか し， こ こ で の 目的はすべ て の 可能性 を 「読 む」 こ とに あるの で は な い し，

ひ とつ の ドキ ュ メ ン トに意味 を ワーえる 言説構造 を くまな く明 らか に す る こ とに あ る

の で もな い 。 教 育関 係者 は判 決 が 社会学 的 で あ る こ と に納得が い か ない し r
マ ス コ

ミ や世 問 は 判 決が教 育的 で あ る こ と に不 満 で あ る 。 そ して 司法 界は 判決が 司法的言

説 の 外 に踏 み 出 して い る こ と を容認 で きな い
。 要す る に だ れ に とっ て も納得 の い か

な い 点が あ る 。 こ うした不 思 議 な ドキ ュ メ ン トか ら どの よ うな意 味 を受 け取 る の か，

また そ の 意 味は どの よ うな 言説 に支え られ て い る の か ， こ の 観点か らの 読解が 可 能

で あ る こ と を具体例 と と もに示すこ と， こ こ で の 目的は それ 以 上 の もの で は ない
。
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4 ．　 おわ り に

　テ ク ス トを 「読む」こ とに はある種の 消極的な イメ ージが つ きま とっ て い る 。 テ

ク ス トに は潜在的に 多様な意味が 含 まれ て お り，読 み 手の 背後知識 や社会的位置取

り，要 する に 読 み 手が 依拠す る言説社会 の 違 い に よ っ て ， テ タ ス トはお の ず と異な

る意味 を投 げ返 す と い っ た イ メ ージ で あ る 。 もちろ ん そ の こ と を否定する つ もりは

ない 。 口常 多 くの 場面 で 私 たちが 経験す るの は こ の 種 の こ とが らで あ る 。 しか し

そ れ だ けで は， ドキ ュ メ ン トの よ うに
一

義的な了解 を求め る性質を もつ テ ク ス トの

多様 な意味 を掘 り起 こ し，議論 の 俎 上 に乗せ る こ とはで きな い 。 そ れが で きるた め

に は異 な る複数の 言説空間に テ クス トを置 い て み な けれ ばな ら ない 。 こ こ が ドキ ュ

メ ン トを 「読 む」 と きの 難所 で あ る 。 異 な る言説空 間に テ クス トを置 くとい うこ と

は ，他者 の 思考方法で 思考 し，他 者の 目で テ ク ス トを 「読 む」 こ とだ か らで ある 。

とこ ろ が幸 い な こ とに
，

社 会 科学 者で ある こ との 利 点は異 な る言 説空 間 を比 較的 自

山 に行 き来で きる と こ ろ に あ る 。 他者の 思考方 法 と他者 の 目で テ ク ス トに 対面 し，

あ る特定の 言説空 間にお い て現 れ て くる意味 とは 別の 意 味を読 み取 る こ とは や さ し

い とは 言えない が ，訓練 を受 け た者な らむ しろ 好 ん で 行 う類 の こ とで ある 。 そ こ に

は創造が あ る 。 あ らゆ る テ ク ス ト読解が そ うで あ る よ うに ，「別 の 意味 を読み 取る」

とは単に 潜在的 に含 まれ て い た 意味が 自動的に浮か び上 が っ て くる の を待ち受け る

と い うよ うな もの で は な い 。 む しろ 言 説空 間内の あ らゆ る 資源 を動員 して テ ク ス ト

と と もに新 しい 意味 を創造す る こ とで ある と言 うほ うが ふ さわ しい 。

　 た だ し，創造的で あ る こ とはか ならず しも恣意的で あ る こ と を意味 して は い ない
。

ドキ ュ メ ン トを含む テ ク ス トが 有意味で あ ろ うとす れば
， それ はか な らず特定 の 言

説社会 を前提 に して お り． また有意味 なテ ク ス トは な にが しか 前提 とする言 説社会

の 構造 を写 し出 して い るか らで あ る
（：）

。 テ ク ス トは，私 たち が その 中に属 して 考え

た り話 した りして い る 言 説 を 目に 見 える 形で 私 た ちの 前 に提示 して くれ る 。 そ うし

て テ ク ス トは言 説や言説社会 を再確認 した り，補 強 した りす る 。 それ だけで はな い
。

テ ク ス トは と きに 前提 とする 言説 をは み 出た り，ず ら した り，変形 した りして ，思

い もか け な い 仕 方で言 説 や言 説 社会 に揺 さぶ りをか け る こ とが ある 。 そ うした揺 さ

ぶ りに意味 を見 い だす こ と， そ れ は そ れ まで 自明視 して い た言 説 とは異 な る 言説 に

足場 をず らす こ とで あ り．そ うして浮 き上が っ て きた意味がや は り有意味で あるた

め に は ，部分的 に で はあれ ，い ずれ か の 言説社会 に よ っ て そ の 意味が 支 持 されて い

るの で な くて は な らない 。 こ う した一連 の 読解作 業が す べ て 恣 意的 に で きる とは 思
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ドキ ュメン トを読む

わ れ ない 。

　ある テ ク ス トの 意味 を特定の 言説社会 が独 占す る こ とが で きない 局面 は
r テ ク ス

トを 「読 む」チ ャ ン ス で もあ る 。 「読 む」こ とで 揺 さぶ られ た言説 を組 み 替え，再

構 成 し，活性化す る きっ か け を与 える可 能性 もある 。 もし ドキ ュ メ ン トを 「読む」

と い うい か に も地味な作業に もい くば くか の 快楽を見い だせ る とした ら，そ れ は

「読む」 こ との 中に こ うした創造的 な面が含 まれ て い るか らで あろ う。

〈注〉

（1） G．H ．ミ
ー ド （1934）は人 間が適応 しなけれ ば な らず ，その 中で 生 き延 び なけれ

　 ば な ら ない もっ と も根 底的 な世 界 を表現す る の に 「言説世界 （Universes　of 　dis−

　CQurse ）」 と い う概 念 を使 っ て 表現 して い る 。 複 数形で 書 か れ て い る こ とか らわ

　 か る よ うに， ミ
ー

ドも異な る複 数の 言説世界の 存在 を想 定 して はい る が ．主 たる

　 閧心 は そ の 複数性 にで はな く， む しろ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 基礎 と して ど の 言 説

　 世界 もが 持 っ て い る潜在的 な普遍性の ほ うに 向け られて い る 。 複数の 言説世 界 同

　 士 の 軋轢 に注 目 した い 本稿 で は よ り生 々 し さを強 調 す る フ ー
コ

ー に した が っ て

　 「言説社会 」の 用 語 を使用す る 。

  　「こ の まま じゃ 『生 きジ ゴ ク』」 と書かれ た 遺書 や い わ ゆ る 「葬式 ご っ こ 」で 話

　 題 に な っ た事件の 第
一

審判決 。 遺族 ＝ 原告 は こ の 判 決 を不服 と して控 訴 した が ，

　 東京高裁 におい て も自殺 に対す る学校 側の 責 任 は認め られなか っ た 。

（3＞ テ ク ス トと言説社会 との 関係は，デ ュ ル ケ ム が 『宗教生活 の 原 初形態』で 探求

　 した トー
テ ム と氏 族 との 関係に きわめ て 近い 。 そ の 意味で は ， こ うした観点 は カ

　 ル チ ュ ラ ル
・ス タデ ィ

ーズ に固有の もの とい うわけで は な く，社会学の 基本 的観

　 点で ある と も言 える 。
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ABSTRACT

      Reading  Documents:  The  Judicial Ruling in a  Lawsuit

  Seeking Compensation for a  Suicide Caused  by -ijime  Bullying

                                                   YAMAMOTO,  Yuii

                                                    (Kansai IJniversity>

                       3-3-35 Yamate-cho,  Suita-shi. Osaka, 564=8680, Japan

                                        E-rnai!: yujjy@ipcku.kansairu,ac.jp

  The purpose  of this pape'r is to apply  text theory  to the reading  of  documents and
to show  an  example  ol how  the  theory  is applied.

  In the  field of  cultural  studies,  there  has been an  accumulation  of  attempts  to read

texts. Among  texts, a  document  is a  special  text, since  it is written  to be read  from

the  beginning and  therefore requires  a  particular way  of  reading.  One  method  of

analysis  is to locate a  decument  in different discourses in which  some  words  gajn

meanings  and  others  lose them, This paper  examines  a judicial ruling  as  an  exarnple

of  a  document  and  attempts  to show  how  to read  it.

  The  judicial ruling  taken here is a decision on  a lawsuit seeking  compensation  for a
suicide  caused  by bullying in Iwaki City (I990). The  victim  was  a  third-year  male

junior high school  student,  It attracted  considerable  attention  because it was  the first
case  in Japan in which  a court  accepted  professional negligence  by school  teachers

as  the cause  for the suicide  of  a student.  Three different meanings  in three different
discourses, that is, judicial, sociological,  and  educational  radiate  from this decision.

First, in the judicial discourse, it is seen  as  quite  senseless  since  it accepts  the

negiigence  of school  teachers  who  could  not  foresee the suicide  of  the victim.

  This senseless  decision, however, may  be understandable  in a  sociolegical

discourse. For, as  Durkheim  states  in The  Suicide, people  tend  to commit  suicide  for

reasons  of  trifling matters  when  they  cannot  feel any  bond  with  their society.  If

people  accept  the thought  that ijime bullying breaks the  feelings of  a bond with
society,  and  if they recognize  the rnaliciousne$s  of  this, school  officials can  be seen  as

responsible  for preventing the worst  possible outcome,  even  if the particular direct

causes  of  a suicide  are  not  necessarily  identified. This is the logic of  the ruling.

  At  the same  time, the ruling  plaeed  40 percent  of  the negligence  on  the vietim

himself. This 40 percent acknowledges  his wili  and  reason,  in other  words,  his 
'

personality until  immediately before death. This indicates that other  people can

work  with  a victim  as  long as  he is alive. There  is no  education  without  a  personality.

This is none  other  than  to read  the ruling  as  an  educational  discourse.

  As  I have  shown  in the example  above,  reading  a document  in different discourses

gives us  opportunities  to consider  the many  possible issues it potentially entails.
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