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　少年院における 「更生」の構造

非行少年の 語る 「自己」 と 「社会」に着目 して

稲葉 浩
一

　誰もが抱い てい る であ ろ う，「彼は 本当に 更生 して いるの か」「彼 が社会人と

して ま っ とうな人生を歩める の か」とい う疑 問は ，も ち ろん私 ども も抱 い て い

ます 。 また，「A の病気 は完治 して お らず，社会 に出すの は非常に危険」とい

　 　 　 　 　 　 あお

う，人の心 を煽るよ うな記事も 出回 っ てい ま す 。 しか し法務省が，「A の社会

復帰を認める」とい う太鼓判を押 した以上，私 ども はそ れ を信 じる しかな い と

い うの が現状 です 。 社会復帰させるのが時期尚早なのか，あるい は妥当なのか，

大きな議論がおきるとこ ろで すが，今の 時点で は答えは 出ないの か も しれ ませ

ん 。 そ れ は ，彼がこれ か ら歩ん で い く人生 の 軌跡の 中で しか ，判断できないよ

うな気が して い ます 。 （毎日新聞2004年12月 4 日朝刊）

1 ． は じめに　 　問題の 所在

　 近年少年犯罪事件報道 を契機 と して ，罪 をおか した 非行少年へ の 処遇問題は 世論

の 高 い 関心 を集め て い る 。 その 際 に 問 われ る の は少年院に お ける矯正教 育の 「効

果」で ある だ ろ う。
つ ま り罪 をお か した少年 たちの 「更生」は どの ように して 行わ

れ て い る の か， とい う問 い で ある 。 少年院で の 非行少年た ち に 対する矯正 教育へ の

期待は 大 きい 。 だ がそ の 期待は ，同時 に不 信 の 念 に も変 わ りうる 。 た とえば 1997年

神戸事件の 行為主体 と され る元少 年の 出院 に つ い て ，あ る刑 事法の 専門家は 「男性

が 本 当に 更生 した の で あれ ば，社会復帰の た め に 仮退院 する の は ，少年法の 理 念に

か な っ て い る 」 （毎 日新聞　2003年 5 月12口朝刊） と解 説 を して い る が，お そ ら く

こ の 説明は 「不信」 を もつ 読者 を納得 させ る こ とは で きな い だ ろ う。 む しろ こ こ か
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ら導か れ る の は ，少年院で 矯正 教育 を受ける 少年た ちは 「『本当 に』更生 して い る

の か 」とい う困難 な問 い で ある。

　冒頭の 記事 は 神戸事件 の被害者保護者が ，事件 の 行 為 主体で ある と され る 元少年

の 出院に あた っ て 寄せ た コ メ ン トで ある 。 直接 の 被害者遺族が加害者で あ る人物の

「更生 」 を語 る 際，そこ に は余人に は推 し量る こ との で きない 思 い が 込め られ て い

るに違い な い 。 しか しなが らそ うい っ た個別の 「当事者」た ちの 声が取 りEげ られ

る
一方で ，わが 国で は年間4000人か ら5000人の 少年た ちが 各種少年院に 入 院 し，個

別の 計画に 基づ く教育期間 を経て ，その ほ ぼ 同数が 出院 を して い る 。 た とえば平 成

19年度 『犯罪 白書』に よれ ば その なかで 5 年以 内の 少年 院 ・
刑務所へ の 合計再 入

率 は お よそ 25％前後 を推移 して い る 。
こ の 数値を

．
卜分 な効果 とする か は 議論の 分か

れ る と こ ろ だが ，重 度 の 逸 脱 的 キ ャ リア を もっ た 少年た ちの 約 7 割は ，少年院出院

後に 安定 した社会復帰 を果た して い る と見て い い だ ろ う。

　だが 私た ちは ， こ うい っ た統計的数値が導 き出すもの とは 異な る レ ベ ル で 日常生

活 を送 っ て い る 。 しば しば メ デ ィ ア に お い て 少年犯罪報道を見聞 きする こ とが あ っ

て も，平素 は そ うい っ た事件 とは 直接か か わ りをもた な い 　　つ ま り 「加害者」の

親族 で も 「被 害者 」で もな い 　 　私 た ち に と っ て ，彼 ら の 「更生」 は どの よ うに理

解 され る べ きで あ ろ うか 。 こ の 問題 を看過す る以上 ，私 た ちは 「彼 らは 『本 当に』

更生 して い る の か」 と い う終 着 点 の な い 疑 問 を抱 き続け る に違い な い ，， そ こ で 本稿

で は， まず少年院に お け る 「更 生 1に つ い て の 理解が もつ 実際的 ・概念的な問題 を

明 らか に した うえで ，少年院で 矯正 教 育 を受け る少年の 語 りに着 目 し，非行少年 た

ちの 少年院 にお け る 「更生 」の 冉検討 を図 りたい n

1．1． 閉 ざされた少年 院

　非行少年 を保護
・
収容す る施設 内処 遇 は，少年の 再教 育 と社 会統 制 とい う二 つ の

重 要な社会的役割を担 っ て い る 。 だが 世 間
一
般の レ ベ ル で は ，そ れ は しば しば素朴

な不信の 対象と もな っ て い る観は 否め ない 。 極端 な例で い えば広田 と平井 （2007）

が 指摘す る ように ，近 年の 非行少年に 付随 す る 「悪 魔」的 イ メ ー ジ に よ っ て
t 少年

院にお ける矯正教 育そ の もの が 否定的に とら えられて い る と い う風潮が ある 。 その

場合，そ もそ もひ とび とは非行少年の 更生 を望ん で さえ い な い と も言 え るの で あ る

（広 田 ・平井　 2007）。 すなわ ち少年の 「心の 闇」 とい う定型 句に 象徴 され る よ うに，

「闇」 をもっ た彼 ら を保護する こ と も， また社 会に 復帰 させ る こ と も非難の 対象 と

な りうる わ けで あ る 。

50

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Japan Society of Educational Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Soolety 　of 　Eduoatlonal 　Soolology

　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 少年院 における 「更生」の構造

　こ の よ うな 「無理 解」 も含めて ，少年院の 矯 正教育 に 対す る不 信の 背景に は，そ

の 情報が 質
・量 と もに不 1−一分 で ある こ とが 挙げ られ るだろ う 。 それ は端的 に言 えば

そ こ で の 「効 果」，す な わ ち少年た ち の 「更生 」に接近す る手段 と媒体が 限 られて

い る とい うこ とで ある 。 もちろ ん 矯正 教育学の 分野 にお い て は相当数の 研 究 ・報告

が提 出 され て い る もの の ，その 成果が 他領域 に 開 かれ た もの で あ る と は 言い 難 い 。

伊 藤 （2008）が 指摘す る よ うに，今 日 「開 か れ た 少年院」の 必 要性が 叫 ばれ る一
方

で ，そ の 活動 を報告 した もの の 大半は 矯正教育関係 者に よ る もの で あ り，特定の 偏

りが 存在す る。「闇」 を抱 え た非行少年 イメ
ー ジが ある

一
方 t 彼 らを再教育する現

場の 発信が 限 られ て い る こ とが 彼 らの 「更生」 へ の 実際的な接近 の 困難 さを支 え

て い る側面が ある よ うに思 わ れ る 、

1．2 ． 接 近不 能 な 「更生」

　我 々 が 前項 で 指摘 した少 年た ちの 「更生 」へ の 接近 の 困難 さは，情報の 不足 ・偏

りに 基づ い た 実際的 な問 題 と い える ，＝ だ が よ り根本的 に は，「更生」 とい う概 念そ

れ 白体の もつ 問題 が ，その 接近 の 困難 さを生 ん で い る よ うに思 われ る、，そ もそ も少

年院にお け る矯正 教育は ，「保護 処分 の 執行 と して 在院者 に社 会適 応 性 を付与す る

た め に行う意図的，計画的な活動」で あ り，矯正 とは 「好ま し くな い 状態に ある も

の を好 ま しい 状 態 に ため なおす とい うの が そ の 語義」で あ り，「保護処 分の 内 容 と

して の 矯正 は，非行 の 原 因 となる性格 の ひずみ をため なお し，社会生 活 に健全 に 適

応 させ て い くこ と を意 味す る 」 （法務 省矯正 研修所 　1978，pl33 ） と説 明 され る

の だが，そ の
一

方で 少年た ちの 「更生 」に つ い て 明確 な定義は な く，その こ とが積

極的 に議 論 され て きたわ けで もない 。

　こ の こ とは 「更生 」の 主 体は 当人 に ある た め だ とい える 。
つ ま り辞書的な説明 を

み れ ば 「反省 ・信仰 などに よ っ て心持が根本的に変化する こ と 。 過去 を清算 し，生

活態 度 を改 め る こ と 。 『非 行 少年 を　　させ る』」 （『広 辞 苑』） とあ る よ うに ，「更

生」 の 発生 場所 は 当人 の 心理 的 ・精神的世 界に ある よ うに 想定 されて い る わけ で あ

る 。 こ の 理 解 に お い て は ，「更生 」と は 少年 の 内面 と深 くか か わ っ た根 本 的 な 自己

変容 で あ っ て ，他者は 容易 に接 近で きる もの で は な い
。 その た め他者 は当 人の 「生

活態 度の 改善」 か ら 「『心持』の 根本的変化」を推論する に留まらざる を得な い こ

と に なる 。 要す る に こ こ に は 「『心持』 の 根 本 的変 化 → 生 活態度 の 改善」 とい う

「心 → 行動」の 二 元 的な図式が あ り，「矯正」は外部か らの 作用 として 説明 ・観察可

能で あるの だが ，「更生」は あ くまで 推論の も と記述 され る に 留 ま ら ざる を得な い ，
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と い うわ けで あ る 。

　と こ ろ で こ の 二 元 的な図式に 基づ い た認識枠組 は，少年非行 を は じめ とす る青少

年問題
一

般 に お い て 支配 的 であ る．， すな わ ち 「心 の 問題→逸脱行動 」 とい う同型の

構造 が あ り，
一般 的 に青少年の 問題 行動 は近隣者が彼 らの 「心」の サ イン を読み 解

くこ との 失敗 と して 理解 されて きた （伊藤　1996，北澤　1997）。 また牧野 （2006）

は少年犯罪報道 を契機 と した 少年非行言 説で は， 『心 の 闇』 を理 解す る とい う 「非

常 に 困難 な課題」が 要求 され て い る こ とを指摘 して い る 。 だが我 々 が こ こ で 注 意 し

た い の は ，「闇 」 とい う語彙 は そ もそ も非行少年の 「心 」へ の 接近 の 困難さ （不 能

性）を申 し立 て る もの で あ る よ うに思 われ る こ とだ。その 意味で 「心の 『闇」 を理

解す る 」こ とは，実際的 に 困難 で あ る とい うよ りも，そ もそ も概 念的 に倒 錯 を内包

して い る わ け で あ る 。

　す な わ ち 非 行少 年 に は   悪 し き行動 を生 み 出 す 「心 」が あ る の だ が ，  そ の

「心」 へ の 接近 は 困難で あ る （ゆ え に 問題 で あ る）とい う理 解が一般 的 に あ り， さ

らに   その 「心」 に ア ク セ ス を もつ こ とが で きる の は （臨床心理十や 精神分析家 と

い っ た）専 門的知識 と技術 を も っ た者た ちの み で ある （はずだ） とい う，心 理学主

義的な理 解が 一
般的 に流 通 して い る こ とが 指摘で きる 。 伊藤 （2008）が指摘す る よ

うに ，少年院の 矯正 教育に対する調査研究の 多 くが心 理学的知見に基づ い た 観が あ

るの もt
こ の よ うな認 識が 支配 的 で あ るか らだ と い えるだ ろ う。 だが そ うい っ た ，

少 年の 心 的事象に 対 し他 者は それ に接近す るす べ を もたな い （そ れが で きる の は 専

門家の みで ある （に 違 い な い ））， と い う理 解は ，概念的 な レ ベ ル で 「更生 」の 接 近

不能性 を意味 して い る とい える だ ろ うn

　 こ の よ うに ．少年院 に お け る矯正教育の 「効果 ＝少年の 更生 」には二 重 の 接 近不

能性が ある 。 それ は 少年の 「更生 」が 行わ れて い る 空間が 閉じ られ た もの で ，なお

か つ そ の 発 生場 所が彼 らの 「心」で あ る とい うもの で あ っ て ，少年院に おけ る矯 正

教育へ の 不 信 は こ うい っ た 実際 的 ・概 念的 問題 に よ る もの で ある よ うに思わ れ る 。

以 上の よ うな矯正教育に お け る 「更生」の 問題 を踏まえ，我 々 は 「矯正教育の 現場

で 行 わ れ て い る実 践 に対 して ，教官や少年 とい う当事者の 論理 や 意味づ け に可能 な

限 り近 づ き，そ れ に 対 して共感的な埋解 を試みて 記述 ．解釈する一方で ，それ を異

化 し．批 判 的な 検討」をす る社会学 ・教育学的な研究 を行 う必 要が あ る （伊 藤

2008，p ．47）。 で は こ の 立場 に 基づ い た場 合，我 々 は少年た ちの 「更生」 をどの よ

うに み なす べ きか 。 先述 の 二 つ の 「接近不 能性」の うち，後者の 「概念的接近不 能

性」 に つ い て 次 よ り検討する こ とで その 視座 を明 らか に して い こ う。
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少年院にお ける 「更生」の搆造

1．3． 公 的事象と して の 「更生 」

　そ もそ も少 年の 「心」が接近不 能で ある と い う理 解 の 前提 に は，彼 ら の 内部の ど

こ か に そ の よ うな事象が 実在する と い う認 識が ある ように 思わ れ る 。 だが こ の 心 身

二 元論的理 解 は
， 大きな困難をは らん だ もの で ある 。 た とえば 野 矢 （1995） は，思

考実験 と して ご く短 い 物語 を提 示す る こ とで その 難点 を的確 に表 してい る 。 そ の 内

容は こ うだ 。 人問 と ま っ た く同 じ外見で 同 じ行動を とる こ とが で きる ロ ボ ッ ト ＜ロ

ビ イ〉は 人 聞 と 同様 に生 活 を送 っ て い た 、 そ ん な くロ ビ イ〉に あ る 日 〈神〉が

「心 」 を与 え， ひ とび とに 「今 日の 〈ロ ビ イ〉に は心 が あ る」 と紹介す る 。 だが 彼

らに は昨日 の 〈ロ ビ イ〉 と ど う違 うの か が わか らな い
。 戸惑 うひ とび とに 〈神〉 は

主張 す る 。 「心 」が ある の が 根本的に 違 うの だ， と 。

　だが私た ちは，人の 「心」 をこ うい っ た 〈神〉の 視点で 認識 して い る わけ で はな

い
。 さ ら に は ，ある人物の 「心 」 を認識 し．考 え、語 る際に， 日常生 活者 で あ る 私

た ちは対象者 の 「心そ の もの 」なる 存在 を必要 と して い な い
。 す なわ ち ラ イル が 示

す ように ．「ある 人の 心 に つ い て 語 る とい うこ とは ，『物的世 界』 と呼 ば れ て い る も

の の なか に 収容する こ とが 禁 じられて い る もの の 収容 を認 め る倉庫に つ い て 語る こ

とで は な い 。 む しろ ，それ は ある種の 事柄 を実行 した り経 験 した りす る 人の 能力，

資質，性向に つ い て語 る こ とで あ り， また 日常的世界 にお い てそ れ らの 事柄 を実行

し た り経 験 し た りす る こ と に つ い て 語 る こ と な の で あ る」 （Ryle訳 書， 1987

p．287）り

　た とえば周囲に と っ て 好 ましくない 言動 をする 傾向に あ る人 物が，あ る と き反 省

し，確か に 「よ くなっ た」 とい うの は どの よ うな事態で あろ うか 。 私 た ち はそ れ を

彼の 「心 持 の 変容」 と し て 理解す るだ ろ う。 だが その 際，私た ちは彼の 「心 」 を覗

い てい る わけ で はな い 。あ くまで ，そ れ まで 目に つ い て い た好 まし くな い 傾 向性 を

周囲 が認 め な くな っ た と きに彼の 「変容」 はひ とつ の 事態 と して成立 す る 。 そ して

「よ くな っ た」 と い う認識 （事態）は ，原理 的 に い つ で も裏切 られ る可 能性 を もっ

てい る 。 あ る ときに 彼か ら 「また 」好 ま しくな い 言 動 を認あたと き， ひ とび とは そ

の 人物 を指 して 「や っ ぱ り変わ っ て なか っ た」 と思 う。 彼が どれ ほ ど反 省を示 し周

囲か ら好 まし く思 わ れ る 言動 を重ね た と して も，「また」 とい う評 価が くだ され た

と き，それ らは 「演技 だ っ た」「嘘 だ っ た」 とそ の 時点で 彼の 「心持」は 書 き直 さ

れ うる し，周囲の 判断は 「見誤 りだ っ た」 と遡 及的 に解釈 され うる もの で あ る 。 ま

た仮 に 「心」に 接 近 可能で ある の が 当人の み な ら，私た ちは 「変わ っ た 」 と い う当

人の 言葉 を信 じる の み で ある 。 だが 私た ちは 本 来そ の ように生 活 を して い る わ けで
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はない 。 どれ だけ当人が 自分の 内的世界を指して 「変わ っ た 」 と実感 し，その 詳細

を報告 した と して も，通常 その こ とは ほ とん ど問題 に は な らない か らだ 。 同様に ，

こ うい っ た 「また」「や は り変わ っ て な か っ た 」 とい う裏切 りに 会 うこ とは r 観察

者が 対象者の 「心」 を精確 に 読み取 る こ とがで きなか っ た結果生 じた事態 とい うわ

けで は ない の で ある 。

　つ まり， ある 人物 の 「心持」が好ま しい 形に 「変わ っ た」 とい う事態 （及び 「ま

た」 とい う事態 ）は ，他者に よる観察
・
評価 な い し記 述 に属する もの で ある 。 ク ル

タ
ーが述 べ る よ うに ，「心 に か ん する カ テ ゴ リーを ［他人 に］帰属 した り ［自分で ］

表明 した りす る と き，基本的に そ の 帰属や 表明 の 基盤 は ，本質的に 公的な もの で あ

る （と りわ け，その 帰属
・表明 は， その 結果 どの よ うな諸帰結が社会的相互 作用に

た い して 慣習 ヒもた ら され る か に な る か とい うこ とと，無閧係 に な され えな い ）」

（Coulter訳書 　1998，　 p ．239） わ けで あ る 。 前項 で 述 べ た 「更生」観の 概念的な 問

題 とは，以 上の よ うな心的事象の 公 的特質 を見 落 と して い る とこ ろ に ある 。
つ ま り

少年た ちの 「更 生」は 内的世界に 属 した接 近 不 能な もの で ある （そ して 接近可 能 な

の は 専 門家 σ）み で あ る （に違 い ない ）） とい う理 解 は，「『本当に』更生 して い る の

か」 と い う問 い と表裏
一

体 の もの で あ っ て ，こ の 視座 の も とで は 「更生」 に対す る

「不 信」は 解消 され る ど こ ろ か， 自己生 産的な 円環 をめ ぐるの み で ある だ ろ う。 ひ

とび とが その 「不信」 を もつ なか ，い か に専 門家が彼の 「心」の 詳細 を語 っ た と し

て も，そ れ は くロ ビ イ〉に 「心」 を宿 して 根本的 に変 わ っ た と主張す る く神〉の 言

葉 と同 じ性質の もの な の で ある 。

　以 Lの 議論 を踏 ま える な ら ば，我々 が見 る べ きは 「心」 に帰属 され る よ うな少 年

の 内部 に 生 じた事象で は ない し， また我 々 は彼 らの 振 る舞 い か ら その 内的世 界の 詳

細 を類推する 必 要もない 。 む しろ 目指 され るべ きは ，ある 「変化」 として観察 可能

な事柄 を よ りよ く精査す る こ とで ある よ うに思 わ れる 。 そ こ で 次節 よ り，少年た ち

の 「自己」に 着 目す る こ とで ．彼 ら の 「更生 」の 構造 的特 質を明 らか に して い こ う。

2 ． 語 りの 共 同 体 と して の 少年院

2．1． 言説実践の 場と しての 少年院

　前節 で 述 べ た よ うに ，本節 か らは少 年院 にお い て 矯正教 育 を受け る少 年の 「自

己」 とそ の 「変化 」 に着 目 しよ う。 そ れ は少年の 語 りか ら観察可能な構造的 変化 で

あ り，少年個 人の 内部 は もと よ り，彼 らの 個 別性 を超 えた 社会的事象 と して 扱うこ

との で きる 事柄で あ る。 そ こ で まず 調査対象 とな っ た A 少年 院に つ い て 簡単 に説
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少年院における 「更生」の構造

明 を行 っ た あ と，少年院内で の 少年 た ちの 「自己」の 特質に つ い て述 べ て い こ う。

　本調査
II
は2007年ll月か ら2008年 9 月まで ，計 5 同 （1 回 に つ き数 日） の 参与観

察 と成員 た ちへ の 聞 き取 り調査 を主軸 と し， また別個 に調．査ス タ ッ フ が訪問 を重 ね

る形 で 行 わ れ た 。 A 少 年院 は東 日 本の 地方都市 に 所在す る 職業 訓練 を中心 と した

中等少年院で ある 。 A 少年 院で は 日記や 作文 とい っ た 各自の 「課 題 に取 り組 む 」

指導や面 接 と い っ た個別指導の ほ か に ，集 団で の 職業訓練 教科教 育， クラブ活動

の ほか ，非行や 「問題性」の 内容 ご とに集 団で 学習す る問題性 別指導，各自の 「問

題性」の 解決，点検 の た め の 目標設定集 会 SST （Social　Skills　Tralning），ホ ーム

ル ーム な ど多 くの 集 団指導 を 日常的に 実施 して い る 。 また 少年た ち に は 少 年鑑 別所

か ら送致 され る 際に それ ぞれ の 「問題性」 の もと処遇指針が 設 け られ ，そ れ を参考

に作成 された 「個 人別教育 目標」が 各自に 提示 され て お り，彼 らはそ れ に基 づ い た

下位 目標 を設定 し自己改善 に取 り組 ん で い る 。

　 こ の カ リキ ュ ラ ム に お い て 少年 た ちは ，新入 時 か ら出院 時 に 至 る まで ， 日記指

導 ・面接指導 ・目標設定集会な ど個別 指導 ・集 団指導の 双方 に お い て ，他者 （教官

や他 の 少年）に 自己 を語 り続ける こ と となる 。 そ こ で前提 とな っ て い るの は，非行

をお か した 「問題」 を抱 え る 自己の 姿で あ り，他方，その 改 善に 向け た取 り組み を

行う自己の 姿で あ る 。

　ホ ル ス タ イ ン とグ ブ リ ア ム （Holstein＆ Gubrium，2000）が 示 す よ うに 、 自己 を

語る こ ととは それ 自体が 自己構築の 過程で あ り，語 り手 自身が特 定 の 環境 の 規範の

もと，聞き手 との 相互 作用 を繰 り返 して い く中で ， 自己物語に 有用な言語的資源 や

プ ロ ッ トを選択 的 に採用 し構成 して い く営み で ある 。 そ して仲野 （2008）が 明 らか

に した ように．少年院に お ける 自己変容 とは． そ うい っ た問題 性 を抱 えて い た 自己

の 「語 りなお し」で あ り，それ は少年 と教官 との 協 同的 な実践 で あ る と言える 。 そ

して こ の 実践 は ，少年た ちが教官や 他少年 たちの 絶 え ざる評価 の まな ざしに 自 ら身

を投 じて い くもの で あ る こ とに 着 目 しよ う。 少年た ちは ほ ぼ24時 間監 視 と評価 ，保

護，指導とい うまな ざ しの もとに 身を置 き，彼 ら の 振 る舞い と語 りは相互 に 参照 さ

れ 続け て い くわけで ある 。

　 さらに 少 年た ちの 取 り組み や 目常生活で の 言 動 は，成績 評価 とい う形で 月に
一

度

処遇審査会議で 担当の 教官か ら報告され，そ の 評価 は教官全体の 議論の なか で 吟味

され る 。 つ ま り彼らの 「更 生」の 度合 い は，綿密 に記述 ・精査 され る こ とで 少年 院

全体が共 有す る事実 とな る 。 この よ うに彼 らが 少年 院内で 絶え間 な く再構成 して い

く 「自己」は ，彼らの 内部 に 閉ざされ た よ うな，私秘的 か つ 単
一的 な存在で は な い

。
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彼 らの 「更生 」は ，絶 え間 な く行 わ れ る言説 実践 （Holstein，＆ Gubrium，2000） を

通 した 公的な事象 とな っ て い る の で ある 。

2．2．　 自己構成 の ひ な型 と解釈実践

　前項で 見て きた よ うに ，少年た ち は少年院に 身を置 く以 上 ， 自己 を 「問題性」を

抱 える存在 と して 認識 し生 活 して い る。 こ れ は各自が 「実 際 に 」自己 を どう理解 し

て い るか とい う問題 とは異 な っ た，規範的
・
概 念的な特 質で あ る 。 彼 らは否 応 な く

「少年院 にお い て矯正教育 を受ける 少年」 なの で あ り，その 前提の もと，彼 らは 自

己 の 「問題性」 を見つ め 向 き合 う主体 と して 活動 し，その 振 る舞い を常 に求め られ

続 けて い る 。

　簡潔 に い え ば，少 年た ちは 〈自己の 「問題 」 に気づ き，「取 り組み 」に よ っ て そ

れ を解消 し，社会へ 復帰す る 〉 とい う
一

定の 「更生 」の コ
ース に 沿 っ て 生 活 し，そ

の なか で 少 年院独 特の 言 語 的資源や 解釈枠組，そ して 自己構 成 の ひ な 型 匚narra −

tive　template ］ を採用 して 自己物 語 を織 りな して い く （Holstein＆ Gubrium ，　2000）。

「主体性 に つ い て の 言説 を提示す る こ とは，ひ とつ の 主 体 を 単に表象す る と い うこ

とで は ない 。 そ うで は な く，言説それ 自体 に 意味に 満ち た形で埋 め込 まれた 複数の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主体 を同時的に構成する 」の で あ

り，そ の 言 説 と は 「『そ の 都度』

生 の 形 態 」で あ る （Holstein＆

Gubrium ，2000，　p．140）。

　以 上 の よ うな 少年 院 内 の 「更

牛」の コ ース ／ 自己構 成の ひ な形

は ，簡略化すれ ば次 の よ うに 図式

化する こ とがで きる だろ う。 こ こ

で 要 点 と な る の が，彼 ら の 「更

生」は 復 帰 す べ き 「社 会」 を 過

去 ・未来の 両 ベ ク トル で 志向 した

もの で あ り続 け る とい うこ とだ 。

　前項まで 見て きた よ うに 彼 らの

「自己」は 少年院 内で 協 同的 に 構

成 され る公的な特質をもつ の だが

そ の 内容 も常に 「社会」を参照 し
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た もの で ある と い うこ とに 着 目 しよ う，，つ ま り彼 らの 「自己」が再 構成 され る 際，

それ は彼 ら諸個 人 を説 明する個別具体 的な事柄 や，少年院 とい う局所的 な空間 に流

通す る言語的資源の み で な され るの で は ない 。 そ こ で 目指 され るの は ，「社 会」 を

参照す る こ とで 成 り立 つ 「自己」の 概 念的 な変容なの で ある。
こ の よ うに 少年た ち

の 「更生 」へ の 取 り組 み は ，少 年 自身の 内 部で 起 きる もの で もな けれ ば 少 年院 内

の み に 閉ざされ た もの で もな い
、、それ は 「問題性」 を抱 え る 自己に つ い て T 他者 と

協 同 的 に ，か つ 「社 会」 を 参 照 し つ つ 組 み 立 て 直 す 解 釈 実 践 （Holstein＆

Gubrium ，2000） なの で ある。

3 ．　 自己／社会 の枠 組変更 と して の 「更生 」

3．1． 意味構築の 場 と して の イ ン タ ビ ュ
ー

　前節 まで の 議論 を踏 まえ る な らば，少年 院に お い て 矯正 教育 を受ける 少年の 「更

生」 に接近す る 本稿が 着 H すべ きは ，彼 ら の 「白己」 の 語 りそ の もの に なる 。 そ こ

で 本稿で は少年 たち へ の イ ン タ ビ ュ
ー ・

デ
ー

タ を分析 の 素材 と しよ う
：21

。

　 とこ ろ で ， もちろ ん 彼 らが 少年院に お い て い つ もイ ン タ ビ ュ
ー と同 じよ うな語 り

をす る わ けで は な い 。 少年院 にお い て も，授業 や 集会に お け る フ ォ
ー

マ ル な語 りか

ら，夜間 に 教官の も とを訪 れ相 談す る イ ン フ ォ
ー

マ ル な語 りまで ，そ の 特質は多様

で あ る こ とは本 調査 に お け る参与観察や 法務教 官 た ちへ の 聞 き取 り調査 か ら明 らか

に な っ て い る 。

　
一

方 こ こ で 扱 う素 材 は調 査者 とい う 「外」か ら来た他者に 対 し， イン タ ビ ュ
ー と

い う特殊な営み に お い て 生 じた もの で ある 、 だ が我 々 は む しろ こ こ に積極的な意義

を見出すこ とが で きる だろ う。 「個 人史は彼 らが語 る前 に完成 され る もの で は な く，

解釈 的 な必 要性 に応 じた形 で組 み 立 て られ る 」 （Holstein＆ Gubrium
，
　2000，　p．106）

もの で あ っ て ， ス トー
リ
ー

テ ラ
ー と して の 少年た ち は，聞 き手 に よ っ て 期待 され て

い る 「矯正 教育を受け る少年」と して の 自己 を参照 し，妥当な言語的資源 と筋道 を

管理 しなが ら自己物語 を織 りな して い く。 その 意 味で ， イン タビ ュ
ー

調査 とはそ れ

自体が 意味構築の 過程で ある CHolstein＆ Gubrium 訳書　2004）。

　 以上 の 視座 に 立て ば，第
一
義 的に は こ こ で の 少年た ちの 語 りは ，彼 らが 「少年院

で 矯正 教育を受け る少年」 と して 復帰すべ き 「社会」の 住人 に 自己を提示す る場面

の デ
ー

タ として み る こ とがで きる 。 そ して こ の 際に 日指 される の は，彼 らの 語 りを

サ ン プ ル デ
ー

タ と して 大量に収集 し，その 意味内容を類型化 した り，傾向性 を明 ら

か に す る こ とで は な い 。 我 々 が 目指 す べ きは イ ン タ ビ ュ ア
ーとの 相互 作用 の なかで
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生 起 した，個別具体性 を超えた 構造 的な特質 を抽出す る こ とで あ っ て ，そ の 際 に扱

うデ ー タの 量 的な要素 は問題 とは な らな い
。 さ ら に 継続的な イ ン タ ビ ュ

ーを行うな

か で 彼 らの 語 りの なか に構造的な 「変化」が観察可能で あれ ば．そ れ は少年た ちの

「更生」 に接 近す る うえで 極め て 重要 な 「多様 な意味 を付 与 され た デ
ー タ」 （北 澤

2004） となる わ けで ある 。

　以上 の 方法論 的立場 か ら我 々 は 「T 少年」の イ ン タ ビ ュ
ー

デ
ー タ を もと に 分析

を進め て い く。 本調 査で は 2007年11月か ら2008年 9 月 まで 延 べ 21人 に イ ン タ ビ ュ
ー

を行 っ たが tT 少年は 新入期か ら出院準備期 まで ，本調査期間 とほ ぼ 併行する 形

で A 少年院 に在籍 し，計 5 回継 続 的 に イ ン タ ビ ュ
ー

に 応 じて くれ た 数少 な い 例 で

あ る 。

3．2，　 「再 入 少年」 として の 自己 　　新入 期 ・中間期前期

　T 少 年 は新入期 ・
中聞期前期の イ ン タ ビ ュ

ー
に お い て ， A 少年院の 印象に つ い

て 以前に い た 別の 少年院 と比較 を しなが ら説明 しだ
31

。 そ の な か で 彼 は以 前の 少年

院 を規律が厳 し く非人 間的な もの と酷評す る
一

方で ， その 規律 に 従 っ て さえ い れ ば

よか っ たの で ，「ある 意味楽 だ っ た」 と い う。 か たや A 少年院は 比較的 自由な雰 囲

気 を もつ もの と して 肯定的 に述べ なが ら，「こ っ ちはや っ ぱ り緩 い か ら， 自分で 考

えて 行動 しなけれ ば な らな い と い うの が あ る、，自主性 とい うか。」 と，慎重 な姿勢

を示 して もい る 。 と い うの も T 少年 は 「問題性 」 と して 「対 人関係能 力」が あ る

とされ て お り，そん な彼 に と っ て 少年院で の 規則が 「緩 い 」 と感 じられ るこ とは，

そ れ だ け院牛
｛4
伺 十 の イ ン フ ォ

ー
マ ル なや りと りの 機会が あ る こ とを示 す もの で あ

り，院生 同士 の 軋轢 や不 正交談 な どの 関係の トラ ブ ル が 生 じやす くなる 。 「対 人関

係能力」を 自己の 「問題性」 とす る T 少年に と っ て ，院内の 規律が緩 く感 じられ

る こ とは ひ とつ の 不安材料 となる わけ で あ る 。

　実際少年た ちに と っ て ，院生 同士 の かか わ り方は大 きな問題で ある よ うだ 。 とい

うの も，そ の トラ ブ ル は成績評価 ・進級に 大 きくか か わ る事柄で あ り，不正 交談な

どの 禁止 行為が 発覚 した際 は 1 「調査」を経て 「訓 戒」 や 「謹慎 」の 処分 を受け た

りす る こ とに な る か らだ 。 だが 「対 人 関係能力」 に 問題 が あ る と い う彼 は，進級 と

対人関係の 問題 に つ い て 次の よ うに述 べ て い る。

【  T 少年 ・中間期前期の 語 り】（以下傍線は 筆者の強調）

［01］ T ：進級が 目標にな っ て い るとまずい っ て 思 うか ら。 別に進級で きなけれ ば
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できない で ，それだけの 経験 がで き るわ け だか ら， （略）
…

だか ら進級 にはこ だ

わ っ てない っ て い うか， 1回それで失敗 して い るか ら，前回の少年院で 。

［02］調査 者 ：本当 ？

［03］ T ：だか ら こ そ進級 じゃ な く，そ れよ D は自分の 問題 点を改善 しなければい

　けない と思 っ た り，（問題点を改善す れ ば進級 は）そ れ につ い て くる もの っ て い

　うか 。

　　　（中略）

［04］ T ：自分の 問題点は ，対人関係で 言えば そうい う雑な部分 とか偏 り，素が出

て きて い ると こ ろで ，まだ 直 してい る 段階じゃ な くて 自分 はどうい うとこ ろが問

題なのかを考えて い る段階で ，迷惑か けた の はも ち ろん わか っ てい る けど，今の

状態で 「すみません」と言 っ て も現実性がな く，表面的にな っ て しま う 。

　こ こ で は ［04］「素が 出て きて い る」「今の 状 態 で 」 とい う詒 に注 目 しよ う。 彼 は

聞 き手 に 対 して ，自身の 「素」 として の 問題性 を把握 し，管理す る主体 と して の 自

己 を表明 して い る こ とが わか る 。 さ らに 「今の状 態 で 」 とい う語彙は，改善 され る

（で あ ろ う
・べ き） 「未来」 を見越 した もの で あ る 。 つ ま り彼 は現 在だ けで な く，通

時的 な 自己の 管理 を も行 う主体 と して ある わけで あ り，進級 問題 も表層的 な もの で

しか な い ， と い うわ けで あ る 。 い わ ば 「優等生的 」 と も言 え る こ の 語 りは， しか し

なが ら　　奇妙 な こ とに 　　彼が 過 ち を 「また」お か した再 入 少年 と して 自己 同定

す る こ とで 成 り立 っ て い る こ とに 注 凵 しよ う。 そ れ は 「進 級 を気 に しない 今の 自

分」 を説 明する うえで， ［01］「1回 それ で失敗 してい るか ら，前 回 の 少年院で 」 と，

自ら少年院特 有の 失敗 を語 る こ とが必 要 で あ る とい うこ とだ 。 換言すれ ば． 自己の

問題 性 とその 改 善 を語 る うえで ，彼は進 ん で 自 らを 「再 入 少年」 と して 同定す る必

要が ある わけ で あ る 。

3．3． 「矯正 教育を受け る少年」の ゆ ら ぎ　　中間期

　「再人 少年 は施 設慣 れ を しやす い 」。 これ は多くの 法 務教 官た ち に共有 された理 解

で あ る よ うだ 。 会議 場面 な ど A 少年 院在籍 の 法務 教 官 た ちの 議 論 に お い て も，再

入少年た ちの 言動はあ る意味優等生 的 で あ るが ，施設 へ の 適応 に よる もの もあ り注

意が 必要で あ る とい う発 言 が しば しば 観察 され た 。 同様に ある 寮担当教官へ の イ ン

タ ビ ュ
ー

に よる と．彼 らが 見 るべ きは 少年 た ちの 「深 まり」で ある とい う 。 それ は

場当た り的 に上 手な こ と を言 っ て も，その 後の 生活態度 な ど を見れば それ が 「深 ま
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っ た」言動 か ど うか判 断 で きる とい う。 「再入少年 は施 設慣れ を しや すい 」 と い う

慎重 な理解 は，そ うい っ た 「深ま りの な さ」　　 つ ま り口頭 で は優等生 的な発言 を

しなが ら も， 日常の なか で の振 る舞 い が それ に 及ん で い な い 　　が ，再 入少年 に多

く認め られ る とい うこ とで あ る
［5 ）

。

　T 少年 もそ うい っ た 「再入 少年」の 典型 と も言え る経過 をた どる こ とに な っ た 。

とい うの も，先の 中間期 前期の イ ン タ ビ ュ
ーか らほ どな くして ，彼 は不 正交談の 発

覚に よ る 謹慎処分 を受け たの であ る 。 次 の デ
ー タは   の イ ン タ ビ ュ

ー
か ら 3 ヶ 月後

の 中 間期後期の もの で あ るが，彼は少年 院生 活 に つ い て   とは大 きく異な っ た 語 り

を展開 して い る 。

【  T 少年 ・ 中間期後期の 語 り】

［05］ T ：少年院で は 目由がき かな い ん で ，それ だけス トレス とかも，社会で 生活

　 して いる普通の人 よ りはたまるんですけど，それをどうするかと思 うとき、や っ

　ぱ り人 と お か しな こ と を話 して ，少 しで も現実逃避 して ，「どこか ら来たの 」み

　たいな話を した とき は楽 しか っ た 。自分は ，楽 しけれ ば別 にだれで もよか っ たん

　で 友達 とか い う感覚はな か っ た ん です 。

　　　（中略）

［06］調査者 ：不正交談 した か らと い っ て も ，それ だ けで 楽 しい 話 っ て い うこ とも

　ないよ うな気もするけど，そ うで もない んだろうか 。

［07］ T ：社会の 普通の 人か ら見ればそ うなん で すけ ど，こ こに いる こ と自体 や っ

　ぱ り苦痛で ，も ち ろん 個人の情 報 とか知 らな い わ け じゃ な い で す か。もち ろん手

　段 と して話す とい うこと ，相手の 過去を知る とか ，も うそれ しかないんで ，楽 し

　い こと とい うの が 。

　　　（中略）

［08］ T ：みん なそ うい うふ うな やつ で ，今 回の不正 は，ち ょ っ と した雑談か らど

ん どん どん どん お互 いの 話を した が っ て ，止 め られな い とい うか，非行と同 じで

　い っ た ん 自分の 中で 味を しめる と ，も う 1回，も う 1回と話 したい気持ちになる 。

［09］調 査 者 ：そ うだ よ な 。 だ け ど ，そ れ は普 通 の 人 だ っ て そ うい うと こ あ る か ら

　な 。

［10］ T ：なんか場所が違 うん で 。

［11］調査者 ：そ うだ な， これ は ち ょ っ と場所が 違うな 。

［12］　T ： はし、
。
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　少年院
一

般の 問題 と して ，院生 同十 の 個 人情報 に かか わ る会 話は出 院後の 不 良交

友 の 新 た な発生 を未然防止す る た め ，「不正 交談」 と して 禁止 され て い る
〔6：k

。 だ が

T 少年 もこ こ で 述 べ て い る よ うに，独特 の 規律 の 中 を生活す る彼 らに と っ て
，

こ

うい っ た院生同士の イン フ ォ
ー

マ ル なか か わ り自体 が魅力ある もの になる よ うだ 。

そ れは ゴ フ マ ン （Goffman訳書　1984）が 指摘 した ，全制的施設にお ける収容者た

ち の 「調 整」の
一

種 と い え， 自身の 身元 や過去 に つ い て 話す こ とは，剥 奪 された ア

イデ ン テ i テ ィ の 修復 を意味す る もの で もある だ ろ う。 実際 T 少年 も， こ の 失敗

をあ る 程度合理 性の あ る もの と して 弁明 して い る こ とが わ か る 。 その 際 に用 い ら れ

るの が ， ［05］「社 会で 生活 して い る普通 の 人」 ［07］「社 会の 普通 の 人」 とい う言 葉

で あ っ て，そ れ を参照す るこ とで 自分の 生活する少年院は 「社会」や 「普通」とは

違 う特殊 な空間 とな り，「普通 の 社 会」で は 些細な会話 も，魅力 に満 ちた もの と な

るわけで ある 。

　  の 語 りで は ，別の 少年 院が 参照 され る こ とで ．A 少年院 は 規律の 緩や か な自

主 性 を求 め ら れ る 空 間 と な っ て い た 。 だ が こ の イ ン タ ビ ュ
ー

で は ， A 少年 院は

「普通の 社会」が 参照 され る こ とで 規律 の 厳 し い 特殊 な空 間 とな っ て い る こ とが 容

易 に 見て とれ る だろ う。 実際違反行為 の 魅力に 引 きず られ る こ と は ［08］ 「非 行 と

同 じ」 と T 少年は不 正 交談 をす る当 人 の 問題 に帰属 させ よ う と して い る の だが ，

［09］ で イ ン タ ビ ュ ア
ーは （「非行」 と対比 され た）「普通 」の 人で もそ うだ と，特

殊 な環境に 身を置 く少年 に対 して 共感的な見解 を示 して い る 、
つ ま りそ れ を行 うの

は彼 自身の 非行性 とは異 なる 要素 に あ る の で は な い か ， とい う見解 で あ っ て ，それ

は ［10コ［l！］「こ こ は場所 が違 う」 とい うこ とで 両者の 間で 合意が なされ て い る 。

　  の 語 りで は，彼は 「再 入少年」 と して 自己を同定 して い たの に対 し， こ こ で の

彼の 自己は ，「社 会の 普通の 人」 と対比 的な 「少年院で 生活 をす る少年」で ある 。

だが 「普通」で は な い の は 「少 年院」の 環境 であ り，そ の 意味で彼 自身は 「普通 」

の 人問で ある とい う理解が 構成 され て い る 。 す なわ ち T 少年 は，規律違反 ・規則

違反 の もつ 魅 力に 引 きず られ る こ とは 「非行」 と同 じで あ り，当人 の 問題 に 帰属す

る もの で あ る と い う理 解 を示す
一

方で
17〕

，「外」 か らや っ て きた 調 査者 との 相互 作

用 の 中 で は 「普通」 と対比 され る の は 自身の 「非行性」で は な く 「少年院」 とい う

空 間 とな っ て い る わけで ある 。

3．4． 「普通の 人」の 場 と して の 少年院
一 一

出院準備 期

　最後 に見る の は ，出院準備期 に 入 っ た T 少年 の 語 りで ある 。 こ こ で の 彼 は 自身
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の 「問題性 1 で ある対 人関係 に つ い て ，他 者 とか か わ る ときの 表現の 仕方や 相手の

気持 ち を察す る こ と を院内で 学ん で きた とい うこ とを詳細 に語 っ て い る ，

【  T 少年 ・出院準備期の語 り】

［13］調査者 ：対人 関係 における相手 へ の配慮な どの重要 性 につ い て は，ず っ と最

初 に入 っ たとき か ら，徐々 に気がつ いて きた ？そ れ とも も う入 っ た 最初か ら・…　 。

［14］ T ：い や，最初は別 に対人関係なん て 問題 ない と ず っ と思 っ てた ん で
……。

［15］調査者 ：自分は ？

［16］ T ：そ うで す 。 人と社会で 接 して る とき は ，周 りに はそん な に鋭 く言 っ て く

　れる人もいない し。し、やだ っ た らい やで ，か かわ っ て くれ る人も いな いか ら，人

　そ れぞ れ なん で す け ど 。 た だ こ うい う少年院で生 活 して くと ，苦手な人で もや っ

　ぱ り絶対接して いか な き ゃ い けな いか ら，そ うい っ た意味で は ，あ あ ，自分 にも

苦手な 人が いるん だ な とか ，や っ ぱ り自分をあん ま りよ く見て くれない人もい る

ん だな と気づい たん で ，そ うい っ た意味で は ，中間期 く らい か ら，あ る程度生活

　も で ぎて きて か らそ うい うふ うに思 っ て きま した 。

　　　（中略）

［17］ 調査 者 ：振 り返 っ て み る と ，昔 ，社 会 に いた とぎ は あん ま り対人 関係は 悪 く

ない と思 っ て たで しょ う。 で ，こ こ へ 来て ，ち ょ っ とそ うで もない かな と思 うよ

　うにな っ た で しょ う。て こと は ，その 昔思 っ てた こと っ てい うの は，も しか した

　ら間違 っ てた っ てい うふ うに思 う？　それ とも，い や，そうじゃな くて ，や っ ぱ

　りこ こがちょ っ と特殊 だか らっ て い うふうに思う ？

［18］ T ：も ち ろん そ うい う部分 もや っ ぱ りあ る と思うん で す けど ，赤の 他人，嫌

　い な人と ず っ と接 して る部分も あ るん で ，そ うい っ た 意味で は嫌い な部分とか ど

ん どん 日に 日に強 くな っ て い くわ けだ か ら，相手の悪 い と ころも 人に接すれ ば見

えるんで 。 社会 にい たときは，別 に接する っ てい っ て も，
一

時的で ，長 くて も，

仕事場と かで接する くらい だか ら，そ こ まで いやな部分とか 見えな か っ たん です

　けど 。 だ か らそ うい っ た 意味で は ，少年院だ か ら っ て い う部分も あ るん です け ど。

た だや っ ぱり今 までの 自分は，不良集 団と絡ん で きた ん で。

［19］調査者 ：うん。

［20］ T ：そうい う人たち だか ら こ そ，あ ん ま り対人関係 が悪 くな らな か っ た 部分

　もある と思 うし。

［21］調査者 ：ああ 。
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［22コT ：感受性 が普通の人 と同 じで ない か ら，普通の人に は，や っ ぱ り苦手意識

　もあ っ た りす るん で すけ ど 。 そ うい う集団 っ て 入 っ て くる人は拒 まない じゃない

で すか 。 悪い とこ ろも見栄を張 っ た り，そ うい う部分もあ っ たんで 。 そ うい っ た

意味か らは ，社会で の接 し方がい ち ばん 間違 っ て た と ，今は思い ます 。

　　　（中略）

［23］調査者 ：そ うい うの は，や っ ぱりこ こ へ 来て ，先生たちと触れた り，仲間と

触れ た り して ，だん だ んわ か っ て きた こ と ？

［24］ T ：そ うで す 。 不良集団の中 にいる 楽 しさ も今 ま でず っ とあ っ た んで す け ど，

それ以上 に普通の人と接す る と，得られ るもの とか感 じる部分と か，
一

緒にな っ

　て やるこ との大切さ とか ，そ うい うの をわか っ たの で 。

　 こ こ で 注 日 した い の は， ［14］で T 少年が 入院前 の 「当時社会」及 び 入院か ら し

ば ら くの 間 は，対 人関係 に 問題 を感 じて い なか っ た と初 め て 語 っ て い る 点 で あ る。

そ して ［15］の 反応 に あ る よ うに，継続 的 に 5 同彼に イ ン タ ビ ュ
ー を行 っ て きた調

査者は こ の 発 言 に意外性を表明 して い る 。 とい うの もデ
ー

タ  に もある よ うに ， こ

れ まで の イ ン タビ ュ
ー

で T 少 年は 逐 次 自身の 対 人関係能力 を 「問題性」 と して 述

べ て きたの だが ，こ こ に きて
一

定期 間 「対 人関係に 問題 は な い と思 っ て い た」 と回

顧す る彼の 言明 は それ まで の 語 りと食い 違 い が 生 じる もの で ある 。 そ うで ある な ら

ば，我 々 は次の よ うに 問 うこ とが で きる か も しれな い 。すなわ ち彼は　 　 「再入少

年」の 典 型 で あ る よ うに　　， それ まで 体裁 の い い 嘘 を つ い て きた の で はな い か 。

ある い は 出院準備期 に お い て ，彼は 過 去に 感 じて い た こ とや 考えて い た こ と を偽る

よ うにな っ た の で は ない か， と 。

　 だが我 々 は彼の 語 りの 「真偽」に 目を向ける よ りも，人 の 想起が もつ 公 的な カ テ

ゴ リ
ー

に 依存的な特質 に着 目 し よ う。 リ ン チ とボ
ー

ゲ ン （Lynch ＆ Bogen
，
1997）

は， 0．J．シ ン プ ソ ン事 件裁 判の 被 告側 弁護人 に よる 鑑 識官 へ の 反対尋 問を例 に，

あ る 過去 の 状 況 に お い て ， ある 人物が 何 を して い た か （しなか っ たの か） と い う想

起は ，そ の 人物が担 っ て い る職業等の 成員カ テ ゴ リ
ーが も つ 規 範性 と密接に 結び つ

い て い る こ とを明 らか に して い る 。 つ ま り過 去 の 想起の 要請を受け た 人々 は，「あ

る特定の 行為が な され る状況で く起 こ りえ る 〉こ とを参照す る こ とで ， 自分た ちの

説明や告 自を構成す る 。 そ して その 行為 とは ，社会的なエ ージ ェ ン トと して み なせ

る類型か ら規範 的に 想起 され る もの で ある」 （Lynch ＆ Bogen，1997，　pp．ユ21−120）。

　 ある カ テ ゴ リ
ー

の 担 い 手が，特定の 状況下 に おい て 行 っ た （で あろ う） こ との 想
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起 は ，当該 カ テ ゴ リーの もつ 規範 と結 び つ い て い る 。 「話者が 彼 ・彼女 自身の 過 去

に つ い て 語 る権利 を得た り，語 りえなか っ た りす る事柄 は ，話 者の 心 の 状 態 が 決定

す る もの で は な い し，
一

般的 に理 解 され て い る心 の 理論 に よっ て 聞 き壬が決 定す る

とい っ た もの で す らない 。 実際話者が行 う過去の 場面の 再構 築は思 い 描かれ る こ と

も精査 され る こ と も，作 り出 され る こ と さえ もある」わ けで あ る （Lynch ＆ BQgen

l997，　p．120）。

　 T 少年の 場合，「当時社会か ら人 院 して しば ら くの 間， 自身の 問題性 に気づ い て

い な か っ た 」 とい う想起 は ，「出院準備期」の い ま 「非行当時」 に つ い て 語 る こ と

と規範的 に結 び つ い てい る 。 換言 すれ ば 「出院準備期」にある彼か ら見て ，問題 を

抱 え過ち をお か した 「非行当時」の 自分や 「更生」 に 向けて 取 り組 ん で い る 最中の

自分 は ，その 問題 性に 明確 に 気づ い て い て は い けな い の で ある 。

　 こ の よ うな想起の あ り方は ，彼の 少年院 とそ こ で 生活す る 少 年た ちに 対す る 理 解

の あ り方 と も結 び つ い て い る に着 目しよ う。 彼 は少年院の 成員 たち を指 して 「普通

の 人」と述 べ て い るが，他の 院生 た ちは そ もそ も彼 と同様に 非行 をお か して きた 少

年た ちで あ る
ts）

。 また 中間 期後期 の   の 語 りで も 「普通 の 社会」 と対比 され て い た

よ うに ，少年院は独特な規律をもっ た，そ の 意味で 「普通」で はな い 空 間で ある と

言える 、、 だが 出院準備期 に お い て ，「問題性」 に 親和 的で あ っ た 「当時社 会の 不良

集団」 と対置 された 際 少年院 とその 成員た ちは まっ た く逆 の ，「普通」カ テ ゴ リ

ー
に 帰属 され る 。 そ こ で の 少年た ちは ，彼が 以前慣れ親 しん だ逸脱集団 とは対極 に

あ る，遵 法的 か つ 公 共的 な主体 （普通の 人 ・赤 σ）他 人） と して 再定式化 され て い る

こ とが 理 解で きるだ ろ う。 こ う して そ の メ ン バ ー と して の T 少年 もまた，「普通の

社会」の 一員た りえる主体 と して 自己を位置づ け直す こ とが で きる わけで ある 。

4 ． 結語　　少年院 に お ける 「更生」とは

　以 上 の よ うに ，我 々 は T 少年 の 語 りの 構 造 的 な変化 を観察 して きた 。 す なわ ち

そ れ は 自己を織 りなす際の 参照枠組の 変化で あ っ て ，時系列 的な生 活史の 中に それ

ぞ れ位置つ く 「自己」 と 「社会」の カ テ ゴ リ
ー

的な関係性の 変容 と も言え る だ ろ う。

そ して 「少年院」は 常に 「自己」と 「社会」の 接合点 と して 位 置づ け られて い たわ

け で あ る 。 そ れ は 端 的 に要 約 す れ ば ，T 少年 と調 査者の 相 互 作 用の なか で ，　 A 少

年 院 は  入 院初期 に おい て は 以前の 少年院 との 対比 の 中で 「自由な空間」 と して ，

  中間期後期 で は ， 自由な空 間 と して の 「普通 の 社 会」 との 対 比 の 中で 「普通 と違

う空 間」 と して 理解 され ，  出院準備期 に は 「不良集団の い た 当時社 会」 との 対比
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少年院における 「更生」の構 造

の 中で ，遵法的 ・公共的 な意味 で 「普通 の 人」の 住 ま う空間 と して理解 され て い っ

た 。 その 際彼 は  に お い て は 「再入少年」と して
，   におい て は 「特殊 な規律 に苦

しむ （usual な意味で） 普通 の 人 間」 と して ，  に お い て は 「社 会の 成 員 に 等 しい

（normal な意味で ）普通 の 人間」 と自己 同定 をシ フ トして い っ た わ けで ある 。

　こ の よ うに して ，社会 か ら隔 絶 され独 特 な規律 を もっ た少年 院で の 生 活 は，「復

帰社会」へ と接合 して い くこ とに な るわ けで あ るが ，そ れ は全制的施設 と して の 特

色が あ っ て 初 め て 成 り立 つ もの で あ る こ と を強調 しよ う。 彼は過去 の 「社会」 を，

「普 通 usual 」に 過 ご して お り誤 りに 気づ か なか っ た 「非 行 当時社 会」 と し， また

出 院後の 「杜会」を規律 と公 共性 を もっ た 「普通 normal 」の 「復帰社会」 と して

再構成 して い っ た 。 そ して 「少年院」 とい う空間 とそ こ で の 生 活が ， こ の 過 去 ・未

来の 「社会」を異な る もの と して 区分す る，主要 な概念的 ・経験 的資源 とな っ て い

る わけ で ある 。

　本稿 の 課題 は 「更生」 の もつ 公的 な特 質に着 目 し，少年院 にお い て 矯 正教 育 を受

け る 少年の 語 りと その 構造的特質か ら，彼 らの 「更生 」 を再検討す るこ とにあ っ た 。

そ して 本稿が 明 らか に したの は．彼 らの 「更生 」 とは 自己／社 会 の 関係性の ，概 念

的 ・規範的な枠組の 変容 と，それ に よる 「社会の 成員 と して の 自己」の 獲得で あ る

とい うこ とで ある 。 そ れ は少年院内部 にお い て ，そ こ で 設定 され る 通 時的 な コ
ース

や 言語的資源 を少年た ちが 用 い なが ら，常 に他者の 精査 に晒 され る なかで 協同的に

成 し遂 げて い く実践の 連続で 築 き上 げ られ て い くもの で ある だ ろ う
〔9）

。 そ の 意味で

彼 ら の 「変容
一
更生 」の 過程は 少年の 内部 の 事象で は な い の だが ，同 時 に それ は 少

年院 と い う空間 内部 に限定 された事象で もない 。 そ れ は 「外 」か ら来た他者に と っ

て も観察 ・
接近可 能な，統 計 的再入率 とは別個の 「社会的現 実」 と して み なす こ と

が で きるの で あ る。

〈注〉

（1） 本研究 は 2006年度 凵本学術振興会科学研 究 費補助金 萌芽研究 「刑務所及び少年

　院に おけ る教育 の 実態 と機能 に 関す る教育学 的分析」，サ ン トリー文化財団2006

　年度研 究助成 「矯正 施 設 に お ける 教育的処 遇 の あ り方 に 関す る 学際的研 究」 （と

　もに研究代表 ：広 田照 幸　日本大学）に よ る助成 を受け た研 究成果の
一

部で あ る 。

（2） 本研究 に おける 少年及 び法務教官 へ の イ ン タ ビ ュ
ー調査 は，A 少年 院協力の

　もと研究 ス タ ッ フ 全体 で 分担 して 行 われ ，そ の 際得 られ たデ
ー

タは厳重 な管理 の

　も とチ
ー

ム 内で 共有可 能 とな っ て い る 。 また 本稿 で 主 に 扱 う T 少年へ の イ ン タ
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　ビ ュ
ー

の 「調査者」は その ス タ ッ フの
一

人で ，同
一

人物で ある 。 筆者 は本稿 の論

　文化 に先 ん じて．A 少年 院へ の 調査報告 に 加 え二 度の 学会発 表 （2007年 日本教

　育学会第66回大 会 ：
一

般 A 教 育方法  部 会 「男 子 少年 院に お け る教育の 実態 と

　機能 に 関 する教育学的研究」，2008年 日本教育社会学 会第60回大会 ：少年非行部

　会 「男子少年院にお け る教育の 実態 と機能 に 関す る実 証 的研 究」）を行 うなか で ，

　チ
ーム 全体で 議論を重ねた こ とは付記 した い 。な お本稿では個人情報保護の 観点

　か ら，発言内容の 趣 旨を損ね ない 範囲で生 デ
ー

タ に修正 を施 して あ る 。

（3） T 少年 の よ うに ，入院か ら問 もな い 時期 の 再 入少年 は以 前の 少年 院 との 比 較

　で A 少 年院 を語 る傾 向に あ っ た 。 た とえ ば初入 の V 少年は 中間期前期 の イ ン タ

　 ビ ュ
ー

で ，丁 寧な言葉づ か い や 頻 繁 に行 わ れ る 整列や号令 とい っ た規律 に つ い て

　言 及 し， A 少年 院を 「想像 して い た とお り」 と述べ ，「率直 に そ うい う生 活はや

　 っ ぱ り自山が な い ん で ，嫌だな と思 っ て ま した。」 と語 っ て い る 。

− h
’
　T 少年 と

　同じ再入の U 少年は新人 期の イン タ ビ ュ
ー

に お い て ，A 少年院 は 前回 い た 少年

　 院 と違 い 規律が緩 い 分， 自主性が 求め られ る もの で あ り 「社会に 近 い っ て言 っ た

　ほ うが早 い で す ね 。 少年院 と社 会は や っ ぱ り違 うもの が ある んで す け ど，で も少

　年 院の 巾で 社会に よ り近 い っ て い うか」 と述 べ て い る 。 こ の よ うに 再入少年に と

　 っ て は 「再 入」 で あ る こ と 自体 が 重 要な 自己参照 枠組で あ り， と りわけ 入院初 期

　 に お い て は積極 的に 「少年院文化に 精通 した者」 となる わ けで あ るが 、そ うい っ

　た 言動の 特徴は ，教官か らは 「施設 1貫れ」 と して 解釈 され うる もの で ある 。 そ の

　 意味で再 入少年は一
種の ダ ブル ・バ イ ン ド的状況に ある とい え るだ ろ う。

（4） A 少 年院で は
一

般的に 院内の 少年を 「院生 」 と呼 んで い る。

（5） もちろ ん 教 官に よ る再 入少年の 「深 ま りの な さ」の 発見は，再入 少年に対する

　 セ レ ク テ ィ ブ ・サ ン ク シ ョ ン と見る こ ともで きる 。

  　A 少年院 に お い て 不 正 交談 は，過 去 の 武 勇伝 を示 したが る 「虚 栄心 」や 他者

　へ の 「依存心」の 現 れで あ る 「馴 れ 合 い 関係」 を象徴す る 行為 と され て お り，た

　 とえば，寮の ホ
ー

ル に ある寮生活の 手引書 は そ の 問題性 に つ い て 丁 寧 に説明 され

　 て い る 。 また 「馴れ 合 い 関係」概念 の 適応範 囲は広 く，「馴 れ合 い 」か ら生 じる

　 結果 の 重 大性 い かん に よ っ て も，そ の 問題性の 度合 い が変 化す る 。 イ ン タ ビュ
ー

　 に よる と，少年た ちは そこ に 戸 惑い を覚 えつ つ も， どこ まで が 「馴 れ合 い 」 とな

　 る か概ね経験 的 に了 解 して い る よ うで ある 。

（7） 「院内で の 違反 は 非行 と同 じ」 と い う文 言 は， A 少年院 に お け る 「言 説 の ひ な

　形」の ひ と つ と言える 。 た とえ ば初 入の V 少年 （中間期） は，院 内の 独特 の 規律
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　 に戸 惑 い を述べ なが ら も，暴走族 で あ っ た 自分は社会の ル
ー

ル を 自分の 都合 よ く

　解釈 して い た と回顧 しなが ら 「そ れ を思 い 返せ ば、 こ この 生 活で もそ うい う決 ま

　 りや ル
ール は， 同 じこ となの か っ て考 える よ うに な っ た ん で す。」 と述べ て い る 。

〔8） 実 際 デ
ー

タ   の ［08］「み ん な そ うい うふ うなや つ 」 に あ る よ うに，T 少年の

　中間期後期の 語 りで は 他少年は違反行為に 親和 的な存在 と して 語 られ て い る 。

〔9） 本稿で は彼 らの 少年院生活自体の 分析 を行 っ て はお らず T そ の 意味で こ こ で 述

　べ て い る こ とは全体的 な参与観察 とイ ン タ ビュ
ー ・デ ータの 分析か ら導 き出 され

　た 「推論」の 域 を出 る もの で は な い
。 その ため A 少年 院で の 彼 らの 牛 活 ，特 に

　集会や 面接 に お ける教官 との 相互作用過 程 の 詳細 な分析が 求め られ て お り f 今後

　の 課題 と した い
。 なお 仲野 （2008）は女子 少年院 に お ける 女子 少年 と教官 との や

　 りと りか ら，彼女 ら の ナ ラテ ィブ の 「変容」 を明 らか に して い る 。
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ABSTRACT

  Structural Character of  the 
"Rehabilitation"

 of  Incarcerated

    Juveniles: An  Essay  on  the  Narrative Transfiguration of

            the Relationship between Self and  Society

                                                     INABA,  Koichi

                                     (Graduate School, Rikkyo University)

                 3-34-1. Nishi-Ikebukuro, Toshima"ku,  Tokyo, 171-8501 Japan

                                             Email: riceleafk@ybb,ne.jp

  Recently, the effects  of  treatment  in juvenile correctional  institutions have begun

to gain general attention,  However, this attention  seems  to involve a 
"distrust"

 of

these treatments  and  their effects. Can  it be said  that  juveniles are  
"truly"

rehabilitated?  This feeling of  
"distrust"

 seems  to stem  from a  tack and  bias of

information on  treatment  in juvenile correctional  institutions. However, at a

fundamental leveL the distrust may  relate  to the  concept  of  the 
"rehabilitation

 of  a

person," In sum,  we  suppose  that rehabilitation  is a matter  involving the  individualds

internal being. We  suppose  that it is impossible in general to approach  an  individual's

mind,  but that someone  who  has professional skills  and  knowledge  relating  to

research  into his internal being can  (or may,  or  musO  do so. Because of  this

understanding  of  the individual's mind,  we  repeatedly  ask  the question: are  1'uveniies
"truL>T"

 rehabiiitated,P  An  individual's transfiguration is fundamentally a public

matter.  So it is an  observation  or  description by an  other  about  an  individual's

behaviors. From this viewpoint,  this paper examines  some  observable  and  structural

transfiguration of  narrative  of  a juvenile incarcerated in a juvenile correctional

institution, and  attempts  to reconsider  
"rehabilitation"

 in the institution. The

juvenile, whom  we  interviewed for our  research  during a period of  about  a year, said

that the institution he lives in is not  af2{tsu  (usual) space  compared  te general  society,

because it has very  strict and  specific  rules  and  norms.  He  reported  they make

temptations for disciplinary violence  to imprisoned juveniles. In fact he took

disciplinary violence  before this interview, but he reconstruct  himself as  a

reasonabie  subject  by drawing comparison  between  
"juvenile

 corrective  institu-
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tions" and  
"general

 society"  in the aspect  of  rule  and  norm.  But some  months  later

when  he advanced  to the Last class, his view  regarding  the  institution, general

society,  and  his self, had changed  dramatically. At that  time, he told us  that  the

institution and  its residents  were  fatsu (normal) compared  to the society  he had

participated in before his incarceration, a delinquent group. This change  can  be seen

as  a  reform  of  his self into a member  of the  general  and  public society,  or  a

transformation  of  the relationship  between society  and  self. During the interview, he

used  the term  
"juvenile

 correctional  institution" to explain  his identity as  a member

of  the  public society,  Thus, the concept  of 
"juvenile

 correctional  institution"

contributed  to this change  as  a  narrative-self  resource,  The  paper  concludes  that

this explanation  can  be reasonable  for the juvenile as  a story-teller,  as  he examined

relevant  and  particu]ar events  about  his life and  experience  in this institution and

outside  societv,  Therefore, the authors  perceive  
"rehabilitation"

 as  an  accomplish-

ment  within  a narrative  work  between  the juvenile and  interviewer. We  can  see  this

structural  and  conceptual  transfiguration of society/self  as  a  form of  
"rehabilitation"

of  juveniles incarcerated (and scheduled  to be released)  in juvenile correctional

lnsUtutlons.
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