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学 校 の 「 全 制 的 施 設 化 」 に っ い て

今 津 孝次 郎 〔名 古屋大学 ）

1．問題

　 「全制 的施 設 total 　 institution 」 （Goffman，1961）の 観

点か ら 学校組織 を把 握す る 議論 は、こ れ まで 内 外 で 提起 さ

れ て きた が 、そ れ ら は
一

般 に 両 者の 類似 性 を指 摘 す るに 止

ま っ て い た。本 発 表で は、そ こ か ら さ．らに
一

歩踏 み 込 ん で 、

学 校 の 「全 制的 施 設 化」 とい う概念 を 新 た に 提 案 し、1970

年 代 以 降の 学校 批 判論 を 考慮 しな が ら、登校 拒 否 や い じめ

な ど種 々 の 教 育 問 題を 生 み 出す 現代 日本 の 学 校 組織 を 把 握

し直す た めの 原 理 的 な 基 本枠 組 み に っ い て 検討 した い 。

2 ．　 「全 制 的施 設 」 と 学 校

　 全 制 的施設 とは 「多 数 の 類 似 の 境 遇 に あ る個 々 人が 、

一

緒に 、相 当期 間 に わ た っ て 包 括社 会 か ら遮 断 され て 、閉鎖

的で 形 式的に 管理 さ れ た 日常 生 活 を送 る居住 と仕 事の 場 所」

（Goffman ．1961 ，邦 訳 V 頁 ） で あ り、具 体 的 に は、刑 務 所 ・

強制 収 容所 ・兵 営 ・精神病院 。矯正 施設 ・修道 院 ・寄 宿 学

校 な ど が あ げ られ る 。

　 こ の 全制 的 施．設 の 観 点 か ら 学校 に っ い て 本格的に 論 じた

の が、lebb ＆ Sherman（1989，⊂hap．）．D で あ る 。 彼 ら は、

全 制 的施 設 を官 僚制 機構の 特殊 形態 と 捉 え、1960年代以 降

に 学校 教育 の 規 模 が 拡 大 す る な か で 、官 僚 制組 織 と して 発

展 を遂 げ た 学校 は 全制 的 施設 と し て の 性格 を多分に 持
．
っ と

論 じた 。

　 た だ
』
し、そ の 議 論は 施 設形 態 や 施設 内生活 とい っ た 客観

．
的側 面 に 注 目 し て 全 制 的 施設 の 特 徴 が 学校 に も当 て は ま る

と指 摘 した もの で あ っ て 、学 校 内 の 生 徒 の 主観 的 側面 に ま

で 立 ち入 った もの で は な か っ た。こ れ に 対 して 、Goξfman

が も っ と も開 心 を 寄 せ た の は 、全 制 的 施 設 で の 被 収容 者 の

主 観 的 な世 界 で あ り、と り わ け 彼 ら が 抱 く
．
「自 己 の 無 力 化

mortified 」 と い う問 題 で あ っ た。学 校 と全 制 的 施 設 の 類

似 に っ い て は、客 観 的側 面 とと も に、生 徒の 主 観 的側 面 に

も 目 を 向 け て 考 察す る 必 要 が あ る。

　 こ の 主 観 的 側 面 に 注 目 して 論 じた の は、早 くか ら学 校 と

全 制 的 施 設 の 類 似 性 に 書 及 した ［11ich や、小学 校教 師 の

経 験 も持つ Holt で あ る。

　 111ichは 「学 校 は 制 麼 ス ペ ク トル 上 の 右端 に あ る 全制 的

施設 （total　 asylum ）の 近 くに あ る。学 校 は人 々 に 自 らの 力

で 成 長 す る こ とに 対 す る責 任 を放棄 させ る こ と に よ っ て 、

多タ摩）人 々 に r 種の 糟神的自殺 を させ る の で あ る」 と 述 べ

た （IUich ．1971，邦 訳 116−117頁）。ま た Helt は 「強制 収

容所 パ ーソ ナ リテ ィ
ー camp 　 personality 」 を念 頭 に 置 き

っ っ 、学 校内 で の 落 ち こ ぼ れ生 徒 た ちの 態度 を次 の よ うに

分 析 した 。 聾制収 容 所 で は、自分 た ちの 命 と人 間 と しでの

尊厳 を守 り、ど う しよ うもな い 無 力 さの な か で 監 視者 たち

の 強 要 に 抵 抗 す る た め、囚 人 たち は 親 愛 な る 間抜 け さ、笑

顔 を絶 や さ な．Lx愚 か さ、協 力 的 ・積 極 的 な無 能さ、と い っ

た態 度 を と る とい う。 そ れ ほ ど効果 が な い よ う に み え る こ

う し た 抵 抗 も、実 は 自分 た ち の 高 潔 さ を 保 っ た め の 術 な の

で あ る。そ う した 視点 か ら学 校内 の 生 徒 た ち を 眺 め る と ど

う な る か
一「学 校 と は 牢 獄 の

一
種 に す ぎ な い 。子 ど もた ち

は 自分 た ちの 精 神 の、最 も知 的 で 創造的な 部分 を 、学校 と

い う場面 か ら引 き上 げ る こ と で 、容赦 の な い 、情 け し らず

の プ レ ッ シ ャ
ー

か ら
一

定 程度 で あ れ、逃 れ 、身 を か わ して

い る の で は な い の か ？… 『分 か らない 』 と テ コ で も動 か な

い 頑 固 さで 答 え る こ と 一そ れ は…
ひ とっ の 抵 抗 の 表明 と い

うご とに はな ら．ない だ ろ うか 」 （Holt，1969．邦訳 147頁 ）

3 ．　
」
管 理 教育

”
の 再 検肘

　 「学校 と は 牢獄の 一種 に す ぎ な い 」 と い うメ タ フ ァ
ー

は、

日 本 の 学校に っ い て も しば しば語 られ て きた が 、特 に 頻 繁

に 使わ れ る の は、登校 拒 否 が 話 題 に な っ た と きで あ る。た

と．え ば 、小 学校．5年 生 の と きか ら登 校拒 否 に 陥 っ て い る 17

歳 の 男 子 は 次の よ う に 語 る。
’

「教寧の な か に い る と、窒 息

しそ うに な る ん で す ね。ほ と ん ど発 狂 しそ うな 感 じ で 、叫

び た くな っ て 外 に で た くな る ん で す。休 み 時 間 で も、授 業

中 で も、給 食 の と きで も、そ れ が 襲 っ て き て 、そ れ を 間一

髪 の と こ ろ で 耐 え て き た ん で す。牢 獄 に 閉 じ込 め られ 、自

分がぜ ん ぶ 否定．さ典て い る感 ．じな ん で すね 。…
登 校 拒 否 を
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す る ま え の 何 か 月間 か 、そ う い う気 持 ち が っ ね に あ り ま し

た 」　（渡 辺 　 位．1983，35頁 ）

　 「自分 が ぜ ん ぶ 否 定 さ れ て い る感 じ」 と い う の は、　「自

己 の 無 力 化 」 （Goffman） や 「自 らの 力 で 成 長 す る こ と に 対

す る 責任 を 放棄 さ せ る 」 （lllich）こ と と相 等 しい 。

　 そ こ で 、1980 年 代以 降 に 批 判 の 的 と な っ た 日 本 の 学 校 の

　
』
管 理 （主 義） 教 育

”
の 意味 を 改 め て 考え て み る と、そ れ

は 私 的 領域 を侵 犯 し、行為の 自律性 を 侵 犯す る と感 じ られ

るよ うな 統 制 を伴 う学 校 教育 の あ りか た で あ る と説 明 す る

こ とが で き る。っ ま り、　
齟
管 理 教育

一
の 問題 性 は、細 か す

ぎる 規 則 や 体 罰 の 行 使 と い っ た 表面 的 で 具体 的 な 管理 方 法

そ の もの よ り も、む しろ それ らを生 み 出 す 「身体 の 統 制」．

な い し 「全制 」 と い う学 校活 動 の 基 本 特微 と、そ う した 場

で は 統制が 生 徒 の パ ー
ソ ナ リテ ィ の 深 くま で 及 び 、 「自己

の 無 力化 」が 引 き起 こ さ れ る と い う点 に あ る。　 　 　
．

　 もち ろ ん、被収 容者 が無 力 化 に 抗 して 自己 を確保 じよ う

と積 極 的 また は 消極 的戦略 を 用 い る よ う に （Goff田 an ，1961．

邦訳 63−67頁 ）、学校 で も生 徒 は さ ま ざ まな 適 応 を果た そ

う とす る。た と え ば く  〈転 向 〉 と し て の 、
“
良 い 生 徒

噂

に な る こ と 。   〈状況 か らの 引き籠 も り〉 と して の 、無 気

力 また は 登 校 拒 否 。   〈集 団 的 椰 揄 〉 と して の 、教 師 に 対

す る クラ ス の 悪 戯 。   〈取 引 〉と して の 、 教 師の 顔 を 見 て

反 応 す る こ と、な ど な ど。

4．学校 の 「全 制 的施 設 化 」

　 以上 の よ う に 、客 観 的側面 だ け で な く、主 観的 側 面 に 関

して も、官僚 制 化 され た学校 は 全制 的施 設 と 類似 性が 高 い

と い え る。しか し、学 校 は 全 制 的 施 設 で あ る 、 と言 い 切 っ

て し ま う に は 問題 が あ る 。 した が っ て 、学 校組 織制 度 全 体

の 性 格 づ けで は な くて 、個 々 の 学 校 に お け る組 織活 勁 の 様

態 を 把握 す る概 念 と して 、全 制 的 施設 の 性 格 を
一

つ の 尺 度

と して 用 い た ほ うが 、実 際 の 学 校 分 析 や 学校 改革 に 向 け て

の 取 り 組 み に 役 立 っ と 考え ら れ る。そ して、強 力 に 「全 制

的 施 設 化 」 さ れ た 様 態 が
棒
管理 教 育

”
で あ る な らば、個 々

の 学 校 の
“
管 理 教 育

”
が ど の 程 度 の もの で あ る か 、と い う

把握 も可 能に な る だ ろ う。

　 そ こ で 、 「全 制 的 施 設 化 」 の 尺 度 を考 え て み た い
。 図 1

に 掲 げた よ うに 、全 制 的施 設 と して の 特 徴 を 完備 した 状 態

を Z 極 と す る と、対極 の X は そ う した特 徴 を い っ さい 持た

ない 非 全 制 的施設 の 状態 で あ る。Z 極 の 特 性 は 「抑圧性 」

「閉 鑞性 」　「規 則 主 義 」 「自己 の 無 力 化 」 で あ り、X 極 の

特 性 は 「自由 性 」 「開 放性」　「非規 則 主 義 」 「自 己 の 発 現 」

で あ る 。 Z 極 に 向か えぱ 「全 制 的施 設 化 」 が 強 くな り、X

極 に 向か え ば 「全制 的施設 化」 が 弱 くな る とい う構成 軸 で

あ る。そ し て 、 実 際の 学校 は Z で も X で もな く、 両 極 間 の

Y の どこ か に 位 置 し、Z と X の 間 を揺 れ動 くもの と して 考

え る こ とが で き る。

　Y 軸上 の 揺 れ動 きにっ い て は、各学 校が 置 か れ た さ まざ

ま な 条 件 に よ っ て 影 響 を受 け、 「全 制 的 施設 化」 の 程 度 は

学校 に よ っ て 異 な っ て く る で あろ う。
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