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「い じめ 自殺 」 の 語 り方 と 「い じめ 苦」

間山広 朗 （立 教 大学 大学院 ）

は じめに

　本 報告の 具体的関心 は，　 「い じめ 自殺」 の

「言説 ＝語 り方 」 にあ る。　 「い じ め 自殺 」 言説

に つ い て は，すで に 山本が 「言説的実践 とア
ー

テ ィ キ ュ レ
ーシ ョ ン 」　 （1996）に お い て 「死 を

も っ て 主体と な る べ く個人 を吸 い 寄せ る善意の

言説の 悲劇的帰結」 を指摘 して い る。
ス ロ

ー
ガ

ン 風 に 言 い か えれ ば，　 「言説 が現実を 〈 つ く り

だす〉 （し たが っ て言説 の 再編 成 もまた可能で

あ る）」 とい うこ とに なる 。 問題 は こ の 〈 つ く

りだす 〉 とい うこ と ば に こ め られ る意味 で あ

る。

　 1980年代初 めまで 「い じめ亅 は 「ささい な こ

と」 で あ ると語 られ て い た が，86年鹿川 君 事件

（そ の 後
一

時 の 「沈静化」 を経 て ） と94年大河

内君事件 の セ ン セ
ー

シ ョ ナ ル な報道を通 じて

「ささい な こ と」 な どで はな くな り，　 「い じ

め 」 の 悪質化 ・陰湿化が問題視 され るよ うにな

っ た。こ の 見解はお よそ認め る こ とがで きるだ

ろ う。

　そ こ で 本報告 は 、こ の よ うな事態に対す る常

識 的な理解
一 「い じめ 」 は昔 か らあ っ たが悪質

化 したため に 「い じ め 自殺 亅 が起 こ っ た
一

に対

す る ， あ る教育祉会学的 見解
一 「い じ め 自殺 」

は 昔か らあ っ たが問題視され て い な か っ ただけ

で ある （か もしれな い ）
一

に対 し て 批判的 考察

を行なう こ と か ら議論を始め る 。
つ ま り、言説

以前に も 「い じめ 自殺」 は 「あ っ た」 とい うべ

きか ？ とい う問い に 答える こ と、そ して こ の 問

い が い かなる意味をもつ の かを示すこ とが本発

表の 最初 の 課題 とい うこ とになる。

　教 育社会学にお い て教育問題 が論 じられ る

時，論者 の 規範的態度は直接表 明 されな い こ と

が 多 い 。こ の こ と に 不満を感 じ る わ けで は な い

の だ が ，本報告 で は 「い じめ 自殺 」 の 根絶 を H

指す とい うこ とをあえ て 明言 した い
。

一
般 的

に ，　 「い じ め 自殺」 を防 ぐた め に は 被害者の ケ

ア や （潜在的）加害者 へ の 教 育が必要 とされ

る 。 こ の よ うな 〈 実体的 〉 実践は必要 で あ る し

何 らか の 効果を もた らす に違 い な い が，　 「い じ

め 自殺」 を根絶す る こ とは で きない。被害者の

「シ グナル 」 は 見落 と す か も しれ な い し （む し

ろ 「見落と し」 は 事件後に遡及的に構成 され

る），教育に よっ て 「い じめ 」 を根絶す る と い

うの は，教育が 「犯 罪 」 をなくす こ とと同 じく

不 ・∫能で あ る。本報告 の 対 象は 「い じめ 自殺」

そ の もの で あ っ て 「い じめ 」 ではない 。　「い じ

め j をな くす事 で 「い じめ 自殺 」 を根絶 し よ う

と試 み る わけ で はな い とい うこ とで もあ る。

1 ，言説以前の 「同種 の 事件」
一

言説 と実態一

　伊藤 （1997）は ，　 「現在 の い じめ は 自殺や殺

傷 に 至 る ほ ど悪質化 し て い る とされ る が，過去

に もい じめ とは 表現 され な か っ た だ けで ，今 日

い じめに よる白殺や殺傷 とされ るの と同種の 事

件は起 こ っ て い た 」　（219頁 ， 傍 点引用者）と述

べ て い る。　「同種の 」 と慎重 な こ とばが 使われ

て い るが ，こ の 記述は 「い じ め 自殺」 言説 の 流

通以 前に 「い じめ 自殺」 が 「あ っ た 」 と述 べ て

い るに等 しい u 　 「い じ め 自殺」 は 昔か らあ っ た

の だ が ，カ テ ゴ リ
ーの 「ドメ イ ン 拡張 」 に よ っ

て 可視化 し問題 視され た （に す ぎな い ），とい

うわ けだ。よ り控え H な表現 で はあ るが 、広 出

（2001） は，　 「い じめ の 実態 （質 ・量 とも

に ） 」 の 変化 と は 「幻想か も しれ な い 」 ，　 「疑

問 の 余地 がある 」 と述 べ て い る （370−371頁）。

「 『子 どもが変わ っ た』　『新 しい 問題が生 じて

い る』 とい っ た把握は誤 りで ， 子供 に対す る大

人の視線や関心 が変わ っ た り，従来からあ っ た

出来事が 『問題』 と して 注目され る こ とで ，あ

たか も新 しい 問題 が生 じてきたか の よ うに 見え

る とい う可能性が あ る 」 と言 うの だ （353頁）。

つ ま り ，　 「い じめ 自殺 」 問題 とは く 実態 〉 につ

い て の 誤解 で あ る （か も しれ ない ），と い う見

解であ ると読め る、　　　　 　　　　　　 ．

　こ れ らの 枠組 み の 共通点 は く 実態 〉 の 扱 い 方

にあ るよ うに思われ る。上 記 で は 両者ともに 控

え 目な表現 を して い る が ， 「客観 的な祉 会 の 状
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態」 と して の く 実態 〉 が想定され て い る 。 た

だ，こ の よ うな意味 で の く実態 〉 を 「正確 に 」

把握す る こ とはなかな か 難 し い とい うわ けだ 。

こ の 悶題 は ，ウ
ー

ル ガ ー
と ポー

ラ ッ チ （1985 ＝

訳書 2000） の OG 問題 の 指摘を契機 とした 「構

築主義論争」 の 問題 で もあ るが 、方法的議論は

す で に 中河 （1999） な どに よ っ て 十 分 に 行 な わ

れ て い るの で ， 本報告で は 方法的議論への 深 人

りは避 け，　 「い じ め 自殺 」 に 対 して 具体的 に 論

を進め る、要点 だけ述 べ て お くならば，木報 告

は，〈言説〉 とく実態 〉 とは
一

体 の もの で あ り

切 り離 し て 考える こ とは で きな い ，とい う立場

をとる。

2 ．祉会的彳亅為 の く 記述 ＝ 1司定 〉 の 規準

　 伊藤 （1997） は，　「い じめ 自殺」 と 「同種

の 」 事件が （言説以前 に）あ っ た とい う こ と

を，　 「 （1963年八 戸市で ） 中学三年生が級友三

人 に お金 を巻 き 上 げ ら れ っ づ け，お金 を渡 さな

けれ ば袋だ たきにあ うの を苦に して 自殺 して い

る 」 とい う事 例 を もっ て 証拠 と し て い る （230

頁）。 こ の 事態 を 「恐喝」 と呼ぶ こ とが 許 され

るならば，伊藤は 「恐喝 」 を 苦に して 自殺 する

こ とと 「い じめ 」 を苦に して 自殺する こ とを

〈 同定 〉 して い る と 言え る。 本報告は こ の く 同

定 〉 に対 して ク レイ ム を つ け よ うと思 う。　「同

じで あ る 」 とは ど うい うこ とな の か 。 こ の 問い

は，あ る行為をそれ と し て 同定す る，つ ま り記

述する とい うこ とは どうい う営み な の か とい う

問い で もある 。 本報告 で は こ れ を く 記述＝同

定 〉 と呼 び 考 察を進 め る。

　われわれ は 日常的にある行 為 をそれ と して 難

無 く く 記述 〉 し て い る。例 えば ，　 「無視」　 「悪

口 」 「暴力 」 はそれぞれ 違 う。そ し て そ れ ら 自

体 も
…

と無限 に こ の 議論 を続 ける こ とは で き

る。つ ま り，具 体的場 面 で 起 こ っ て い る出来事

は 原 理的 に は どれ 一つ と し て 「同 じ丿 で は な

い u に もか か わ らず，われ われ は 子 ども同 士 の

あ る トラ ブル を 何 の 迷 い もな く 「こ れ は い じ め

だ」 とく 記述 〉する こ とが で きる。同様に，
「い じめ自殺」 言説以 前の 「恐喝を苦に して の

自殺 」 は，　 （言説以後の ）　「い じ め 自殺 」　 （と

同 じ） で あ る と 〈 記述〉 す る こ とも確 か に で き

る。だ が ，ジ ェ フ ・ク ル ター （訳書 1998）が，

「わた したちは，記述するとき，しば しば繋が

一5一

　　 1　　　1　　　s　　　s
りを作 り出す と い うこ とを して い る。 『X 』 と

『Y 』が 同 じ行 為 で あ る と主張する こ とは，両

者の あ い だ に 繋が りを作 り出す こ とで もある は

ずだ 」　（32−33頁） と 述 べ る よ うに ，行 為の く 記

述 〉 とは ， 「実体」 を写 し取 るよ うな作業で は

なく，何 らか の 〈 同 定 〉 作業をお こ な うこ とで

もあ る．し た が っ て ，問題 は，行為 の く 記述 ＝

同 定 〉 の 「達成」 が 適切 か否か の 規 準 は何に 求

め られ るの か と い うこ と に なる。

　本報告で は ，こ の 問題 を ピー
タ
ー ・ウ ィ ン チ

の 議論 に 依拠する こ と か ら出発 し，子 どもの

「自殺動 機1 の 「語 り方1 とい う経験的デー
タ

を用 い た 「い じめ 自殺 」概念 の 分析をする 中で

考察す る 予定で ある。

3 ．語 り方の 変更と 「い じめ 自殺」 の 成立

　 不 登 校，セ ク ハ ラ，DV，児 童虐待 ，ス ト
ー

カ

ー
な どをめ ぐる 「語 り方 」 の 変更 は ， 厂社会 的

弱 者」 に こ とば を与 え て 〈 事態〉 を 「好転」 さ

せ る機 能 を果た して い る，ととりあえず は 言 え

る。だ が ，　 「い じめ 自殺 」 の 場合は事情が 違

う。こ とばを与えられ た 「弱者」 は 「自殺 」 し

て しまう。　「弱者亅 は こ とばを与え られ て 有意

味 に 「自殺」 で きるよ うになっ た の だ 。　 「 （19

93年 ， 中 3 ）い じめ られ るの で 死 ぬ 」　 （子 ども

の 幸せ 編集部編 　1995，82−83頁 ）と い う短 い

「遺書」 を遺 し て の 「自殺」 とい う行為は，
「い じ め自殺 」 言説 の 流 通 以前に は ，社会的 に

とい うだ けで な く，〈 子 ども間の トラブル 〉 の
，　　　N　　　N　　　h　　　x　　　で　　　，　　　，　　　N　　　x
被害者 自身に とっ て も有意味に 成立 し えなか っ

た の で は ない だろ うか。
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