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言 説 研 究に よ る精 神 的苦痛 へ の 接 近

　　　　一 く い じ め 苦 〉 を 中 心 に
一

間 山広 朗 （立 教 大 学大 学院）

1 ．は じ め に

　 「精神 的苦 痛 」 とい えば 、まず 心理 学 的 な

知 や 実 践 が 想 起 され る 。 し か し本 報 告 は 、精

神 的 苦痛 に 社 会学 的 に
一

と りわ け 「言説 」 の

観 点 か ら
一

接 近 す る こ と を試 み る も の で あ

る 。 と い っ て も 、（通常心 理学 の 領 域 とみ な

され る） 精神 的苦痛 の よ うな〈 心 〉 の 問 題 に

対 す る社 会 学 的 （あ る い は 哲 学的 ） 議 論 は 目

新 し い も の で は な い 、 な か で も、ジ ェ フ
・
ク

ル タ ーの 主著 『心 の 社会 的構 成』 は 、そ の名

が 示す 通 り、〈 心 〉 が 社会的な も の で あ る こ

と を 徹底的 に 論 じ て い る 。

　精神 的苦痛 に対 す る社 会 学 的 営 為 の す べ て

を本 報告 で 網 羅す る こ と は で きな い が 、まず

思 い 浮 か べ る こ とが で き る の は、デ コ ．ル ケ ム

の ア ノ ミ
ー

論や 、 ウ ェ
ーバ ー

の プ ロ テ ス タ ン

テ ィ ズ ム に お け る現 世 内禁欲 を導 く　「内 面的

不 安」 に 関 する議論で ある。あ る い は 、近親

者 の 死 に 対 す る精神的苦痛 は 近代 家族 の 成 立

に よ る肉親 愛 の 深 ま り に 応 じ て 深 ま っ た と い

うこ と を 論 じ た ア リエ ス （『死 と歴 史 』） の

議 論 を あ げる こ とも で きる か も し れ な い
。 し

か し本 報 告は 、 （社 会 的 連 帯 の 形 式 、 「予 定

説 」、家族 とい う近代 制 度 な どの 〉 「社会的」

な要 素 に よ っ て精神的苦痛 が 「変 化す る 」 と

い う議論 に は 慎重 で あ りた い
。 な ぜ な らば、

　「心 ユ が 「社会的 」 な要 素 に 「影 響 され る 」

とい う議論 で は 、結局 の と こ ろ 当の 「心 」 自

体 を
一

社会 文 化的に変化 しうる に し て も
一

身

体 の 内 部 に 隠 され た も の とみ な し か ね な い か

ら で あ る。

　 本報告 が 依拠 す る の は 、近年 さま ざまな 成

果 が発 表 され て い る社 会 的 構築 主義や エ ス ノ

メ ソ ド ロ ジー
の 知見 で あ る。 と り わ け 、上 記

に 述 べ た ジ ェ フ ・ク ル タ ーの 議論 に多 くを負

っ て い る （と は い え本 報 告 は エ ス ノ メ ソ ドロ

ジ
ー

研 究 で は な い ）。 し か し 、「社 会 的に 構

成 され る く 心 〉 」と は 何 を意味 し て い る の か。

本報告の 最初の 課題 となる の が こ の 問 い で あ

る 。 本 報告 は 、精神 的 苦痛 と身体的苦痛 の 違

い を整 理 す る こ とを通 して こ の 問 い に 答 え た

上 で 、最終的 に は く い じ め 苦 〉 とい う精 神 的

苦 痛 （の 言 説） の 規範的 な あ り方 を解 明す る

こ と を 目 指 し て い る 。

2 ．身体的苦痛 と精神 的 苦 痛
一概念 の 誤 謬

　ク ル タ ー （訳 書 1998， 187−213 頁 ，以 下頁

数 の み ）は 「身 体 的 感 覚 」 と 「感情 1 の 違 い

に つ い て 以 下 の よ うに 論 じ て い る。感 情 の 基

本 的カ テ ゴ リーは 「感 じ 」 と い う概 念 と結び

つ き や す い （「怒 りを感 じ る 」）。

一
方 、 「感

じ 」 と い う概念 は 「歯痛 を 感 じ る 」 と い うよ

うに 「感覚概念 」 に 結び つ く 。 こ の よ うな言

語 の 使 い 方 か ら 「感 情 」 が 「感覚」 で あ る か

の よ うな 「誤解 」 が 生 じ て くる 、とい うの で

あ る 。

　 われ われ は 、自分の 感 情に つ い て は 自分 が

誰 よ りも知 っ て い る 、と確信 を持 っ て 言 う こ

と が あ る。感情 の 帰属に 主 権 を有 し て い る の

は も ちろ ん 本 人 な の だ と。確 か に そ の よ うに

思 え る こ と は あ る。だ が そ の 理 由 は 、本 人 だ

け が 知 る こ と の で き る 自分 の 内 面 を分析 し 、

そ し て 次 に 自分 は 「怒 っ て い る 」 とか 「悲 し

ん で い る 」 な ど と 自己 の 内 面 を記 述 し て い る

わ けで は な い 。ど の よ うな事情 で 自分 は 怒 っ

た り悲 し ん だ り と い っ た感 情 を もち え た の か

に つ い て 、他 人 は い ざ知 らず 、本人 が 何 もわ

か らな い と い うこ とは お よ そ 考え られ な い か

らな の だ 。

　 もち ろ ん 、感 情 の 自 己表 明 が 強力な証 言 と

な る こ と が あ る。だが 、他者 の 「感 情 」 を、

当人 の 報告 に 反 し て 帰 属 さ せ る こ と に 確 信 を

も て る こ と もあ る。例 え ば 、当人 は 「怒 っ て

い な い 」 と い っ て も、あ る 状況 の もと で あ る

ふ る ま い を し て い れ ば 、自信 を持 っ て 「あ の

人 は 怒 っ て い る 」 と言 え る だ ろ う （
一

方 で 、

身体 的苦痛 を 「私 」 が感 じ た 場合 は誰が 何 と

言 お う と 「痛 い 」）。
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　感覚の 自己帰 属 は規 準 な し に な され る が 、

感情 の 自己帰 属 は そ うい うわ け に い か な い 。

歯痛 には理 由 は い らな い が 、怒 っ た り悲 し ん

だ りす る の に は 理 由 が い る 、とい うわ け で あ

る。つ ま り、感情帰属 の 規 準は 自 己 報 告 をそ

の 頂点 とす る わ け で は な く、「状 況 」 に 埋 め

込 ま れ て い る の だ 。

　そ れ で もな お 、腹 が立 っ た 時の 「あ の む か

む か し た 感 じ」 は他 な らぬ 「私」 し か感 じ ら

れ な い の だ か らや は り感情帰属の 主 権は 本人

に あ る の で は な い か 、と考 え るか も し れ ない 。

し か し 、あ る 人 の 感 情 に特 定 の 「感覚状態 」

が ともな っ て い る か ど うか も、感 情の 帰属 に

と っ て 本 質的 で は な い 。例 えば怒 っ て い る時

に 「脈 」 は 速ま る こ ともあ るか も しれ ない が 、

ク ル タ ーは ウ ィ トゲ ン シ ュ タ イ ン を ひ い て 次

の よ うに断 言 し て い る 。

「し か し 、 こ の 感 覚 が 当 の 情緒 〔感情〕で あ

る わ け で は な い
。 （略） ほ と ん ど こ うい い た

い 。わ た した ちは 、自分 の 目の 中で 見る こ と

を感 じ た り し な い 。同様 に 、わ た し た ち は 、

自分 の か らだ の な か で 悲 し み を感 じた り しな

い の だ 」 （Coulter訳 書 1998，190 頁）。

　 〈 感 情 〉 が 身体 の 内部に あ る と考 えた くな

る の に は 次 の よ うな理 由が あ るだ ろ う。わ れ

わ れ は 自分 の 「怒 り」 や 「悲 し み 1 な ど の く

感 情 〉 を装 っ た り隠 し た りす る こ とが あ る。

怒 っ た 「ふ り 」 をす る とき には 、そ こ に 「な

に か 亅 が 欠 け て お り 、 逆 に 「怒 り」 を表に 出

さな い よ う に 隠す ときに は 、そ の 「な に か 」

が そ こ に あ る 、とい うふ うに言 い た くな る 。

そ し て そ の よ うな 「な に か 」 こ そ 「本 当 の 感

情 」 に違 い な い 、と い うわ け で あ る。し か し 、

そ れ は あ る 種 の 内部知覚主義 の 誤謬 の せ い だ

とク ル タ
ー

は述 べ て い る。

　 「わ た し は 怒 り を感 じ る 」 とい う自己 表明

を内 面 の 記述 で は な く、む し ろ怒 りの 「表 出」

で あ る と とら え る な らば 、次 の よ うに言 う こ

と が で き る 。 「怒 り 」 や 「悲 し み 」、そ し て

〈 精 神 的 苦痛 〉 の 表出 は 、そ の 報告 がな され

る状 況 に よ っ て 正 当化 され た りされ なか っ た

りす る も の で あ る 。な らば 、上 の 欠 け て い た

「なに か 」 と は 、心や 身 体 の 中に 隠れ て い る

も の な どで は な く 、
「む し ろ 、そ の 報 告 を 正

当 化 した り許 容 し た りす る （
一

群 の ）情況 そ

の も の だ 」 と い うの だ （同 上 ， 191 頁）。 つ

ま り、感情は 、心 や 身体 の 内部に 隠れ て い る

もの で は な く、そ の 「状況 」 の 内 に 「あ る」

と い う こ とにな る。ク ル タ
ー

は次 の よ うに述

べ て い る。

「情緒 に と っ て 特徴的 な こ とは 、有意 味 な対

象 ・状況が そ の き っ か けに な っ て い る 、 と い

うこ とだ け で は な い 。．有意味 な対 象 ・状況 が

あれ ば こ そ 情緒の 存在 は理 にか な っ た こ と と

な る の で ある。こ れ は 心 理 上 の 問題 で は な い
。

論理 的 な 問 題 で あ る 」 （192 頁 ，傍点 及 び 括

弧 内 引用者 ）

3 ．く い じ め 苦 〉 言 説 の 分 析

　身 体 的 苦痛 と精神的苦 痛の 間違 っ た概 念 的

混 同 や 、心 の 内 在説 を捨 て 去 る こ と に 対 し て 、

上 の よ うな議論 をい くら重 ね て も、日常生活

者 と して の わ れ われ に は 依然 と し て 抵 抗感が

残 る よ うに も思 われ る。 しか し 、こ れ は く 心

〉 を 「説 明 す る ］ 時 の 抵抗感で あ る 。 裁 判 に

お い て 「精神 的苦痛」 の 有無 や 程 度は他者 に

よ っ て 帰属 され る し
、 日 常生 活 場 面 に お い て

は 、感 情 の 自己帰 属 を成 功 させ る （社会 的 に

成 立 させ る） た め に は他 者に 認 め られ ね ばな

ら な い 。「説 明す る 」 時 と違 っ て実 践す る際

に は、 自分が感情 の 帰属 に 主 権 を 持 て る と は

限 らな い こ とを実践者は知 っ て い る 。

　 し か し、 こ の 公 準が 破 ら れ た の が 、 〈 い じ

め 苦 〉 を め ぐる 言 説 で あ っ た。 「い じめ られ

た側 が感 じ れ ばす べ て い じ め 」 と い う定義 の

問題 は 、〈 い じ め 苦 〉 を 自己報 告 す る 「子 ど

も」 とそ れ を認 め る／ 認 め な い 「大 人 」 との 、

感 情 の 帰属 に 関す る 主 権 を め ぐ る争 い の 問題

で あ る よ うに 思われ る 。 報告 当 日に 具 体的 に

論 じ て い きた い 。ま た 、それ を通 じ て 「言説

研 究 」 の
一つ の あ り方 を提 示 す る こ とも 目指

し て い る。
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