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「障害者」 ／ 「健常者」 とい う二 元 的構 図の 抑圧 性

　　　　　　　　 一
構 図 の 解体 に向けて

一

鶴 田　真紀 （立教大学大学院）

1．は じ めに

　本報告は 「障害者」 と 「健常者」 の 関係 を

規定す る 「二 元 的構図」 に つ い て検討す る。

構 図 と い う言葉で 示唆 され て い る の は 、「障

害者」
・「健常者」 の 被抑圧性 ・抑圧性 とは 、

行為者に 内在す る の も の で はな く、構図に位

置づ け られ る こ とに よ り両者に不可避的に備

わ っ て しま うと い う側 面 で ある。構図それ 自

体の 抑圧 性 に 焦点 をあて る こ の 考え方 は 、

「障害者 t ・「健常者」 問 の 問題 を解消 しよ う

とする 次の よ うな常識的なア プ ロ ーチ に対抗

する もの で あ る 。

「健常者 の 障害者に対 する理解 の促進 に は 、

知識、情報の 提供 と同時に障害者 へ の 接触経

験を豊 か にす る こ とが 最 もよ い 方策で あ る 」

（小 島他編　2000，119− 120 頁）。

　 「健 常者」 と し て 「障害者」 と 1接触経験」

をは か るとい うこ の 方法は 、 構 図にお ける 「障

害者」
・「健常者」 とい うカ テ ゴ リーを前提 に

した上で 、「障害者」の 解放 を目指 して い る 。

しか しな が ら こ の よ うな ア プ ロ
ー

チ は 、 （た

とえそれ が 「障害者 」 の 解放 を目指 して い る

として も）抑圧者／被抑圧 者 とい う構図 の 要

請に した が っ た カテ ゴ リ
ー

を再 生産 し、逆説

的に 両者 の 関係 を安定 させ て しま う。
こ れ で

は 、 各 々 の 行為者 は抑圧／ 被抑圧 とい う非対

称的な関係か ら逃れる こ とはで きな い 。こ の

常識的な （抑圧 の 解消に向けた ）ア プ ロ
ー

チ

と異なる ア プ ロ ーチを とる とすれば、構図 を

前提 とす る の で は なく、構図の 解体 に 目を 向

け る必 要 が あるだ ろ う。 そ こ で本報告で は 「障

害者亅
・「健常者」 をと りまく構図それ 自体 を

焦点 をあ て 、 構図 の解体に 向けて 関係論 と し

て構図を とらえる こ とを試み る 。

2．二 元的構図 にお け る 「障害者」 と 「健 常者」

　 「（二 元 的）構図」 とは、あ る人物 を特定 の

カテ ゴ リ
ー

に焦点 化させ 、その カ テ ゴ リ
ー

に

見合 うもの として そ の 人 物を構築す る枠組み

を指す （こ こ で 「カテ ゴ リー
」 とい う言葉 は

山 田 ・好井が 「障害者」 と い うカテ ゴ リ
ー

に

対 して 与えた説明 （1991，121 頁）を踏 まえ

て 「現 実解釈装置」 と い う意味で 使用 して い

る）。

　こ の 構図が どの よ うに 「抑圧的」 で あ る の

か 。 ジ ュ ディ ス
・バ トラ

ー
（訳 書　1999 ）は、

フ ェ ミニ ズ ム は 「解放」を志向 し て は い る が 、

権力構造に見合 っ た 「女」
・「男」 とい う 「主

体」 を形成 し、定義 し 、 再 生産する こ とに よ

り、皮肉なこ とに それ 自体が 「抑圧的な もの 」

へ と転化 して い る と主張す る 。 こ の バ トラ
ー

の 議論 を本報告に 即 して 言 えば次の よ うに な

るだ ろ う。抑圧 され る 「障害者」 の 解放を求

め る議論が、権力 の シ ス テ ム の 中で 規定で き

る もの だけを 厂障害者」 なる もの と して表象

／代表 して い る。「障害者 」とい うカ テ ゴ リー

の権力構造を自覚する こ とな く解放を志向 す

る こ とは、抑圧す る者 （＝ 「健 常者」）、抑圧

され る者 （＝ 「障害者」）と い う安定 した非対

称的な関係を再生 産す る こ とに なる。そ の よ

うな解放の 思想が 、逆説的に 「障害者」
・「健

常者」 関係 を揺るがせ る こ とな く両者 の カ テ

ゴ リ
ー

の 永続的な安定をは か っ て しま う。

　 こ の構図の 中で 抑圧 ・被抑圧 とい う非対称

的 関係 に と り こ まれ て い る と い うこ とは 、
厂障害者」 に して みれ ば 、 被抑圧者 とし て 無

力化 され た位 置 に 置か れ る こ と で あ る し、
「健常者」 に して みれ ば 、 抑圧 者 と して し か

自己 を立 ち上 げられ ない とい う こ とで あ る。

　 「障害者」を取 りまく課題 を問題 とす る時、

私た ちは 「健 常者」 か 「障害者」 か い ずれ か

一
方 に振 り分け られる こ とにな る。抑圧す る

側 として 、で なければ抑圧 を被る側 と して こ

の 二 元的構図の 中に取 り込 まれ 、 自らを位 置
づ けねばならない の だ。

　 「健常者」 は抑圧す る意思 を抱い て い よ う

となかろ うと 、 構 図 の も つ 抑圧 性に と り こ ま

れ る こ とに よ り、抑圧の 問題 を誘発 して しま

う。 すなわ ち抑圧 （性）・被抑圧 （性）とい う

の は 「健常者」
・「障害者」 とい う各 々 の 行為

者に 内在す る もの で は な く、構 図自体が抑圧

性 を もっ て い る こ とに よ っ て 、（構図 に位 置

づ け られ る人 び とに）不 口∫避的 に備わ っ て し

ま うもの で ある。

3．関係論 とし て の 構図

　 「障害者」 と 「健常者」 間の 区別 とは、典

型的には 、医学的事実 と して の 「障害」 （＝機

能障害）の 有無に ある と考え られ る。だが そ

の 考え方が 「障害」 の 構築性 を思考の 枠外 に
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追 い や る こ とによ っ て 、二 元的構図 の 厂二 元

性」 を強固な もの と し、構図の 普遍性を支 え

て きた と思われ る 。 こ こ で は 「障害」 の 社会

的構築性 を明 らか にする こ とに よ っ て 、
二 元

的構図が 「二 元 性」 を維 持 できず 「二 元 的構

図」 と して成立 で きな い 可能性 ＝構図を解 体

で きる可能性 を考え る 。

（1）装 い の 成功／失敗

　 （具体例は 報告 当 目 に 紹介す るが ） 「健 常

者」が 厂障害者」を （あ る い は 「障害者」が 「健 常

者」）装 い 、それ が周囲に受け入れ られ る （＝

装い と して 成功す る） と い うこ とが ある 。 そ

れは
一方 では、装っ て い る者 とそれ を見て い

る者 との 間で 「障害者像丿 （「健常者 像」） をめ

ぐっ て共 謀関係が成立 して い るか らだ と考え

られ る 。 だが、「障害者」と「健常者」間で装 い

が成功す る こ とに よっ て 、．医学的事実 として

の 「障害」 の 有無 で 人び とが 「障害者」か 「健 常

者」か を区分 して い る とは限 らない 、とい うこ

とが明 らか とな る。「障害者 で ある こ と」に と

っ て 重要 な の は 、「障害者」と され る人物 に内

在す る性質そ の もの で は な く、「A は 障害者

で あ る」 とい う認識 の 方で ある 。
こ の よ うに

考 える と、構図の 区分は医学的事実 として の

「障害」 の 有無で はな く、人 び との 認識 に よ

る取 り決めに よ っ て い る とい うこ とになる。

　 しか しなが ら装 い が装 い で ある と判明 す る

（＝ 装い が失敗する）こ ともある 。 装い が失

敗する とい うこ とは、人び とが 医学的事実 と

して の 「障害」 の有無に よ る区分 を 「障害者」

と 「健 常者」 の 区分として 忠実に実行 して い

る こ とを示 して い る。

　装 い の 成功 と失敗をめ ぐ っ て 、構図 にお け

る 「健常者」 と 「障害者」 の 区分は確固 と し

て 存在する もの で はな く、「ずれ 」が 生 じ曖昧

化 して しま う可能性がある こ とを示 し て い る。

　 しか しそ もそ も装 うこ とが可能で ある とい

うこ と自体、ある差異が装 うに値す る差異 で

ある と認識 で きるか ら こ そ行われ る こ とだ。

そ こ で次に、「障割 が装 うに値す る差異 と し

て 作用 しない 可能性 ＝ 構図にお け る 「障害者」

と 「健 常者1 とい う二 元的 な区分が そもそも

成 立 しない 可能性 を提示す る。

（2）医学的事 実と して の 「障害1 の 構築性

　　医学 的 事実 と して の 「障害」 の 社会的構

築性 を明 らか にす る と い うこ とは、医学的事

実 と して の 「障割 が普遍的なもの で ある と

い う見方 を疑 うこ とに なる。まず何 らか の 差

異が ある 。 そ の 中 の どの 差異に 「障害」 とい

うカ テ ゴ リーを付与 し、医学的事実 と して の

「障害」 と認知 す るか 、そ の 選別が社会的 、

文化的な もの で あ る。こ こ で は ジ ェ フ ・ク ル

タ
ー

（訳 書　 1998） に よ る鎌形 赤血 球の 例

（278 −279 頁）とマ クダー
モ ッ トとヴァ レ ン

ヌ （1995）によ る ヴィ ン ヤ
ー

ド島の コ ミュ ニ

テ ィ の 例 （325 頁） をもとに考察す る。両者

の 例は 、
「障害」が あるか ら 「困難」なの で は

なく、「困難」 が ある か ら 「障害」なの だ とい

う理解を可能にす る 。 また 厂障害」 を社会的

構築物 と して 考え る視点は 、それが 「障害」

とな らな い よ う再定義で き る可能性 を与 え て

くれ る。それ は 「障害」 が 人ぴ とを識別す る

重要な指標 とはな らなず 、 装 うに値す る 「差

異」 として は通用 しない 可能性 で あ る。

4．構 図の 解体に向けて

　構 図を解体す る とい うこ とは、「障害者］
・

腱 常者」 と い う区分に対する人び との 帰属

実践を変更する と い うこ とで ある。それ は言

い か えれば 「障害者」
・「健常者」 と い うカ テ

ゴ リ
ー

へ の 対応の 仕方 を変 え る とい う こ とで

ある。「障害」が構築物 とし て ある の だ とい う

視点 は、「障害」を再 定義する こ とに よ っ て カ

テ ゴ リ
ーへ の 対応 め仕方 を変更 し、構図自体

の 変革を促す布石 とな る もの で ある 。 だが こ

こ で 注意せ ねばな らない の は 、構図 を解体す

る とい うこ とは、「障害者」である こ とを否定

す る こ とに よっ て 、「障害者」が必 要 とする社

会福祉制度上 の サ
ービ ス を彼 らには不必要 な

もの だ とみなすこ とを意味 して い る の で は な

い
。 福祉の 対象 となる こ とは、抑圧 の 対象 と

なるこ と で はない 。に もか か わ らず 両者 は混

同 され得 る 。 こ の 混同 を断 ち切 り、＜ 抑圧者

〉 とく被抑圧者 〉 と い う 「障害者」 と 「健 常

者」 の 位置をず ら して い くこ とが 目指 され る
べ きだろ う。

　 「障害者1 と 「健常者」 の 二 元的構図の 安

定性 が脅か され るとい うこ とは 、「障害者」と

い うカテ ゴ リ
ー

の み が問われ て い る の で は な

い 。支配的な位置 にある 「健常者」 とい うカ

テ ゴ リー自体 も問われ て い る の で ある。
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