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逸脱 の ボ ー ダー レ ス 性 に 関す る
一

考察

山 口 毅 （東京 大学大学院）

　本発 表 は 、逸脱 の 「ボーダー レ ス 性 」 に

つ い て の 素描 的 な考 察で あ る 。
こ こ で い っ

逸脱 の ボーダ レ ス 性 と は 、逸脱 行動 と そ う

で な い もの 、お よ び 逸脱 者 と そ うで な い 者

の 境 界が 、 揺 ら い だ り曖 昧 で あ る こ と を指

した 用 語 で あ る。逸脱 の 「ボーダー レ ス 化 1

や 問 題 行動 の 「グ レ イ ゾ ー
ン の 拡 大 」 が 指

摘 され る の に と も な い 、逸脱 の ボ
ーダー

レ

ス 性 は 、病 理 的な事 態 を示 す現象だ と捉 え

られ る よ うに な っ た。同 時 に そ れ は 、諸個

人 に うま く規 範が 内 面 化 され て い な い こ と

を意味 す る こ とだ と解釈 され が ち で あ っ た．

そ の 場合 の 対応策 と して 唱 えられ る の は 、

逸脱 の 基 準 を め ぐ る合意 の 回復 と 、 諸 個人

に よ る適切 な規 範の 内 面化 で あ る。 こ うし

た 見 方 は 広 くみ られ 、 逸脱 の ボ ーダー レ ス

性 が 問題 と して 表 れ 、 特 定 の 解 釈を 与 え ら

れ、対 処 され るひ と つ の パ タ ーン とな っ て

い る。

　 こ うし た 把握 が な され る とき 、何 が 逸 脱

で 何 が 逸脱 で な い か とい うこ とは 、全体 社

会 で 所 与 の も の で あ る は ず だ と い う逸脱 観

　（合意 モ デル ）が 前提 とな っ て い る。だ が 、

所 与 と し て あ ら か じめ存在 し て い る よ うな

逸脱者集 団 は 、逸脱 が ボーダ レ ス 化 し た情

況 で は措 定 し難 くな る 。 そ の た め、逸 脱 者

集 団で は な く、い つ で も逸脱 し か ね な い 「個

人 1 一
般 が 単位 と して 重要 に な っ て くる 。

個人 の 有す る特 性 や能 力 に 関連 した カ テ ゴ

リ
ー

が 注 目 され る の は そ の た め で あ る。先

に 挙げた見 方 は 、 合意 モ デ ル を使用 し つ つ
、

一
部 の 集団 で は な く、

一
般 的 に 諸 個人 の 状

態 が 病 理 化 して きた と い う こ とを 示 す方 法

で あ る。

　だが 他方 で 、逸 脱の ボ ーダー レ ス 性 へ の

着 目は 、社 会 的 に 逸脱 に つ い て の 合意 が 調

達 され る と い う合 意 モ デ ル の 前 提 を 、掘 り

崩 し て し ま うも の で も あ る。逸 脱行 動 とそ

うで な い 行 動 の 境界 が 把握 し が た い こ とが 、

問題 とな る か らで ある。そ の た め 、合 意モ

デル 的な 前提 か ら逸脱 した 現状が 、そ れ 自

体 、 病理 化 され て い る わ け で あ る 。こ れ は 、

合意 モ デ ル の 前 提 を踏 ま え た 通 常 の 逸 脱分

析 の 手 続 き と は 異 な っ た 方法 で ある 。 した

が っ て 、現状 の 分析 の た め に は 他 の モ デ ル

を用 い て み る必 要が あ る。

　そ もそ も、 日 常生 活 の 場面 で 、逸脱 の ボ

ーダ ー レ ス 性 が 成員 に とっ て 問題 と して 立

ち表 れ て く る の は 、 どの よ うな場 合 だ ろ う

か 。規範 が 直接 に 行 為 を指 示 す る と想 定す

る合意モ デル 的 把握 で は 、こ の こ とを うま

く捉 え られ ない 。規 範 と行 為 とを媒介 す る

状況 定 義 の 作 用 が 無 視 されて い る か ら で あ

る 。 行 為 は 、 ど の よ うな 場 面 で あ る か を あ

らわす 状況 定義 を 指示 し、ひ るが え っ て 状

況 定義 しだ い で 当の 行為 の カ テ ゴ リ
ーも左

右 され て し ま う。 した が っ て 、規範 を 内 面

化 し て 行為 し て い た と し て も、特 定 の 行 為

が逸 脱 で あ る か ど うか は あ らか じめ 定ま っ

た もの で は な い
。 成員 に と っ て も逸 脱 の ボ

ーダー レ ス 性 が 問題 と し て 立 ち表れ る端 緒

は 、 規範 と行為 と を媒介 す る．状況 定義 の そ

う し た 特 徴 に あ る。

　 規 範 と行 為 と を状 況 定義 が 媒介 す る こ と
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は、原 理 的な こ とが らだ が 、そ れ が 成員 に

と っ て き わ だ っ た 問 題 と し て 表 れ るか ど う

か は 、別 の こ とで あ る 。 成員 に と っ て そ う

し た 問題 が きわ だ っ て く る の は 、ボーダー

レ ス 化 した逸 脱 カ テ ゴ リ
ー

の 特徴 に 由来す

る側 面 が 大 き い
。 問 題 化 され て い る逸 脱 カ

テ ゴ リ
ー

に は 、 日常的 な関係 性 を め ぐる カ

テ ゴ リ
ー

が 多 くみ られ る 。そ もそ もそ うし

た カ テ ゴ リ
ー

は 、成 員 に よ っ て 、 状 況 定義

に相 関的で あ り か っ 流動 的 な もの と して 受

け止 め られや す い カ テ ゴ リー
で ある とい え

る 。 ま た それ らの カ テ ゴ リーの 多 くは 、近

年 に な っ て 社会 問題 化 され 、「逸脱 の 政 治」

（石 川 准 ） の な か で 対 抗 的 な価値 を付 与 さ

れ た カ テ ゴ リ
ー

で もあ る 。そ の た め 、カ テ

ゴ リ
ー

の 価 値 （逸脱 的 か 否 か 等 ） は 多義的

に な り、流通す る逸脱 定 義 は複 数 の も の と

な る。 ま た 、特 定 の 行 為 に ど の よ うなカ テ

ゴ リ
ー

が 付 与 され る か と い っ た こ とも 、 よ

り状 況依存 的 に なる。す なわ ち、逸脱 定義

の 複 数性 と状況 定義 の 複 数性 が 、成員 に と

っ て 意識 され やす くな る の で あ る 。そ の た

め 、 共 在状況 で は 状況 定 義 の 不安 定 化 が進

行 し、成 員に と っ て の 問題 と して 立 ち表 れ

て くる 。

　先 に 挙 げた 合意 モ デ ル 的 な把 握 は 、潜在

す る複 数 の 逸 脱定 義 と状 況 定義 の 並 存 ・対

立 関係 を バ イ パ ス し て 考 え る こ と で 、成員

一
般 の 個 人 的 能力 を標 的 と した 問 題 構 成 を

作 り上 げて い た 。その よ うな方 法 は 、ゴ フ

マ ン が 強調 し た 、共 在 に お け る 日常的 な振

る舞 い 方 の
一

側 面 と同型 で ある。す なわ ち、

状況 定 義 の 複数性 を 単
一

化す る 厂作業合 意」

を重ん じ 、そ の 作業 の 矛 盾 を個 人 に帰 責す

る よ うな 振 る舞 い の 文法 で ある。 こ の よ う

な振 る舞 い の 文 法 に も とつ い て 行 為す る こ

とを、成 員間 の 平等や 能力 主義 と い っ た 理

念 を め ぐ る政 治 的 な 「シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 」

（ム フ ） の ひ と つ の あ りよ う と し て 捉 え る

こ とが で きる 。

　 こ の タイ プ の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ に は 、次

の よ うな 矛盾 が あ る。逸脱 の ボ ーダー
レ ス

性 が 病理 的 で あ る こ とはす なわ ち、成 員
一

般 が 病理 的で あ る こ と を意 味す るの だ っ た 。

だ が 、逸 脱 の ボ ーダー
レ ス 性 の 病理 化 と解

決 策 の 実施 は 、す で に 成員 が 用 い る振 る舞

い の 文 法 に組 み 込 ま れ て い る。した が っ て 、

病理 の 指 摘 と解決 自体が 、病理 の 構成 要 素

とな っ て しま うの で あ る。

　 こ の よ うに み て くる と 、 逸脱 の ボ
ー

ダ
ー

レ ス 性 に 関 して 見 極 め な け れ ばな らな い 分

岐 は 、諸個 入 に規 範が うま く内 面 化 され て

い な い こ とを、許 容す る か ど うか とい っ た

こ と で は な い
。 そ れ は 、逸脱 定義 の 複数 性

お よ び 状 洗 定義 の 複数性 を 、 個人 の 能 力 に

帰責 さ せ て 処 理 す る と い う方 法 を 前提 に し

た 問 い で あ り、シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 特 定 の

あ り方 を前提 と し て い る か らで あ る。そ れ

に 対 し て 、逸脱 定 義や 状況定義 の 複 数性 が 、

個 人 の ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 複数 性 と結び つ

い て い る こ とに着 目 し、そ こ に焦 点化 した 、

別 の 種類 の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ の 構成 も ま た

可 能で あ る。 こ の よ うなモ デル の 分 岐が 、

問 わ れ る べ き こ と が ら だ と い え るの で は な

い だろ うか 。
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