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過剰コ
ー ド化／ 過 小 コ ー ド化

〜 理 工 系人材養成 ・ 学力低 下 問題の 言説研究を事例として 〜

（1）教育社会学におけるコ ードの 理論に つ い て

　 教育社会 学 の 研 究 に お い て コ
ー

ドに 関する議

論は こ れ ま で も理 論研究を中心 と して 頻繁に 取

り上 げ られ て きた。しか しそ こ で用 い られ る 「コ

ー
ド」や様 々 な 「○○ コ

ー
ド」 とい っ た もの は 同

じ術語 で 容易に くくる こ とが で きる も の で は な

さそ うで あ る。コ
ー ドが統辞体系や意味体系を指

す の か、受信者の 反応を指す の か、あ る い は こ れ

らを結び つ け る （観察者ある い は行為者）の 解釈

規則や構成 的規則に つ い て の 理論な の か、は た ま

た 二 分法 な どの 区分を表現す るも の な の か は 論

者 によ っ て 大 きく異なっ て い る 、　 N ．ル
ー

マ ン

等に依拠する研究を若干 の 例外 と し て 、多 くの 研

究は言語理論 ・記号論の コ ー ド概念を借用 して い

るに もかかわ らず、で ある。

　無論 、こ う した用語 の 同音性 は 根 拠が認 め られ

な い もの で は な い し、個別 の 記述 に お い て 有効 で

ある場 合 も多 い ため に完全 に排除す べ き も の で

はな い が、それが コ ー ドの 理論に つ い て の 明晰 さ

を損な っ た り、議論の 混乱 を招 い た りす る こ と に

つ なが っ て い る こ ともまた確かな こ とで あ る。

　こ れ ま で も コ
ー

ドの 理論 に つ い て の 誤解は し

ば し ば指摘され て きた。コ ードの 理 論 は こ れ らを

ふ まえ、そ の 理論的背景 を も視野 に い れ なが ら再

検討され る 余地があ る だ ろ う。

（2）言説研 究とコ
ードの 理論

　U ．エ
ー

コ は コ
ー

ドの 理 論 の 対象に つ い て 次 の

よ うに述べ て い る。

　も し 嘘 つ きが あ るや り方 で 行 動 す る こ と に よ っ て 病

気で あ るふ りを した ら、こ の 講堂の 記 号 論 的 な機 能 は、
当人 が本 当 に 嘘 を っ い て い る の か ど うか とい う事実 と

　　　 佐 野 秀行

（上 智大 学大学院文学研 究科博士後期課程 ）

関係な しに分 析 で きる わ けで ある。嘘 を つ くこ とが 可

能 で あ れ ば、必 ず 記 号 機 能 が 存在す る。
つ ま り、現実

に 対 応す る もの が 無い の に あ る こ とを意味す る （そ し

て そ れ を伝達す る ） こ とが で き る とい うこ とで あるD
コ
ードの 理論 は、嘘を つ くた め に 利 用 され うる こ と全

て を対 象 と しな ければな らな い

　 コ
ー

ドの 理 論 の こ の よ うな範囲 の 設 定 は意味

作用 の 自立性 を強調 す る とい う点で 社 会的搆築

主義の 議論を補完す るもの に もなるだろ う。

　 コ
ー

ドの 理論は こ れ ま で イデ オ ロ ギーや 属性

に関連付けられ る こ とが多く、しばしば安定 し た

構造 と混同され が ち で あ る。し か し確 立 され て い

な い 規則に よ っ て テ ク ス トを解釈す る こ と を 容

易に想定 し うるよ うに、コ
ー

ドは流動 的な もの で

ある。

　 エ
ー

コ は特に コ
ー

ド化 され て い ない 規則 を想

定 して テ ク ス ト解釈 を限定す る こ とを余剰 コ ー

ド化 （extra −
coding ） と呼 ん だ 。ま た 、さらに コ

ー
ドの 存在 が確定で きない とき に、潜在的 な コ ー

ドを想定 す る過小 コ
ー

ド化 （undercoding ） と、

既 存 の コ
ー

ドで解釈で きな い 場合 さ らに細か い

規則を加 える こ とを過剰 コ ー ド化 （overcoding ）

と呼ん で い る。

　 エ ー
コ の こ う し た 二 つ の コ

ー
ド概念を拡大 し

て 言説研 究 に 適 用す る こ とが 本報告の 目的で あ

る。特 に 近年盛 ん に 議論 され て い る 「学力低下問

題」 を事例 と して 取 り上 げる こ とにする。

　実態 の 診断や ワ ラ ン トの 提示作業が 中心的 で

あ る こ の 問題 も、問題 の 真偽 の 判定 とは 独 立 して 、

レ ト リ ッ クや そ の 受容の 記述 に つ い て の格好 の

材料を提供 して い る か らで あ る。
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（3）事例 ：学力低下 の 言説研究

　H ．ブル
ー

マ
ーに よれ ば、社会問題は 「固有 の

構 造をもっ た
一組の 客観 的 な 事象 で はな く、集合

的な定義過程 の 所産 で あ る 」 とされ る。

「学力低下問題」は 大学生 の 理 数系学力 の 問題 を

1 つ の 契機 と して い る。
一

連 の 議論が拡大 して ゆ

く過程は ドメイ ン 拡 張 とみ なす こ とが出来 る。ま

た、こ の 問題 の 個々 の 指摘や議論 の 変化は、人 々

に よ っ て 受容され て い る と こ ろ 「学力低下問題

との 間に
一定の ズ レ をもっ て い る こ とか ら、D ．

ス ノ ウらの 用語 に よるな ら ば、マ ス ターフ レ イ ム

に対す る フ レ ーム 調整 の 過 程 とみ なす こ とが出

来る 。

ス ノ ウの 議論 はあ る ク レ イ ム が人 々 の 支持 をえ

るた め に 、よ り受容 さ れ や す い 練 られ た 主 張

　（elaborated 　master 　frarne）を利 用 し、それは

ク レイ ム の 創出 か ら衰退 ま で 様 々 な形で 関与す

る とい うもの で あ る 。

　 本報告で は、学力低下問題 に こ うし た視点を後

述する コ
ー

ドの 議論 と比 べ なが ら検討 し、議論の

経過を記述す る。そ の 際には こ れ ま で の 議論よ り

す こ し長めに タイ ム ス パ ン を設 定す る こ とを提

案 した い 。 学力低 下問題の 契機 とな っ た理数系分

野か らの ク レ イ ム は今か ら 10 年以上 まえ か ら

同 じ論点を持ちなが ら、様 々 な形を と っ て変奏 さ

れ続けて い るか らで あ り、そ れは今 日の 議論 の 前

哨戦 とも言 えるもの だか らで あ る。

学力低下 理科離れ 理工系離れ 製造業離れ

2002 28 4

2001 ll 19

2000 12 3

1999 9 3

1998 1

1997 4 1

1996 L L 5

1995 斗 3

L99喋 LO 3

1993 1

1992 2 L

199L 1

lggo 匠 1

L989 2 5

L988
1

【表 1　朝 日新 聞 CD −ROM 版 に よる見出 しの カ ウン ト】

（記事 に つ い て も 同様 の 傾 向 が 見 られ る ）

　理 工 系離れや理科 離れ とい っ た、学力低下問題

に 先行 して い る議論 を こ こ で は便宜上 「理 工 系 人

材養成 の 問題 」と して 学力低 下問題に 対比す る こ

とす る。両者は多 くの 共通点を持っ て い るが 、議

論 の 形成、拡大過程 と い う点で は 大 き く異 なっ て

い る。前者は漠然 と し た仮説 に依拠 しなが ら、当

初 の 製造業 へ の 就職者数、理 工 系学部進 学者、理

科教 育の 問題 とい う よ うに 実証面 で 挑戦 され な

が らも焦点を変えて 継続 し た もの で ある。

こ うした問題 の 形成過程 は
一

種 の 不 正 確な コ
ー

ド化 、 過小 コ ー ド化 の 例 とみ なす こ とが出来る 。

反対 に後者は既存 の コ
ー ドに さらに細か い 解釈

規則や ワ ラ ン トを加 え る議論で あ り、過 剰 コ
ー

ド

化の 例 とみ なすこ とが で き る。

　 こ れ らを様 々 な試行錯誤 を へ て 学力低下問題

が成立す る過程 とみ なす こ とも出来 る が、理 工 系

人材養成 の 問題 で は人 々 を共 鳴させ る 議論 に な

らなか っ た、と考え る こ とも出来 る。

　 ス ノ ウらは ゴ フ マ ン に な らっ て フ レ イ ム を 「過

去や現在の 環境 にお け る対象や状況 、出来事 や経

験、
一
連の行動を選 択的に 区切 り、コ

ー ド化す る

こ とに よ っ て 世界 を単純化する解釈枠組 み 1 と定

義 して い る 。

　 こ れま で社会問題 の 議論に お い て そ の 発 生 ・受

容過程 を説明する レ トリ ッ クの 扱 い は コ ノ
ーテ

ーシ ョ ン が 中心 で あ っ た 。 しか し レ トリ ッ クを説

得 の 技法 とい う本来 の 意味で とらえ るとき、何と

何 が どの よ うに 結び 付 け られ て 議論 が形成 され

て ゆ く の か と い う形式 に つ い て の 議論 もま た レ

　ト リ ッ ク の 考察に含まれ るべ きだ と言 える

引用文献
Blumer，H，1971．”Social　Problems　as　Col1  ロve 　BehaVior．”SoCial　Problems　181

298・3o6　
DavidA 、　Snow 　a皿d　Robert　D ．　Benford　1992　fMaster　Frames 　and 　Cycles　of

Protest
”
　in　Morris，　Aldon 　D．　andCarolMcClurgMuller 　edS 　 Frontiers 　in

Mlg。rt・・r，S．a ・d・C．L．B ・sk ．1988．／／Th ・ R ・se　a・d　F ・ll。f　S 。Cial　Pr ・bl・ms
』
A

PubhcArena　Mode1 、「卩American 　Jour ロ al　ofS   iQlo
呂y 　94 ：53・78、

暑田 弘三　1999 年　「理］．系人 率オ養成を めぐる問題　
一

理 1二系離れ、科学1支術離

れ 、理 科離れ 亅『通 史　日本 の 科学 技術』 第 5 巻

Sodal　MovementTheory ，　Yale　University　Press．
ユ
ー

リ
ー、M．v トマン、磯谷考訳 、1998、『文学理論と 構 造 註義』 sth　t，．i，9−bJ，．

U ．エーコ、池 ヒ嘉彦 眠、1980C1976 ）．『i｝己号論 1．n 』、岩波i凱」．

U．エ
ー

コ 、谷 ［．1勇 訳 、　1996 （1992 ）、　『記 号崘 と‘語哲学』国 文社，

一 137一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


