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「不登校」 をめ ぐる社会運 動にお ける

〈 運動ナ ラテ ィ ブ 〉 の 領有一
不 登 校体験記 の 分析 を 中心 に

一

森　啓之 （慶應義塾大学大学院）

1．　 問題設定

　既存の 社会学的不登校研 究は、教 育行政や 心 理

臨床 専門家等に 注 目 し、「不登校］ に関す るク レ

イ ム の 展開 を描写 して きた（樋 田 1997）。 ま た 物

語論 に立脚す る論考は 、人 々 の 間で保持 され る物

語形式や、そ の 物語 を生 み 出す社会的状況 に 言及

し て きた（北 山 1999，瀬戸 2001）。 しか しそれ ら

の 論考は、個別的 な コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン空間 にお

い て 、い か に 「不登校 」 をめ ぐる意 味付 与がな さ

れ 、またそ の 空間の 人 々 が、意味付与 された対象

を、い か に 領有 し っ つ ア イ デ ン テ ィ テ ィ 形成 を図

る の か とい う点 へ の 焦点化が不十 分 で あ っ た 。 そ

の 研 究背景 の なか、山田（2002）は 、親の 会とい う

コ ミ ュ ニ ケー
シ ョ ン 空間 にお い て 、そ の 会 の 心 理

臨床専門家の 言説 の 影響下、親 の会参加者が 、い

か に 「不登校」 へ 意味付与 を しつ つ
、 ア イデ ン テ

ィ テ ィ 形成す る の か描写する。しか し 山田 の 論考

は 、親 の 会 の フ ィ
ー

ル ドワ
ー

クに基 づ くもの で あ

り、そ の専門家 の 言説 の 社会的背景 を十分に描き

得 て い ない 。親 の 会とい うコ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン 空

間に お い て も、当該社会におけ る文脈依存性は否

定 し難 く、そ の 空間が受け る社会的処 遇や歴 史的

背景 を詳細 にみ て行 く事が必 須 とい える。

　以 上 の 先行研 究を踏まえ、本 研究 目的 は次 の 2
点 で ある。1 点 目に 、

「不登校」を め ぐる論争 の 「場」

や そ れ へ の 参与者 が 明瞭 で ある 「場 」、そ の 様な意味

産出過程や意 味付 与 の ダイ ナ ミ ク ス が、あ る程度

の ま とま りを持 っ て表出す る 「場 」 に注 目 し、そ

の 「場 」 が
、 社会的 ・歴史的状況 の 中で 、い かな

る 処遇 を受ける の か 掘 り下げる点。2 点 目は 、 そ

の 「場 」 の 参与者は 、そ こ で意味付与され た対象

をい か に領有 しなが ら、自らの ア イデ ン テ ィ テ ィ

を形成す る か を掘 り 下 げ る 点 で あ る。

　本論は、そ の 様 な 「場 」 の 1 つ と して 、「不登

校 」 をめ ぐ る社会運動に 注 目す る。そ の 運動 は、
「登校拒否 を考える会 」や 「登校拒否を考え る 全

国ネ ッ トワーク 」 とい うかた ち で相互 連携 し、不

登校 の 肯定性を主張し てきた。全国的な組織状況

や、定期的抗議集会 とい っ た活動の恒常性等、そ

の 社会的影響力か らみ る と、不登校 を問題視 し治

療 ・矯 正 ・管理 対象化 し よ うとする勢力 に強力 に

対抗 し続 けて きた反差別 の 社会運 動 で あ る 。

　先行研 究 は 、同運 動を、不登校 を治療 ・矯正 ・

管理対 象 とみ なす教育行政や心理臨床 専門家等

の 勢力 と対 立 的に並置 し得る 1 つ と し て 注 目 し、

不登校 の 肯定性 を主張する 「一枚岩 」 の 存在 と 捉

えて きた 。しか し 社会運動 とい う 「場 」
へ の 参 与

者 は 、 そ の様に 1 つ の あ り方に収斂 し な い。運

動体が 示 す 「価値」 に共鳴 しそれ を領有す るあ り

方 に は 、幾っ か の もの が想定 され得る。

　こ の 点は 経 験 的社会運動の 実証 分析 に蓄積を

持 っ 社会運動研 究 の 議論が参考に なる。ベ ン フ ォ

ー
ド（Benford，2002）は 、潜在的1顕在 的社会運動

参加者が 持 っ 2 つ の ナ ラテ ィ ブ とい う分析枠組

み を導入 する。1 つ は 「運動ナ ラテ ィ ブ 」 で 、も

う 1 っ は 「参加者ナ ラ テ ィ ブ」 で あ る。運動 ナ

ラテ ィ ブ は 、 運動体に関し て、またそ の 運動 体が

変革を希求す る社会 に関す る 目標 ・典型的エ ピ ソ

ー
ドを含む。参加者ナ ラテ ィ ブ は、参加 者個 々 の

運動経験やそれ に 関連す る 内容 を 含 む。両者 の 間

に は 、後者が前者 の 形成 を助け る リフ レ キ シ ブ な

関係 も存在する 。 し か しア メ リカ の 平和運動体を

事例 と してベ ン フ ォ
ー

ドが経験的に 示すの は、ど

の 様 な 「分権的集 団 」 （ibid．：66）で も 、 運 動ナ ラ

テ ィ ブ が 参加者 ナ ラ テ ィ ブ を規定 し方向付 ける

面（「ナ ラテ ィ ブ ・コ ン トロ ー
ル 」）で ある。社会

運動 の 中心的成員は 、潜在的1顕在的な運動 の 担

い 手に対 し、運動 体 の 主張や運動体自身 へ の 関心

を誘発 し、そ の 担 い 手 の 経験 の 意 味付 けを行 う。

　 ベ ン フ ォ
ー

ドの 議論 か ら得 られ る視座は、次 の

点 で あ る 。 社会問題化 された現象をめ ぐり、運動

体が顕在的1潜 在的 な運 動 の 担 い 手 に 示 す主 張

（＝運動ナ ラ テ ィ ブ）に 、それ らの 担い 手が共鳴 し

領 有す る場合 で も 、 そ の あ り方（鴬 参加者ナ ラテ

ィ ブ）に は 、ある程度 の 幅 が 存在す る。それ は 、

そ の 主張 へ の 批判・反論で は な く、賛同す る場合

で も賛同 の しか た に幾つ か の あ り方が存在する。
ア イデ ン テ ィ テ ィ

・ポ リテ ィ ク ス と呼 ば れ る反差

別 運動で い えば 、 運動体 は、因習的に 否定視 され

る ア イ デ ン テ ィ テ ィ を肯定的 なも の へ と書き換

えを図 る 。 そ して 被差別者が、肯定的に書き換え

ら れ た ア イデ ン テ ィ テ ィ に 共鳴 し それ を領有す

る場合、そ の あり方は
一様では な い

。 領有する 点

に つ い て は 「一枚 岩 」 で も、い か に そ うす る か に
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っ い て は 「一枚岩」 ではな い 可能性があ る。

　また運動惨 加 者 ナ ラ テ ィ ブ は 、同時に 「パ ブ

リ ッ ク ・
ナ ラテ ィ ブ 亅 （Davis 　2002 ：23）か らも解放

されず 3 つ は 相互 に 関連する。個 々 の 現象 が い

か に語 られ るか は 文脈依存的で あり、運動ナラテ

ィ ブが、そ の 置かれ た社会で 、い か な る 処遇を受

ける か検討する事を通 じ、運動ナ ラテ ィ ブの 輪郭

をよ り鮮明に浮び上が らせ る事が で きる。

　本論 は、社会運動研 究か ら以上 の 示唆を得て 、

同運動をとりま く社会的・
歴史的状況 を概観 し 、

そ の 運動 ナ ラ テ ィ ブ を領有す る者た ち の 声 をみ

る。

2．　 運動 をとりま く社会的背景

　同運動 の 展開 を概観す る と、そ の 萌芽は 1970

年代に 発足 した 「希望会 」 で ある。希望会 とは 、

不登校す る子 どもの 保護者 が作 っ た親の 会で あ

る。そ れは 、国立国府台病院 の 中に生れ、同病院

の 渡辺位氏 を中心 に 活 動 し て い た。そ し て 、そ の

希望会を契機 と し て 1984 年 に 「登校拒否を考え

る会」が生まれる。そ の後、登校拒否 を考える会

は 、各地 の 親ノ市 民 の 会 と連 携 し 「登校拒否を考

え る 全 国ネ ッ トワ
ー

ク」 を生み 出す。そ の 運動発

展 に 中心的 に 関わ る奥地圭子 氏 は 、1983 年 出版

の 渡辺氏 の 著書に つ い て 「『登校拒否 学校 に行か

な い で 生 き る 』は 登校拒否 の 歴史 を変え た 本 と い

える。それま で い ろ い ろ と出版 され て い た本 は 登

校拒否 を治す発想 の 本 だ っ た。 こ こ で は じ め て 、

登校拒否を受け とめ 、肯定する本 が出、流れ を変

え て い っ た の で あ る亅（不登校新聞 2002 年 9 月 1

日）と述 べ る 。そ の 「登 校拒否 運 動 」 （奥 地 氏

1991 ：294 ）は 「治療主 義 ・訓練 主義 」 （ibid．：294）
に反 対 し、親 の 会活 動 に フ リー

ス ク ー
ル ノフ リ

ー

ス ペ ース 活 動等を加 えなが ら展 開す る 。 （略）

3．　 〈運動ナ ラテ ィ ブ〉の抽出

　 同運動 の 運動ナ ラ テ ィ ブを抽出する 上 で 、不登

校新聞創刊か ら続 く連 載記事 「相談 」を中心 に分

析 した 。 不登校新聞とは、同運動と関係する全国

不登 校新聞社が 発 行す る不 登校 に特化 した情報

を提供す る媒体で 、同運動の 中で 機関紙的役割 も

担 う（2004 年 6 月 15 日号よ り 「Fontel と紙名

変更。紙名変更に伴い 連載記事 「相 談 」 は 終了 し

た が、記事形式 を変更し た新連載記事 「Q＆A 」

が 2004 年 7 月 1 日 号か ら開始 され た）。連載記

事 「相談 」 は 、例 え ば、子 ど もが 学校 に 行 か な く

な っ たが ど う接す るべ きか とい っ た読者が持っ

多様な質問が寄せ られ 、それ へ の 回答にお い て 適

切 な対応法 が示 され る。質問は、不登校する子 ど

も の 保 護者や不登校 す る子 ども本人等か ら寄せ

られ る 。
「相談」の 回答者は若林実氏（元小 児科 医）、

多田元氏（不登校新 聞名古屋 支局理事）、奥地圭子

氏 （東京 シ ュ
ー

レ 代表）他 の
、 同運動に 中心 的に 関

わ る人 々 で ある。「相談亅 に寄せ られた質問 へ 回

答者が い かに回答す るか をみる事に よ り、同運 動

の 運動ナ ラテ ィ ブ、言 い 換 えれ ば、そ の 「場 」 の

参与者 に よ る 領有 の 対象 とな る もの をま とま っ

たか たち で抽出で きる。

　 「相談 」 の 分析 か ら、回答 に は 渡辺 位氏 の 「不

登校」
・「登校拒否 」認識枠組 み の 影響が存在す る

と分か る 。 また同運動にお ける肯定的不登校観 も

顕在化 し、それ は 「既存の学校 へ の意識的 ・無意

識的批判と し て の 不登校 」 「不登校 を有意義な も

の と肯定する 」「学校経験の 傷を癒す 」 「そ の 子 ら

しさ の 回復」 「既存 の 学校以外で の 主体的な学び

や成長」「不登校後 の 積極的な生 き方 の 組み 立 て 」

等の 内容 が 含 まれ る。

4．　 〈運動ナ ラ テ ィ ブ 〉領有の あ り方

　運動ナ ラテ ィ ブ領 有の あ り方 は 、 同運動やそ の

関係す る人 々 が発行する不 登校体験記 を資料 と

し て 分析 し た。そ して 「相談 」 の 回答で 示 され る

声に 、体験記 で 示 され る声 が 共鳴 し領有する 面 と、

そ の あ り方 を幾つ か 見出し得た。

　そ の あ り方 の
一部を示す と次 の 様にな る。例え

ば 不 登校 の 肯 定 性 に 関す る 言 明 に 注 目す る と

「
“

開き直 り…と い うよ り、学校 を休ん で い る こ

と に 自信 を持 っ
”

とい うこ と1（セ ル リア ン 1993）
と 、 不登校の 肯定性を基調 とす る領有が み られ た。

しか しそ の
一

方 で 「今まで 世間と違 うこ とは い い

こ とと思い な が らも、つ い 世間 の 要求 に 合わせ た

方 が い い の で は と揺れ て い た 私 で した。……
自分

が 納得すれ ば世 間 の 目なん て ど っ ち で も い い と

余裕 もでて きま した 。 私 は 私 ら し く、頑張 りすぎ

ず、納得で き る こ とを見極め て 生 きて い こ う と思

え る よ うに な りま した 1 （大河原氏 1995）と、単

に不登校の 肯定性を示す の でな く、また不登校 を

否定視も しな い 、〈 探求 〉 を基調 と し た領有も存

在 した。前者は 「  不登校開始 ・葛藤（悩 み 1）→

  不登校肯定（悩 み 1 解消）」 が表出し、  を 乗 り

越 え  に 至 る 事 が 可 能 と示 され る。後者 は 「  不

登校 開始 ・葛藤（悩み 1）→   不登校肯定（悩み 1 解

消）→   不登 校肯定 とい う思 い の揺 らぎ（悩み 皿）
→   探求 」 が表出する。後者は、  か ら  を経験

し た が
、 それ の みに よ っ て 自らの 状況 を説明 しき

れず 、   か ら  ま で が 表出 して い る 。 悩 み 1 と悩

み llは、  を経由 して い る点 で 異なる。（略）

（運動 を とりま く社 会的背 景、連載記 事 「相談」 と不登校体験

記 の 分析 結果／件 数、分析資料選択理 由等、省 略部 分 を含む

詳 細な説 明、ま た 引用 資料 ・参 考文献表 は当 日配布 しま す）
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