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犯罪報道の 国際比較分析 の 試み

一
日米英三 力 国の 新聞報道 を素材に して

一

牧野　智和 （早稲田大学非常勤）

1 ，問題設 定

　 1990 年代か ら 2000 年代 に か け て の 私 た ちの 社 会 を理

解す る
一

っ の キーワ ードに、「治安」 が ある とい えるだ ろ

う。オ ウム 真理 教の 関連 す る
一連 の 事件、セ ン セ ー

シ ョ ナ

ル に報 道され た少 年事件 の 数 々 、そ の他 や は り不 可解 と し

て 報 じ られ た 多 くの 事件。こ うした諸 事件 を受けて か、内

閣府 「社会意識 に関す る世論調査 」 にお ける 治安意識項 目

は、1994 年 か ら翌 1995 年 に か けて 「悪い 方 向 に 向か っ て

い る 」 と答え る者が 大 き く増 え、1998 年以 降は 「良い 方

向 に 向か っ て い る」 の 回 答者 を上回 っ て 現在 に 至 っ て い る。

　 とはい え、2011 年 の 同内 閣府 調 査 で は 「悪 い〜
」は 21．1％ 、

「良い 〜
」 は 13，3％ とな っ て お り、一時の ピーク を過 ぎた

よ うに み え る。オ ウム真 理教事件 は 関係 者 の 逮捕が相次い

で 終息 に
一．
歩近づ い た よ うにみ え （もち ろん被 害者 の 方々

に とっ て は 簡単に終 わ りよ うがな い もの だが）、「第四 の 波

か1 と言われた 少年 犯罪 も鎮静化 の 方 向に 向かっ て い る よ

うに もみ える、か らで あ ろ うか。

　 こ の、「か らで あ ろ うか 」 とい う言 い 方以 上 に 報告 者が

筆を進 め られ ない の は、2000 年代 前半 に、少年犯 罪 の 「増

加」 「凶 悪化 」 等に 関 して 多 くの 言及 ・論考 が あ っ た一方

で、そ の 後 の 状況 に 関す る 言及 ・論考 が ほ ぼ積み 重ね られ

て い な い こ とに 起 因 して い る、土 井 隆義 （2012 ）の 近 年の

少年 犯罪 減少 に 関する考察など、それ らは皆無 で は ない が、
それ で も当時 に 比 して 研究者の 注 目は強 い もの で はな い。

　また、先述 した、オ ウム 真理 教の 諸事件 等 を 「受 け て か」

とい う言 い 方 に して も、これ 以上 に は っ き りとした言 明を

報 告者は行 うこ とがで きない。つ ま り、1990 年 代 中頃以

降の 犯罪 不安 の 上 昇 に して も、そ れ が 何 に 起 因 し た の か、

検討 は 未 だ本格 的 に は行 われ て い な い よ うに 思わ れ る。

　 さて 、こ れ らか ら報 告者 が述べ た い の は、1990 年代 か

ら 2000 年代 にお ける 「社会 問題 と して の 犯 罪1 を総括す

る よ うな研 究 が 行 わ れ る べ きで は ない か とい うこ とで あ

る。

　犯 罪不安 とマ ス メディ アの 関係性、メデ ィ ア ご との 報道

の 特性、メ デ ィ ア 問の 関係 性、少年犯 罪報道 と成人 犯 罪報

道 の 相 似性 ・
相違性等々 、考察 しなけれ ばな らな い テ

ー
マ

は多 くあ る と思 われ るが、本報 告で はまず包 括的 な観点か

ら検討 を行 っ て い きた い 。すなわ ち、「社 会問題 と して の

犯 罪」 を と りあげ るまな ざ しの 国際比 較を行 うと こ ろか ら、
以 後 の 研 究 の 焦点 を絞 る手 がか りを得 る こ と。これ が本 報

告の 目的で あ る。

2 ．先 行研究 と課題設定

　近年 の 犯 罪社 会学に お い て しば しば言及 され る概念に、
「刑 罰 的ポ ピ ュ リズ ム Penal　Popu五sm 」 が あ る （Pratt

2007 な ど）。こ の 概 念 は、犯 罪をめ ぐる 「エ ビデ ン ス t （特

に、犯罪 をめ ぐる状況悪 化が確認 で きない とす るエ ビデ ン

ス ） よ りも個 々 の 事件 をめ ぐる （特 に 犯 罪被害者 σ）） 「エ

ピ ソ
ー

ド」 を重 視 し、また 「複雑で 分か りづ らい 」 司法 手

続 きよ りも 「簡 単で 明確 な」 処罰、つ ま り厳罰 に 傾斜 して

い く社 会意識 の 傾 向 を示 す 概念 だ と さ しあ た り整 理 す る

こ とが で きる （浜井 2009 ：　6−7）。

　 こ の 概 念が示 す傾向は、近 年の 犯罪 報道に 関す る研究 ・

論 考 か ら、日本の 傾 向 と一定 の適合性を もつ よ うに み える

（浜井 ・芹沢 2006、牧野 2006、2008、赤羽 2010 など）。
だ が 刑 罰 的ポ ピ ュ リズ ム 論 が 主 に論 じ られ て き たの は 英

米圏で あ るとい え る。た とえばジ ョ ッ ク
・
ヤ ン グ は 『排 除

型社会』（Young 　1999＝2007）にお い て 、後期 近代 に お け

る 「存 在論 的不安」 の 上昇 を背景 と して 、メデ ィア を通 し

て 「他 者の 悪魔 化」が な され、モ ラ ル ・パ ニ ッ ク が起 こ り、

逸脱者 に っ い て 包 摂 で は な く排除の ま なざ し が 高ま る と

い う指摘 を 行 っ て い た。また ロ イ ッ ク
・
ヴァ カ ン は 『貧困

と い う監獄 』（Wacquant　1999＝2008）に お い て、新自由

主義的政治 ・経済体制 と、上述 した よ うな刑 罰 的ポ ピ ュ リ

ズ ム （とい う用語 を ヴ ァ カ ン は用い て い ない もの の ）との

共振性を指摘 して い た。

　もち ろ ん、ヤ ン グや ヴァ カン の 米英に つ い て の 議 論、ひ

い て は刑 罰 的 ポ ピ ュ リズ ム 論 自体 が 実証 的 に 検討 され る

べ きで は あ る。だ が 本報 告で 行 い た い の は、日本 に お け る

犯罪への まな ざ しを、他 国 と比 較考 察 して浮 き彫 り にす る

こ とで あ る。そ こ で 以 下で は こ の よ うな刑罰 的 ポ ピュリズ

ム 論を さ しあた っ て の 参照枠 組 とし、そ の 「典型 例」 とし

て の 米英と 日本の 犯罪 報道を比較検討 して い きたい 。

3 ．犯 罪報道 の 国際比 較分析

3 − 1．各 国犯罪報道 の 概要 と論点

　本報 告で は新 聞報道 を素材 と して 分析 を行 う。まず、各

国の 傾向 を広 く把 握す る に あた っ て、各 国の 代 表 的 とい え

る新 聞 の 分析 を行 う。分析 の 素材 と し て 扱 うの は、日本 は

『朝 日新 聞』、ア メ リカは 『New 　York　TVmes』、イ ギ リス

は 『The　Times』 とする。こ こ で は、社会 面 の 特性 （全体

的なペ ージ数、記事数、犯罪報 道の 比 率、各記事の 文字数

等 ）を量的 に概観 した うえで、どの よ うな犯罪が どの よ う
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に と りあ げられ て い るの か、質 的傾 向につ い て 検討 す る。

　 日本 の 新 聞に は 「社 会面」 とい う、米英には ない 独 自の

欄 が ある。犯罪 報道 は
一

面 を除 けば、概 して こ の 社 会 面一

一
平均 して 2 か ら 3ペ ー

ジ の 社会 面に政 治 ・経済 （ときに

は文化）関連事項を除い た ニ ュー
ス が 詰め込 まれ る　　に

掲載され、一記 事あた りの 文字数 も少 ない 。一
方米 英 では

「National」も し くは 「News 」 とい うカテ ゴ リ
ー

に政治 ・

経済 ・犯罪 ・文化 に関す る記事が 紙 面の 区別 な く盛 り込 ま

れ、一
記 事 あた りの 文 字数 も多い 。

　犯 罪報道 の 内実 にっ い て みて い くと、その 力点 に も違 い

が あ る。日本 で は 事件 の 発 生 あるい は被 疑者 の 逮捕 が 犯罪

報道の うち か な りの 割 合 を 占め る の に 対 し、米英 の 各紙で

は裁判やその 後 の 釈放まで 含め た、刑罰 確定 （後 〉に 関す

る報 道が 半数以 上 を占め る。その 意味で、日本 で あれば刑

事訴 訟法 256 条 「起訴 状 には、裁判官に事件にっ き予断 を

生ぜ しめる虞の あ る書類 そ の 他 の 物 を添 附 し、又 はその 内

容 を引用 して はな らない 」 にあ る よ うな、司法判 断 （推定

無罪 原則）に影 響す る よ うな事前 情報 の 発 信 に米英 で は よ

り注 意が 払 われ て い る とい えるか も しれ ない 。

3 − 2 ．各国 にお ける新聞間の 相似性 ・相違性

　次 に、3 − 1 で言及 した よ うな 特性 が、国 内の 他 の 新聞

と どの 程度相似 ・相違す るの かを検討す る。

　 日本 で は全 国紙 ・ブロ ッ ク紙 ・地方紙 の それ ぞれ発行 部

数上位 3 紙 を、ア メ リカで は 『New 　York　TILmes』『New

York　Daily　News 』『New 　York　Post』の 3紙 を、イ ギ リス

で は 『The ［［imes』 『The　Guardian』『Daily　Mail 』 の 3

紙 を素材 と して 、新 聞 ご との 報道傾 向 が ど う異 な るの か、

主 に定量 的観 点か ら比 較 検討 を行 う。ア メ リカ に お け る三

紙 の 選定 基準 は 、「ゼ ロ ・トレ ラ ン ス 」 の 「震源 地 」 と し

て も名 高 い ニ ュ
ー

ヨ
ー

クの 各紙面 を検討する こ とが、刑罰

的 ポピ ュ リズ ム論 の 「典型例」た るア メ リカ の 特性検討に

お い ては最適だ と考え られた こ とに よ る。また、イ ギ リス

にお け る選 定基準は、保守系高級紙で ある 『The 　Times』、

リベ ラル 系 高級紙で ある 『The 　Guardian』、タブ ロ イ ド紙

の なか で もゴ シ ッ プ ば か りで な く犯 罪報 道 も 扱う 『Daily

Mail』を そ れ ぞ れ 扱 うこ とで、包括 的 な犯 罪報道 の 位相 を

把握す るこ と を 目的と して い る、

　 こ こ で は、記 事数、犯 罪報道 の 比 率、各 記事 の 文字数 等

の 定量的特 腔を中心 に比 較検討を行う。分析の 結果を概 し

て い え ば、日本で は驚 くほ どに 各紙 の 定量 的特性 が 近似 し

て い る こ とが明 らか に なっ た。一方、米英で は各 紙 に よっ

て 犯罪報道 の傾 向が大 き く異 なる。犯罪報道 が あま りと り

あ げ られ ない 新聞 もあれ ば、積 極 的に扱 い 、また 日本 に近

い よ うな発 生 ・逮 捕 中心の 報道 を重 ね る新 聞 もある。こ れ

は 当然、各国 の新 聞制 作プ ロ セ ス の 違 い に 起因す る とこ ろ

が 大 き い とい える が、そ れで も際 立つ の は、日本 に お け る

新聞の、い わば画一性 とい える よ うな側 面 で あ る。

4 ．考 察

　 日本 の 犯 罪報道の 特性 と して 言及 で き る の は 、そ の 報道

の 画
一

性 で あ っ た。 よ り具体 的 には、事 件の 発生 も し くは

逮捕 の 報道 をベ ース と して、重大事 件の み につ い て 追 っ て

捜査報 道を掲 載 し、ま た裁判 や処 分 の 報 道 を行 うとい う

「発生 ・逮捕 ベ ース 」 の 報道 であ る とい える。

　米英 の 報 道は、新聞 に よ っ て は事件 発生 ・逮捕 を比較 的

多 くと りあげて い る もの もあ る が、概 して い え ば捜 査お よ

び裁判 ・処分 に関す る報 道 が 主で あ り、また どち らを重 視

す るか につ い て は新 聞 ご との 傾 向が 大 き く異 な っ て い た。

　 限 られた 素材 に関す る分 析 で はあ るもの の 、こ こ か ら日

本 にお け る 近年 の 犯 罪不安 に つ い て 考察す る の な らば、日

本の犯 罪不安の 様態は こ うし た、事件の 発 生 ・逮捕べ 一
ス

の 報道に 関連 して い る とい えない だ ろ うか。

　とはい え、こ こ まで の 検討 は未だ途中経過 とい わ ざるを

え ない 。こ の よ うな日本 の 犯罪 報道の あ り方はい っ 頃、ど

の よ うに定着 した の か。新聞 以外 の メディ ア 、す なわ ちテ

レ ビや雑 誌 との 棲 み 分 けはい か な るもの なの か。こ う した

犯罪報 道の 全 容が 明 らか に され て こ そ、私 た ち を とりまい

て い る近 年 の 犯 罪 不 安 の 存立 構 造 が 明 ら か に な る とい え

るだ ろ う。
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