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「問題化装置」 として の く有識者 〉

「大津市い じ め事件」 報道をもとに

稲葉浩
一 （尚絅大学〉

1．問題関心

　報告者は か っ て 関東 の 複数 の 大学 の 授業 にお い て 、
「教育 に 関 して 問題だと思 うこ とを挙げ説 明せ よ 」

とい う課題を出 し て い た の だが
、
2012 年の 後期 、 数

件で は あるが興味深い 記述が 出て きた．それは次の

よ うなもので あ る。

「今年の 夏に ひ どい い じめ事件 がありましたが…
」

　そ の 内容からい わゆる 「大津市い じめ事件」 （以下

「大津事件」）を指 して い る こ とは容易に理解で きた

が 、そ もそもこ の 「事件 」 は 20 ユ1年 10月 の 中学生

の 自殺 に 端を発 した もの で あ り、2012 年 の 秋に 厂今

年の夏に 起きた」とい うの は事実誤認 とい っ て い い。

だが こ こ で 「今の 学生には メデ ィ ア リテラシ
ー

教育

が必要だ」などと言い たい わけで は ない。む しろ彼 ・

彼女 らの こ の 記述は、私たちの ある社会的な 「問題」

経験の 様態を端的に 示 して い る よ うに思われ る の だ。

　私たちは問題含みな事象を個人や家庭、友人間な

どの ロ
ー

カル な トラ ブル と して 理解する こ とがあ る。

それを
一

般化 して 「社会」 に帰属す る事柄 へ と再構

成するこ とはあ っ て も、突然じか に 「社会の 問題」

を経験するわけで はない
。

一
方 マ ス メデ ィ ア がもた

らす 「問題 」 は 、その ま ま 「社会の 問題 」 と して 理

解 され る こ とがある。実際 「大津事件 」 の 当事者で

な い 私 た ち は ま さに 2012 年 の 夏、そ れ を 「社会の

問題 」 と して マ ス メ デ ィ ア に よっ て経験 したの で あ

る し、そもそもそれ以外に経験 の し ようなどなか っ

た はずだ。そ こ で本報告で は社会問題 と して の 教育

問題を人 々 が 「（ある個別 の トラブル で は なく）社会

の 問題 」 と して 理解可能な形で編成され た語 りの 実

践 ととらえよう。その うえで その 「問題 」 の 発生＝

経験される場所をマ ス メディ ア と して位置付け、こ

れ らの 「問題」 が どの よ うに構成され て い る か、読

み解い て い きたい 。

2．言説実践 として の 社会問題報道

　社会問題 と して の教育問題が どの ように構成され

て い る か。 こ の 種 の 問い はい ささか 手垢 の つ い た も

の か もしれな い。実際日本の教育社会学領域に お い

て 、教育問題を社会的構成物 と して と らえ る社会構

築主義的視座 は 十 分 に流通 したもの とい える だろう。

そ の 共通視座 は 端的 に い えば 、
「教育問題は語られる。

語 られない 教育問題など とい うの は言葉の矛盾です

らあ る。語る こ とは は じめか ら教育問題 の
一

部な の

で あ り、教育問題 に つ い て 語る こ とはそれ 自体が 同

時に教育問題を構成する こ とで もあるとい うこ とで

あ る」 とい う1［1本 （1996，p．70）の 教育問題観 に集約

で きるとい っ て い い 。ある想定され た事柄が い か に

「閙題 」 と して 社会的 に構成 され て い る か （い た の

か ） を、語 り＝言説 を素材 と して 明 らか に す る こ と

が その 視座 に おい て は 目指されるわけで あ る。

　 とこ ろで 言うまで もない こ とだが、こ の 視座 に立

つ うえで 肝要なこ とは収集 した 言説 を どの よ うな性

質の もの と して み な し、また処理する か とい うこ と

で ある。そ こ で 本報告で は 「大津事件」 に関する新

聞 ・テ レ ビ とい っ た メデ ィ ア 報道をひ とつ の 「言説

実践 discursive　practice」（Holstein＆Gbrium，2000 ）

として み な し、現代 目本 に お け る教育問題 の 経験 の

構造 を読み解 い て い きた い。すなわ ち量的に収集し

た言説を類型化した りそ の傾向性を明 らか にする の

ではな く、ある出来事 ・事件 が個別 の トラブル を超

え た 「社会の 問題 」 と して 語 られ、また そ の よ うに

齟齬な く経験される、そ の 「実践」 の 方法を読み解

くこ とが本報告の 課題となる 。

3，埋 め込 まれ た 「問題化 の 仕掛け」

　先行研究 （越川，2013 、 北澤2015 ） で も示 されて

い る よ うに、「大津事件 」そ れ 自体 が最初に 報道され

た の は 2011年の 10 月で ある が、そ こ で の 中学生の

自殺は
一個の 「事件」 以上 の 地位 を得 るこ とはなか

っ たとい え る。む しろ こ の 「事件」 が広 く世間の 耳

目に触れたの は、「自殺練習させ られ て い た」 「生徒

15 人指摘」 「市教委は公 表せず」 など を見出 し と し

た 2012年 7 月 4 日の 毎 日新聞 （東京）朝刊の 報道

を初発 と し、ま た そ れ を引き受ける形で テ レ ビ をは

じめと した各 メディ ア が連日の ように競っ て 取 り上

げる よ うに なっ て か らで あろ う。
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　だが この報道量とは別に注目すべ き事柄がある。

かつ て はブル
ー

マ
ー

が提示 して い たように、社会問

題 とはそれが 「問題 」 と して の 正統性を確保する こ

と で 存 在 的 地 位 を 得 る も の で あ る の だ が

（Blumer，1971）、それ で は 「大津事件」 はどの よ う

に して 「社会の問題」 と して の 地位を得て い た の だ

ろ うか 。 受け手が強く注目し、なるほ ど 「問題 」 だ

と反応 したか らだ ろうか
。 確 か に広い ス パ ン で 見れ

ばそ うで あるか もしれない 。だ が実際の と ころ 「大

津事件」 は毎 日新聞朝刊発行か らほどなく、朝の 報

道番組 （「み の もん た の 朝ズバ ！」）を皮切 りに、各

テ レ ビ 局 とも続々 と 「大津事件」 を トッ プニ ュ
ース

として 取 り扱っ て い た の で あ り、この 唐突ともい え

る報道ラ ッ シ ュ は購読者や視聴者の 反応を待たずし

て 行われたもの で あっ た とい えるだろ う。

　そ の た め 次 の よ うに 仮定す るこ とが で きる。2012

年 7月 4 日の 毎日新聞の 「初発」報道に お い て、「大

津事件 」 はあらか じめ 「社会 の 問題 」 と して 語 られ

て い たの で は ない か。だがそもそ もある出来事がそ

れひ とつ をもっ て 「社会の 問題 」 として 理解 ・経験

可能になるためには、個別性を超 えた 「飛躍」 が必

要で あるだろ う。た とえば 「初発 」 となる 2012年 7

月 4 日毎 日新聞朝刊を見て みよう。こ の 記事 の 内容

は 上 述 した 見出 しの も と、大 津市教育委員会が 「自

殺 の 練習をさせ られて い た」 とい うア ン ケ
ー

ト結果

を公 表 しない で い た、と報 じた もの で ある。だ が こ

の 記事で 興味深 い の は、末尾 に記載された 「教育評

論家 ・尾木直樹法政大教授 （臨床教育学）」 の 次の よ

うなコ メ ン トで ある （傍点強調は引用者）。

「こ れ だけの 生徒 の 回答 が ありなが ら事実を
一

切隠 し

て しまうの は、真実の 追求に 対す る冒とくだ。これ まで

同様の事件は何回も繰り返 されて きたが、そこ か ら何

の教訓も得て い ない。教育行 政として の機能が喪失 し

て おり、本当に あきれ て しまう。」

　 こ こ で ある分野の 専門家が語る こ とで 「問題 」 と

して の 正統性が付与され て い る、とい っ た視点 は も

ちろん 重要で はあるが 、それ以上 に本報告が 着 目 し

た い の は 言説実践と して の 報道が 「問題 」 を伝え る

（構成す る）技法にある。 た とえば記事 自体は 「公

表せず」 とい う消極的な表現で 「客観的報道」 の 装

い を維持 して い る の に 対 し、尾木氏の コ メ ン トで は

「隠 して しま う」 とい う市教委 の 能動的な行為へ と

「読み」 を働か せ て い る。そ して に れまで同様の

事件 」 があっ たとい うコ メン トは （何 と何 が どの よ

うに 「同様」 なの か は 示 され ない まま）当該事件を

一般性をもっ た事象として括 り、「教育行政の機能」

の 問題 へ と帰結させ て い る わけで あ る。古典的 に は

タ ッ クマ ン が指摘して い る よ うに、「記者た ちは 自分

と 同 じ考えの 他人 に意見 を言わせ る こ と で 自分の 意

見 を 記 事 に 載 せ な い で す む 」 の で あ る が

（［［Uchman ，
1978＝ 1991，p，128）、末尾の尾木氏の コ メ

ン トは当該 の 事象を 「公 の 場 で 議論 で きる出来事に

変える こ とにより、事件に 『公共性』を与える」（p．6）

もの として機能して い るとい え るだろ う。つ ま り「ア

ン ケ
ー

ト結果を意図的に 『隠す』こ とを大津市教委

は して お り、それ と 『同様の こ と』が こ れまで も （教

育行政 に は ）あっ た とい う」 踏み 込 ん だ主張が 「客

観的」 報道 の 体裁 を保ちながらなされ て い るわけで

あり、こ うして 「大津事件」 は個別性を超え た 「社

会 の問題 」 として の 地位をもっ たもの として 語 り直

され て い た よ うに見る こ と が で きるの で ある。

　私た ちが誰か に何か を語 る際、間やジ ェ ス チ ャ
ー、

視線等 々 様 々 な方法な い し技法を駆使す るように、

マ ス メ デ ィ ア報道 もこ の ような特有の 方法をもっ て

語 りの 実践を行 っ て い る 。 そ して そ の 方法の ひ とつ

として、報道とい う語 りの 枠組 の 中で さらに 〈 有識

者〉 とい う語 り手を独特な配置に つ けるや りか た が

あるよ うに思われるの だ。本報告 で は こ うい っ た社

会
・
教育問題報道にお ける〈 有識者 〉 を 「問題化装

置」 と して 概 念化 し よう。 その うえで 「大津事件 」

をだれ もが 見聞き した ほ どの 「社会の 問題 」 と して

拡大 させ て い っ たテ レ ビ 報道 に お い て は 、どの よ う

に こ の 「仕掛け」 が 組 み 込まれて い たの だろ うか。

本報告は 以上の 分析的視点か ら、「2012 年 の 夏に起

きた大津事件」 の 構造 の
一

端を読み解 い て い く。
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