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準備委員会企画 シ ン ポ ジ ウム

「校内暴力 と青年心 理学」

オ
ー

ガ ナ イ ザ ー　宮　川　知　彰 （東北大学）

　企 画の 主 旨 ； 校内暴力，家庭内暴力等 々 の 中学生，高

校生 の 暴力事件ひ い て は青少年 の 諸種 の 非行 。犯罪 （し

か も 「凶悪化 しte」）が昨今とみ に 頻繁 に 報道 され て 大

きな社会問題 の 1 つ に な っ て い る。こ うした青少 年 問題

を総合的全面的 に 検討 し て，こ れ らの 非行 ・犯罪を減少

させ るた め の J で き うれば消滅 させ うる ため の 教育的社

会的諸条件 の 設 定 を 提 案す る こ と は ，教育 心 理 学 に も課

せ られた使命の 1 つ で あろ う。

　しか し， 「青少年 の 非行 ・犯罪 の 問題 」 を総合的全面

的 に 「教育心理学」 の 立場で検討する とな る と，こ の こ

とだけで も，こ の 教育心理学会総会 の 3 日 間 の 会期 を 埋

め て もな お 足 らな い こ と に な るで あろ う。

　そ こ で ．今回は とくに ，検討の 対象を 「校内暴力」 に

しぼ っ て ，教育心 理学 の 一部門 で あ る 「青年心理学」 の

立場 か らの 討論を 中心 にすえ た シ ン ポ ジ ウ ム を企画し て

み た 。

　 こ の よ う に 検討の 立 場 と対象 を 限定する とは し て も，

「校内暴力」 の 問題を 解明 し て い くの に，必要 が あ れ

ば，青 少年 の 他 の 非行問題 をも討論 の 中 に 含 め ざ る をえ

な くな る だ ろ うし．青 年心理学以外の他の 立場 か らの 知

見の 提供を受け る こ と も必要に な るで あろ う。こ の こ と

まで も，本 シ ソ ポ ジ ウ ム に お い て制限する つ も り は な

い 。 こ の こ とは 現 に ，立場 と対象 を 限定した はずの こ の

企 画 そ の も の の 内容が，すで に ，こ の 限定を越 え た 内容

の も の に な っ て い る こ とか らもお わか りい た だ け る で

あろ う。 そ して ，結局 は，校内暴力 に つ い て の 討 論 で

も， 2 日に わ た る長 い シ ン ポ ジ ウ ム と して オ ーガ ナ イ ズ

せ ざ る を え なか っ た の で ある 。

第 1セ ッ シ ョ ン ： 校内暴力の 現状と対策

　 こ こ で は ，実践的活動 の 「現場」か らみ た校内暴力 の

現状 とそ の 対応．な らび に 校内暴力 の 歴史的視点 に っ い

て の 報告と討論 が 行 わ れ た 。

　司会者　佐々木　保　行 （宇都宮大学）

　　　　　星 野 　 命 （国際 基 督教大学）

報告者

（1） 能重　真作 （東京都足立区立第十二 中学校）

「校内暴力 と と りくみ （1）」

　校内暴力を対教師暴力に 焦点化 して考察す る と．校内

暴力 の 質的変化 か ら次の 4 段階 に 区別す る こ とが で きよ

う。 ee　1は 昭和48年か ら50年前後の 時期 の 校内暴カ……

高度経済成長期の 延長 と して の 遊び型 に よ る 暴力行為 。

第 2 は昭和52か ら昭和53年頃か らの 校内暴カ
ー ・・暴力の

振い 方や集 団の 規模が変化し．遊びとは い えない 状況 の

中 で 発生 した e 暴力 の 対象は，オ イ ル シ ョ ッ ク 以後の 経

済不況 ｝こ よ り，所謂 エ リ
ー

ト ＝ 一
ス を歩ん で きた 若い 教

師が ね らわ れ た 。こ れ は ぎわ め て 人間的 と 思え る非行と

非人間的な 育 ち 方 を した 青年教師との 間 の 軋轢 が 原因で

あ る。第 3 は 昭和 54年頃 の 校内暴カ……教師経験が 5年

か ら 10年の 者 と生活指導 の 教師 と が 中心的に 被害 を 受け

た 。第 4は 昭和55年頃か らの 校内暴カ
……

非行全体の 右

傾化に よ り，組合関係の 特定 の 教師が対象とされた。

　と こ ろ で 第 1 期 の 校内暴力 は，あ る種 の 甘え の 逆説的

表現とみ られ る。こ れ は 幼児期 の 養育態度 ・遊 び集団の

社会的体験 の 希薄等 ｝L よ る発達疎外に よ っ て ひ き起 こ さ

れ た もの で あろ う。第 2 期以後の 校内暴力の発生の基盤

に は ，学校 ・ 教師 の 側 に 大 きな問題 が み られ る 。

　それは学校 の 管理体制 の 強化に よ り人間性を抑圧する

手段 に 対 し て ，子 どもの 側 か ら反発が 出る の で ある e 第

2 は 子 ど も の悪さを子どもの 行為 に とどめ て お く大人 の

抑止力が働 か な い こ とか ら．暴力行為が発生す る 。

　 こ れ らの 校 内暴力は，通常，以下 の 4段階を経過 して

出 て くる 。   眼 に 見えない と こ ろ へ の器物破損．  眼 に

見え る と こ ろ へ の 器物破損，  教師へ の 暴言 ・
い やが ら

せ ，  教師へ の 暴力。

　で は校内暴力を解決するた め の方策は ど うあ る べ き

か 。校内暴力 の 発生 して い る学校 に は ，必ずとい っ て よ

い ほ ど教師間 の 分裂があ る 。 した が っ て 子 どもを 教育す

る とい うこ とで
一

致す る こ とが 大切 で あ る。さ らに 校内

暴力 は，教師 の 人間的資質を確 か め られ て い る状況 の 中

で の 事件 で あ るた め ．教師 自身 の 人間変革，た とえば授
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業が は じ ま っ た らすぐに 教室へ 行くこ とや納得させ る よ

うな校則の 説明な ど， 教師と して の 当然の 責務を 行 うこ

とに よ っ て ，人間的対決をす る こ とが必要 で あ る。

  　菊　池 鮮 （宮城県栗原郡畑岡小学校）

「校 内暴力 と と りくみ （2）」

　昭和 23年 に 小学校教師 として 出発 し，昭和 30年 に中学

校の 教師 に な っ た 。 と くに 中学へ 転勤 に な っ た とき，中

学校は こ れ で い い の だ ろ うか とい う危惧 と 不 安 に 襲 わ

れ，大変な シ ョ ッ ク を受けた 。 それは 子 どもたち に ，勉

強とは 教 え 合 う もの だ とい う こ とを小学校で強調 し，ま

た一
入 の 悲 しみ は み ん なの 悲しみ に，一

人の 喜 び は み ん

な の 喜 び に ，とい うモ ッ ト
ーが どこ の 小学校 に もあ り，

横 の 関係 が 重視 され て きた 。

　 しか し こ の よ うな側面は 中学校 で み られず，一
体．こ

れ ほ ど学校や生徒 が 変 わ っ た の は 何 だ ろ うか と考 え て み

た 。 そ の結果 ， 教育の 中に 間違い を許さな い と い う考え

が，横行し て い た こ とが大きな 原因で ，こ こ に は教育は

存在 しな い 。

　 こ の 傾向は職員会議や教師 の 授業の 場合 に もい え る こ

とで あ り，横社会 を 目ざ した 学校が タ テ 社会 へ 変質 しつ

つ あ る こ とを反映 し て い る 。 い わば タ テ の 糸 で 学校を整

備 しよ うとす る もの で J 教師と子 どもの 話 し合 う機会が

奪われ て い る の で ある 。

　 こ うした状況 で は ，子 どもの 苦 し み が 教師 へ ，教師 の

苦 しみ が 子 ど もへ 伝 わ りに くい 。学校 で の 大幅な 自由時

闘，昼休み の 時間．それ に 掃除 の 時間等が 確保 さ れ れ

ば ，教師 と子 どもは 触れ合い ，話 し合 うこ とが で きる 。

校内暴力は．こ れ らの 状況 の 中で は 決 し て起 こ らな い だ

ろ う。

　 で は 何故，人間的な触れ合 い の 場 が な くな っ た の だ ろ

うか。そ の 原因を 教師 の 側に 求め る こ とは で きない 。基

本的 に 教育行政 の 問題に 責任が存在す る。行政 が悪化す

る と ， 教師 の 悪 い 面 は 出や す くな る もの で あ る 。

（3） 小宮山 要 （科学警察研究所）

「校 内暴力 と対策 」

　校内暴力 の うち．対教師暴力の 特微を全国的視野と警

察的な視点か ら，特徴を列記する 。

　 1）　凶暴性 が強 くな っ て い る 。

　 2）　校内粗暴集団，い わゆ る番長 グ ル
ープの 背後 に ，

暴走族 あ る い は 元 番長 や 地 域 の 非 行 集 団 が存在 す る。全

国的 に み る と対教師暴力を起 こ した 中学生 の 58％が．番

長グ ル
ープ に 属 し て い る。

　3）　校内暴力児は，学校の 生活 に つ い て い けな い ．い

わ＠ る落ち こぼれ組 で あ る 。 対教師暴力 を起 こ した 592

人 の 子 ど もの ．上 ・ 中 ・ 下 の 3段 階別 に よ る 成 績評価で

は ，85％が 下 の 段階 に 位置 した 。

　4）　非行歴を比較す る と，一
般 の 非行少年 の 非行歴 は

27．5％ で ある が ， 校内暴力児の 非行歴 は 54．6％ で あ る 。

こ の よ うに 非行性が進 ん で い る。なか で も 3 回 以上補導

された 割合は 11．5劣に もの ぼ る 。

　 5） 家庭 の しつ けの 状態をみ る と，放任 さ れた 子 ども

が 72．8％．溺愛さ れ た 子 ど もが 10．8％で あ る 。 こ の 割 合

は一
般 の 非行少年 とくらべ て も高 い もの で あ る。

　両 親 の 欠損状況 は．21．3％が 両 親 また は 片親 の 欠損で

ある 。
こ の よ うに 家庭的に め ぐま れ て い な い 状況が わ か

る 。

　 6）　 校内暴力 の 発生 した 学校 が，内部 で 穏便 に 処理を

しよ うとす る
電

數 育的配 慮
”

が先行 し．か え っ て 暴力行

為を 助長 し，裏目 に 出 る こ と に な る 。

　の 対教師暴力は 全国的 に普遍化 され て きて お b．年

間を通 じて 発生 して い る 。 また教室 の 中で ，そ れ も授業

中 に 行 わ れ る場合が 多い 。

（4） 大 坂 誠 （仙台小松島子 ど もの 家）

「校内暴力 と家庭内暴力」

　家庭内暴力を 中心 に，とくに 情緒障害児短期治療施設

で の 治療を報告す る。

　家庭内暴力は ア メ リ カ に も見 られ る現象で ，決 して わ

が 国独 自の 病理現象で は な い 。こ の 家庭内暴力は，日本

社会独得 の 文化特性 か ら生まれた もの で は な く．社会 ・

経済 の 大きな変化 か らもた らさ れた もの で ある 。

　昭和 45年頃か らあ らわ れ た 家庭内暴力は．例外な く登

校拒否を伴 っ て お り，その 当時 の 社会 は 物 に 対す る 消費

を美徳 と し，一
方，人間 の 尊重や労働 は 否定 され る と い

う混乱 した 価値観 が 横行 し て い た。

　 こ の よ うな状況 の 中で ．企 業 に 使わ れ た 父 親 は 子ども

に か か わ れな い た め ，母親 が か か わ っ た 。こ の 時 の 父親

像 は ，お だやか で や さ し く，見 え の い い 父親そ し て仕事

熱心 で 有能で あっ た 。

一方，澤 親は過敏で完全主義．そ

れ に 見 え っ ば り ・負けず ぎらい の タ イ プで あ っ た 。子ど

もは，気が小 さ く，わ が ま ま で 劣等感を もち ，忍耐性が

な く．柔軟性 に 乏 しか っ た 。

　 こ の よ うな子 ども像 が 出 て くる 背景 に は ，  3〜 4才

頃 の 自立 が で きて い な い ．  小学 3〜 4年頃 の ギ ャ ン グ

エ イ ジ に 仲 間 を つ くれ な い ，と い うよ うに． 2 つ の 発達

危機を の り越えて い な い 子 どもで あ る 。 した が っ て青年

期 を迎えた 時 に ，適応 で きずに 暴力的行為を ふ る うこ と
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