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験の 意義に 着目しつ つ 、体験学習を さか んに奨励 し

て い る 。とこ ろで 、問題 は 「自分で 」に相当する

「分母」の 在 り方 に あ る 。 自分 の 「生身の か らだ」

（60兆個の 全細胞）と い う自他不二 の 「不随意性の

分母」をとお して 「視る ・聴 く ・触る」こ とを経験

すれば、そこ で は、「犬 も歩 けば棒に 当た る」論理

が働 い て 、知性原理の 能動様態 と直観原理の 受動様

態 との 協働循環が 多かれ少なか れ生成する。結果 と

して 、自他不二 の 「生の 循環」が不随意に起こ る 。

と こ ろが 、自分の 「頭脳」（140億個の 脳細胞）の み

を分母に設置する とき 、 そ の 「随意 性の 分母」の 働

きが能動的に先行し て
、 譬えば 「楽」を優先 させ て

し まっ て 、受動態様の 「苦」を敬遠する とい う随意

の 取捨選択を働かせ る こ とになる。それで は 、俚諺

「苦あれば楽あり ・楽 あれば苦 あ り」の 教 える 「生

の 循環」が途切れて しま う。 ボ クは 、 「キ レ る子 ど

も」「モ ノ 化する身体」の 悲劇が 、こ の 取捨選択を

迫 る知性原理 によっ て捏造されて い ると思 う。

　現代人は、子どもも大人 も、すべ て の 判断基準の

分母に仮想原理 「頭の 働き」（「我考える、ゆ えに我

在り」論理）しか設置 しない 傾向に ある 。
つ ま りは

「頭で っ か ち」 にす ぎる 。 だか ら、高橋さん は願 う。

子どもが自分の か らだ を外側か らで は なく内側か ら

感じる体験を保障する
…環境 を整えた い 、と 。 同感

で ある。ボ ク も、高橋 さん に倣 っ て、受動様態の 生

活を見直せ と訴 えた い 。どうや ら21世紀の 最大課題

は、「か らだ」問題 に、終始するの で はない か 。
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　近年、若者たちの 手 による不可解な殺人事件が 多

く報 じ られて い る 。 記憶に新し い と こ ろだ けで も、

佐賀の 少年バ ス ジ ャ ッ ク事件 、大分の
一
家六 人殺傷

事件、岡山の金属バ ッ ト殺人事件などが挙げられる 。

少 し前に は、神戸市須磨区で の 「酒鬼薔薇」少年に

よる殺人が あ っ た し、さらに記憶 をた ど っ て い くと、

宮崎勤に よる幼女連続誘拐殺人などとい う事件 も思

い 起 こ され る 。
ニ ュ

ース で報道 され るたびに、「ま

たか 」とい う思い に駆 られる方も多い だろ う。どの

事件 も、「い っ た い なぜ ？」と困惑 させ られ る もの

ばか りで ある。

　 こ うした状況の なか 、巷で は、「心の 闇」 と い う

言葉が時代 を照 らすキーワ ー ドとな っ て い る感が あ

る （少 し前に 流行 した 「癒し」とは なん と も対照的

な響 きをもつ 言葉で ある）。

一連の 不可解な殺人事

件 は 、と くに それ が少 年に よる殺人事件の 場合 、

「現代の若者たちに巣食う心の 闇」 などと形容 され、

伝 え られ る こ とが非常に多い 。 や は り常識的な立場

か らする と、まっ た くもっ て 不可解か つ 不気味で あ

り、動機が よく分か らない 犯行だと映 るか らで あろ

う。 学術用語 と して定着 して い るわけで は な い が 、

こ う し た特異な事件 を指 し て 「無動機殺人」と
一
括

りにする呼称 も存在する。

　無動機殺人、こ れはどうや ら現代的な現象 ら しい
。

作家の コ リ ン ・ウ ィ ル ソ ン は、『殺人ケース ブ ッ ク』

とい う著作の 中で 、殺人が時代と ともに変化して き

て い る様を描 い て い る 。 それに よると、こ うし た不

可解な殺人事件は 20世紀以 降の 現象と の こ とで あ

る。か つ て は 貧困を動機 とす る強盗殺人や 、 自分の

身の 安全を守 る た め の殺人 が 多か っ た が 、20世紀以

降の 混沌 と した都市社会で は、連続殺人、大量殺人

と い っ た、あたか も殺 しその もの を目的と して い る

か の ような事件が激増 した とい う 。 特定の 人物 に怨

恨や殺意 を抱 い た こ とか ら殺人に い た ると い う古典

的な図式とは大き く異な る殺人が多く見 られ るよう

に な っ た の で あ る 。

　今日では こ れに加 えて 、殺人事件の 背後に管理社

会や情報社会に固有の 要素を見出すこ と もで きそ う

で ある。殺人者 は 、シ ス テ ム 化され た社会の なかで

自分自身を見失い 、その悲痛な叫び声をメ デ ィ アに

向か っ て放つ 。酒鬼薔薇少年の 犯行声明文に記 され

た 「透明な存在」とい うあの
一
言に、すべ て が集約

されて は い な い だ ろうか 。シ ス テ ム の 部品 と化して

存在感を失っ て しまっ た 自分 、 日々押 し寄せ る大量

の 情報の な か で 本来の 輝 きを失 っ て し ま っ た 自分、

こ うい っ た こ とが 間接的に読み取れるだろ う。酒鬼
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人体科学会の活動 ：2000●

薔薇少年は 、ほ とん ど失われた 「自己回復」の ため

に殺人 を犯 して い るか の よ うに見 え るの で あ る。

「人を殺 して は な らな い 」 とい うご く当た り前の 倫

理規範で す ら、現代社会では その 自明性 を失い つ つ

あ るか の ようで ある 。

　大人た ちは こ うい う状況に対 して、どう答えるの

だろ う。須磨の 事件以来、「なぜ 人 を殺 して は い け

ない の か ？」とい う議論が さまざまな メデ ィ ア で繰

り広 げられて い る。か つ てひね くれた 少年だ っ た私

も、思春期の こ ろ、周囲の 人々 に こ の 間い をぶ つ け

て み た こ とが ある 。 「そ んな の 当た り前の こ とだ 1」

と怒 りを顕わ にする人 、「自分が殺 され るの は嫌 だ

か ら、他人も殺 して は い けない 」とあ りきた りな理

屈を述 べ る人、「法律で 決ま っ て い るか ら」 とク ー

ル に答え る人、は たまた 「本 当は殺 し て もい い の か

もしれな い け ど、自分はや らな い 」と実に消極的 （？）

に答える人…
。 や は り、自明の こ とを問われて も答

えようが ない 、とい うこ となの であ ろ う 。 だ が 自明

視されて い る規範 を問い 正そうとするの が思春期の

特徴の ひ とつ で ある 。

一
部の 少年に と っ て、こう い

う問い に
一
度と り憑かれる とそ こ か ら抜け出すの は

難 しい 。

　生 まれて間 もな い 乳幼児が大量 に死んで ゆ くよう

な、つ ね に死 と向 き合わねばな らな い 社会で は 、

「人 を殺 して は な らな い 」と い う規範の 自明性が疑

われ る こ と は きわめ て 稀で あ ろ う 。 死に裏打ちされ

た生の 価値が社会の 成員の あい だで共有 されて い る

か らで ある 。 だが、近代以降の 社会は死に つ い て 考

える こ とを長 らく怠 っ て き た し、進ん で死 を隠蔽 し

よう ともして きた．科学技術の 進歩によ っ て死 を遠

ざけ、生を引き伸ばす こ とが至上の 価値で あ るか の

ように こ の 社会全体が振舞っ て きた の で あ る 。 な に

も死 を礼賛 しようと い うの で は ない 。死が何で ある

の か を考え、そ こか ら生 の 意味を改め て問い直そ う

とする態度が必要と されて い る と思 うの で ある 。 若

者たちの 引 き起こ す不可解な殺人事件は、こ の こ と

の 必要性を社会全 体に訴えて い るの で はな い だろう

か 。 「時代の 申 し子」 と言われる犯罪 が、殺人 ＝ 他

者の 生の 剥奪へ と向か っ て い ると い う事実 は、それ

を示唆 して い るように思われて ならない 。
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