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現代宗教運動と若者の心

　1991年 4 月15日、東京の 練馬文化会館で オ ウ ム真

理教の ダ ン ス ・オ ペ レ ッ タ 「死 と転生一 麻原彰晃

の サ マ デ ィ の世界」を見た 。 死か ら生 まれ変わ りま

で の 49日、すなわち バ ル ド
ー

（中有）の 期間に死者

が体験する こ とを信徒が ダ ン サ ーとな っ て演 じた も

の で ある 。 高度の技能をもつ ダ ン ス の 専門家が信徒

の なか にお り、その 振り付けや演出があっ たもの と

思 われ 、 そ こ そ こ の 出来ば えと私に は思われた 。
ダ

ン サ
ーたちの 若々 し い 引き締まっ たか らだが リズ ミ

カ ル に躍動するさ．まは まぶ しか っ た。おそ らくか な

りの 量の稽古 を重ね た もの だ っ た の だろ う。意気込

み も並 々 な らぬ もの と感じ られ た 。

　内容の 上で と くに印象深か っ た の は、そこ で描か

れて い る異世 界の 人 と神仏が織 りなす情景の 暗 さ

だ っ た （今 、『マ ハ ーヤ ーナ』 誌 、42号特別版 、

1991年 5 月を参照 しな が ら記憶 をた どっ て い る）。

な るほ ど明 る い 場面 もある 。 智慧 の 神々 、平和の

神々 、救い の 仏 らの 柔和な表情、彼 らによ っ て救い

へ と導か れ る人々 の 喜び、麻原と弟子に扮 し た ダ ン

サ
ーが 人 々 の 救済 を願 っ て 瞑想する場面な ど。 し か

し、もっ と強く私の 印象に 残 っ て い るの は 、苦 しみ

や争い の 情景で あ る 。 恐怖の 神々が暴力 をほ しい ま

まにする場面。暴力と争い と苦 し み に終始する衆生

の 姿 を描 く天 界、餓鬼界、動物界の 場面 。 閻魔大王

に より悪業 を数えたて られ、さらに は地獄を さ まよ

い 苫悶する主人公を描 く場面 e こ の よ うな重苦しい

情景が次々 と演じられ、それが救 い の 喜び と対照 さ

れて い た 。

　 それは著名な密教典籍 『チ ベ ッ トの 死 者の書』を

よ りど こ ろ と し、麻原の 体験に色づ け られて描 き出

された もの とされ て い た。仏教 （チ ベ ッ ト密教）の

教え に 従 っ て バ ル ドーの 世界を描 い た と い うわ けだ

が 、私に はそ こに現 代の 若者の 心象風景が投影 され

て い るように 思 え て な らなか っ た。麻原自身は 「マ

ハ ーヤ
ー

ナ」誌特別版の劈頭に 、こ の ダ ン ス を意義

づ ける小 文 を載せ 、次 の よ う に 書 き出 し て い る 。

「人は必 ず死ななければな らない 。そ して 、そ の死

後の 世界は、ま さに恐怖 と苦 しみ で満ちあふ れて い

る。」こ の ような恐怖 と苦 し み を正面か ら見据 える
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こ とが、「カ ル マ の 理法に 精通する」こ となの だ 。

ダ ン ス に登場する麻原 も 『マ ハ ーヤ ーナ』誌に写真

で 登場す る麻原 もま ことに柔和な表情で ある。しか

し、その 心の 奧に は荒 々 し い 情念と苦悩が うずまい

て お り、しま い 込 まれ て い るか の ようだ 。

　その 荒 々 し い 情念 と苦悩の うずま く心の 中核 に

は、たぶん清らかで イ ノ セ ン トな 「自己」が い るは

ずだ。ダ ン ス ・オ ペ レ ッ タ で と きどき表現 され るナ

イ
ーブな喜び、転生の 瞬間の 子供 らしい 仕草や ヒ ヨ

コ や子虫の 姿、そ して劇中の麻原に向き合 っ た弟子

達の 従順な帰依の 表情一 それは信徒や 共鳴者には

清 らかで イ ノ セ ン トな自己の 象徴 と して 、い とお し

く受け止め られた の で は なか ろ うか 。まこ と に 素直

なふ るまい がそこ こ こ に 現れる 。 それ は作者で ある

麻原の 、また、振 り付け師や ダ ン サ
ーた ちの 心 に し

まわれ て い る大切な何か の 表現では な か っ た だ ろ う

か 。 「君た ち の なか の うぶ な
’
r供達 、それ を隠す こ

となく大 らか に 表 して い い ん だ」
一一 こ う麻原 は

い っ て い る か の ようだ っ た，

　 うぶ と も見える イ ノ セ ン ス と露骨な悪の 表現の 対

照。そ の極端 さが 引き込 まれ なが らダ ン ス オ ペ レ ッ

タ を見 る私の 心 を落ち着か な くさせ た の だ と思 う。

若者の 荒々 し さとは そ もそ もこ う し た対照 をは らむ

もの な の だろ う。 また、
一

般に救い の 宗教と い うも

の もしば しば こ う し た無垢 と苦悶の 対照に思 い をこ

らす もの な の だ ろう 。 しか し、こ こ で はその 表現が

あ まりに無防備でナ イ
ーブな もの と感 じられ る 。 若

者が危 うい こ とに不思議 はない 。だ が、外見は熟 し

て 力強 く、か らだの すみずみ に まで意識 をゆ きわた

らせ 、巧み に情報や 記号をあや つ る彼 らの 、内なる

柔らか さ傷つ きやすさはその 落差が大 きす ぎる 。

　 もし、こ の 若者たち に大学の 教室や それに 類す る

社会の 表の 場で 出会 っ た ら、彼らは どの ような態度

を示すだ ろ うか。たぶ ん容易に こ うした内面 をさ ら

け出すこ とはない だ ろう、、今 い る環境で許されて い

る表現様式を察知 し 、そこ か らはずれずに つ つ が な

く切り抜 けて い くべ く巧み な配慮をこ らすこ とだろ

う。 お たが い 孤独に生 き延びて い こ うとする人々 が

ひ し め きあ う社会で 、弱 さ、素直 さをあか らさま に

。 ＿ ．蹴 矧軌 。
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見せ るこ とは禁物だ 。仮面 をか ぶ っ て 大半の 仕事や

つ きあい が過 ぎて い く。 その こ とにたぶ ん疲れて い

る が 、内に こ もる思 い を発散する機会が 乏 し い 。消

費文化に乗 り、発散する機会 をうまく作 っ て い るか

に 見え る者たち を横目に見る と、それは い か に も軽

佻浮薄と思わ れる 。 そんな若者の 心に 「悪」が 、 ま

た 「悲 し み」が降 り積 もる の だと思 う 。 伝えられな

い情念 と苦悩が 、内なる悪、外なる悪 として巨大な

イ メ ージに膨れ上が るの だ。

　宗教は そ う した 「悪」の容器 とな りうるはずの も

の だ 。 か つ て そ うだ っ た。仏教だけが人間の業の 深

さや耐 え難 い 苦悩の 重 さを強調 して きたわ け で は な

い
。 キ リス ト教や他の 救い の 宗教 も悪に 思 い をこ ら

し、それと何 と か折 り合い をつ け て い くや り方 を示

して い た。悪 しきもの と無垢な る もの に 、けっ し て

無防備とは い えない 形で L つ なが ら表現 を与え る方

法が そ こ に は あ っ た
。 部外者か ら見ると、宗教の な

かで の情緒の発散 は愚か しく見えた り、奇矯で あ っ

た り、自己陶酔の ように見えた りする。だが 、長 い

時間 をくぐり抜け 、人間の 心身に お ける 多くの 経験

を経て水路づ けられて い る場合、それはす ぐさま危

うさに つ なが る こ とは な い
。 不器用 には 見えて も、

「道」を通 して熟成するため の それな りの 方法 をそ こ

に見出すこ とが で きる。悪が道に織 り込 まれて い く 。

そ うする こ と で 鍛え られ た 無垢が形成 されて い く。

　だが、今ど こへ い けば、その ような 「悪を受 け止

め て くれ る容器」に 出会 うこ とがで き るだろ うか 。

既成宗教、新宗教の な か に 大 きな容れ物をもっ た指

．導者はい る か もしれない
。 心理療法家も有力な候補

だ 。 また 、ボデ ィ ワ ーク や技や道の 世界の修練 にそ

うした容れ物 を見出す若者 もい るだろ う 。 だが 、良

き出会い はなか なか得に くい 。 情報化社会は良 きも

の の 情報 が見えに くくなる社会 なの か も しれな い 。

そ こへ 宇宙大の ドラ マ を繰 り広げなが ら、悪に向き

合い 、悪に打ち勝つ 道を示 して くれ ると見える人物

が、ふ と現れた と し た らどうだろ う 。 ほ ん の ちょ っ

と した き っ か けで 十分だ ろう。若者が そこ に 引 き寄

せ られるの は 、当然ともい えない だろ うか 。

　 現代社会は深 い と こ ろで 情念 を表現 し、分か ち合

う場や交わ りの 空間をひ どく狭めて しま っ た。消費

主義的な文化は、親 しい 交わ りや深い 意味 と結び つ

か ない 「発散」の 機会は巧み に作 る。手 をか え品を

か え、人は 「発散」へ と向か わ される。だが 、積 も

る悪は除去 されな い ， その ことに よるダ メ ージ を若

者は と くに こ うむ りが ちだ。人間が 本来的に も っ て

い る荒 々 し い もの 、 しまい こ む の が困難 な もの を、

若者はた くさん内に抱 え込ん で しまうこ とに なる か

らだ 。 それは残酷 なほ どともい えるだろ う。現代 の

宗教運動 は、そ うした若者の 欲求に答える何 もの か

を与えよ うと して い る 。
い つ の 時代もそうだが 、宗

教運動は それが登場 し た社会に何か を訴 えようと し

て い る。「カ ル ト」に つ い て 語 る とき、その ような

訴えを感 じ取り、現代社会の 病理 を改善する意志 を

持ち続けるこ とは もちろん可能で ある。
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●この世も自分も消滅する夢

　15、6 年は経 つ だ ろ うか 、ず っ と以前 、 恐 い 夢を

見たこ とが ある。

　夢の 中でふ と気づ くと、わた しは丸太で造 られた

それほ ど大 きくない 質素な山小屋の 中に 、一
人で 、

た だ立 っ て い た。すぐ前には厚い板を組み合わせ た

テ ーブル と数脚の 椅子があるだけで、装飾品な どは

な く、人の気配は全く感 じられ なか っ た。小屋の 中

が
、 突如 そ の 明 るさを増 し始め た 。 明るさは次第に

強 くな り、無機的な連続音を発 しなが ら光の 密度 を

増 し、音が大き くな る と と もに光もます ます強 く

な っ て い く。 テ ーブル も椅子 も光に遮 られて見 えな

くな っ た。光は さ らに強く濃くな っ て い き、「光の

嵐」とで も言 うしか表現 しよ うの な い 強 さで 私 を包

ん で い く。光に は太陽の ような赤い 光だとか 月に時

た ま見 られる ような蒼い 光 な どと い っ た色は な く、

まさに純粋な光 その もの で あ っ たが 、しい て言 えば
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