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　　　　　　性暴力の 「力」 は どこか らくる の か
一

ジ ェ ンダー
とセ ク シ ュ ア リテ ィ の 交錯す る 場所をめ ぐっ て

一

加藤 　秀一 （明治学院大学 ）

1　 性暴力 とい う焦点

　 ジ ェ ンダーを 「自然」 と い う仮象の も とに

構築／再生産する権力作用 は、セ クシ ュ ア リ

テ ィ を最も重要な係留点と して 利用す る 。 す

なわち ジェ ンダー
の 分割線 に沿 っ た役割と表

象との 配置 にお い て 、あ らか じめ身体的な も

の と して理解 されて い るセ ク シ ュ ア リテ ィ

　（そ れは 「快楽 へ の 欲望」 と 「生殖機能」 と

い う両義性 を孕んだ語 で ある）な る物象が 、

決定的な機能を与え られ る の で ある 。

　 本報告が主 題 と して と りあげる性暴力とは、

この よ うな 〈ジェ ンダー
の セ クシ ュ ア リテ ィ

化〉が遂行 される まさ にそ の 現場で ある。性

暴力を可能 に し、その 実践 を後押 しす る言説
の 場一

後にみ るよ うに、こ れ は性暴力を外

的に と りま くだけで はな く、その 実践そ の も

の を内部か ら構成す る働き と して 理解されな

ければな らな い一
にお い て 、男女の 社会的

分割は、両者が 「本質的」 に分有 して い る と

されるセクシ ュ ア リテ ィ の差異 （能動的な性

／受動的な性、　 「種付 け」す る性／ 「産 む」

「育て る 」 性）に （赤裸々 な まで に直接 的

に）関連づけ られ る。そ こ で は性差が単な る

水平な差異で あ るか の よ うに偽証され、そ の

こ とを通 じ て 、性暴力 と い う実践が隠蔽 され

る とともに （告発の 抑圧、暴力性の 無化な

ど）、非対称 ・
不均衡 なジ ェ ンダー

の階層制

全体が更新 され て ゆ く の で ある。

　お よそ こ う した視野の なか に性暴力を位置

づ けた上で 、以下で はそ の実像を理 論的に分

析して みた い 。 なお 、 〈ジ ェ ン ダーの セ クシ

ュ ア リテ ィ 化〉 は同時 に裏面か らみれば 〈セ

クシ ュ ア リテ ィ のジ ェ ンダー化〉で もあ り、

異性愛主義的に ジ ェ ン ダー化され たセ ク シ ュ

ア リテ ィ の 観念 と規範が同性愛や不 妊 と い う

マ イ ノ リテ ィ現象を抑圧する とい う問題 に結

び つ い て い くが 、そ ちらの 側面につ い て は こ

こ に付記 してお くに と どめる 。

2　 性暴力 におけ る物質性 と言説性

　性暴力は しばしば次の よ うに理解 され て い

る。すなわ ちそれ は第
一義的 には物質的な身

体 へ の 侵襲で あり、被害者を責める言説的な

作用 はそ れ に後続する 二 次的な も の で ある と。
これは暫定的には有益な図式で あるが、性暴

力とは いかなる 暴力で ある のか をめ ぐる理論

的考察 にあた っ て は、一
次的なもの と二 次的

な もの との 関係づけ をさ ら に踏み 込ん で分析
しなけれ ばな らない 。

　 他者の 身体 へ の接触がすなわ ち性暴力を意

味するわ けでは な く、性暴力の性暴力たるゆ

え んは物質性とは異なる 〈意味〉の水準 に求

め られな ければな らない と い う自明 の 認識に

立 ち戻 っ て、考察 を開始しよ う。最初の確認

事項 は二 つ ある 。 第一に、性暴力の定義そ の

も の にか かわる水準 における 、望 まれ た性行

為 と望まれない 性行為 との対比。前者は単な

る性愛で あ り、後者は性暴力である。これ は

性暴力を考察す るす べ て の とりくみ が共有す

べ き最 も基本的な原則 で ある 。 第 二 に 、 性暴

力を 〈複合的事態〉 とみて 、そ こ で 物質的な

侵襲 と い う一要素がい かなる位置 にあるか を

見極める こ とが必要で ある。これが本報告 の

合焦する課 題で あ る。あ らか じめ見通 しを述

べ て お くな ら、性暴力にお ける物質的な作用

と言説的な作用 とを図式 的に切 り離 し て 、時

間順 に 並べ る こ とはで きな い。性暴 力 に伴 う

いわ ゆる 二 次的毀傷（secolld 珂 Uly ）は、実は

「二 次的」 で ある ど こ ろか 、む しろ物 質的 ・

肉体的侵襲 に先行 し、性暴力の 本質そ の も の

を内的に構成す る作用 を含んで い る。以 下、

こ うした見方に 沿 っ て性暴力 の 問題性を再構

成 して い く 。

3　 性暴力の 「辱め る 」 力

　繰 り返し指摘され て い るよ う に、性 暴力以

外の 犯罪被害者、た とえ ば通 り魔に刃物で 傷

っ け られた被害者 は、無警戒 ・無抵抗で あ っ

た とか 、ま して や 何 とな く犯人 を惹き つ けた

とか い うこ とを 「落ち度」 とし て 責め られ た

りは しない し 、 その ために被害者で ある こ と

隠さね ばな らな くな っ た り、犯罪その もの が

無化された りは しない 。だが ζれ らの こ とは、

こ れ ま で 性暴力にあ たか も必然で ある かの よ

うに伴 う作用で あっ た 。 性暴力にお い ては事
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件が 「落 ち度」 とい う観念を梃子 に して被害

者に帰責 され 、　 「辱め」 の よ うな観念の圧 力

によ っ て公に訴え出る こ とが断念させ られ 、

被害者に は精神的毀傷が残され て きた の で あ

る。　 「被害者へ の 帰責」 と 「被害者のス テ ィ

グマ 化」 と い うこ の 二 つ の 切 り離 しがたい 作

用 に つ い て 、さらに考察 を加 えて い く。こ こ

では とりわ け、女性に対する性暴力、と りわ

け強姦とい う最 も重大な性的侵害 を特徴づ け

る 、　 「辱める 」 と い う語 彙の意 味作用 に合 焦

し て みよ う。強姦行為が被害者 を単に傷つ け

るだけで はな く、彼女 に 「屈辱」 感 を与え、

社会的に も 「辱める 」 と い う この事態は、何

を意味 して いる の か。

　 私た ちの 社会 にお い て 、女性が強姦 の 被害

者となる こ とが意味して きた もの 。そ れ はセ

ク シ ュ ア リテ ィに かんする貞操 （処女性 ・無

垢性） と受動性 と い う、 女性が備え る べ きと

され る 二 重の価値か らの 排除で ある。被害者

である女性 は、貞操を失 っ た こと によ っ てケ

ガレた もの と され、そ の 反照 的効果とし て 、

もう一方の 受動性 もが嫌疑 をかけられる 。 そ

の極限にお い て被害者が加害者 へ と反 転され、

帰責され る （「自分か ら誘惑したん じゃ ない

の か ？」 ）。そ うした作用の複合が、　 「辱

め」 と い う語 に は凝縮され て い る。

　 重 要なの は、こ の こ とが 被害者 の 人格 に対

する全面的な否定で ある とい うこ とだ 。 すな

わち被害者は、強姦 され る こ と に よ っ て、単

に女性 と して の価値 を量 的 に減 じられ るので

はな く、　 「強姦された女」 と い うス テ ィ グマ

を刻印された 別の カテ ゴ リ
ー

へ と投げ込まれ

て しま うの で ある 。 彼女の 人と して の 唯 一 性

は踏み に じられ る。この否定的な効果こそ が

「辱め」 とい う語の 意味作用の 核心をなす 。

　 行論か ら明 らかなように 、　 「辱め」 は社会

的な規範に基づ く効果で あ り、被害者の 個人

的な心理 とは 独立の 水準で 展開する 。被害者

個々 人 に特有の 性愛観や性的経験は 、 ス テ ィ

グマ 化 ＝ カテ ゴ リー化の素材 として利用 され

るだけで ある （これ は個人性を踏み に じるた

めに個 人性が利用 される と い う逆説で あ り、

被害者が ある べ き 「女性」 規範を離れて 個人

と して の 資格 で 性暴力に抗議する こ とを困難

に してき た言説の トリッ ク で ある）。そ れゆ

え、私た ち の 性道 徳観念が現在知 られて い る

よ うな も の で あるか ぎ り、そ れが跋扈す る空

間の 内部で 行なわ れ る性犯罪は 、被害者を必

然的に 「辱め る 」 。そ して 実際の性犯罪 も、

そ うした社会的 コ
ー ドの 存在 を前提 と して行

な わ れる の である （被害者 はどうせ 訴 えな い

だ ろうと い う加害者側の 見切 りと、女性 を汚

し ・辱め る こ とそ れ 自体が強姦者の 目的の 一

部で あ る、と い う 二 つ の 意 味で ） 。

　 こ うした
一

連の 事柄をどの ように理解す べ

き か。われわ れは 、 性暴力被害者の負 う精神

的毀傷を 「屈辱」 や 「落 ち度」 だけ に還元す

るつ もりはま っ た くな い （そ の 詳細 は本報告

の 課題で はな い とは い え ）。 しか し、それ ら

の 言説的作用 とそれを支え る性道徳規範の 二

重基準 を性暴 力 の 問題圏か らも しも差 し引 い

て しまえば、性暴 力は他の 暴カー般に かぎ り

な く近づ い て しまうだろ う。すなわ ち 「辱

め」 の ような言説的毀傷は、性暴力 と して の

性暴力にと っ て 本質的な もの で あ り、決 して

「二 次的」 な効果な どで はない の で あ る。

4　 言語行為の 隠喩 と して の 性暴力

　 さ らにわれ わ れ は こ こ で 、性暴力と言説 と

の 関係をめ ぐっ て 、よ り強い 主張 をしてみ よ

うと思 う。そ の ため に 「辱め る」 と い う語彙

そ の も の に立ち返っ てみよ う 。 傷つ ける ・血

を流す ・刺す ・折る とい っ た直接 には肉体 的

な毀傷 を指 し示 す語 が精神的な毀傷を意味す

る た め に用 い られ る 場合と は反対 に 、 「辱め

る 」 こ とは通常む しろ言語行為 と しての あ り

方 を本義 と し （たとえ ば公衆の面前で 罵倒す

る こ とで相手の体面 を汚 す、と い っ た こ と） 、

そ れが性暴 力 と いう 肉体的な 毀 傷を意 味す る

よ うに転用 され て い る の で はな いか。こ の 見

通 しが正 し い とすれ ば、性暴 力は物質的 ・肉

体 的な実践で ある と同時に 、そ れ自体が 本質

的に言語的な実践すな わ ち発話行為（speech

act）で もあるとみなされ うる 。 そ こ で は 肉体

が む しろ 「言語 の よ うに」 ある い は 「言語 と

して 」用 い られ る の で ある。言説 は性暴力を

後か らと りつ く ろ う の で はな く、よ り積極的

に、そ れを内部か ら構成する 。 性暴力は い わ

ば肉体を もっ て する発話行為 として 、被害者

を否応な く言説的な毀傷に 曝すの で ある 。

　性暴力に対す る二 重の 対抗 形態、すなわち

肉体 の濫用 に対す る直接的な取締や刑罰 と、

法廷闘 争や啓蒙活 動を通 じて 「辱め」 の 背後

に ある規範を無効化 し て ゆ くと い う作業が、

い ずれも等 しく不 可欠な 二 重 の実践で なけれ

ばな らな い こ とは、こ こ に根拠づ けられ る 。

（そ の他、紙幅の都合で本要 旨には書き込め

なか っ た諸 問題 に つ い て は 、当日の 報告の な

かで 補い た い。）
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