
タ イ ト ル   少 年 の 更 生 に 向 け て                  

 

こ の 論 文 を 書 く に あ た っ て 、 ま ず 少 年 法 に つ い て 知 ろ う と 藤 井 誠

二 氏 著 の 「『 少 年 A』 被 害 者 遺 族 の 慟 哭 」 と い う 新 書 を 読 ん だ 。  

そ の 本 に は 、 作 者 藤 井 氏 の 少 年 事 件 の 被 害 者 遺 族 に 対 す る 取 材 が

ま と め ら れ て い た が 、 僕 は 現 在 の 少 年 法 に 対 す る 疑 問 や 不 満 を 持 っ

た 。 昨 年 も 少 年 に よ る 凶 悪 事 件 が 発 生 し 、 そ の た び に 厳 罰 化 が 叫 ば

れ た が 、 本 当 の 問 題 点 は そ こ で は な い 。 今 の 少 年 法 の 問 題 点 と し て

私 た ち が 最 も 目 を 向 け な け れ ば い け な い の は 、 事 件 の 後 、 裁 判 の 後

に 、 ど う す れ ば 加 害 者 を 更 生 さ せ る こ と が で き る の か に あ る と 思 っ

た 。  

少 年 法 の 目 的 、「非 行 の 見 ら れ る 少 年 の 更 生 」を 達 成 す る 大 前 提 と

し て 、 私 は そ の 少 年 に 自 分 が 何 を し て し ま っ た の か を し っ か り 理 解

さ せ 、 罪 に 向 き 合 わ せ る こ と が 必 要 だ と 考 え る 。 し か し 、 今 の 少 年

法 は そ こ ま で 徹 底 で き て い な い 気 が す る 。  

罪 を 償 う と は な に か 。 そ れ は 自 分 の し た こ と に 向 き 合 う こ と 、 謝

罪 す る こ と に 加 え 、 そ の こ と を 忘 れ な い こ と 、 そ し て そ の 姿 勢 を 継

続 す る こ と 、 こ れ ら を 全 て ま と め て の こ と だ と 思 う 。 そ の 場 一 時 の

謝 罪 や 、 刑 を 受 け る だ け で は 、 決 し て 済 む 話 で は な い 。  

先 ほ ど の 著 書 を 読 ん だ 中 で 加 害 者 に 最 も 欠 け て い る も の は そ の 罪

を 償 お う と す る 姿 勢 だ と 思 っ た 。  

 そ こ で 私 が 思 い 立 っ た の は 、 加 害 者 に 賠 償 金 を き っ ち り 払 わ せ る

ル ー ル と 環 境 を つ く る こ と だ 。  

罪 を 償 う 行 為 の 一 つ に 賠 償 金 を 支 払 う と い う 手 段 が あ げ ら れ る

が 、 加 害 者 側 が 多 額 の 賠 償 金 を 一 括 で 支 払 う こ と を 拒 否 し 、 毎 月 の

少 し ず つ の 振 り 込 み を 要 求 し た 被 害 者 遺 族 の 事 例 が 先 ほ ど の 著 書 に

は 取 り 上 げ ら れ て い た 。 つ ま り 、 遺 族 は 賠 償 金 を 支 払 う こ と の 真 意

を 、 支 払 う こ と で 事 件 の こ と を 思 い 出 し 、 贖 罪 に つ な げ る と い う よ

う に 考 え て い る と う か が え る 。 そ れ は 、 贖 罪 と い う 行 為 、 自 分 の 犯

し た 罪 を 忘 れ な い と い う 姿 勢 を 支 払 い に よ っ て 目 に 見 え る 形 に し て

い る と 解 釈 で き る 。 つ ま り 、 支 払 い を や め る と い う こ と は 、 自 分 の

罪 に む き あ う こ と を 放 棄 す る こ と に 等 し い 。  

と こ ろ が 、 著 書 に は 裁 判 の 場 で 決 め ら れ る 賠 償 金 は 、 支 払 い を し

な く て も 裁 判 所 が 振 り 込 み を 強 制 さ せ る こ と は な く 、 被 害 者 側 が 催

促 す る し か な い と 書 か れ て い た 。 裁 判 に よ っ て 決 め ら れ た 命 令 を 無

視 し て も ほ っ た ら か し な の で は 、 裁 判 の 意 味 す ら な い の で は な い だ

ろ う か 。 な に よ り 、 そ こ を き っ ち り し な い と 加 害 者 は 逃 げ 得 状 態 に

な り 、 更 生 な ど 見 こ め な い の で は な い の か 。  

 著 書 に は 「 国 が 賠 償 金 を た て か え 、 加 害 者 は そ れ を 返 済 す る 制 度

を 設 け る べ き だ 」 と い う 案 が 出 さ れ て い た 。 こ の 案 は 被 害 者 が 催 促



し な く て す む と い う 面 は ク リ ア で き て い る が 、 国 家 が 簡 単 に 加 害 者

の 金 銭 的 援 助 を す る の は い か が な も の だ ろ う か 。 な に よ り 加 害 者 少

年 に は 、 直 接 遺 族 に 賠 償 金 を 支 払 っ て ほ し い と 思 う 。 自 分 の し て し

ま っ た こ と に 対 す る 責 任 を 、 支 払 い を 通 し て 実 感 し て も ら い た い 。  

 で は 、 ど う す れ ば 少 年 を 更 生 さ せ る こ と が で き る の か 、 私 な り に

新 し い ル ー ル を 考 え て み た 。  

ま ず 賠 償 金 は 原 則 と し て 加 害 者 本 人 の み で 支 払 う と い う ル ー ル を

作 る 。 た だ し 、 被 害 者 の 葬 儀 代 や 治 療 費 は 被 害 者 側 の 生 活 に 支 障 を

き た す 可 能 性 が あ る の で 、 支 払 い 能 力 の あ る 加 害 者 の 家 族 、 親 族 が

あ く ま で 保 護 者 の 責 任 と し て 払 う こ と は や む を え な い と す る 。 残 り

の 慰 謝 料 は 、 事 件 を 起 こ し た 加 害 者 本 人 が 全 額 支 払 う よ う に す る 。

事 件 は 少 年 が 起 こ し た も の な の で 、 そ れ は 一 生 を か け て で も 本 人 が

払 う べ き だ 。  

自 分 の し て し ま っ た こ と に は 、 自 分 で 責 任 を と る 。 こ の 当 た り 前

の こ と が 更 生 の き っ か け に な る に 違 い な い 。  

 そ し て も う ひ と つ は 、 少 年 が 賠 償 金 の 支 払 い 額 を 捻 出 す る た め の

仕 事 を 国 が 用 意 す る こ と 。  

先 ほ ど 、 裁 判 所 は 賠 償 金 の 振 り 込 み を 強 制 し な い と 述 べ た が 、 強

制 で き た と し て も 、 加 害 者 も 財 源 が な け れ ば 払 う こ と が で き な い の

だ か ら 、 そ れ を 確 保 で き る よ う に 努 め る べ き だ 。  

刑 務 所 に は 、 既 に 職 業 訓 練 と い う 制 度 が あ る が 、 こ れ は 資 格 や 知

識 の 取 得 の た め の 学 習 で あ る 。私 が 考 え る の は 単 な る 学 習 で は な く 、

例 え ば 人 手 の 不 足 し て い る 地 に 赴 か せ て 実 際 に 働 か せ る 。 そ し て そ

こ で 発 生 し た 利 益 を 賠 償 金 と し て 活 用 す る の だ 。  

こ の 制 度 が 実 現 し た 場 合 の メ リ ッ ト は 大 き く 2 つ 、 加 害 者 本 人 に

賠 償 金 の 支 払 い の 足 が か り を 与 え る と い う こ と 、 労 働 に よ っ て 加 害

者 の 更 生 を 促 進 す る と い う こ と だ 。 こ れ に つ い て 説 明 す る と 以 下 の

よ う に な る 。  

「 支 払 い の 足 が か り 」 に つ い て  

ど ん な 事 件 で あ ろ う と も 、 そ れ は 加 害 者 の 前 科 と し て 扱 わ れ る 。

そ う な る と 、 後 の 就 職 の 弊 害 に も つ な が る 。 支 払 い を 続 け た く て も

そ の た め の お 金 を 捻 出 で き な く な っ て し ま う の で は な な い だ ろ う

か 。そ ん な 状 態 で 刑 期 が 終 わ っ た 後 に 元 の 社 会 に 戻 し 、「お 前 た ち に

は 賠 償 金 が 残 さ れ て い る か ら 早 く 仕 事 を 見 つ け て 払 え よ 」 と 言 っ て

も 、 そ れ は 難 し い 話 に 思 え る 。 お 金 を 捻 出 で き な い な ら 、 自 然 と 賠

償 金 の 支 払 い は で き な く な っ て し ま う 。 初 め に 述 べ た よ う に 賠 償 金

を 払 う と い う こ と は 加 害 者 の 更 生 に つ な が る の で 、 そ の 「 少 年 の 更

生 」 を 目 的 と し て い る 少 年 法 に 、 国 が 加 害 者 の 就 職 に ま で 介 入 す る

制 度 を 設 け る べ き だ 。  



 

 

「 労 働 に よ る 更 生 の 促 進 」 に つ い て  

就 職 難 が 引 き 起 こ す 問 題 と し て 、 無 職 者 の 犯 罪 率 の 上 昇 が あ げ ら

れ る 。上 の 図 は 、平 成 1 4～ 2 3 年 で 起 こ っ た 保 護 観 察 対 象 者 の 有 職 者

と 無 職 者 の 再 犯 率 を 比 較 し た も の で あ る 。 こ れ を み る と 、 有 職 者 の

再 犯 率 は 7 . 4％ だ が 、 無 職 者 の 再 犯 率 は そ の 約 5 倍 に あ た る 3 6 . 3％

で あ る こ と が 分 か る 。 逆 に 、 労 働 環 境 を 整 え る こ と で 犯 罪 者 の 約

3 0％ を 更 生 に 導 く こ と が で き る と も い え る 。 労 働 に は 、 犯 罪 者 を 更

生 に つ な げ る 事 象 が た く さ ん あ る の だ ろ う 。 な ら ば な お さ ら 、 加 害

者 が 就 職 で き る よ う 見 届 け る の が こ れ か ら の 目 標 に な る の で は な い

だ ろ う か 。  

 現 状 で は 、過 去 4 度 の 法 改 正 に お い て 、厳 罰 化 は 行 わ れ た 。た だ 、

単 に 刑 期 を 長 く し て も 私 は 目 標 の 更 生 は 成 し 遂 げ ら れ る と は 思 わ な

い 。 今 考 え る こ と 、 見 直 す こ と は 、 更 生 の た め に 何 を さ せ る か だ 。

小 学 生 の と き に 、 ク ラ ス メ ー ト と ケ ン カ し た 後 に 先 生 に 呼 び 出 さ れ

た こ と が 何 度 も あ る 。 そ の 度 に 自 分 が 何 を し た の か 、 ど こ が 悪 か っ

た の か を 確 認 さ せ ら れ 、 反 省 し た 思 い 出 が あ る 。 ケ ン カ に と ど ま ら

ず 、 間 違 っ た こ と を す れ ば そ の ま ま で は い け な い と 言 わ れ 、 そ の 機

会 が 設 け ら れ た 。 た だ し 、 裁 判 に 発 展 す る 事 件 と な る と 、 一 般 家 庭

の 少 年 や 、 あ る い は そ の 家 族 だ け の 力 で 更 生 を す る と い っ て も 難 し

い の で は な い だ ろ う か 。  

 少 年 は 今 後 の 日 本 社 会 に お い て 大 き な 役 割 を 果 た す 。 し か し 、 彼

ら の な か に は 非 行 に 走 る 者 が い て 、そ れ を 更 生 さ せ る の が 少 年 法 だ 。

だ が 、今 の 少 年 法 は 、裁 判 が お わ っ た ら そ れ ま で と い う 感 じ が す る 。

彼 ら の 更 生 を 実 現 す る に は 、 事 件 が 終 わ っ て も 、 一 人 一 人 の 加 害 者

の そ の 後 に 目 を 向 け 、 更 生 の 手 助 け を す る こ と が 必 要 だ 。  
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