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           「方 法 と し て の 〈祈 り 〉」 と の 対 話

                池 田 華 子

は じめ に

 卒 業論 文 の題 目 と した 「方 法 と して の 〈祈 り〉」 と い う こ と ばが 初 め て私 にや って き た の

は、草 木 の緑 の鮮 や か さ に、 眩量 を誘 わ れ るよ うな初 夏 の候 で あ った。 そ して 、 そ の こ と ば

の 意 味す る と ころ の一 端 が、 私 に と って 明 らか に な っ た の は秋 も深 ま り、 冬 の 足 音 が 聞 こえ

始 め る季 節。 い つ に な く淡 々 と時 は過 ぎ、 世 界 が抱 え る沈 黙 の深 さ に、 人 間 に と って か な し

い とい う こ とは これ ほ どま で に慎 ま しや か な こ となの か とい う想 い を深 く した季 節 で あ った 。

 時 はめ ぐり、 四 季 を丁 度1周 半 した と ころで 、「方法 と して の 〈祈 り〉」 は再 び私 の前 にや っ

て きた。 思 考 す る季 節 の 違 い も関 係 して か、 〈祈 り〉 の姿 も初 夏 お よ び冬 の 時 季 と は、 多 少

見 え方 が異 な る よ うな気 も して い る。

 Simone Wei1(1909-1943)の 思 想 を 手 が か りに、 方 法 と して立 ち現 れ た 〈祈 り〉 は、 相

対 的 な 存 在(す な わ ち 、 他 との 関係 に お い て在 る もの)と して の 「私le」 に お いて は考 え

得 な い もの で あ る。

 〈祈 り〉 は 「感 じと れ る真 理v6rit6s saisissable」 で あ る こ と を そ の本 質 とす る。 真 理 は

「私 」 の 内 か ら生 まれ る の で は な い。 けれ ど もそれ は 、 今 ・こ こを 生 き る 「私」 の 「か らだ

corps」、 つ ま り身 体 を通 して把 捉 され る もので あ る。 時 空 を離 れ た永 遠 と も言 うべ き処 に 見

出 され る真 理 が 、 「私 」 の 身体 を通 して 感 受 され る。 これ は一 体 どの よ うな 事 態 を意 味 して

い るの だ ろ うか。

 そ れ は、 〈祈 り〉 の 内 に 在 るの は、 「私 」 で はな く<わ た し〉 一 本 来 的 な意 味 で の 「私 」

とで も言 うべ き もの 一 で あ る とい う こ とだ と考 え られ る。

 そ の と き、 〈祈 り〉 は 〈わ た し〉 そ の もの で あ る。 ま た 、 あ らゆ る物 事 が 〈わ た し〉 に お

いて 潜 在 化 され る 際 の 、 世 界 の あ り よ うの前 提 とな る もの で もあ る。 〈わた し〉 は、 相 対 的
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世 界 に生 き る こ と を止 め て 絶 対 的世 界 を求 あ るで も、 日常 の 超 越 を 志 向 す るで もな く、 も っ

と も本 来 的 な 仕 方 で す べ て が 生 か さ れ る根源 的な あ りよ うを 直 観 す る。 そ れ が永 遠 と今 ・こ

こ をつ な ぎ、 貫 い て 開 示 され る、 実 在 性(realite)の 次 元 で あ る。 そ して そ の あ りよ う は、

方 法 と して の 〈祈 り〉 にお いて 表 わ され て い る。

 本 稿 に お い て は、 こ う した 「方 法 と して の く祈 り〉」 の あ りよ うを 改 め て と らえ直 す と共

に、 そ の行 先 を わ ず か に延 長 して眺 めて み た い。 〈祈 り〉 の 姿 が以 前 とわ ず か な が ら異 な っ

て見 え るの は 、 季 節 が 作用 して の こ とばか りで はな い だ ろ う。 そ の違 い に も 目をや りつ つ、

卒 論 の 内 容 を 振 り返 って み た い 。

「な ぜpourquoi」 と い う声

 まず はWeilの 語 りに耳 を 傾 けて み た い。

   「ま った く意 味作 用 が な く、 また もち ろん どん な答 え もな い 問 い か け が あ る。通 常 そ

  ん な 問 い か け は な され な い 。 しか し不 幸 にお そ われ た魂 は単 調 に つづ く うめ き声 と と も

  にた え ず 叫 び つ づ け ず には い られ な い。 この 問 い か け、 そ れ は 「なぜ 」 とい う問 い か け

  で あ る」1)。

 「なぜpourquoi」 と い う こ とば は、 こ こで は 「問 いか け」 と呼 ばれ て い る が、 それ は 問

い質 す こ とを 目的 とす るの で は な く、 た だ 問 うこ と しか で き な い ひ との声 の ことで あ る。

 Weilは 、 生 涯 にわ た り強 度 の偏 頭痛 に悩 ま され て いた 。 頭 痛 の最 中、 「苦 しむ とき、 わ た

しは 自分 が 存 在 す る こ とを忘 れ るこ とが で き ない し、 自分 が 無 に等 しい存 在 で あ る と知 る こ

と もで き な い」2)と彼 女 は 語 る。 頭 痛 は、 何 か の象徴 で もメ ッセ ー ジで も な く、 た だの 強 烈

な痛 み で しか な い。 そ こに意 味 を読 み取 るこ とや、 痛 ん で い る 自分 の身 体 を離 れ た とこ ろで

思 考 す る こ とは ほ とん ど不 可 能 で あ る。 痛 み の苛烈 さ を前 に して は、 そ う した行為 は とき に

観 念 的 世 界 に お け る遊 戯 の よ う に しか 感 じ られ な い だ ろ う。

 「嫌 悪 を もよ お させ る もの、 意 に反 して こ うむ る もの 、 避 け た い と願 う もの 、 そ の刻 印を

受 けず にす む よ う 嘆願 せ ず に は い られ な い もの」3)、そ れが 苦 しみ で あ る とWei1は 語 る。 そ

して 、 「なぜ 」 とい う声 は、 ま さ にそ の苦 しみ の 中か ら生 ま れ るの で あ る。

 「な ぜ 自分 は ま さ し く、 食 べ 物 が な か った り、疲 労 や 虐 待 に よ って 消 耗 した り、 近 い う ち

に射 殺 され な け れ ば な らな か った り、 あ るい は病気 にな った り、 投 獄 され た り しな けれ ばな
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らな い のだ ろ うか」4)一 この とき の、 「なぜ 」。 この 「な ぜ」 に応 え る こと は困 難 で あ る。

 「なぜ 私 に この病 いが与 え られ た のか 」、 「な ぜ私 は生 ま れ て こ な けれ ば な らなか った のか 」

一 この よ うな 問 い か け が、 単 純 に感 じ易 い性 質 か ら出 た こ とば と解 され る こ と も少 な くな

い のだ ろ う。 そ う した 理 解 に基 づ いた 結 果 と い うば か りで は な い だ ろ うが、 「そ う考 え て も

答 えの 出な い こ とば か り考 え るの は止 して、 もっ と前 向 き に い き ま し ょう」、 「大 げ さな言 い

方 だ 。 人 間 は誰 で も い くらか は苦 しい こ と、 悲 しい こ とを経 験 して いか な けれ ば な らな い の

だか ら」 な ど と い っ た応 答 を 耳 に す る こ と も しば しば で あ る。

 しか し、 こ の よ うな 応 答 が 、 「な ぜ」 とい う声 に全 く応 え て いな い もので あ る こと は 明 ら

かで あ る。 こ う した 応 答 のず れ は、 どの よ うな とこ ろ か ら生 ま れ る の だ ろ うか 。

 一 般 に、 人 は 苦 しむ 者 を 目の前 にす れ ば、 そ の人 に対 して 同情 を寄 せ るの が ふ つ うで あ る

と考 え て い る。 しか し、 事 はそ う単 純 で は な い。意 外 に感 じ られ る か も しれ な いが、 苦 しむ

人 は、 そ の 人 と相 対 す る者 に嫌 悪 を も よお させ るこ とが あ る。 例 え ば、 一 緒 にい る と愉 快 な

気 持 ち にな れ る瞬 間 が ほ とん ど見 出せ な くな くな っ て しま った り、 苦 しむそ の 人 が、 我 儘 を

言 った り、 理 不 尽 な 要 求 ばか り して い るよ うな感 じを覚 え た りす る場 合 な どが 挙 げ られ る。

そ うな って くる と、 私 た ち は彼/彼 女 に 同情 を寄 せ る ど こ ろ か、 「い い加 減 に して ほ しい」

な ど と、 こち ら側 の 不快 感 を ぶつ けた り、 意 志 の力 で何 と か そ の不 快 感 を 耐 え 忍 ぼ う と努 め

た りす る こ とに 終始 す る こ とに な る。

 ま た、 苦 しむ人 の こ とば が正 確 に聞 き取 られ るこ と は非 常 に稀 で あ る。 運 良 く 「なぜ 」 と

い う こ とば が耳 に届 いた と して も、 そ れ を受 け取 る側 は 「今 は感 情 が 乱 れ て い るの だ ろ う。

しば ら くす れ ば 落 ち 着 くはず だ」 な ど と考 え る こと も しば しば で あ る。 しか し、 当然 の こ と

なが ら、 「な ぜ」 と い う声 が止 む こ と は ない。 止 ま な い ど ころ か、 ます ます そ の激 しさ は増

す よ うで あ る。 そ うい う関係 の 中で 、 つ い に は、 苦 しむ人 が疎 ま し く感 じ られ始 め る。 あ る

いは、 そ れ に対 して ど うす る こと もで き な い 自己の 無 力 感 に と りつ か れ て い く。

 「な ぜ」 とい うの は、 そ うい う種 類 の 問 いか け な の で あ る。 苦 しむ人 が発 して い る の で す

らな い 、 苦 しみ そ の もの の 自己 表現 と して の 叫 び。 「なぜ 」 は、 そ の こ とば を 発 す る者 自身

に と って、 ま た そ の こ とば を耳 にす る者 に と って、 不 快 で 乗 り越 え 難 い、 叫 び で あ る。

 Weilは 「な ぜ 」 の 原 型 と して 、 十 字 架 上 の イ エ ス ・キ リス トの 「わ が神 、 わ が神 、 な ん

ぞ わ れ を見 捨 て給 い し」 とい う叫 びを挙 げ る。 この イ エ ス の声 は、 一 見 彼 の 信仰 の挫 折 を意

味す る もの の よ うに も考 え られ るが、 それ は 「なぜ 」 と い う問 いか けが正 し く聞 き取 られ な

い とき の理 解 で あ る と言 う こ とが で き るだ ろ う。
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 イ エ ス の叫 びは 、 イ エ ス 個人 の 内部 か ら生 まれ た もの で は な い。 彼 は そ の よ う に叫 ば ざ る

を得 なか った だ けで あ る。 しか し、 その 声 に対 して、 神 が 直 接 に応 え る こ と は なか った。 叫

ぶ声 に応 じ る者 は な く、 そ こに は沈 黙 が 広 が るの み で あ る。 そ の沈 黙 は絶 対 で あ る。「な ぜ」

は沈 黙 の 中 に投 げ 出 され て い る 。

 何 か を 問 え ば、 そ れ に対 す る答 えが 返 って くる とい う関 係 を均 衡 の保 た れ た状 態 で あ る と

考 え るな ら、 沈 黙 の 中 に投 げ 出 され た、 絶対 的 な乗 り越 え 難 さ と して の 「なぜ 」 と い う叫 び

は、 不 均 衡 そ の もの で あ る。 そ して、 この不 均 衡 に直 面 す る こ と を意 識 的、 あ る い は無 意 識

的 に避 けた い と願 うが ゆ え に、 「な ぜ」 とい う問 いか けに対 す る直 接 的 な応 答 はず れ て い く。

 で は、 そ う した ず れ を生 じ させ る こ とな く、 不均 衡 を不 均 衡 そ の もの と して まな ざす あ り

よ うと は、 一 体 どの よ うな もの な の だ ろ うか。

「注 意attention」 と い う こ と

 不 均 衡 そ の もの に 対 す る正確 な ま な ざ し一 ま さに そ の ま な ざ しそ の もの と して考 え られ

る のが 「注 意attention」 で あ る。

 「注 意 」 は、Weilの 思 想 を 特 徴 づ け る概 念 の ひ とつ で あ る。

 一 般 に、 注 意 と い う もの は、 主 に は 自分 の身 を守 る た め に気 を配 る こ と、 警 戒 す る こ と、

あ る い は、 眼前 の 対 象 物 や 目的 に対 して 集 中力 を高 め た状 態 と して理 解 され る もの で あ る。

「足 元 に注 意 しな さ い」、 「注 意 深 く考 え て ご らん」、 「注 意(力)が 足 りな い」、 「早 速 注 意 し

て お き ます 」 な ど とい った 表現 は、 日常 的 に耳 に す る もので あ る が、 そ こで用 い られ て い る

注意 と い う言 葉 は 、Weilの 言 う 「注意 」 とは異 な って い る。

 Weilの 言 う 「注 意 」 は、 「思 考 を 待機 状 態 に し、 思 考 を空 し く して、 対 象 へ は い って 行 き

易 い よ う に し、 利 用 す べ き既習 の さま ざ まな知 識 を 、 自分 の 内部 で思 考 の ご く近 くの、 思考

よ りは低 くて、 直 接 に 関係 の な い段 階 に おい て保 持 して い る こ と」5)であ り、 「対 象 を、 そ の

赤 裸 な真 実 の ま ま にむ か え 入 れ る準 備 」6)をして い る状 態 で あ る。

 これ に よ れ ば、 一 般 的 な 理 解 に お け る注意 とWeilの 「注 意 」 が い か に異 な る もの で あ る

か は 明 白 で あ ろ う。 「注意 」 と は主 体 が 意 図 的 に は た らか せ る こ との で き る も ので は な く、

もた らされ る もの に在 る と い う こ との極 み と して の あ りよ うで あ る。

 冨 原 眞 弓(2002)が 指 摘 す る よ う に、 「待 機attente」 と 「注 意attention」 は と も に、

「待 ち の ぞ むattendre」 と い う動 詞 か ら派 生 した 名 詞 で あ る。 した が って、 「注意 」 とい う

こ とは、 「待 機 」 とい う こ とで もあ り、 さ らに そ の根 底 に は 「待 ち の ぞ む 」 と い うテ ー マが
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内 在 して い る と考 え られ る。 ま た、 田辺 保(1967)に よれ ば、 「待 ちの ぞむ 」 とは 「単 な る

「忍 耐 」 で な く、 もっ と切 実 な 思 い を こあ て、 不 在 な る もの を 待 望 す る態 度 」7)であ る。

 そ の意 味 で、 「注 意 」 は 「意 志」 で はな く、 「願 望 」 に、 さ らに は 「同 意 ・承認 」 に近 い も

の な の で あ る。 「た だ、 純 粋 に、 単 純 に呼 び 求 め な け れ ば な らな い 。 そ の こ とを考 え る こ と

が 、 呼 び声 に、 叫 び 声 に な らな けれ ばな らな い」8)とい うWeilの 語 りは 、 「待 ち のぞ む」 と

い うこ との あ りよ うを端 的 に示 して い るだ ろ う。

 単 な る忍 耐 、 忍 従 で は な く、 そ こに は 「願 望」 が あ る。 能 動 的 受 動 と い う表現 で も届 か な

い、 受 動 性 の徹 底 の 中 に生 じて くる 「待 ちの ぞ む」 と い う あ りよ うが知 られ な け れ ば な らな

い。 そ の と き、 願 う こ とで しか在 れ な い あ りよ うがそ こ に あ る。 そ れ が 、諦 め や安 易 な受 容

とは異 な り、 曝 され て在 る こ と 一 「注 意」 の は た ら きの 内 に在 る こ と 一 の本 質 で あ る。

 け れ ど も、 こ こ で 「注意 」 に お け る 「願 望 」 は、 「注 意 」 の 情 緒 的 な 性 質 を裏 付 け る もの

で は な い とい う こ とを確 認 して お か な けれ ばな らな い。 「注 意 」 は 感受 性 で はな い。 不 幸 や

苦 しみ の 在 り処 を よ り良 く感 知 し、 気 を配 る こと ので き る望 ま しい能 力 の こ とで もな い。

 目的 も対 象 もな く 「待 ち の ぞむ」 とい う こ とは、 不 在 な る もの が不 在 で あ る こ とに 同意 す

る ことで あ る。 不 在 な る もの、 そ れ は神 で あ り、 善 で あ り、 美 で あ る。 そ れ らを 自 らの手 に

獲 得 す る こ と、 あ る い は取 り戻 す こと を願 い 求 め るの で は な く、 自 ら と不 在 な る もの との 無

限 の隔 た りに お い て願 う。

 あ る意 味 で そ れ は不 在 で あ るよ うに と願 う ことな の で あ る。 不 在 な る もの が、 名 を 持 ち顔

を持 った 目 に見 え る人 格 的 な もの と して 眼前 に立 ち現 れ る こ とを願 うの で は な い。 実 体 を持

た な い匿 名 の(anonyme)非 人 格 的 な もの の内 に、 Weilは 神 性 、 聖 性 を 見 出 す。

 ま た、 苦 しみ も、 「な ぜ 」 と い う声 も、 痛 み も、 す べ て は還 元 不 可 能 な もの で あ る。 しか

し、 そ れ で は あ ま りに 救 い が な い。 通 常私 た ちに と って は 、Weilが 不 幸 に対 して代 償 や 慰

め、 報 いを 与 え る もの と して と らえ て いた 「想像 力imagination」 の は た らき の方 が 馴 染 み

深 いの で は な い だ ろ うか 。 そ れ は不 均 衡 を埋 め合 わ せ よ う とす る作 用 で あ る。

 しか し、Weilは 「想 像 力 」 の はた ら きに よ る不 均 衡 の 埋 め 合 わ せ を 自 らに禁 じた。 そ れ

は彼 女 に と って 、 限 りな く回 避 す べ き もの で あ った。 彼女 が慰 め の忌 避 とい うこ とを 頑 な に

貫 こ う と した の は、 曖 昧 な表 現 に はな るが 、 「想 像 力 」 の は た らき が与 え る慰 め や代 償 が 人

間の 不幸 や 苦 しみ を 根 底 か ら励 ます もの に は な り得 な い とい う こ とを、 彼 女 が体 験 的 に知 っ

て い た か らで は な い だ ろ う か。 慰 めの 忌避 を徹 底 す る 中 で、 「注 意 」 とい う こ とが どれ だ け

リア リテ ィを も って 彼 女 の前 に立 ち現 わ れ た か につ いて は 想 像 に難 くな い。
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 そ して 、 「注 意 」 が高 度 に極 ま る とき、 実 在 の次 元 に属 す る真 理 は経 験 可 能 な もの とな る。

それ は、 願 う こ とが願 い求 め る当 の もの にな るとい う こ と。 例 え ば漆 黒 の 闇 の 中、 一 心 に光

を願 い求 め る こ とが、 光 そ の もの に な る よ うに。 そ れ が願 うと い う こ との 本質 で あ る。 た だ

し、 それ は奇 跡 で も超 越 的 な体 験 で もな く、 あ りの ま ま の 日常 に お い て生 ず る こ とで あ る。

こ う した 体 験 にお いて は、 日常 とい うこ とを確 か に見 定 め て お か な け れ ば、 そ の あ りよ うは

抽 象 化 を 免 れ 得 な い。

 光 を待 ちの ぞ む 「注意 」 の は た らきそ の ものが 光 とな る とき、 そ の光 は実 在 の次 元 に属 す

る光 で あ る。 そ して、 「なぜ 」 が提 示 す る不 均 衡 の乗 り越 え難 さ は、 そ の 光 の 中 で 些 か も減

じ られ る こ とな く、 よ り明 白 に 、際 立 った姿 を顕 わ にす る。 それ は 「今 この瞬 間 に、 世 界 の

秩 序 の中 に在 る とい う こ と」9)一 自分 自身 を も関 係 の一 項 と して 見 る こ とを入 り口 と して、

事 物 が 互 い に関係 し合 うひ とつ の体 系 の 中 に在 る とい うこ と で あ る。

 そ の事 実 が 直 観 され る と き、 部分 的 な 真理 で はな く、 真 理 の全 貌 が そ の もの と して 、 一挙

に知 られ る こ と とな る。 そ れ が 実在 を 把 捉 す る、 「注 意」 の創 造 的 な は た ら きの本 質 で あ る。

「な ぜ」 の不 均 衡 を解 消 す る方 向 で は な く、 それ を必 然 の 体系 と して さ らに徹 底 す る ことが 、

「注 意 」 の ま な ざ しのあ りよ うな の で あ る。

身 体 的 な 語 り

 卒 論 に お いて は 、 この 「注意 」 の 創 造 的 は た らき を手 がか りに、 そ れ に よ って明 らか に な

る、 あ らゆ る もの が 「実 在r6alit6」 の 次 元 にお い て現 前 す る世 界 の あ りよ うそ の もの と し

て の 〈祈 り〉 につ い て述 べ た。

 そ の展 開 に つ い て振 り返 る前 に、 「なぜ 」 と い う問 い か け が 「私 」 の次 元 か ら発 して い る

もの で は な い とい う こ とを、 別 の角 度 か ら も考 え て お き た い。

 「な ぜ 」 と い う声 は、 悲 惨 な もの、 苛 烈 な もの と して イ メ ー ジ され が ち で あ る。 実 際 、

Weilの 語 りの 中 で は 、 彼 女 自身 の抱 え る頭 痛 の強 烈 さ との 関 わ り もあ って 、 痛 み や苦 しみ

に葛 藤 し、 もが き な が らの 叫 び とい う側 面 が色 濃 く感 じ られ な い こ と もな い。

 しか し、 当 然 の こ とな が ら、 病 いの 中 にあ るの は そ の よ う な激 しさ ば か りで はな い。 例 え

ば心 を 凍 りつ か せ るよ うな孤 独 、 絶望 、 諦 め は、「な ぜ」 とは 問 わ な い か も しれ な い。

 けれ ど も、 そ もそ も声 に 出 して 「な ぜ」 と叫 ぶ ことが その 声 の 本 質 で は な い と考 え られ る。

「なぜ 」 と い う2文 字 を 含 まな い 、「な ぜ」 の語 りが、 こ の世 の あ ら ゆ る とこ ろ に遍 在 して い

る。
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 遍在 す る 「な ぜ」 とい う声 に、 語 り手 、 聞 き手 の 区別 は な い。 声 を発 す る者 も、 そ れ を耳

にす る者 も、 つ ね に 「な ぜ」 とい う声 に対 して 等 しい距 離 、 等 しい 時 間 を有 して い る。

 そ れ に も関 わ らず 、 通 常 「なぜ 」 は、 語 り手 の声 と して 認識 され、 そ れ を耳 にす る者 は聞

き手 と呼 ば れ て い る の で あ る。 そ の よ う な理 解 の上 で は 、 「なぜ 」 に対 して 両者 が 等 しい距

離、 等 しい 時 問 を持 つ とい う こと はイ メ ー ジで き な い だ ろ う。敢 え て イ メ ー ジす るとす れ ば、

「な ぜ 」 は語 り手 の 内 に あ り、 聞 き手 は そ れ を外 か ら見 て い る。 「私 」 の 苦 しみ 、 「私 」 の か

な しみ の再 現 で あ る。

 しか し、 「な ぜ 」 と い う声 に対 して 、 「私 」 の生 き る時 間 や空 間 の範 囲 内で 応 え る こ とが 不

可能 で あ るの と 同様 に、 「私 」 にお い て 「な ぜ」 と問 いか け る こ と もま た不 可 能 で あ る。 そ

もそ も 「な ぜ」 が生 ま れ て くる とい う こと は、 そ う した 「私」 個 人 の歴 史 的 な あ りよ うが 揺

るが さ れ て い る と い う こ とで あ る。 それ は、(差 し当 た り、 こ の よ うに表 現 す る しか な いの

で、 こ う呼 ぶ が)語 り手 に と って も、 聞 き手 に とって も、 等 し くそ うで あ る。

 そ こ に 「なぜ 」 を聞 に挟 ん で、 語 り手 と聞 き手 が 向 か い 合 って い る と い う図 は 見 え て こな

い。 そ の よ うな 図 は、 「私」 の次 元 か ら見 た と きに のみ 見 え て くる もの で あ る。 「私」 が いな

い と き、 向 か い合 う とい う図 は考 え られ な い 。

 見 方 を変 え れ ば、 「な ぜ 」 と い う声 は ま る で当 所 な く彷 径 う旅 人 の よ うで あ る。 決 ま った

行 先 は な く、 しか し一 所 に留 まる こ と もな い。 何 か に 追 い立 て られ る よ う につ ね に歩 き続 け

て い る。 進 ん だ 距 離 や そ れ が 向 か って い た で あ ろ う方 角 を後 付 け的 に検 証 す る こ とは で き る

か も しれ な いが 、 少 な くと も語 りの最 中 にあ る のは 、歩 い て い る と い う動 作 だ け、 そ こ に 目

的 も意 味 も な い と い った ふ う に。

 そ して、 その よ うな 旅 人 の た ま しい を語 り手 と聞 き手 が共 に生 き る と き、 時 間 お よ び空 間

が 身体 の 中 に入 り込 む。 そ れ は、 今 ・こ こを生 き る個 人 と して の 「私」 が有 す る時 間 お よ び

空 間 か ら 「私 」 が 引 き剥 が され る こ とで あ る。

 そ れ を 「私」 の 今 ・こ こが、 歴 史 の 本 質 に照 らして、 真 に実 在 の 次 元 に届 くもの で あ るか

否 か が 問 わ れ て い る こ とで あ ると考 え る こ とはで き な い だ ろ うか。 そ の 瞬 間、 今 ・こ こに立

脚 す る 「私 」 の 生 は考 え られ な い。 「私 」 個 人 の歴 史 的 な あ りよ う、 「私 」 に お い て対 象 化 の

視 点 か ら と らえ られ た 時 間 性 は、 身 体 の 内 で、 本 来 的 な 時 間 と空 間 に取 って 代 わ られ る。

「苦 痛 は 、 時 間 と空 間 を か らだの 中 に入 らせ る」i°〉とい うの は その よ うな意 味 で あ ろ う。

 「か らだcorps」 とは 「受 け容 れ る器 」n)一 一 個 人 と しての 「私 」 で は な く、 す べ て を潜

ら しめ る器 と して の身 体 と して在 る こ と 一 であ る。 そ れ は今 ・こ こを生 き る こ とか らの遊
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離/乖 離 を 意 味 す るの で は な い。 む しろ、 時 間 の流 れ そ の も の と同 化 して 、 時 間 の歴 史 その

もの に まで 遡 り、 そ こか ら生 き直 して い る。 そ う した生 に在 る こ とが で き るの は、 身 体 を帯

び た 〈わ た し〉 だ けで あ る。

 そ の意 味 で、 「なぜ 」 と い う声 は身 体 的 な語 りで あ る と言 う こ とが で き る だ ろ う。 単 に そ

れが 肉体 にお け る痛 み や苦 しみ と分 か ち難 く結 ば れ た もの で あ る と い う意 味 に おい て の みな

らず 、 「な ぜ 」 が、 身 体 に お い て感 受 され る と い う こと に お い て 、 そ して そ の声 が身 体 を帯

びて 放 た れ る とい う こ とに お い て、 そ うで あ る。 それ は確 か に、 身 体 を 基 と して 起 こる もの

で あ る。

 「なぜ 」 に 対 す る直 接 的 な応 答 が得 られず 、 沈黙 が 広 が るの み で あ る と い う とき、 身 体 が

「私 」 の 次 元 か ら剥 離 され よ う と して い る。 沈 黙 の体 験 は、 身 体 的 で あ る。 こ とばが な い と

い う だ けで は な い。 食 べ た り、 息 を した りす る とい う、 身体 にお い て な され る 日常 の ご く当

た り前 の 動 作 一 通常 、 それ が 身 体 に お い てな され る と い う こ とが、 明 確 に意 識 され る こ と

は な いで あ ろ う 一 が、 沈 黙 の 中 に現 出 して くる。

 それ と関 連 して 、少 し長 くな るが、Weilの 語 りを 引用 した い。

   「ミラ レパ と食 べ物 。 最 大 限 に宇 宙 の実 在性 を溶 解 しつ くした あ と、 か れ は、 それ 以

  上 ど う して も無 に 帰す る こ とが で き ぬ点 に到達 した 。 そ れ は思考 す る精 神 で さえ、 仮 象

  の ひ とつ にな り果 て て い る状 態 で あ る。

   食 べ 物 は、 この 点で あ る。 食 べ物 は、 ど う して も無 に は帰 しえ ぬ も のな ので あ る。 断

  食 と は、 ど う して も欠 か す ことが で き ぬ食 べ物 の この 本 質 を 体験 的 に知 る こ とで あ る。

  した が って、 感知 し得 る宇 宙 の 実在 性 を知 る ことで も あ る」12)

 こ こで 扱 わ れ て い るの は、 身 体 の テ ー マで あ る。 思 考 す る精 神 で さえ 幻 影 と化 し、 宇 宙 の

実 在 性 に触 れ 得 るそ の とき に、 食 べ る こ とが 残 され る。

 生 き る上 で は食 べ る こと が不 可 欠 で あ る。 それ が積 極 的 に行 な わ れ る も ので あ るか否 か は

別 と して 、 自 ら命 を 絶 つ とい うこ とを認 め な い場合 に は、 可 能 な 限 り食 べ 物 を適 度 に摂 取 し

続 け な けれ ば な らな い。 しか し、 食 べ る こ と とは他 の あ らゆ る行 為 の 中で も際 立 って 「私 」

の行 為 な ので はな いか。 「私 が 」 食 べ て い る。 「私 が」 生 き る ため に。

 あ る い は、 「人 間 が 自分 自身 と して、 あ る一 個人 と して空 無 で あ る」13)と信 じさせ る場 所 に

至 っ て もな お、 「私」 は食 べ る とい う意 志 を 、 食べ た い とい う欲 求 を持 ち得 る だ ろ うか。 「私」
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の 消 失 とは 必 然 的 に 、 実 存 的 な意 味 にお いて で は な く、 具 体 的 且 つ 即 物 的 な意 味 に お い て

「私 」 の 死 とつ なが っ て い るの で は な いか 。 お そ ら くこれ は ニ ヒ リズ ムの 問 題 で もあ る。

 けれ ど も、 実 際 に は 、 ひ とは 身 体 ゆ え に 「私 」 で は な く、 〈わ た し〉 で あ る こ とが で き る

の で あ る。

 「死 を 通 過 しな けれ ば な らな い。 一 古 い ひ とは死 なな けれ ば な らな い」14)とWeilが 語 る

とき、 「古 い ひ と」 の 向 こ うに は 「新 しい ひ と」 が立 って い る。 た だ し、Weilは 十 字 架 上 の

イ エ ス の姿 こそ が、 彼 の神 性 が も っ と も極 ま り、 収敏 され た瞬 間 だ と と らえ て お り、 それ に

対 して、 そ の後 の い わ ゆ る復 活 とい う こ とにつ い て は、 それ ほ ど深 い意 味 を認 め て い なか っ

た 。 そ の意 味 で 、 古 い ひ とか ら新 しい ひ とへ の変 容 を 、 復 活 とい う文 脈 で と らえ る こ と は

Weilの 理 解 か らは、 ず れ る こと にな るだ ろ う。

 そ うで は な く、 死 の 向 こ う側 に立 って い る新 しい ひ と は、 生 で は な く死 の側 か ら世 界 を ま

な ざす ひ とだ と考 え る こ とが で き るの で はな い だ ろ うか。 そ の とき の死 と は、 肉体 的 な衰 え、

滅 び に逆 行 す る よ うに して生 き延 び よ うとす る生 と は異 な る、 本来 的 な生 の時 間 性 の 内 に在

る身 体 の あ りよ うそ の もので あ る。

 さ らに、 そ う した 身 体 の あ りよ うは、 一 個 入 と して の 「私 」 が空 無(neant)な の で は な

く、 存 在 の 根 底 に お いて 、 人 間存 在 が空 無 で あ る と い う こ とを示 して い る。 そ して、 そ の意

味で は、 死 と して の身 体 を生 の語 りに お いて 実現 させ る もの、 そ れ を 〈わた し〉 で あ る と考

え る こ とが で き るだ ろ う。 したが って 、 〈わ た し〉 の 行 為 お よ び動 作 に は、 必 ず 死 が通 さ れ

て い る。

 「な ぜ」 と い う声 を、 身 体 的 な語 りと い う視 角 か ら と らえ る とき、 「な ぜ 」 を挟 ん で の語

り手 と 聞 き手 とい う構 図 は、 語 り手 と聞 き手 の 関係 の対 称 性 と、 「な ぜ 」 と い う声 が 持 つ 仲

介 す る もの と して の あ りよ うへ の確 知 を 経 て、 潜 在 的 な層 に お いて 整 え 直 され る。

 「な ぜ 」 を 仲 介 物 と して、 語 り手 と聞 き手 は異 な るペ ル ソナ で は あ るが、 そ れ は互 い の立

場 を 固 定 し、 両 者 の 差 異 ・区 別 に主 眼 を 置 くもので は な い。 つ ま り、 異 な るペ ル ソナ を持 つ

と い う こ とが、 「なぜ 」 の語 りが た だ ひ とつ で あ る こ と と矛 盾 す る こ とは な い。 要 す る に、

身 体 は ペ ル ソナ で も あ り、 ひ とつ で もあ る とい うこ とで あ る。

 そ れ は あ る作 家 に よ る物語 の定 義 に も通 ず る と ころ が あ る。

   「私 な ら、物 語 の 定義 と して 次 の よ うに言 って み た い。 物 語 とは、 あ る人 が人 間 で あ

  り、 同時 に個 と して の 人 間 で あ るが ゆ え に、 す な わ ち一 般 的 な 人 間 状況 を共 有 し、 さ ら
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  に特 定 の個 人 の条 件 も兼 ね て所 有 す るが ゆえ に、 そ の あ る人 間 を巻 き込 む劇 的 出来 事 で

  あ る、 と」15)

 物 語 に お け る登 場 人 物 、 す な わ ちペ ル ソナ は、 この よ うに して物 語 全 体 に は た ら くの で あ

る。

 「な ぜ 」 に関 して の語 り手 と聞 き手 は、 「なぜ 」 とい う声 そ の ものが 、 ひ とつ の 身体 的行

為 と して提 示 さ れ た際 に出会 う、 存 在 の 関係 の原 初 の もの で あ り、 関 係 の あ りよ うその もの

を象 る こ とに よ って 生 じ るの は、 そ の 出 来事 全 体 が 体験 と して持 つ 意 味 な の で あ る。

 ま た 、 語 り手 と聞 き手 とい う こ とを言 わ な くて も、 「な ぜ」 と い う声 自体 に 複 数 で あ る こ

と とひ とつ で あ る こ と、 そ の矛 盾 した関 係 が含 まれ て い る。

 素 朴 に考 え て、 こ の世 に遍 在 す る 「な ぜ 」 の声 、 そ こ に見 出 され る不 幸(malheur)や 苦

痛(douleur)に は どれ ひ とつ と して 同 じ もの はな い。 そ れ らを ひ と く く りに して 一般 論 的

に語 る こ とほ ど暴 力 的 な こ とは な い だ ろ う。

 け れ ど も、 そ れ で もな お 、 「なぜ 」 は ひ とつ で あ る。 あ の よ うな 「なぜ 」 もあ り、 この よ

うな 「な ぜ」 もあ る と と らえ る こと は、 あ る意 味 で 「な ぜ」 が有 す る個 別 性 へ の侵 犯 に 等 し

い。 そ の よ うに して 「なぜ 」 に 出会 うこ とは で きな い。

 個 別 の 「な ぜ 」、 す な わ ち 「な ぜ」 に お け るペ ル ソナ 的側 面 は 、 還 元 不 可 能 な ひ とつ の名

詞 で あ る。 しか し、 そ の名 詞 は それ の源 泉 で もあ り、 そ こ に お い て 自 らの意 味 を実 現 す る場

で もあ るイ マ ー ジュ の総 体 を前 提 と して い る。

 そ の イ マ ー ジ ュ は ひ とつ で あ る。 それ は全 体 を 司 る もの で あ り、 質 的で あ る と 同時 に、 量

的 で もあ る よ うな もの。 例 え ば詩 に お け る詩 情(ポ エ ジー)一 詩 で あ る こ と、 詩 作 の方 法 、

詩 と して の形 体 、 詩 才 を も意 味 す る 一 の よ うに、 個 別 の 「なぜ 」 の総 和 以 上 の もの と して

の、 ひ とつ の 「なぜ 」 とい う こ とが 考 え られ る。

 ま た、 キ リス ト教 の三 位 一体 論 に は様 々な次 元 で の解 釈 の仕 方 が あ る た め、 一 概 に論 ず る

こ とは で き な い が、 父 一子 一聖 霊 と い う3つ の異 な る位格 の存 在 が、 一 者 と して の神 とい う

こ と と矛盾 しな い と い う こ とは、 こ う した考 察 に示 唆 を与 え る もの で あ る よ うに思 わ れ る。

 そ して ま た、 この複 数 で あ る こと と ひ とつ で あ る こ との矛 盾 を、 世 界 の秩 序 そ の もの と し

て 表 象 して ゆ くイ マ ー ジ ュ現成 の場 と して 身 体が あ る。 死 と して の身 体 を生 き る 〈わた し〉

は、 「な ぜ 」 と い う身体 的語 りの 感 受 を通 して 、世 界 の秩 序 の 内 に在 るの で あ る。
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方 法 と して の 〈祈 り〉

 「注 意attention」 の は た らき は、 「な ぜ」 とい う声 を 感 受 す る。 そ の と き、 「な ぜ 」 の 声

を ひ とつ の 出 来 事 と して生 き る 〈わ た し〉 の身 体 が生 ま れ る。 くわ た し〉 に お い て な され る

こ との すべ て は、 今 ・こ こ と い う時空 と乖 離 す るこ とな く、 身体 に お い て結 ば れ て い る。

そ こ で、Weilは 次 の よ うに述 べ て い る。

   「注 意 は、 もっ と も高 度 な段 階 で は、祈 りと同 じ もの で あ る」16)

 無 条 件 に不 均 衡 の し じまへ と宙 吊 りに され た 「注意 」 の姿 勢 に お いて 、 い か な る外 的作 用

に も動 じず 、 そ の場 に釘 付 けに な って い る こ と。 さ らに は、 そ れが 意 に反 して その よ うで あ

る と き、 そ れ は 〈祈 り〉 で あ る。

 絶 え 間 な く注 が れ る 「注 意 」 は、 次 第 にそ れ 自体 が 光 と な る。 「注 意 」 は単 に光 源 で あ る

の み な らず 、 光 の 内 に お い て光 そ の もの で あ る よ うな もの で あ る。 換 言 す れ ば 、 そ の とき

「注 意 」 は、 ま な ざ しで あ る と 同時 に、 ま な ざ され る もの で もあ る。

 「注 意 」 の 創 造 的 な は た ら き は、 あ らゆ る もの を 「実 在realite」 の次 元 に お いて 現 出 さ

せ る。 そ れ を 「注 意 」 の は た ら きが 高 度 に極 ま った 段 階 と と らえ る な らば、 〈祈 り〉 と は、

「注 意 」 にお いて 満 ち、 ま た そ れが 満 た され る と ころ の光 と同様 、 世 界 を直 観 す る ま な ざ し

(眼)そ の も ので あ る と同 時 に、 そ の世 界 のあ りよ うそ の もの で もあ る。

 ま な ざ しの主 体 と、 ま な ざ しの 対 象 で あ る客 体 が ひ とつ の もの で あ る こ とは、 これ まで 繰

り返 し述 べ て き た身 体 とい う場 所 に お い て可 能 にな る。 した が って 、 〈祈 り〉 は 〈わ た し〉

の身 体 感 覚 に基 づ く もの で あ る と考 え るこ とが で き る。

 「主 の祈 り」 を 吟 唱 す る際 のWeilの 体 験 は、 〈祈 り〉 に満 た さ れ た 〈わ た し〉 の 身体 感

覚 を如 実 に示 す もの で あ る。 身体 は 「私 」 か ら引 き剥 が され、 感 知 され る空 間 は二 乗 倍 、 三

乗 倍 に膨 らむ。 さ らに は、 通 常 は無 音 の状 態 と して認 知 され る沈黙 の あ りよ うが、 単 に音 の

不 在 と して で は な く、 不 在 な る音以 上 の もの に よって 満 た され て い く17)O

 た だ し、 二 乗 倍 、 三 乗 倍 の空 間、 あ る い は不 在 な る音 以 上 の もの とい った表 現 が意 味 す る

の は、 自己 を拡 大 して ゆ くこ とで も、 霧 の よ う に無 限 定 に拡 散 させ て しま う ことで もな い。

ま た、 空 想 や 非 合 理 的 な 思 考 に基 づ くこ とで もな い。 観念 上 の言 葉 で は な く、 身 体 にお け る

体 験 を語 る こと ばが 、 そ こ には あ る。

 こ う した 身 体 感 覚 、 身 体 にお け る体 験 は、 〈祈 り〉 の原 型 と考 え られ る もの で あ る。
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 身体 は、 個 別性 と普 遍 性 が 交 差す る場 所 で もあ る。 そ れ は 、恩 寵 の方 向 を た どる上 方 へ の

ま な ざ しが、 同 時 に、 根 づ きを 志 向す る下 方 へ の まな ざ しで もあ る よ うな 場所 。 ま た、 個 別

で あ る こ とを超 え て普 遍 に在 るの で はな く、 個別 で あ りな が ら普 遍 で あ る こ と。 個 別 性 を延

長、 拡 大 して普 遍 性 に至 る ので はな い。 両者 は ひ とつ の もの で あ る。

 この ひ とつ で あ る と い うこ と。 それ を 知 る身体 感 覚 が、 〈祈 り〉 の も っ と も原 初 的 な あ り

よ うで あ る。 「待 ちの ぞ む 」 こ とに 目的 お よ び対 象 が 存 在 しな い と い う こ とは 、 そ の ひ とつ

とい うこ と が、 ま な ざ しを 延 長 した先 にあ るの で はな く、 〈わ た し〉 が 立 つ そ の 足元 に、 くわ

た し〉 を そ の場 所 に不 動 の 姿 勢 で釘 付 け にす る根 元 に あ る とい うこ とで あ る。 それ は、 「私 」

で あ る こ と の放 棄 に伴 って 絶 た れて い く関 係 の一 方 に、 根 を下 ろ して い く もの が あ る と い う

こ とで もあ る。

 そ して、 そ の 〈祈 り〉 は、 身 体感 覚 の 総 体 で あ るの み な らず、 本 来 的 な意 味 で の方 法 で あ

る。 そ れ は 〈祈 り〉 を ひ と つ の 技術 にす る こ とで はな く、 〈祈 り〉 が 身 体 感 覚 に根 づ い た

〈わ た し〉 に お い て生 か され る こ とを意 味 して い る。

 方 法 は、 そ れ を参 照 す る こ とで 何度 で も同 じ結 果 が得 られ るた め の 「手 順recette」 で は

な い。 例 え ば、 あ らゆ る物 事 を 実在 の次 元 にお い て把 捉 す るた め に 〈祈 り〉 の技 術 を身 につ

け る とい った 発 想 は、 〈祈 り〉 を そ う した 「手 順 」 的 な 方 法 と化 して しま う こ とで あ る。 そ

れ は 〈祈 り〉 の形 式 化 を も通 り越 え て、 その形 骸 化 、 抽 象化 に つ な が る。

 そ うで は な くて、 方 法 と は、 そ の形 式 と内 容 を共 に意 味 す る もの で あ る。 そ れ は あ る ひ と

つ の方 向 を指 し示 す もので あ る と同時 に、 そ の方 向 を まな ざす 内 に立 ち現 わ れ て くる もの の

あ りよ うに応 じて、 そ の あ りよ う自体 が 内側 か ら作 り直 され て い く とい う、 創 造 的 行 為 の 内

に在 る もの で あ る。 つ ま り、 方 法 とは、 その 始 ま りを 示 す形(か た)で あ る と同時 に、 そ の

形 の 内 に 入 らせ られ た後 の、 〈わ た し〉 に お け る身 体 感 覚 お よ び身 体 の あ りよ うそ の もの な

の で あ る。

 した が って 、 〈祈 り〉 にお いて 、特 定 の こ とばを 口 にす る こ と や、 ひ とつ の 身 体 の 構 え と

して、 手 を合 わ せ た り、 脆 いた りす るす る こ とは、 〈祈 り〉 に お け る形 で あ る と考 え られ る。

そ して、 そ の 形 に よ って身 体 感 覚 と して 体 験 され る空 間 ・時 間 もま た 、 〈祈 り〉 で あ る。 ま

た、 そ こに お い て身 体 はつ く られ 、身 体 の 語 りが生 まれ る。 そ れ は 〈祈 り〉 に あ って行 為 す

る こ とへ と直 結 す る もので あ ろ う。

 ま た、 あ るひ とつ の特 定 の状 況 を正 確 に把 捉 す るこ とは 、 そ の 状 況 に の み 当 て は ま る仕 方

を生 み出 す に止 ま らず 、 そ の特 定 の今 ・こ こを永 遠 に根 づ かせ 、 それ を携 え て無 限定 の 時 間e
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空 闘 に 入 って い くこ とを意 味 す る。 したが って、 不変 不 動 の方 法 は あ り得 な い。 一 度 限 りで

あ る こ とに よ って、 方 法 は世 界 の あ りよ うを正 確 に表 象 す る 「注 意 」 の は た らきの 結 果 と し

て立 ち現 れ る もの とな る。

 この よ う に考 え て く る と、 〈祈 り〉 とい う ことの 中 に は 、 方 法 で あ る こ とが必 然 的 に含 ま

れ て い る と考 え られ る。 換 言 す れ ば 、 〈祈 り〉 は本質 的 に方 法 的性 格 を持 つ とい う こ とで あ

る。 そ して 、 そ れ が方 法 で あ り得 るた めに 不可 欠 な の が、 身 体 で あ る。

 身体 に お け る体 験 で あ る こ と と、 方 法 的 性格 とい うふ たつ の側 面 は 、 〈祈 り〉 を語 る こ と

ば の 中 に、 確 か に存 在 して い る。 そ して お そ ら く、 〈祈 り〉 が、 宗 教 的 な領 域 に お い て考 え

られ る だ け で は な く、 私 た ち の 日常 の 動作 に、 あ りふ れ た物 事 の 中 に、 実 在 す る こ とを言 う

の に、 この ふ た つ の側 面 一 身 体 と方 法 一 を欠 い た語 りは あ り得 な い だ ろ う。

 した が って 、 「方 法 と して の 〈祈 り〉」 とは、 〈わ た し〉 とい う身 体 に お い て な され る こ と

の す べ て 、 〈わ た し〉 の こ とば、 そ して 語 りと い う もの が、 根 源 的 な 潜 在 性 、 原 初 性 へ の往

還 を通 して、 実 在 性 の実 現 と して 生 き られ る あ りよ う その もの で あ る。

 潜 在 性 の 「潜 」 は語 源 的 に は、 深 く水 の 中 に潜 る こ とを 意 味 して い る。 〈わた し〉 の 身 体

感 覚 は、 こ の潜 る とい う動 作 のみ に、 一 致 させ られ るべ きで あ る。 そ れ は くわ た し〉 が潜 っ

て い る こと で もあ り、 身 体 の 内側 に水 の あ りよ うを入 らせ る こ とで も あ る。 潜水 競 技 に お い

て は、 水 と一 体 化 す る こ とが 求 め られ ると言 わ れて い る。 そ れ は水 の 流 れ に 、器 と して の 身

体 を一 致 さ せ る こと で あ り、 水 の 生 ・死 を身 体 の 内 に入 らせ る こ とで あ る。 この とき、 身 体

は死 の側 に立 って い る。 潜 水 が 命 が け の危 険 な競 技 で あ る とい う意 味 にお い て で は な く、 水

の表 象 は死 で あ る と い う意 味 にお い て、 そ うで あ る。

 身 体 が、 「私 」 か らの 剥離 を経 て 〈わた し〉 に受 肉す るこ とは、 〈わ た し〉 が身 体 に受 肉す

る こ とで もあ る。 こ の と き、 〈わ た し〉 はそ の身 体 を 介 して 、 「方 法 と して の 〈祈 り〉」 の 道

行 き に在 る。 す な わ ち、 実 在 の次 元 の事 物 の関係 、 神 話 的 な あ りよ う と して の 関係 性 その も

の を象 る は た らき の 内 に在 る ので あ る。

 神 話 を象 る 「方 法 と して の 〈祈 り〉」 は、 言葉 以 前 の世 界 を象 る こ とで は あ るが 、 そ の 際

の世 界 と は、 深 い意 味 で の ロ ゴス の、 さ らには倫 理性 ・道 徳 性 の欠 如 した 世 界 を意 味 す る も

の で は な い。 む しろ、 「方 法 と しての 〈祈 り〉」 は神 話 の 中 に、言 葉 に先 立 っ こ とば、 あ る い

は 「祈 りの状 態 で 行 動 す る と き に他 者 に悪 を はた ら くこ と は不 可 能 だ」'8)とい うWeilの 語

りに見 られ る よ うな 素 朴 な道 徳 性 を ま な ざす 。

 それ は、 あ る形(か た)に 対 して想 像 力 をは た らか せ て 、 そ こか ら何 らか の 印 象 を受 けた
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り、 あ る い は逆 に、 そ こ に何 か の姿 を投 影 した りす る こ とで はな く、 形 の か た ちそ の もの に

お い て思 考 す る こ とで あ る。

 天 文 学 や音 楽 、 数 学 な ど とい った 学 問 を、Weilは 「関 係 性 の学 問 」19)であ る と と らえ て い

た。 そ の と き の 「関係 性 」 と は、不 均 衡 を 関係 と呼 ぶ 立 場 を 表 して い る。 ふ つ う、 不 均 衡 は

関係 の切 断 を意 味 す る。 呼 びか け る もの に対 して、 応 え る もの が い な い と き、 関係 は成 立 し

な い。 ま た、 沈 黙 に よ って 応 え てい る と考 え るの も外 れ て い る。 不 均 衡 は絶 対 的 な矛 盾 で あ

り、 連 続 性 の破 綻 で あ る。

 しか し、 そ の不 均 衡 に対 して 、不 可 能 な こ とは可 能 な こ とを意 味 して い る 一 例 え ば、 知

らな い と い う こ と は、 知 る と い う こ との 内 に含 まれ て い る 一 とい うよ うな論 理 で は な く、

そ の不 可 能 さ を、 根 源 的 な 「か かわ り」 の あ りよ うと して と らえ る こ とが 、 実 在 の次 元 に お

け る 関係 性 を見 通 す こ とで あ る。

 つ ま り、 「方 法 と して の 〈祈 り〉」 は、 形 の か た ち、 す な わ ち表 象(イ マ ー ジ ュ)か ら離 れ

る こ とな く、 思 考 す る こ とで あ り、 ま た そ れ らを 源 泉 と す る神 話 的 世 界 、 あ るい は 「秘 義

myst6re」 の あ り よ う と分 か ち難 く結 ば れ て い るの で あ る。

おわ りに

 〈祈 り〉 は初 め、 一 点 で あ る とい う意 味 で ひ とつ で あ った 。 そ の 場所 か らす べ て が始 ま る

出発 点 で もあ り、 終 着 点 で もあ るよ うな ひ とつの 点 。 そ れ は 一心 に祈 りを捧 げ る人 の姿 に象

徴 され る よ う な、 凝 縮 す る塊 と して の祈 りで あ る。 そ の 塊 に は 時 間 も空 間 もな か った。 それ

は、 広 大 無 辺 な広 が りを持 つ 、 針 の先 よ りも小 さな 一 点 で あ った。

 しか し、 一 点 で あ る こ との 内 奥 に は一 筋 の道 が 通 って い る。今 ・こ こ と永遠 を つ な ぎ、 貫

く一 筋 の 道 の こ とで あ る。 その 道 をた どれ ば、 堅 く濃 密 な祈 りの塊 とな った身 体 の深 い層 に、

(本来 的 な意 味 で の)歴 史 が 立 ち現 れ て くる。

 一 心 に祈 りを 捧 げ る その 人 は 、祈 りに お け る 目的 や対 象 を 持 つ こ とを放 棄 す る の みな らず 、

信 ず る こ との で き る もの が 何 ひ とつ 残 され て いな い場所 で もや は り祈 る だ ろ う。 そ の と き、

針 の先 よ りも小 さ な一 点 に釘 付 けに され た身 体 は、 一 筋 の道 に貫 か れ て い る こ とに よ り、 改

めて 時 間 と空 間 の 内 に参 入 す る。 それ は 、一 点 と い う こ との意 味 を さ らに深 く降 った と こ ろ

に あ る、 ひ とつ で あ る こ との意 味で あ る。

 今 ・こ こ と歴 史 的 な 時 間 との 接点 にお い て く祈 り〉 を ひ とつ の もの と して見 る こ と 一 生

が死 で あ る と い う こ と。 あ るい は、 さ ら に進 んで 、 根底 に あ る の は死 で あ る と と らえ る こ と
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一 は 、 〈祈 り〉 や実 在 と呼 ば れ る もの を実 体 と して と らえ る こ との 先 を行 く もの に な るだ

ろ う。 そ して、 そ れ は 当 然 「方 法 と して の く祈 り〉」 を意 味 す る。

 身体 性 と方 法 的性 格 との 緊密 な結 びつ き に おい て あ る 〈祈 り〉 の姿 は、 私 の 中で、 以前 よ

りも ク リア に な って き て い る。

 事 物 の 関係 の あ りよ うに注 目す る こ とは、 各 々 の関 係 の 項 を 実 体 と して と らえ るの で は な

く、 常 に動 きつ つ 、 尚且 つ ひ とっ で あ る もの と して見 る こ とで な けれ ばな らな い 。 ま た、 ひ

とつ とい う こと ば を用 い る こ とに よ って、 本 質主 義 、 還 元 主 義 に陥 る こ と は避 けな け れ ば な

らな い。

 ひ とつ で あ る こ と の 中 に、 関 係 と して あ る こ とを 同 時 に 成立 させ る もの。 そ れ は切 断 され

た断 片 の統 合 と い う方 向 性 で はな く、 断片 か らの思考 あ るい は、 断 片 そ の もの を ひ とつ の 完

結 した表 象(イ マー ジ ュ)と して 見 る ことで あ る。 歴 史 の流 れ に お い て、 現 在 か ら過 去 を 振

り返 る で も、 過 去 か ら現 在 を 見 つ め る で もな く、 現 在 とい う今 ・こ こに どれ だ け 時間 と空 間

の実 在 性 を快 復 させ る こ とが で き るか と い う こ とは、 〈祈 り〉 に お け る く歴 史 的 な もの〉 を

どの よ うに考 え るか と い う こ とで あ る。 それ は、 今 後 の課 題 と した い と ころ で あ る。

噺註

1)シ モーヌ ・ヴェイユ(渡 邊義愛訳)『現代 キ リス ト教思想叢 書6』 「神への愛 についての雑感」 白水

社 1973年 113頁

2)シ モーヌ ・ヴェイユ(田 辺保 ・川 口光治訳)『 カイエ2』 みすず書房 1992年300頁

3)シ モーヌ ・ヴェイユ(冨 原眞 弓訳)『 カイエ4』 みすず書房 1993年300頁

4)シ モーヌ ・ヴェイユ(渡 邊義愛訳)「 現代 キ リス ト教思想叢 書6』 「神 への愛についての雑感」 白水

社 1973年 113-114頁

5)シ モー ヌ ・ヴェイユ(田 辺保 ・杉 山毅訳)「 神を待ちのぞむ』「神へ の愛 のために学業 を善用す るこ

とにつ いての省察」勤草書房 1967年 94頁

6)同 上

7)シ モー ヌ ・ヴェイユ(田 辺保 ・杉山毅訳)「神 を待 ちのぞむ』 「訳 者 あとがき」 勤草 書房 1967年

281頁

8)シ モーヌ ・ヴェイユ(田 辺保 ・杉山毅訳)「 神 を待ちのぞむ』 「「主の祈 り」 について」勤草書房

1967年 234-235頁

9)シ モー ヌ ・ヴェイユ(田 辺保 ・川 口光治訳)『 カイエ2』 みすず書房 1993年153頁

10)同 書 163頁

11)同 書 215頁



  66  臨床 教脊 人間学 第7号(2005)

12)同 書 268頁 ミラ レパ(Mi la ras pa shes rab rgyal mtshan 1040-1123)は 、 チ ベ ッ トの高 僧

で あ る。彼 は 仏 の境 地 を 体 得 した 後、 生 涯 を洞 窟 で ヨー ガ を して過 ご した。 そ の身 に は木 綿 の 腰 布1枚

しか 身 につ けず 、 洞 窟 の 周 りに生 えた イ ラ クサ を食 べ続 け た ため 、体 が 緑色 に変 化 した と言 わ れて い る。

(立 川武 蔵 ・頼 富 本 宏 『チ ベ ッ ト密 教 』 春 秋社 1999年)

13)シ モ ー ヌ ・ヴ ェイ ユ(田 辺 保 ・川 口光治 訳)「 カイ エ2』 み す ず 書 房 1993年 268頁

14)シ モ ー ヌ ・ヴ ェイ ユ(山 崎庸 一 郎 ・原 田佳 彦 訳)『 カ イ エ1』 みす ず 書 房 1998年320頁

15)サ リー&ロ バ ー ト ・フ ィ ッツ ジ ェ ラル ド編(上 杉 明訳)「 秘義 と習俗 フ ラ ナ リー ・オ コ ナー 全 エ ッ

セ イ 集 』 「物語 の意 味」 春 秋社 1999年 85-86頁

16)シ モ ー ヌ ・ヴ ェイ ユ(田 辺 保 ・川 口光治 訳)『 カイ エ2』 みす ず 書 房1993年131頁

17)シ モ ー ヌ ・ヴ ェイ ユ(田 辺 保 ・杉 山毅訳)『 神 を 待 ち の ぞむ 」 「手 紙(4)別 れ の手 紙 《精 神 的 自叙

伝》」 勤 草書 房 1967年 45頁

18)シ モ ー ヌ ・ヴ ェイ ユ(冨 原 眞 弓訳)『 カ イ エ3』 み す ず書 房 1995年 196頁

19)シ モ ー ヌ ・ヴ ェイ ユ(冨 原 眞 弓 訳)「 ギ リ シア の泉 』 「プ ラ トンに お け る神 」 み す ず 書 房 1988年

 157頁

車 引 用 参考 文 献

(Euvres completes Vl-1, Cahiers(1993-septembre 1941),Paris, Gallimard,1994.

(Euvres completes Vl-2, Cahiers(septembre 1941-fevrier 1942),Paris, Gallimard,1997.

(Euvres completes Vl-3, Cahiers(fevrier 1942-juin 1943),Paris, Gallimard,2002.

La Connaissance surnaturelle, Paris, Gal!imard,195Q.

シモ ー ヌ ・ヴ ェイ ユ(山 崎m郎 ・原 田佳彦 訳)「 カイ エ1』 み す ず 書 房 1998年

シモ ー ヌ ・ヴ ェイ ユ(田 辺 保 ・川 口光 治 訳)「 カ イエ2』 みす ず 書 房 1993年

シモ ー ヌ ・ヴ ェイ ユ(冨 原 眞 弓訳)『 カ イエ3』 みす ず書 房1995年

シモ ー ヌ ・ヴ ェ イ ユ(冨 原 眞 弓訳)『 カイ エ4』 み す ず書 房 1993年

シモ ー ヌ ・ヴ ェ イ ユ(田 辺 保 ・杉 山毅 訳)『 神 を待 ちの ぞ む』 勤 草 書 房 1967年

シモ ー ヌ ・ヴ ェイ ユ(田 辺 保訳)「 重 力 と恩 寵』 筑 摩 書房 1995年

冨 原 眞 弓 「シモ ー ヌ ・ヴ ェイ ユ』 岩 波 書 店2002年

サ リー&ロ バ ー ト ・フ ィ ッツ ジ ェラ ル ド編 『秘 義 と習俗 フ ラ ナ リー ・オ コ ナー 全 エ ッセ イ集 』春 秋 社

   1997年

                       (い け だ は な ご 京 都 大 学 教 育 学 研 究 科 修士 課 程)


