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〈書 評 〉 ス タ ン リー ・カベ ル著 齋 藤 直 子訳rセ ンス ・オ ブ ・ウ ォー ル デ ン」

行 為 と し て の こ と ば

辻 敦 子

『ウ ォ ール デ ン」 に お いて、 読 む こ と は、 書 くこ との 裏 返 し、 書 くこ との行 き着 く果 て

の運 命 で は な い。 読 む こ とは、 書 くとい うこ とそ れ 自体 の も う ひ とつ の 隠 喩 で あ る。

『セ ンス ・オ ブ ・ウ ォー ル デ ン』(36頁)

1.新 た な る 問 いへ の 触 発

何 もな い と こ ろ に何 か を 見 る こ とで 、 わ た した ちは 語 り出 し、 そ して書 き始 め る。 そ うだ

とす るな ら ば、 書 くこ との 表 現 の基 盤 はあ くま で わた した ちが 恣意 的 に つ く りだ した もの、

とい う こ と にな る。 この よ うに世 界 の あ らわ れ方 はわ た した ち の もの の見 方 に よ って い る の

だ と断定 す る こ とは 、 あ らか じめ 「真 理 」 を知 り得 な い もの と して 「わ た し」 と分 け て は じ

めて可 能 にな る。 しか し、 テキ ス ト 『ウ ォール デ ン』 を読 み、 そ して 『セ ンス ・オ ブ ・ウ ォー

ル デ ン』 を 書 くス タ ン リー ・カベ ル(StanleyCavell)は 、 この もの の 見方 、 書 くこ との 表

現 の 基 盤 に は、 そ も そ も 「外 部 性 」 が か か わ って い る とす る1)。カ ベ ル に と って この 外 部 性

は、 『ウ ォー ル デ ン』 で あ る と いえ るだ ろ う2)。外 部性 は 「召命 」 と も言 い換 え られて お り、

常 に わ た した ち に呼 び か け、 わ た した ち を触 発 して い る。 この 呼 び か け は、 世 界 の捉 え 難 さ

と して感 じ られ るが 、 この 捉 え難 さ に穀 して、 わた した ち が耳 を傾 け る こ とは ほ とん どな い。

本書 の序 文 にお いて カベ ル は、 広 が り、 深 ま りゆ く問 い の連 鎖 の 中 で次 の よ うに問 うて い

る。 「いか に して ひ とつ の哲 学 の テ キ ス トが 別 の もの に よ って 触 発 され るの か 」 そ して、 「な

ぜ 哲学 史 は そ の よ うな 諸 々の触 発 の歴 史 で あ る のか」3)。触 発 は、 一 触 即 発 の危 険 な破 壊 性 を

も有 す る も の と して 捉 え られ て い る。 カ ベ ル ーソロー に お いて 、 テ キ ス トか らの 触 発 を うけ

て 問 い の連 鎖 に 身 を 置 くこ とは、 生 死 を 決 す る力 を賭 けて、 外 部 性 か らの 呼 び か け に応 答 し

よ う とす る こ とで あ る。 そ して、 『ウ ォール デ ン」、 そ の 書 き手 、 読 み手 、 そ して新 た な る書

き手 とな る べ き 「私Jの 課題 は、 それ ぞ れ 問 いへ の触 発 と して描 か れ る こと に な る。 つ ま り、

書 くとい う行 為 は、 世 界 の 捉 え難 さ と して の外 部 性 を 問 い と して受 け取 り、 さ らな る 問 いへ

と一 歩 を踏 み 出 す そ の 一 瞬 に立 と うとす る行 為 なの で あ る。 そ して、 この一 瞬 を二 重 性 と し

て捉 え て い くと ころ に、 カベ ル の テ キ ス トとの かか わ り方 が あ らわ れ て い る。 それ は、 「な

ぜ」 と い う問 い の立 て 方 か らの 解 放 へ の企 図 で もあ る。 書 く行為 は、 「な ぜ」 と い う問 い に

1対1で 対 応 す る等 価 物 と して の答 え の 所有 を、 放棄 す る こ とで もあ る か らだ。 カベ ル は書

く行 為 を次 の よ うに述 べ て い る。
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書 き手 は、 「永 続 的 な 示 唆 と挑 発 」 と して こ とば を発 明 す る こ と は で き な い。 書 か れ た

こ とば は、 す で に 「選 り抜 きの 過 去 の遺 物 」 で あ る。 彼 の召 命 は、 こ とば に つ いて の こ

の事 実 を 受 け容 れ る こ とに かか って い る。 つ ま り、 こ とば 自身 の領 域 か ら、 こと ばが彼

の も とを 訪 れ るよ うに させ るこ と、 そ して、 その機 会 を と らえ て、 大地 を草 で はな くマ

メの 方 向 に 向 け て屈 折 さ せ た り、 あ な た がそ こに到 来 す る以 前 の孤 立 状 態 に あ ら しめ る

とい った よ うに、 こ とば を その 時 そ の場 で あえ て あ る方 向 に屈 折 さ せ た り、 あ る いは 、

そ の 時 そ の 場 で抑 え た りす るこ とで あ る4)。

世 界 の 捉 え 難 さ と して感 じ られ る召 命 を 受 け た書 き手 の こ とば は、 こ とば す な わ ち万 物 の

創 造 で あ る神 の こ とば の よ うに、 永 続 的 な真 理 で はな い。 ゆ え に 呼 び か けか ら答 え を引 き出

し、 そ れ を 所 有 しよ う とす る こ とは、 常 に失敗 に終 わ る。 書 き手 の こ とば が つ か み取 るの は 、

あ くま で 「揮 発 性 の真 理 」 で しか な いの だ。 だか らこそ、 呼 び か け られ るた び ご とに、 書 き

手 は こ と ば固 有 の 重 み を感 じ、 それ を大 地 に書 きつ けな くて は な らな い。 書 き手 の鍬 の ひ と

か きは 、 す な わ ちマ メ の結 実 に の み結 びつ いて い る。 同様 に召 命 で あ る書 く行為 は、 書 くと

い うこ との み に仕 え て い る。 カ ベ ル が ソ ロー の テ キス トか ら学 び取 った の は 、 この よ うな 書

く行 為 で あ った。 ソ ロー の 書 く行 為 につ いて カ ベ ル は、 「あ る こ と が 書 か れ る と い う事 実 そ

の もの が、 言 わ れ て い る 内容 と同 じ く重 要 で あ る とい うか の よ う」 で あ る と述 べ て い る5)。

これ は、 カ ベ ル にお いて 書 く行 為 が 、 「私 」 と捉 え が た い外 部 性 との 関 係 と して 再 発 見 され

て い る こ と とか か わ って い る。

2.関 係 と して の 行 為

カベ ル は、 ソ ロー が 「自 らの 書 く行 為 が 生 活 の代 替 物 で は な く生 活 の 営 み 方 で あ る」 と確

信 して い た と述 べ る6)。ソ ロー は、 「書 き手 で あ るゆ え に書 く」。 召 命 と して 書 く行 為 を 遂行

す る こ と は、 わ た した ち の 「真 理 」 に か か わ る実 在 が 、 現 在 の 暮 ら し方(mymodeof

living)で しか な い と い う こ とを示 して い るの で あ る。 わ た した ち は 生 活 に お いて 、 自 らの

実 在 を は る か か な た に追 いや る こ とで 、 「い つ か は本 当 に 自分 が や りた い と思 うこ とを した

い」 と、 現 在 の生 活 を偽 物 の 生 活 に して しま う。 そ の よ うな事 態 は、 「真 理 」 を 知 り得 な い

もの と して 自 らの生 活 か ら切 り離 して しま う ことで もあ る。 だ が、 わ た した ちが 聴 く耳 を もっ

て い るな らば 、 常 に わ た した ち に届 け られ て い る 「真 理 」 を聴 き取 る こ とが で き るの だ。 た

だ 「真 理 」 は、 世 界 の 捉 え難 さ と しての み 感 じ られ るた め に、 わ た した ちに と って は、 秘 密

と して 立 ち現 れ て くる。

自然 は 、 そ の 最 も壮 大 な ア レ ンジ メ ン トに お いて も、 最 も小 さ な音 に お い て も、 いか な

る瞬 間 にお いて も、 わ れ わ れ に対 して開 放 的 に秘 密 を打 ち 明 け て い る と い う こ と、 そ し

て 、 そ う して 打 ち 明 け られ る自然 の 大 半 は、 書 き手 た ち に よ って見 失 わ れ て しま うとい

う こ とで あ る7)。
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この よ うな秘 密 と して の 「真 理 」 の見 過 ご しは、 書 く行 為 が 「私 」 の支 配 で き な い外 部 性

か らの 呼 び か け に よ って しか動 き始 め な い た め に、必 然 的 に生 じる。 カ ベル は、 ソmが 否

応 な く生 じる この見 過 ご しに意識 的 で あ った とい う。 そ して、 「ウ ォ ー ル デ ン」 の 中 心 的 な

教 え は、 「最 高 の 傑 作 の偉 大 さの 見過 ご しにつ いて余 す と こ ろな く語 る こ とだ」 と して い る。

そ の教 え は、 「真 理 」 の秘 密 が立 ち現 れ る瞬 間 ご とに 書 きつ け られ た 『ウ ォー ル デ ン』 とい

うテ キ ス トと して私 た ち の前 に 開 か れ て い る。 また そ れ は、 「真 理 」 が 自 らの暮 ら し方 に か

か わ って は じめ て立 ち現 れ る もので あ る こ とを示 して もい る。 この よ う に考 え て くるな らば、

「真理 」 の 秘 密 を 暴 き、 引 き出 した答 え に安 住 して しま う こ と も、 「真 理 」 を 知 り得 な い とす

る こ と同様 、 自 らの実 在 を生 き る こ との拒 絶 とな る。

先 に も述 べ た よ うに、 二 重 性 はカ ベ ル の テ キス トとの かか わ り方 を 特 徴 づ けて い る。 この

こ とを考 え て い くた め に は、 カベ ル に お い て、 書 く行 為 へ と触 発 す る外 部 性 が 、 公 的意 見 と

鋭 く対 立 させ られ て い る こ とを思 い起 こす必 要 が あ る。 カベ ル は、 「世 論」 を生 き る こ との

指 標 とす る こ とを や め る よ うに呼 び か け る の だ。 世 論 で は な く、 外 部 性 に こそ 、 世界 の捉 え

難 さに こそ各 自の耳 を澄 ま さ な けれ ば な らな い。 そ れ を聴 き取 る こ とで 、 わ た した ち は 自 ら

の生 活 を偽 物 と して 生 き る で は な く、 召命 と して生 きは じめ る。 カベ ル ーソ ロ ー は、 それ を

「時 の 改 良 」 と呼 ぶ 。

ど の よ うな人 が もつ 機 会 も、 他人 の もの とま っ た く同 じで は な い が 、 改 良 の諸 条 件 、 と

りわ け われ われ の外 部 性 とい う もの は 同 じで あ り、 した が って、 世 界 の わ れ わ れ に対 す

る あ りよ うは 同 じで あ る。 そ う した諸 条 件 は、 ど の よ うな もの で あ ろ う と も、 そ れぞ れ

の 召 命 の う ちで 実 現 され る こ とに な る8)。

こ こで い われ る外 部 性 は、 「こ とば」 と読 み替 え るこ とが で き る。 「わ れ わ れ は こ と ばの う

ちへ と生 ま れ落 ち る」9)。自 らの行 為 を方 向 づ ける この 外 部 性 は、 自己 に と って疎 遠 な もの 、

見 知 らぬ もの、 制 御 不 可 能 な 「何 もの か 」 で あ る。

感 覚 全 体 に と っ て言 い よ うが な い ほ ど、 ま た、 紛 いよ うが な い ほ ど心 地 よ い何 ものか に

対 して 五 感 を平 静 に保 ち、別 の耳 の傾 け方 を しな けれ ば な らな い。 二 重 性 の感 覚 は、 内

な る居 住 者 と して無 意 識 的 に建 て る こ とに従 事 す る とい う側 面 か らみ た お の れ 自身 と、

公 正 に観 察 す る傍 観 者 とい う側 面 か らみ た おの れ 自身 の 間 の関 係 と して再 解 釈 され な け

れ ばな らな い(強 調 は引 用者 に よ る)1°。

こ こで 言 われ る二 重 性 の 感 覚 は、 あ くまで 「二 重 性 」 で あ って、 見 られ る主 体 と見 る主 体

の 分離 と い った近 代 的主 体 の 自己確 立 とは性 質 を異 にす る も ので あ る。 カ ベ ルーソロ ー は、

次 の一 歩 を 踏 み 出す 瞬 間 、 そ の束 の間 を 「私 」 と私 な ら ざる 「何 ものか 」 と の関 係 と して捉

え 直 そ う とす るの だ 。 そ の よ うな瞬 間 を 経 て歩 み だ され た一 歩 は、 世 界 の 捉 え 難 さを あ え て
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引 き受 け よ う とす る書 き手 の 決 意(resolution)で あ る。 この決 意 は、 何 らか の賭 けで あ る

と同 時 に、腰 を 落 ち着 け る こ とで もあ る。 なぜ な ら、 この よ うな二 重 性 の感 覚 に お いて 書 く

行 為 が 「再(re-)」 とい う接 頭 辞 に よ って特 徴 づ け られ て い るか らだ。

引 用 に も挙 げ た よ うに、 書 き手 は、 「永 続 的 な 示 唆 と挑 発 」 と して こ とば を 新 た に発 明 す

る こ とは で き な い。 書 かれ る こ とば は、 常 に再 発 見 され た言 葉 で あ る。 ソ ロ ー は、 話 し言 葉

/聞 き言 葉 を 「母 の言 語 」、 書 き言 葉/読 み 言 葉 を 「父 の言 語」 と呼 び 区別 して い るが、 カ

ベ ル は この 「父 の言 語 」 を 「わ れ わ れ がす で に身 を置 いて いて 避 け る こ と の で き ない 、 完全

に固 有 な 音 節 に献 身 しな お す こ と」 で あ る と して い る1')。召 命 と して の 書 く行 為 はわ た した

ちが そ れ とは 知 らず、 す で に生 きて しま って い る生活 を書 く。 だか らこ そ、 常 に 「再 び」 な

の で あ る。 そ れ は 、書 かれ る こ とば と行 為 が 不 可分 で あ る こ と と も結 びつ い て い る。 わ た し

た ちが、 そ れ と意 識 しな い ま ま に従事 して い るあ らゆ る行 為 は、 す で に わ た した ち に よ って

為 され て い る。 しか も、 わ た した ちの決 意 に おい て為 され て い る。 わた した ち は 自 らの 生活

が 、 二 重 性 の 感 覚 を経 た各 自 の決 断 で あ るこ とを、 自分 自身 に隠 蔽 しな が ら生 き て い る。 だ

が カベ ル に よ る と来 るべ き未 来 の ため に今 の生 活 が あ る とい うの で は な く、 召 命 を聴 き取 り、

今 この 時 を 改 良 す るた め に こ そ生 きて い るの だ とい う ことが 、 書 く行 為 に お いて 再 び見 出 さ

れ るの だQ

また、 あ るテ キ ス トは 別 の テ キ ス トか らの触 発 によ って のみ 書 か れ う る。 そ の意 味 で 、 テ

キ ス トは常 に再 解 釈 で あ る。 カ ベル は これ を 、 改 訂/予 見 の仕 直 し(revision)と 呼 ん で い

る。 書 く行 為 は、 自分 自身 に つ いて で はな く、 他 の 「何 もの か」 に つ い て書 く。 いや 、 む し

ろ 「何 もの か」 が書 くの で あ る。 「真 の沈 黙 は、 口を 開 き、 こ とば を解 き放 つ こ とで あ る」12)。

カベ ル は、 「『ウ ォー ル デ ン」 に よ る二 重 性 の説 明 の 基調 を なす もの は行 動 と して構 想 され る

統 合 性 の 概 念 で あ る」 と述 べ て い るが、 そ れ は、 自 らの決 意 と して の行 為 の基 盤 に、 私 な ら

ざ る 「何 もの か」 が 常 に す で に入 り込 ん で い るこ とを 示 して い る13)。だ か らこ そ、 この よ う

な行 為 の 基 盤 が 「朦 朧 生 の極 地 」 に おい て追 究 され る こ とに な るの だ。 だ が、 こ とば を書 き

つ け た刹 那 、 「今 」 を認 識 した刹 那、 二 重 性 の感 覚 にあ る瞬 間 は失 わ れ る。 カベ ル は これ を

「時 の 認 識 そ の もの に よ っ て、 現 在 性 が損 な わ れ る」 と述 べ て い る14)。こ の こ とは、 永 続 的

な 「真 理 」 の 所 有 が 、 わ た した ち に は叶 わ な い こ と とむす びつ い て もい る。 した が って 、 書

き手 が 表 現 を再 発 見 す る こ とは 「差 し迫 った 希望 と差 し迫 った絶 望 の瞬 聞 に 関連 づ け」 られ

る こ と と な る15)。この希 望 と絶 望 の 間 か ら、 書 き手 の警 告 は 発 せ られ る。 こ の よ う に関 係 と

と らえ 直 され た行 為 は、 こ とば の再 配 置 によ るこ とば の救 済 とい う意 味 で の 「文 学 」 と重 な

り合 うこ とに な る。

3.こ と ば の再 配 置 と して の文 学 的救 済

先 に、 カベ ル が召 命 と して の 書 く行 為 を 「時 の改 良 」 と呼 ぶ こ とは述 べ た。 これ は また 、

書 き手 が 「こ とば を よ き もの に す るこ と を引 き受 け るJこ と と も言 い換 え られ て い る'6)。 そ

れ は さ らに、 世 界 の捉 え 難 さ と して、 わた した ち の耳 に聴 こえ て くる外 部 性 と して の こと ば
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を救 済 す る こ とで あ る と され る。 わ た した ち は永 続 的 な真 理 を 手 に して い る と思 い込 み 、 こ

とば を あ る用 法 の 中 に固 定 し、 そ れ を所 有 したつ も りにな る。 カ ベ ルーソ ロ ー は、 「所 有 」 と

い う こ とば を 取 り巻 く概 念 を一 旦 解 体 し、 再 配置 す る こ とで、 こ とば の 所有 を 回 復 し よ う と

す るの だ。 そ れ は 、 詩 作 に もな ぞ らえ られ る。

書 き こ とば を 用 い た 芸術 作 品 の 中で 、 す べ て の記 号 が 重 み と力 を背 負 う形 で 完全 で透 明

な 意 味 に コ ミ ッ トす る こ とを期 待 しえ た の は、 詩 の み で あ った。 『ウ ォー ル デ ン』 の文

学 的野 望 は、 散 文 に お い て そ の コ ミッ トメ ン トを 負 う こ とで あ る'7)。

こ とば の所 有 を 回復 す るた め に は、 わ た した ちの生 活 自体 を捉 え 直 し、 そ の捉 え直 され た

生 活 な か に こ とば を配 置 し直 す こ とが 必 要 で あ る。 ウ ォー ル デ ンで の生 活 は、 原 始 状 態 に戻

るこ とや、 自然賛 美 に没 入 す る ことで はな く、 ことばの重 み を、 こ とば の字 義性 を、再 び ウ ォー

ル デ ン と い う場 所 で の行 為 にお い て受 け止 め る ことな の で あ る。 カ ベ ル に お い て、 「こ と ば

の字 義 性 」 と、 「言 語 の うち で あ る生 活 様 式 を と る こ と」 は同 じこ と を指 して い る。 こ こ で

も う一 度 、 ソ ロー は 「書 き手 で あ るゆ え に書 く」 とカ ベ ル が述 べ て い る こ とを思 い起 こそ う。

召命 と して の書 く行 為 に お い て は、 何 か 別 の こ とを あ らわす た めで はな く、 行 為 と して の こ

とば の み が書 か れ る。

わ れ わ れ が言 語 を所 有 す る と い う こ とは、 言語 の うち で あ る生 活 様 式 を と る こ とで あ り、

わ れ わ れ が言 語 に対 して求 め る もの で あ る。 あ る こ とば を意 味 す る とい うこ とが 、 わ れ

わ れ が そ の こ とば に 回帰 し、 こ とば が わ れわ れ に 回帰 す る こ と 一 われ わ れ が互 い に生

じあ う とい う こ と 一 で あ り、 そ の こ とは、 こ とば の字 義 性 に よ って 表 現 され る、 す な

わ ち、 他 の ど の もの で もな くま さに こ う した文字 で あ り、 こ こに あ る、 とい うこ と によ っ

て表 現 され る18)。

ヵ ベ ル が叙 事 詩 との 関連 で 『ウ ォー ル デ ン』 を扱 うの は、 文 学 を この よ う な 「こ と ばの 再

配 置 」 とと らえ て い るか らで あ る。 文 学 は、 こ とば を 固定 化 され た 用 法 か ら解 き放 っ 。 そ し

て、 外 部 性 と して わ れ わ れ に届 け られ る世 界 の捉 え難 さ を、 解 釈 を 保 留 した ま ま に書 きつ け

る とい う意 味 に お い て世 界 の謎 に触 れ て もい る。立 ち あ らわれ る新 しい世 界 を と らえ よ う と

す る文 学 に お い て は、 こ と ばの 再 配 置 が、 こ とば の所 有 を 取 り戻 す 試 み が そ の 度 ご と にな さ

れ て い る の だ。 固定 され た用 法 か ら こ とば を解 放す る ことが 、 わ た した ち 自身 に こ と ばの 所

有 を 回復 す る こ とで もあ る。

こ こ に、 ま た 問 い は重 ね られ る。 なぜ こ と ばの所 有 を取 り戻 さな けれ ば な らな いの か。 そ

れ は、 わ た した ち がす で に生 きて い る この生 活 が、 い ま だ書 か れ て いな いか らで あ る。 召 命

と して の書 く行 為 が、 わ た した ちが そ れ とは知 らず 生 き て い る この 生 活 を書 くと い う こ と を

す で に述 べ た。 わ た した ち は関 係 と して と らえ な お さ れた 行 為 にお い て 、 そ の つ ど世 界 の 謎
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や世 界 の 奥 深 さ に触 れ て い る。 そ して 、世 界 の奥 深 さに触 れ る この よ うな 瞬 間 を書 きつ け る

こ とで 、 制 度 や シ ステ ム に捉 え きれ ない はず の、 人 間 の生 を語 る こ とば が救 済 され る ので あ

る。 ソ ロー は、 いわ ゆ る経 済用 語 で 語 りつ くせ るか にみ え る人 間 の生 き て死 ぬ こ とを、 まず

経済 を 人 間 の 生 活 に取 り戻 し、 営 まれ て い る生 活 に経済 用 語 を置 き直 す こ とで 回復 しよ う と

す る。 文 学 と して の 『ウ ォー ル デ ン』 に刻 み つ け られ る世 界 の 捉 え難 さや、 生 活 の生 き生 き

と した 姿 に 目を 眩 ませ るわ た した ち は、 自 らの閉 塞 した生 活 の あ り方 に気 づ くこ とにな る、

か も しれ な い。 生 活 自体 を 捉 え 直 し、 そ の 中 に こ とば を 置 き直 す こ とで、 経 済用 語 の連 関 の

中 に閉 塞 す る わ た した ちの こ と ばの所 有 を取 り戻 す た め に は、 『ウ ォー ル デ ン』 が 試 み た よ

うな 言 語 全 体 の 文 学 的 救 済 が必 要 だ と カベ ル は考 えて い る。

カベ ル に お い て、 『ウ ォー ル デ ン」 と い うテ キ ス トは、 読 む こ と で もあ る書 くこ と と同 時

に立 ち現 れ る。 「ウ ォー ル デ ン』 は、 『セ ンス ・オ ブ ・ウ ォー ル デ ン」 に 内包 され るわ けで も、

そ れ を絶 対 的 に超 越 す るわ け で もな い。 『ウ ォール デ ン』 が読 まれ、 そ して新 た に 『セ ンス ・

オ ブ ・ウ ォ ール デ ン』 にお け る こ とば に書 き起 こ され る こ とが、 人 間 の 生 を 描 く文 学 的 救 済

にな り うる とい う こ とで あ る。 だが そ れ は 永続 的 な救 済 に は な りえ な い。 そ して、 『ウ ォー

ル デ ン』 を 文 学 と と らえ る こ とは、 閉塞 す るわ た した ちの 思考 が再 び動 き始 め るた め の仕 掛

けで も あ る。 カベ ル にお け る こ とば の再 配 置 と して の 文学 的救 済 は、 例 え ば次 の よ うに進 め

られ る。

腰 を据 え る と い うこ とは 、 もの ご と の重 み を量 る こ と に関 係 して い る。 ま た、 熟 慮 し熟

考 す る こ と と も関 係 して い る。 思 慮 深 く生 活 す る とは 、腰 を 据 え る こ とで あ り、 自分 自

身 を 明 瞭 にす る こ とで あ り、 自 らの 足場 を発 見 す る こ とで あ る。重 み を もつ とい う こ と

は、 あな た の人 格 の 力 に よ って、 あな た の こ と ば にお いて 重 み を支 え て い る とい うだ け

で はな い。 あな た を 固 くつ な ぎ止 め て い る錨 を引 き上 げ、 航 海 に 出 る こ とで あ る。 そ う

な る と、 引 力 は、 あな た を 正 し く惹 きつ ける もの と関 わ って お り、 下方 向 で あ る と 同時

に、 上 方 向 に向 か う もの で あ る か も しれ な い 一あ るい は上 下 と呼 ば れ る もの は意 味 を な

さ な くな る だ ろ う19>。

こ と ば が そ れ ぞれ の重 み に よ って 、 新 た な 配 置 を 取 る と き、 「上 下 と呼 ば れ る もの は意 味

を な さな くな」 り、 そ して 、 確 実 さ は不 明 瞭 さに、 所 有 す る こ とは手 放 す こ とに な る。 書 く

行 為 に の み忠 誠 を誓 う書 き手 は、二 重 性 にお いて これ まで 自分 が 所 有 して い た と思 い こん で

い た こ と ば を手 放 す こ と に よ って、 こ と ばの 所有 を回 復 す る。 この 瞬 間 に、 人 間 の認 識 の枠

組 み に対 す る捉 え方 自体 も改 訂 され る こ と にな る。

わ れ わ れ の想 像 力 、 言 い 換 え れ ば、 イ メ ー ジに対 す る能 力 、 そ して 、 イ メー ジー夜 明 け

と昼 と夜 、 低 い もの と高 い もの、 ま っす ぐな もの と曲 が った もの、 熱 い もの と冷 た い も

の 、 凍 る こ と と解 け る こ と羽 毛 を脱 ぎ替 え る こと、 鳥 と リス と蛇 と蛙 、 水 と こ とば の家
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と身 体 、 成 長 と衰 退 、 母 と父 とい った イ メー ジー の意 味 や 現 象 学 に対 す るわ れ わ れ の能

力 は、 世 界 につ いて の知 識 の 他 の諸 形 式 と同 じ く、 ア プ リオ リで あ る2°)。

4.預 言 者 の歩 み

ヵ ベ ル は 、 『ウ ォー ル デ ン』 に 「弁 証 法 的 な力 、 自 己批 評 と 自己定 位 の力 」 を見 出 して い

る。 そ の力 は、 ア イ ロニ ー とユ ー モ ア、 そ して そ れ に かか わ る 「こ とば 遊 び 」 の あ らわ れ と

も と らえ る こと がで き る。 こ とば の所 有 を手 放 す こ と、 す な わ ち こ とば の 喪 失 が、 こ とば の

回復 に な る とい う こ と は、 カ ベ ノレ ソ ロー にお け る弁 証 法 的な 力 の 向 か う 「方 向 な き方 向 」

な の で あ る。 「ひ とつ の こ とば に固 執 す るや い な や、 それ は細 分 化 し、 他 の もの へ と広 が っ

て ゆ く」21)。この よ う に見 て くる と、 「時 を改 良 す る こ と」 は右 肩 上 が りに 向上 す る こ と とは

別 の仕 方 で 向上 す る こと で あ る と分 か る。 二 重性 に お いて 書 く行為 を 遂 行 す る こ と、 つ ま り

「自分 自身 に対 す る隣接 性 を 保 つ た め に は、 新 しい、 あ る い は新 し く構 想 され る、 恒 常 性 と

変 化 の 能 力 が 必 要 で あ る22)」。 世 界 の捉 え難 さは、 常 に わ た した ち に届 け られ て い るが、 そ

れ をつ かみ 取 って 小 箱 に押 し込 め る こ とはで きな い。 こ う して 「ウ ォー ル デ ン』 の次 の よ う

な こ と ばへ と、 再 び息 が 吹 き込 まれ る。

最 大 の 利 益 と価 値 は、 か え って も っと も認識 され に くい もの で あ る。 わ れ わ れ は、 そ う

い う ものが 存 在 す る こ と さえ疑 い が ちで あ る。 あ るい は す ぐに忘 れ て しま う。 じつ は そ

れ らこそ 最 大 の 現 実 な の だ。 も っ と も驚 嘆す べ き、 も っ と も現 実 的 な事 実 は、 決 して ひ

とか らひ とへ と伝 え られ る こ とは な いで あ ろ う。 私 の 日常 生 活 が もた らす真 の収 穫 は、

朝 と夕 べ の 色 あ い と同 じよ うに、 触 れ る こ とも言 葉 で あ らわす こ と もで き な い。 いわ ば

捕 らえ られ た 小 さな 星 屑 、 つ か み取 った 虹 の ひ とか け らで あ る23)。

カベ ル は、 自 ら 『ウ ォー ル デ ン』 を再 び 書 き直 し、 改訂 し、 予 見 し直 す 。

わ れ わ れ は、 こ とば の継 起 性 、 つ ま り、 それ らが次 か ら次 へ と生 ず る と い うこ と を認 め、

そ して 、 わ れ わ れ の 継起 性 に もか かわ らず、 こ とば の方 は永 続 的 で あ る と認 め る こ とを

学 ばね ばな らな い24)。

優 月 刀 に よ って書 き手 が真 っ二 つ に切 り裂 かれ る こ とで、 は じめて こ と ば は語 り始 め る。

しか し、切 り裂 か れ て もな お残 る 「私 」 が い る。 これ が、 関係 と して と らえ 直 され る行 為 の

一 歩 を踏 み 出 す 「私 」 で あ る
。 召 命 を う け と り、行 為 す る 「私 」 は、 ま さ に ソ ロー が こだ わ

ろ う とす る 「私 」 で あ る。 「私 に 固執 す る と ころが 、 本 書 と ほか の 書 物 との お もな ち が い で

あ る。 話 して い るの は い つ で も一 人 称 の 自分 だ とい う こ とを、 われ わ れ は とか く忘 れ が ち で

あ る25)」。
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『セ ンス ・オ ブ ・ウ ォー ル デ ン』 で は、 聖 書 の言 葉 とと もに、 予 言 者 の行 為 が 『ウ ォー ル

デ ン』 に お け る行 為 との か か わ りで 何度 も取 りあ げ られ て い る。 神 の こ とば に お け るあ らゆ

る救 済 の手 は つ く され た が、 い まだ救 済 は もた ら され て は い な い。 そ の よ うな今 、 「予 言 者 」

の意 味 づ け もか わ って くる。 予 言者 は、 その 生 活 の営 み方 と して予 言 を行 為 す るの で あ る。

あ た か も、 文 字 が ま さに そ う した文字 で あ る よ うに。

「私 」 が、 どの よ うな こ と ば、 どの よ うな こ とば遣 い に よ っ て 自分 自身 を 受 容 す るの か は、

行為 す る 「私 」 自身 に もわ か らない。 行 為 にお い て預 言 者 た る こ とが 、 ど こ に も置 き去 りに

す る こ との で き な い残 留 物 と して の 「私 」 の生 き て あ る こ と な の で あ る。 わ た した ち は、

「見 失 う こ と、 足 跡 を た ど る こ と、 発 見 す る こ と、 土 地 か ら収 穫 を あ げ る こ と、 注意 を す る

こ と、立 て る こ と、座 る こと、 立 つ こ と、 歩 くこ と、 腰 を 据 え る こ と、 去 る こ と」 そ して、

書 くこ とに お い て 、 自分 自身 が為 して い る こ とを知 り、 こ と ば を回 復 す る こ と を学 ば な け れ

ば な らな い26)。預 言 者 は、 待 ち受 け るこ とを 学 びつ つ あ る者 で あ る。

『ウ ォー ル デ ン』 を読 む カ ベ ル に と って、 一 時 的 に逗 留 す る とい う生 き方 を選 ぶ こ とは、

帰 るべ きわ が 家 を 持 つ こ と とは決 定 的 に異 な る。所 有 す る こと が で き る よ う なわ が 家 は、 そ

もそ もな い。 な ぜ な ら、 わ れ わ れの 過 ご して い る この 瞬間 こそ が、 わが 家 と な り うる時 だ か

らで あ る。 これ はカ ベ ル が、 あ る こ とが書 か れ る とい う事 実 そ の もの を、 言 われ て い る内容

と同 じ く重 要 で あ る とみ な す こ とに もか か わ って い る27)。

預 言者 は 常 に 、 希望 と絶望 の境 界 線 に立 って い る。

車註

1)カ ベ ルは、 ソローもカン トの 「われわれが知 っているの は、何であれ、われわれが知 ることがで き

るための アプ リオ リな条件 に適合す るもののみなのだ」 という考えを引 き受けてい るとい う。 しか し、

ソローがカ ン トと異な る点 は、「こう した アプ リオ リな条件 が、 それ 自体ア プ リオ リに知 ることはで き

ず、 実験 的 に発見 され てゆ くとい うことであ る」(ス タ ンリー ・カベル 齋藤直子訳 『セ ンス ・オ ブ ・

オ ォールデ ン』法政大学 出版局2005年114-115頁)。

2)「 書 くことそれ 自体 について の私 の主張は、すべての文学 に関す る一般的特性 を意味 する ものでは

な く、 この本[『 ウ ォールデ ン』]に おけるこの書 き手の意 図を個 別的に承認す るもの である。」 同書序

文xv頁 。

3)同 書序文xiii頁 。

4)同 書36頁 。

5)同 書33頁 。

6)同 書77頁 。

7)同 書34頁 。

8)同 書76頁 。

9)同 書79頁 。

10)同 書130頁 。

11)同 書20頁 、およびH.D.ソ ロー 飯田実訳 『森の生 活』上 岩波文庫1995年182-183頁 。

12)『 セ ンス ・オブ ・オ ォールデ ン』54頁 。
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13)同 書131頁 。

14)同 書75頁 。

15)同 書72頁 。

16)同 書39頁 。

17)同 書39頁 。

18)同 書78頁 。

19)同 書88頁 。

20)同 書125頁 。

21)同 書16頁 。

22)同 書132頁 。

23)『 森 の生 活 」 下..頁 。

24)同 書77-78頁 。

25)『 森 の生 活 』 上10頁 。

26)「 セ ンス ・オ ブ ・オ ォー ル デ ン』48頁 。

27)同 書33頁 。

(つ じあっ こ 京 都 大 学 大 学 院 教 育 学 研 究 科 博 士課 程)


