
失 われ た 悲 哀 の奪 還

― ベ ンヤ ミンが 捉 え た ボー ドレール の 相貌一

小 田 直 史

は じめに

メ ラ ン コ リー か ら養 分 を得 て い る ボ ー ドレー ル の天 分 は 、 ア レ ゴ リー の 天 分 で あ

る。 ボ ー ドレー ル に お い て 初 め て パ リが叙 情 詩 の対 象 と な る 。 ボ ー ドレー ル が 書

く叙 情 詩 は 、 決 して 郷 土 芸 術 で は い 。 それ は む しろ 、 こ のパ リ とい う都 市 を 正 確

に 表 現 す る ア レゴ リカ ー の 眼 差 し、 す な わ ち疎 外 され た 者 の 眼 差 し に ほ か な ら な

い 。1

『パ サ ー ジ ュ 論 』 の 概 要 を 示 し た 「パ リ― ― 一 九 世 紀 の 首 都[ド イ ツ 語 草

稿]」(1935)で 、 ベ ン ヤ ミ ン は ボ ー ドレ ー ル の 天 分 を こ の よ う に 紹 介 し て い

る 。 詩 人 の 眼 差 し は 「ア レ ゴ リ カ ー の 眼 差 し」 で あ り 、 そ れ は 同 時 に 「疎 外

さ れ た も の の 眼 差 し 」 で も あ る 。 ベ ン ヤ ミ ン が ボ ー ド レ ー ル の 天 分 を 捉 え る

際 、 彼 は ボ ー ド レ ー ル の な か に 「ア レ ゴ リ カ ー 」 と し て の 性 格 を 読 み 込 も う

と し 、 彼 の 視 線 を 「ア レ ゴ リ カ ー の 眼 差 し」 と言 うこ と で 、 一 九 世 紀 の パ リ

を 見 る 詩 人 の な か に 「疎 外 さ れ た 者 の 眼 差 し」 を 読 み 込 も う と し て い る 。 そ

し て 、 こ の 「ア レ ゴ リカ ー 」 と 「疎 外 さ れ た 者 」 と を 接 合 す る 役 割 を ベ ン ヤ

ミ ン は 「メ ラ ン コ リー 」(「 憂 欝lespleen」)に 見 て い る の で あ り、 そ の 意

味 で は 、 彼 が か っ て 行 っ た バ ロ ッ ク に 関 す る 研 究 一 一 『ドイ ツ 悲 劇 の 根 源 』

lWalterBenjamin:"Paris ,dieHauptstadtdesXIX.Jahrhunderts";陥 ノter

Benjamin Das Passagen一 晩 雌Gesamme/te Schriften・c(乳V-1(Frankfurta,M.

SuhrkampVerlag,1982),S.54.
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(1925)一 一 と 、 こ こ で 彼 が ボ ー ド レー ル の 天 分 を 捉 え よ う と し て い る 思 考

のあい だに、構造上の共通点 が浮かび 上が るので ある。 ベ ンヤ ミンはボー ド

レ ー ル の 眼 差 し を バ ロ ッ ク の 「ア レ ゴ リ カ ー 」 の そ れ へ と 接 合 し よ う と し て

お り 、 こ の 作 業 に よ っ て 、rア レ ゴ リ カ ー ・ボ ー ド レ ー ル 」 の 相 貌 が 浮 か び 上

が る と 考 え た の で あ っ た 。2そ の 前 提 と し て 、 ベ ン ヤ ミ ン は(ヴ ァ レ リ ー が

ボー ドレー ル に認 めた原則 に倣 っ て)ボ ー ドレール を ロマ ン主義 に対決 す る

作 家 と し て 捉 え よ う と し て い る 。 「大 詩 人 た る こ と 、 し か し 、 ラ マ ル テ ィ ー ヌ

で も な く 、 ユ ゴ ー で も な く 、 ミ ュ ッ セ で も な く 」。3ボ ー ド レ ー ル の 叙 情 詩 は

ロマ ン主義 に対決す る ものであ る とい うこの理 解 は、ボー ドレール が この潮

流 の只 中で生 きなが らも、 この潮流 に逆 らいっっ 叙情詩 を描いた とい うこ と

を 言 わ ん と し て お り 、 彼 が 用 い る 表 現(自 然 、 旅 、 古 典 古 代 、 英 雄 、 愛 な ど)

2『 パ サ ー ジ ュ 論 』 あ る い は ボ ー ド レ ー ル 論 に つ い て の 先 駆 的 な 研 究 と し て は 、 ス ー

ザ ン ・バ ッ ク=モ ー ス の 『視 覚 の 弁 証 法 』(1989)が あ る 。 こ こ で バ ッ ク=モ ー ス は 、

ボ ー ド レ ー ル とバ ロ ッ ク と の 体 系 だ っ た 分 析 を 行 っ て い る 。 し か し彼 女 の 『パ サ ー ジ

ュ 論 』 解 釈 は 、 バ0ッ ク の ア レ ゴ リー を 強 調 す る あ ま り 、 ボ ー ド レー ル に 備 わ っ た 破

壊 欲 動 に つ い て の 詳 細 な 分 析 を 行 え て い な い 。 「そ れ[ベ ン ヤ ミ ン が 言 う ア レ ゴ リー]

は 、 物 質 的 世 界 を 補 お う と す る ボ ー ド レ ー ル の 〈ア レ ゴ リー 的 な 意 志 〉 以 上 に 暴 力 的

行 使 を 必 要 と し た 」(Buck-Morss=p.201.)。 ボ ー ド レ ー ル は 産 業 化 さ れ た 社 会 へ と 接

近 し て ゆ く が 突 然 「怒 り」 を 爆 発 さ せ る と い う彼 女 の 理 解 は 、 ベ ン ヤ ミ ン の ボ ー ド レ
ー ル 理 解 を 考 え る 上 で 正 統 な 解 釈 と 言 え る だ ろ う。 彼 女 が 参 照 し て い る 『パ サ ー ジ ュ

論 』 の 「J57,3」 あ る い は 「セ ン トラ ル パ ー ク 」(5)で は 、確 か に バ ロ ッ ク の ア レ ゴ リ
ー と ボ ー ド レ ー ル の 差 異 が 指 摘 さ れ て い る 。 彼 女 の 議 論 は 、 こ の 箇 所 を 前 提 に 、 ベ ン

ヤ ミ ン の ア レ ゴ リー は 産 業 社 会 の 廃 棄 へ と 向 か わ ざ る を 得 な か っ た と い う も の だ が 、

こ の よ う な 志 向 は ボ ー ド レ ー ル の な か に も 見 紛 い よ う も な く 備 わ っ て い た 。 産 業 社 会

の 呪 縛 か ら逃 れ ゆ く 術 に つ い て の ベ ン ヤ ミ ン の 発 言 を 強 調 しす ぎ た が た め 、バ ッ クﾘ

モ ー ス は 、ベ ン ヤ ミ ン が ボ ー ド レ ー ル の な か に 認 め た バ ロ ッ ク と の 類 似 を 見 落 と して

し ま っ た の で あ る 。 ボ ー ド レ ー ル の 「怒 り 」 に は 、 バ ロ ッ ク の ア レ ゴ リ カ ー が そ うで

あ っ た よ う に 、 「悲 し み 」 が 伴 っ て い る 。 こ の 「悲 し みiに 裏 打 ち さ れ た 「怒 り 」 が 、

産 業 社 会 に 対 す る 憎 悪 と な っ て ボ ー ド レ ー ル の な か に 浮 か び 上 が る の で あ る 。 こ の こ

と を バ ッ ク=モ ー ス は 十 分 に 議 論 し て い な い 。 さ ら に 言 え ば 、 こ の よ う な 文 脈 に 基 づ

い て 、バ ロ ッ ク の ア レ ゴ リー に っ い て の 解 釈 を す る 必 要 が あ る 。破 壊 欲 動 の 背 後 に は 、

「悲 し み 」 が 備 わ っ て い る と す る 解 釈 が 、 ボ ー ド レ ー ル と バ ロ ッ ク の ア レ ゴ リ ー に 共

通 し て い る 。ベ ン ヤ ミ ン が ボ ー ド レ ー ル の 天 分 を 「ア レ ゴ リー の 天 分 で あ る 」と 言 う 、

そ の 思 考 に つ い て の 踏 み 込 ん だ 分 析 は 、 国 内 で の 研 究 を 含 め 、 ほ と ん ど な さ れ て い な

い の が 現 状 で あ る 。Cf=SusanBuck・Morss:The Dialectics ofSeeing(Cambridge,

Massachusetts,London:TheMITPress,1989)Op.177ff.

3PaulVal駻y:"8ituationdeBaudelaire";(Eu vresdePa ulレ 盈16町ソ 瞼rゴ6め611

(Paris:Gallimard,1930),p.145.
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も 、 ロ マ ン 主 義 作 家 た ち の そ れ と は 異 な っ た 使 用 が な さ れ て い る と の 理 解 に

則 っ た も の で あ る 。 ユ ゴ ー や ヴ ァ ー グ ナ ー と の 関 係 に 注 目す れ ば 、 そ こ に ロ

マ ン 主 義 あ る い は 象 徴 主 義 へ と惹 か れ て ゆ く ボ ー ドレ ー ル の 相 貌 が 浮 か び 上

が る 。 し か し彼 は 、 自 然 や 過 去 へ の 憧 憬 を 断 念 せ ざ る を 得 な か っ た 。 ベ ン ヤ

ミ ン に は 、 そ の よ う な 断 念 に こ そ ボ ー ド レ ー ル の 特 異 性 が 現 れ 出 て い る と 思

わ れ た の で あ る 。 同 時 代 の 作 家 た ち が 目 指 した 理 想 を 断 念 し 、 「憂 欝 」へ と 引

き 寄 せ られ て ゆ く ボ ー ド レ ー ル の な か に 、 ベ ン ヤ ミ ン は 「ア レ ゴ リ カ ー 」 と

し て の 相 貌 を 認 め る こ と に な る 。バ ロ ッ ク の 「ア レ ゴ リ カ ー 」と の 親 近 性 は 、

ベ ン ヤ ミ ン に あ っ て 、「メ ラ ン コ リー 」に と ら わ れ た ボ ー ド レ ー ル の な か に こ

そ 浮 か び 上 が る と 考 え ら れ て い る の で あ る 。 ボ ー ドレ ー ル の な か で 、 「理 想J

が 「憂 欝 」 へ と変 貌 し 、 そ こ に 「弁 証 法 的 イ メ ー ジ 」 が 産 み 出 さ れ る と い う

の で あ る 。 こ れ こ そ 、 ベ ン ヤ ミ ン が ボ ー ド レ ー ル の 詩 作 に 見 い だ そ う と し た

特 異 性 に ほ か な ら な い 。 で は 、 こ の 「弁 証 法 的 イ メ ー ジ 」 に よ っ て ベ ン ヤ ミ

ン が 描 き 出 そ う と し た ボ ー ド レ ー ル の 相 貌 と は い か な る も の で あ っ た の か

― ― 本 稿 の 目 的 は 、 「ア レ ゴ リ カ ー ・ボ ー ド レ ー ル 」 に 備 わ っ た 「弁 証 法 的 イ

メ ー ジ 」 の 内 実 に つ い て の 論 考 を 行 う こ と で あ る 。

1937年4月 か ら 翌 年9月 に か け て 、 ベ ン ヤ ミ ン は 『パ サ ー ジ ュ 論 』 の 膨

大 な メ モ を 用 い て 、 こ の 研 究 の 要 に な る で あ ろ う ボ ー ド レ ー ル に 関 す る 草 稿

を 書 き 上 げ る 。 「ボ ー ド レー ル に お け る 第 二 帝 政 期 の パ リ 」(以 下 「第 二 帝 政 」

と 記 す)と 題 され た こ の 草 稿 は 、 当 初 三 部 構 成 で 構 想 さ れ た 「ボ ー ド レ ー ル

論 」(ベ ン ヤ ミ ン は38年8月28ﾘ付 フ リー ド リ ッ ヒ ・ポ ロ ク 宛 て の 書 簡 の

な か で 、 こ の ボ ー ド レ ー ル 論 に 『シ ャ ル ル ・ボ ー ド レ ー ル 高 度 資 本 主 義 時

代 の 叙 情 詩 人 』と い う 仮 題 を つ け て い る4)の 第 二 部 に あ た る 箇 所 で あ っ た 。

同 日 、ア ドル ノ に 宛 て た 書 簡 に は 、 「き み た ち に"ボ ー ド レ ー ル"に っ い て 語

りた い と い う誘 惑 は 大 き い 一一完 成 直 前 の 第 二 部 よ り も 、む し ろ 第 一 部 と 第 三

部 に っ い て 」5と 書 か れ て い る 。 ボ ー ド レ ー ル を 「ア レ ゴ リ カ ー 」 と し て 捉

4WalterBenjamin:Walter -8θη1加 η加Gesamelte-e/efe.e,四1938-1940

(Frankfurta.M.:SuhrkampVerlag,2000),S,159.

5WalterBenjamin:a .a.0,S.155.
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え る た め の 方 法 論 は 第 一 章 「ア レ ゴ リ ー 詩 人 と し て の ボ ー ド レ ー ル 」 で 、19

世 紀 に お け る 「ア レ ゴ リ カ ー ・ボ ー ド レ ー ル 」 の 意 義 に つ い て は 第 三 部 「詩

的 対 象 と し て の 商 品 」で 扱 わ れ る 予 定 だ っ た ―一 第 三 部 の た め に 書 か れ た メ モ

が 「セ ン トラ ル パ ー ク 」(執 筆 は38年4月 か ら39年2月)で あ る 。 第 二 部

に あ た る 「第 二 帝 政 」 は 、 あ く ま で も 問 題 解 決 の た め の 資 料 と し て の 位 置 づ

け が な さ れ た 箇 所 で 、 こ こ に ボ ー ド レ ー ル と 「ア レ ゴ リ ー 」 を 繋 ぐ 理 論 は 示

さ れ て い な い 。 そ れ は 、 ベ ン ヤ ミ ン 本 人 が ア ドル ノ に 宛 て た 上 記 の 書 簡 の な

か で 言 っ て い る こ と で あ る 。 そ の 後 「第 二 帝 政 」 草 稿 に 対 す る ア ドル ノ か ら

の 批 判 に よ っ て 、 ベ ン ヤ ミ ン は 、 こ の 草 稿 の 書 き 換 え を 余 儀 な く さ れ る 。 そ

う して 著 さ れ た も の が 、「ボ ー ド レ ー ル に お け る い く つ か の モ テ ィ ー フ に つ い

て 」(以 下 「モ テ ィ ー フJと 称 す)で あ る 。 こ の 修 正 作 業 は39年2月 下 旬 か

ら7月 下 旬 に か け て 行 わ れ 、 「第 二 帝 政 」 の 「根 本 的 な 二 っ の 章 フ ラ ヌ ー

ル の 理 論 と モ デ ル ネ の 理 論 」6に つ い て の 分 析 が 行 わ れ た 。ベ ン ヤ ミ ン は 「フ

ラ ヌ ー ルder Flaneur」 と 「モ デ ル ネdie Moderne」 の 概 念 を ま と め る こ

と で 、 「ア レ ゴ リカ ー ・ボ ー ド レ ー ル 」 を 特 徴 づ け よ う と し た の で あ る 。 ボ ー

ド レー ル の な か に 「フ ラ ヌ ー ルJの 性 格 を 読 み 込 み 、 彼 の 「モ デ ル ニ テ1a

modernit驕v に つ い て の 思 考 を 跡 付 け る こ と で 、 ボ ー ド レ ー ル を 「ア レ ゴ リ

カ ー 」 と 捉 え る た め の 視 座 が 見 い だ さ れ 、 そ の こ と が 、 ひ い て は19世 紀 の

高 度 資 本 主 義 社 会 を 読 み 解 く足 が か り に な る と 考 え ら れ た の で あ っ た 。「フ ラ

ヌ ー ル 」と 「モ デ ル ネ 」 ― こ の そ れ ぞ れ の 概 念 を 特 徴 づ け て い る も の こ そ 、

先 に 見 た 「弁 証 法 的 イ メ ー ジ 」 に ほ か な ら な い の で あ る 。

1「 フ ラ ヌ ー ル 」 と し て の ボ ー ド レ ー ル

七 月革命(1830年)以 降、文学 の形態 に変化 が生 じ、この潮 流にボー ドレ

ール もいや お うな く巻 き込 まれ てい く。それは ジ ャーナ リズ ムの変化 に伴 い、

文学 その ものの内実が危機 に晒 され た とい うこ とで ある。1836年 創刊 の 『プ

6Walter Benjamin:a
,a.σ.S.156.
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レ ス 』 紙 が 予 約 購 読 料 の 引 き 下 げ を 行 っ た の に 引 摺 ら れ 、 日刊 紙 の 多 く は 予

約 購 読 料 の 値 下 げ に 踏 み 切 っ た 。 そ の 際 、 収 益 の 穴 埋 め に 用 い ら れ た の が

「商 業 広 告 」 で あ る 。 日刊 紙 は 、 広 告 主 の 利 益 の た め に 紙 面 を 割 き 、 読 者 の

関 心 を 惹 く た め の 陳 腐 な 「情 報 」(ゴ シ ッ プ)が 紙 面 を 賑 わ せ た 。 新 聞 に 掲 載

さ れ る 記 事 が レ ク ラ ム を 意 識 した も の へ と 接 近 す る に つ れ 、「作 家 」 も 、 こ の

よ う な 利 害 関 係 の う ち に 否 応 な く 呑 み 込 ま れ て い っ た の で あ る 。 次 第 に 「作

家 た ち は 、 大 通 り で 、思 い が け な い 事 件 や 冗 談 じ み た 言 葉 あ る い は う わ さ 話

を 手 当 た り 次 第 に 掴 ま え よ う と 」 し始 め た 。7ベ ン ヤ ミ ン が 「パ ノ ラ マ 文 学

die panorarxaatisclae Literatur;と 呼 ぶ 文 学 作 品(P8,S。537.)は 、 作 家 が こ

の よ うに し て 得 た ゴ シ ッ プ を 題 材 に 描 か れ た 作 品 の 一 例 で あ る 。「パ ノ ラ マ 文

学 」 と い う ジ ャ ン ル か ら 「生 理 学 画ysiologie」 を 銘 打 っ た 著 作 が 生 み 出 さ

れ る 。さ ま ざ ま な 人 物 類 型 あ る い は 都 市 の 様 相 を 題 材 に し た こ れ ら の 文 章 が 、

1840年 代 初 頭 に は 大 い に も て は や さ れ た の で あ っ た(Vgl. ebd.)。 「大 衆 」 の

人 気 を 博 し た 作 家 と 新 聞 社 と の あ い だ に 取 り交 わ され た 原 稿 料 契 約 が 莫 大 だ

っ た の は 、 彼 ら の 「大 衆 」 か ら の 圧 倒 的 な 支 持 が 、 ひ い て は 新 聞 社 の 利 益 に

直 結 し た か ら で あ る 。 作 家 と 新 聞 祉 と の 利 害 が 重 な り合 う と こ ろ で 、 文 学 は

「大 衆 」 を 意 識 し た 作 品 に な っ た の で あ る 。

売 れ っ 子 作 家 た ち と は 異 な り、 存 命 中 の ボ ー ド レ ー ル は 、 そ の 作 品 が 「大

衆 」 か ら の 圧 倒 的 な 支 持 を 得 る こ と な ど 無 か っ た 。 ベ ン ヤ ミ ン は 、 ボ ー ド レ

ー ル が 存 命 中 に 得 た 報 酬 は15
,00⑪ フ ラ ン 以 下 だ っ た と算 定 して い る(Vgl.

PB.S.535.)。 こ の 額 は 、 デ ュ マ が 『プ レ ス 』 紙 、『コ ン ス テ ィ テ ユ シ オ ネ ル 』

紙 と の 契 約(五 年 間)に 際 し て 毎 年63,000フ ラ ン を 、 シ ュ ー が 『パ リ の 秘

密 』 掲 載 に 際 し て100,000フ ラ ン を 、 ラ マ ル テ ィ ー ヌ が38年 か ら51年 ま で

の 投 稿 料 と し て5,000,000フ ラ ン の 契 約 を 結 ん だ そ の 額 と は 比 較 に な ら な い

ほ ど安 価 な も の で あ っ た(VgLPB.S.531.)。 原 稿 を 執 筆 す る こ と で 得 た 報 酬

7Walter Benjamin:"DasParisdesSecondEmpirebeiBaudelaire";Walter

Benjamin AbhandlungenGesamme/teSchriften Bd.五2(Frankfurta.M.:

SuhrkampVerlag,1974),S.530.以 下 「ボ ー ド レ ー ル に お け る 第 二 帝 政 期 パ リ 」

(1938>の 引 用 箇 所 に は 「PB.」 略 記 の 後 に 当 該 頁 を 記 す 。
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は総 じて安 価な もの だったが 、ボー ドレール もま た 「パ ノラマ文 学」の作家

た ち同様 、街路へ と赴 き、そ ここ こに詩 の素材 を探 し求 めた のであ る。 しか

し彼 が街 路に詩 の主題 を探 し求 め るその 眼差 しには、特殊 な性格 が備 わ って

いた0そ れ をベ ンヤ ミンは 「フラヌール 」の眼差 しで ある と言 う。

「フ ラ ヌ ー ル 」の 眼 差 し が 、ボ ー ド レー ル の 眼 差 し に 重 な り 合 う。で は 「フ

ラ ヌ ー ルJと は ど の よ うな 人 物 と し て イ メ ー ジ さ れ て い る の で あ ろ うか 。 ベ

ン ヤ ミ ン は 「モ テ ィ ー フ 」 の な か でfフ ラ ヌ ー ル 」 を 次 の よ う に 説 明 して い

る 。

ロ ン ド ン は 群 衆 の 人 を 得�ｽ 。 三 月 革 命[1848年]以 前 の 時 代 の ベ ル リ ン で 大 衆 に

好 ま れ た 人 物 、 立 ち ん 坊 ナ ン テ(derEckensteherNante)は 、 あ る 意 味 、 群 衆 の

人 と 対 を な す 。 パ リ の フ ラ ヌ ー ル は 、 そ の 中 間 に 位 置 ず る の で あ ろ う。8

ロ ン ド ン と ベ ル リ ン の 中 間 に い る の が 、 パ リ に お け る 「フ ラ ヌ ー ル 」 で あ

る 。 こ の 区 分 は 、 文 学 作 品 に 描 か れ る 街 路 に 赴 く 人 物 像 の 変 遷 を 言 い 表 し た

も の に ほ か な ら な い 。 ア ドル フ ・グ ラ ス ブ レ ン ナ ー の 作 品 に 登 場 す る 「立 ち

ん 坊 ナ ン テJは 、 日雇 い 仕 事 を し な が ら も 、 仕 事 が な け れ ば 、 街 角 に た む ろ

し、 酒 に 浸 る 生 活 を し て い る 。 彼 ら の 生 活 は 、 「暇 つ ぶ し」 の た め の 「享 楽J

(PB.S.561.)に 彩 ら れ て お り、 路 上 で 「享 楽 」 に ふ け り っ っ ぶ ら ぶ ら と 一

日 を や り過 ご す 。 こ れ と は 対 照 的 に 、 ロ ン ド ン に は 、 「享 楽Jに 浸 り込 む 生 活

を 受 け 入 れ る だ け の 雰 囲 気 が 備 わ っ て は い な か っ た 。 こ こ で ベ ン ヤ ミ ン が 言

う ロ ン ドン と は 、 エ ドガ ー ・ア ラ ン ・ポ オ が 「群 衆 の 人 」(1840)で 描 い て

い る1840年 前 後 の ロ ン ドン の こ と で あ る 。 「群 衆 の 人 」 が 紛 れ 込 む ロ ン ド ン

の 大 通 り に は 、 「立 ち ん 坊 」 が 路 上 で 悠 然 と 「享 楽 」 に 浸 り 込 む よ う な 雰 囲 気

な ど 無 か っ た 。 日没 時 か ら慌 た だ し く な る 大 通 り は 、 「眉 を ひ そ め 、せ わ し げ

8Walter Benjamin:"ﾜber einige MotivebeiBaudeIaire";Wa!ter Benjamin

Abhan dl ungenGesammelte Schriften Bd.1-2(Frankfurta.M.:SuhrkampVerlag,

1974),5.627ff.以 下 「ボ ー ド レ ー ル に お け る い く つ か の モ テ ィ ー フ に つ い て 」(1939)

の 引 用 箇 所 に はrMB.」 略 記 の 後 に 当 該 頁 を 記 す 。
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に 目 を き ょ う つ か せ 、 行 き 交 う歩 行 者(fellow-wayfarer)に ぶ っ か ら れ て も

苛 立 っ た よ う な 様 子 も な く 、 身 な り を 整 え て は 先 を 急 ぐ 」9人 間 の 行 き 交 う

「人 ご みpress」 で 溢 れ 返 っ て い た 。ベ ン ヤ ミ ン は 、ポ オ の 描 く 歩 行 者 た ち

の 性 格 を 次 の よ う に ま と め て い る 。 「彼[ポ オ コ の 歩 行 者 た ち は 、 あ た か も 自

動 装 置 に 順 応 さ せ ら れ 、 も は や 自動 的 に し か 自 分 を表 現 で き な い か の よ う に

振 る 舞 うJ(MB.S.632.)。48年 以 前 の ベ ル リ ン に あ っ た 路 上 者 の 生 活 は 、 ポ

オ の ロ ン ド ン に は 見 当 た ら な い 。 そ こ に 描 か れ た 人 間 は 、r労 働 者 が 『自 動 装

置 の 単 調 で 、恒 常 的 な 運 動 に 、 自 分 自 身 の 運 動 を 』調 和 さ せ る 」(MB.S.631.)

の に 似 た 反 応 を 示 す の で あ る 。 こ の 街 路 に 赴 く 人 間 の 変 化 の 根 底 に あ っ て 機

能 して い る も の こ そ 、人 間 が 「プ ロ レ タ リア 化 す る 」過 程 に ほ か な ら ず(..

S.561.)、 彼 ら は 「自 身 の あ り か た を0生 産 秩 序 に よ っ て 定 め られ た も の と 意

識 す る 」(ebd.)の で あ る 。 ポ オ の ロ ン ドン は0そ の 意 味 で 、 人 間 が 産 業 の な

か に 取 り 込 ま れ つ つ 存 在 す る 空 間 に ほ か な ら な い の で あ り、 未 だ 産 業 の 発 展

過 程 に あ っ た ベ ル リ ン(あ る い は パ リ)と は 対 照 的 な 空 間 が 形 作 ら れ て い た 。

十 八 世 紀 後 半 に イ ギ リ ス で 発 展 し た 機 械 産 業 と機 械 技 術 の 工 場 生 産 へ の 応 用

が 、 第 二 帝 政 期(1852-1870)の フ ラ ン ス に 導 入 さ れ 、10そ の 後 ドイ ツ へ と

波 及 す る 。「フ ラ ヌ ー ル 」が ロ ン ドン とベ ル リ ン の 中 間 に 位 置 す る と言 うベ ン

ヤ ミ ン の 思 考 は 、 そ れ ゆ え 、 こ う し た 産 業 化 の 過 程 と そ こ に あ る 人 間 と を 重

ね て 捉 え た 理 解 に ほ か な ら な い 。 そ の 意 味 で は 、 ボ ー ド レ ー ル が 生 き た 時 代

の パ リ(す な わ ち 第 二 帝 政 期 の パ リ)は 、 未 だ 「古 き 良 き 時 代Jの 名 残 を 留

め て い た の で あ る(MB、S.627.)。 「フ ラ ヌ ー ル 」 と は 、 都 市 が 産 業 化 す る 、

そ の 過 渡 期 に 特 有 な 入 物 像 で あ る 。百 貨 店 が パ リ に 初 め て 登 場 す る の は1852

年 の こ と で あ り(「 ボ ン ・マ ル シ ェ 」 の 開 店)、 ベ ン ヤ ミ ン に よ れ ば 、 ボ ー ド

レー ル が 死 去 す る1867年 に も パ サ ー ジ ュ は 未 だ 人 気 を 博 し て い た 。40年 頃 、

「カ メ を パ サ ー ジ ュ の 散 歩 に つ れ て 行 く こ とJ(ebd.Notabene)が 流 行 し た 。

9Edgar AllanPoe:"TheManoftheCrowd";TheCompleteTales and Poems of

Edgar AllanPoe(NewYork:RandomHouse,1975)Op.476.

m松 井 道 昭 『フ ラ ン ス 第 二 帝 政 下 の パ リ都 市 改 造 』(日 本 経 済 評 論 社 、2003)、177

頁ff.
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パ サ ー ジ ュ に は 一 一 エ ミ ー ル ・ゾ ラ が 『居 酒 屋 』(1877)で 描 い て い る よ う

な ― ク リー ニ ン グ 店 が あ り、 店 内 の 綺 麗 に 装 飾 さ れ た 小 部 屋 で は 、 紳 士 諸

公 が 煙 草 の 煙 に 捲 か れ つ っ 、 の ん び り と し た 時 間 を 過 ご し て い た 。11か っ て

「立 ち ん 坊 」 が 街 路 で 時 間 を 費 や し た 雰 囲 気 が 未 だ パ サ ー ジ ュ に 息 衝 い て い

る 一 方 で 、 大 通 り に は 、人 々 が 溢 れ 、 ブ テ ッ ク が 立 ち 並 び 、馬 車 が 行 き 交 う

大 都 会 の 様 相 も 呈 し て い た 。パ リ と い う都 市 そ の も の が 、 「古 き 良 き 時 代 」 と

新 し い 産 業 化 の 時 代 と を 兼 ね 備 え た 、 っ ね に 変 化 を 生 み 出 す 空 間 だ っ た の で

あ る 。 「フ ラ ヌ ー ルJに 特 有 の 性 格 、 そ れ を ベ ン ヤ ミ ン は 「敏 活 で あ る こ と 」

お よ び 「の ん き さ」 で あ る と 言 う が(MB.S.620.)、 こ の 相 反 す る 性 格 が 共

存 し う る 不 安 定 な 場 こ そ 第 二 帝 政 期 の パ リ な の で あ っ た 。fフ ラ ヌ ー ル 」 は 、

「古 き 良 き 時 代 」 と 産 業 化 の 時 代 と を 揺 れ 動 く 。 彼 ら は 「古 き 良 き 時 代 」 の

名 残 の な か で 呼 吸 を し 、 同 時 に 、 ブ ー ル ヴ ァ ー ル で 煙 め く フ ァ ン タ ス マ ゴ リ

ー に 魅 せ られ る
。し か し 、彼 ら の 歩 み が あ る 場 所 に 留 ま り 続 け る こ と は な い 。

「フ ラ ヌ ー ル は 、な お も 、 大 都 市 の 境 界 線 上 に 、[そ こ に 住 む]市 民 階 級 の 境

界 線 上 に 立 っ て い る 」12の で あ る 。

「古 き良き時代」 の雰囲気 と産 業化 され た都 市 の様相 とが混 ざ り合 うパ リ

の只 中で 、「フラヌール」は、いまだ この どち らの世界 に もお のれ の安 住場所

を見いだせ ない でい る。そ うした状態 を、ベ ンヤ ミンは、ベル リン とロン ド

ン との 中間に あるパ リあるいは 「古 き良き時代Jと 産業 化 の時代 とが混 ざ り

合 う時代 とい う表現 に よって言 い表そ うと した。「フ ラヌ ール」のなかに認 め

られ る揺れ は、確 かに彼 らが生 きた時代 の特異性 によって 生み 出 され た もの

であ る。 しか し、そ の揺れ が生 じるの は彼 らが行 き来す る空間に限った こ と

では ない。 む しろ 「フ ラヌール 」 を読み解 くた めの視座 は 、こ うした都市空

間の なかで、彼 らが抱いた思考 のなか に こそ求 め られ な けれ ばな らないの で

あ る。「フラヌ ール」を とらえていた思考 とは一体 どの よ うなものだったの か

一一ベ ンヤ ミンは、『パサー ジュ論』 に次の よ うな メモ を書 き記 してい る。

IlVgl .WalterBenjamin:Das-Passagen-Werk,∂.a.0.S.91.(A3,9)

12WalterBenjamin:"Paris
,dieHauptstadtdesXIX.Jahrhunderts"a,a,0,S.54.
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の ら く ら と一 日 を や り過 ご す こ と に よ っ て 得 る も の の ほ うが 、 労 働 に よ っ て 得 る

も の 以 上 に 価 値 が あ る(?)と い う考 え が 、 他 の 考 え と 並 ん で 遊 歩 の な か に 備 わ

っ て い る 。 ブ ラ ヌ ー一ル は 、 ご 承 知 の よ う に 、 「入 念 な 調 査die Studien」 を し て い

る の で あ る 。13

こ の メ モ の 後 に 、 ベ ン ヤ ミ ン は ピ エ ー ル ・ラ ル ー ス の 『大 百 科 事 典 』(1872)

か ら 「フ ラ ヌ ー ル 」 の 項 目 を 引 用 し て い る。 そ こ に は 「芸 術 家 や 詩 人 が 一 番

仕 事 に 没 頭 し て い る の は 、彼 ら が 一 番 暇 そ う に 見 え る 時 の こ と が 多 い 」14と

記 され て い た 。 の ら く ら し て い る 時 こ そ 、 彼 ら が も っ と も 仕 事 に 没 頭 し て い

る 時 間 な の で あ り、 そ の よ うな 状 態 で こ そ 彼 ら の 洞 察 力 は 研 ぎ 澄 ま さ れ る 。

ラ ル ー ス に よ れ ば 、 芸 術 家 や 詩 人 に 備 わ っ た こ う した 性 格 が 、 「フ ラ ヌ ー ル 」

に 特 徴 的 な 思 考 な の で あ る 。 ラ ル ー ス の 時 代 に あ っ て 「フ ラ ヌ ー ル 」 を 特 徴

づ け る こ の 思 考 が 、 そ れ 以 前 の 時 代 に あ っ て 、 ル ソー の 思 考 の な か に 既 に 備

わ っ て い た と ベ ン ヤ ミ ン は 言 う。 ル ソ ー の 『孤 独 な 散 歩 者 の 夢 想 』(1782)

か ら 「第 二 の 散 歩 」 の 冒 頭 箇 所 を 引 い て 、 そ こ に 「フ ラ ヌ ー ル 」 の 性 格 を 特

徴 づ け る 思 考 が 既 に 現 れ 出 て い る と言 う の で あ る 。 ベ ン ヤ ミ ン に よ れ ば 、 ル

ソ ー は そ こ で 「沈 思(dieKontelnplation)と の ら く ら(derM�iggang)

と を 結 ぶ 環 」15を 言 い 表 して い る の だ と い う。

お よそ 人 間 が 陥 る こ の うえ な く奇 怪 な状 況 に あ る 自身 の 心 の 平 常 な 状 態 を記 述 し

よ う とい う計 画 を 立 て た わ た しは 、 こ の企 て を 実 行 す る た め に 、 わ た しの 孤 独 な

散 歩(lapromenadesolitaire)と そ の間 の夢 想(lar黐erie)、 す な わ ち 、 頭 を 完

全 に 自由 に し て 、 何 に も邪 魔 され ず 、何 に も当 惑 せ ず 自 由 に 考 え を巡 らせ る こ と

で 湧 き上 が る夢 想 と を 忠 実 に 記 して み る こ と以 上 に簡 単 で 確 実 な 方 法 を 見 出 す こ

とが で き な か っ た 。 三ゐ 菰 独 と洗 恵 ゐ蒔 参 、 二 白 あ らち セ 、 豪 ぷ 散 る と と 毒 ぐ、

廓 魔 き矛しず 、 お た しぷ 尭 全 た お た しで あ ら、 わ た し自身 あ も ゐ で あ ら、 自熟 歩 望

13WalterBenjamin:刀 ∂5 .Passagen-Werk,∂.∂.0,S.567.(M20a,1)

14WalterBenjamin:ebd .

15WalterBenjamin:a .a.(λ.S.567.(M20,1)
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んだ遇 らあ自秀であると本当た言 ら三とぷ由来る唯⊥あ蒔商なゐ七ある。(傍点引

用者)16

ル ソ ー に と っ て 、「沈 思 」と 「孤 独 な 散 歩 」と は 密 接 に 関 わ る も の で あ る 。「日々

の 散 歩 の 途 上 、 な に も の に も 煩 わ され な い 心 は 、 し ば し ば うっ と りす る よ う

な 思 い に 満 た さ れ る こ と が あ っ た 」17と 言 わ れ て い る よ う に 、 彼 はr散 歩 」

に よ っ て お の れ と 対 峙 し 、 沈 思 す る こ と が 出 来 た 。 の ら く ら す る な か で 、 ル

ソ ー は お の れ の 思 考 を 研 ぎ 澄 ま せ て い っ た の で あ り、 他 人 の 目 に 映 る ル ソ ー

は 、 「心 こ こ に あ らずsonesprit騁aitailleurs」18の 様 相 を 呈 し て い る よ

う に 思 わ れ た 。 ラ ル ー ス 以 前 の 時 代 に あ っ て も 、 の ら く ら と 沈 思 と は 密 接 に

関 係 し て い た 。 ル ソ ー に あ っ て 、 沈 思 は 「わ た し 」 の 「外 側 へ と い ま だ 向 き

を 変 え られ て は い な か っ た 」19が 、 ラ ル ー ス の 時 代 に は 、 こ の 対 象 が 「わ た

し 」 の 外 側 へ と 広 げ ら れ る 。 十 九 世 紀 の 「フ ラ ヌ ー ル 」 は 、 そ の 意 味 で 、 の

ら く ら と し た 生 活 を し な が ら 、 沈 思 の 対 象 を 見 つ け る や 、 そ の 眼 差 し を 素 早

く 対 象 へ と 向 け 直 す の で あ る 。 街 路 へ と赴 い て は 、 そ こ こ こ に お の れ の 芸 術

的 主 題 を 見 い だ そ う とす る彼 ら は 、 そ の 対 象 を 認 め る や 、f心 こ こ に あ らず 」

と い っ た 具 合 に 、 そ の 後 を つ け ま わ す の で あ る 。 「フ ラ ヌ ー ル 」 に と っ て 、 街

路 へ 赴 く こ と と 、 そ こ に 舞 め く 大 衆 の 存 在 は 、 お の れ の 芸 術 を 完 成 さ せ ん が

た め に 必 要 不 可 欠 な 要 素 と な っ た 。

0フ ラ ヌ ー ルJに つ い て 、 ボ ー ド レ ー ル も ラ ル ー ス が 言 う意 味 で の 基 本 的

な 性 格 を そ の う ち に 見 い だ そ う と し て い る 。 「現 代 生 活 の 画 家 」(1868)に 、

ボ ー ド レー ル が 「フ ラ ヌ ー ルJに つ い て 語 っ た 箇 所 が あ る 。 そ こ で 彼 は コ ン

ス タ ン タ ン ・ギ ー ス の 天 分 に つ い て 分 析 を 行 っ て い る が 、 そ の ギ ー ス の う ち

に 「フ ラ ヌ ー ル 」 の 性 格 が 認 め られ る と 言 う の で あ る 。

16WalterBenjamin:∂
.∂.(λ,S.566.(M20,1)

17Jean・JacquesRousseau:五 θ50∂ γθ∬fθ5ゴ 〃pro■ ηθ刀θ召rsolitaire(Gen钁e:

1」ibrairieDroz,1967),p.14.

18WalterBenjalnin:∂ .a、0,S.568.(M20a,1)

19WalterBenjamin:∂
.∂、0,S.567.(M20,1)
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群 衆(la foule)が 彼[ギ ー ス]の 領 分 で あ る とい うこ と は 、 空 気 が 鳥 の 領 分 、水

が 魚 の領 分 で あ る の と 同 じで あ る。 彼 の 情 熱 と彼 の信 条 は 、 誠 衆 κ 与 ナ る こ と

(駱ouser la foule)な の で あ る。完 壁 な フ ラ ヌ ー ル(le parfait fl穗eur)に と っ て 、

情 熱 的 な 観 察 者 に とっ て 、数 の 中 に 、波 打 つ も の の な か に 、集 団 の活 気 の な か に 、

は か な い も の と永 遠 な も の の な か に 住 居 を定 め る こ とは 、こ の 上 な い 喜 び で あ る。

自秀 ゐ 家 あ鼻 たい る あ だ 参 、ど と}とい よ ら とも 白秀 あ 家 之 い る よ らた惑 ε る と と。

世 の 中 を 見 て 、 世 の 中 の 中 心 に い な が ら も世 の 中 に 対 して 身 を隠 して い る 、 そ う

した こ と が これ ら独 立 心 旺 盛 で 、 情 熱 的 な 、偏 見 の な い 精 神 た ち の も っ と もち っ

ぽ けな 楽 しみ の い くつ か で あ る。(傍 点 引 用 者 、 強 調 は ボ ー ドレー ル に よ る)20

こ こ で ボ ー ド レ ー ル はrフ ラ ヌ ー ル 」 と 「情 熱 的 な 観 察 者 」 を 同 義 に 捉 え て

い る 。 こ の 理 解 は 、 ラ ル ー ス が 「フ ラ ヌ ー ル 」 の 性 格 に 「入 念 な 調 査 」 を な

す こ と を 見 た 理 解 と重 な り 合 う。 そ し て ラ ル ー ス 同 様 、 ボ ー ド レ ー ル も 「フ

ラ ヌ ー ルJの 性 格 を 持 ち 合 わ せ る ギ ー ス が 、 「群 衆Jあ る い は 「大 衆 」 へ と 吸

い 寄 せ られ て い く 様 子 を 描 い て い る の で あ る 。 そ の 意 味 で は 、 ラ ル ー ス が ま

と め た 「フ ラ ヌ ー ルJの 相 貌 に 、 ボ ー ド レー ル が ギ ー ス の な か に 認 め た 「フ

ラ ヌ ー ルiの 相 貌 が 重 な り 合 う。 ラル ー ス も ボ ー ド レ ー ル も と も に 「フ ラ ヌ

ー ル 」 に つ い て の 基 本 的 な 理 解 は 共 通 し て い る よ うに 思 わ れ る
。 し か し 、 上

の ボ ー ド レー ル の 定 義 の な か に は 、 ラ ル ー ス が 示 す 「フ ラ ヌ ー ル 」 の 相 貌 と

は 決 定 的 に 異 な る 「フ ラ ヌ ー ル 」 の 相 貌 が 記 さ れ て い る 。 「世 の 中 を 見 て 、 世

の 中 の 中 心 に い な が ら も 世 の 中 に 対 し て 身 を 隠 し て い る 」 と言 わ れ て い る こ

と こ そ 、 ラ ル ー ス が 捉 え た 「フ ラ ヌ ー ル 」 の 相 貌 と 、 ボ ー ド レ ー ル の そ れ と

を 分 か っ 決 定 的 な 要 因 に ほ か な ら な い 。 「世 の 中Jに 対 す る 「フ ラ ヌ ー ル 」 の

態 度 に っ い て 、 ボ ー ド レ ー ル は 、次 の よ う に 言 い 換 え て も い る 。 「観 察 者[フ

ラ ヌ ー ル]と は 、 あ ら ゆ る 場 所 に お の れ の 秘 匿(1'incognito)を 楽 し む 君 主

20CharlesBaudelaire:"LePeintredelaviemoderne"
,IIIL'artiste,hommedu

monde,hommedesfoulesetenfant;の 召Frθ500加 ρ!廊 θ8∬(Paris:Gallimard,1976),

p.691ff.
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(un prince)の よ う な 存 在 な の で あ る 」。21ジ ャ ー ナ リ ズ ム や 「生 理 学 」 に

代 表 さ れ る 都 市 を 題 材 と し た 芸 術 は 、 大 衆 や 群 衆 、 情 景 や 風 俗 を 観 察 し 、 そ

れ ら を 「類 型 化 す る 」 こ と を 目 指 して い た 。 し か し こ こ で ボ ー ド レ ー ル が 書

う 「フ ラ ヌ ー ル 」 の な か に は 、 そ の よ う に し て 類 型 化 す る こ と を 目 的 と す る

意 志 が 見 当 た ら な い 。そ れ に 変 わ っ て 登 場 す る 性 格 こ そ 、「世 の 中 に 対 し て 身

を 隠 し て い る 」 こ とや 「秘 匿 」 で あ る 。 「大 都 市 の 群 衆 の な か に 個 人 の 痕 跡 を

く ら ま せ る こ と 」(PB.S.546.)こ そ 、 ボ ー ド レ ー ル が 「フ ラ ヌ ー ル 」 の な か

に 認 め よ う と し た 他 方 の 性 格 に ほ か な ら な い 。 ベ ン ヤ ミ ン は 、 ボ ー ド レ ー ル

が 銀 板 写 真 に 対 す る 脅 威 を 感 じて い た と 言 っ て い る(MB.S.644ff.)。 「フ ラ

ン ス の 風 刺 画 家 た ち 」(1858)や 「1859年 の サ ロ ン 」 で 、 ボ ー ド レー ル は 、

写 真 が 芸 術 の 諸 機 能 を 代 行 す る 役 を 担 い う る で あ ろ う と 言 っ て い る 。 写 真 技

術 が 芸 術 の 主 役 を 担 い うる こ と が す な わ ち 芸 術 の 堕 落 を も た ら せ る で あ ろ う

と い うそ の 予 言 め い た 発 言 は 、 彼 が 写 真 技 術 に 対 す る 脅 威 を 予 感 し て い た こ

と を 物 語 っ て い る 。22ベ ン ヤ ミ ン は 写 真 技 術 に 対 す る ボ ー ド レー ル の こ の 恐

れ が 、写 真 と い う 「人 間 の 秘 匿 を も っ と も 徹 底 的 に 征 服 す る 手 段 」(PB.S.550.)

へ の 脅 威 で あ る と解 し て い る 。写 真 に よ っ て 個 人 が 同 定 さ れ る の を 嫌 う こ と 、

そ れ は 「大 衆 」 あ る い は 「群 衆 」 の な か に 、 お の れ の 痕 跡 を 消 し去 ろ う と し

た ボ ー ド レ ー ル の な か に 現 れ 出 る 「秘 匿 」 へ の 意 志 に ほ か な らな い 一 い や

む し ろ 、 意 志 で は な く 、 彼 は お の れ の 痕 跡 を 消 し 去 る た め に 「群 衆 」 の な か

へ 入 り込 ま ざ る を 得 な か っ た 。 こ こ で ベ ン ヤ ミ ン が 写 真 を 引 き 合 い に 出 し て

言 わ ん と し て い る の は 、ア ル フ ォ ン ス ・ベ ル テ ィ ヨ ン に よ っ て 発 明 さ れ た 「人

体 測 定 法anthropom騁rie」 、 す な わ ち 痕 跡 を も と に 個 人 を 特 定 す る 犯 罪 捜

査 の 目 を ボ ー ド レー ル は 警 戒 し て い た と い う こ と で あ る(ebd.)。 捜 査 の 目 を

掻 い 潜 る た め 、 「完 壁 な フ ラ ヌ ー ル 」 は 「群 衆 に 与 す る 」 の で あ り 、 そ れ は 、

お の れ の 痕 跡 を 辿 っ て 捜 査 の 手 が 及 ぶ こ と を 恐 れ る が ゆ え の 行 動 な の で あ る 。

ボ ー ド レー ル に と っ て 「群 衆 」 あ る い は 「大 衆 」 と は 、 そ の よ う な 意 味 で 、

21CharlesBaudelaire:i,
.Cl t.Op.692.

22Cf
. CharlesBaudelaire:"Salonde1859",IILepublicmoderneetla

photographie;のwrθ800加 ρ1禽 θ5∬(Paris:Gallimard,1976)Op.618
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「社 会 に溶 け 込 む こ とが 出来 ない 人 間 を追 跡 者 か ら守 る避 難 場 所 」(PB.

S.542.)と なる。ボー ドレール が言 う 「フラヌール」のな かには、 「群衆 」に

視線 を向 け彼 らを観 察す る姿勢 が現れ 出る と同時に、追跡 の手 を逃れ るため

の隠れみの として この 「群 衆」 を利用 しよ うとす る様相 が認 め られ るの であ

る。

「フ ラ ヌ ー ル 」 の な か に 「隠 匿 」 を 読 み 込 む ボ ー ド レ ー ル の 理 解 は 、 彼 の

生 活 と深 く 関 係 し て い た 。ボ ー ド レ ー ル が6歳 の1827年2月10日 、父 親(ジ

ョ ゼ フ=フ ラ ン ソ ワ ・ボ ー ド レ ー ル)が 他 界 し 、 母 親 の カ ロ リー ヌ(カ ロ リ

ー ヌ0ア ル シ ャ ン ボ ー=デ ュ フ ァ イ ス)は 、 翌 年 、 セ ー ヌ 県 お よ び パ リ の 司

令 官 で あ り 後 に 外 交 官 を 経 て 上 院 議 員 に な る ジ ャ ッ ク�I ー ビ ッ ク と再 婚 し

た(1828年11月8日)。 幼 い 頃 か ら 文 学 に傾 倒 して い た ボ ー ド レ ー ル で あ

っ た が 、1840年 、 両 親 か ら 法 科 へ の 進 学 を 勧 め られ 、 兄 ア ル フ ォ ン ス ・ボ ー

ド レー ル か ら の 説 得 を し ぶ し ぶ な が ら に 受 け 入 れ て 、 エ マ ニ ュ エ ル ・バ イ イ

が 施 設 長 を 務 め る 「高 等 教 育 セ ン タ ーMaisondehautes6tudes」 に 入 学 す

る こ と に な っ た 。 も と も と 文 学 に よ っ て 生 計 を 立 て よ う と 考 え て い た ボ ー ド

レー ル は 、 法 律 の 勉 強 は そ っ ち の け に 、 そ こ で 出 会 っ た 地 方 出 身 の 文 学 青 年

た ち(ギ ュ ス タ ー ヴ ・ル ・ヴ ァ ヴ ァ ス ー ル 、 フ ィ リ ッ プ ・ ド0シ ェ ヌ ヴ ィ エ

ー ル
、 エ ル ン ス トnプ ラ ロ ン 、 ジ ュ ー ル ・ビ ュ イ ッ ソ ン ら)と の 交 友 を 深 め

て ゆ く 。23こ の 時 期 に0彼 は 若 い ユ ダ ヤ 人 娼 婦 サ ラ(「 お た ま ち ゃ んm

LouchetteJと い う あ だ 名 で 呼 ば れ て い た)と 関 係 を 結 び 、 淋 病 を 患 っ て い

る 。24娼 婦 に 入 れ 込 む 生 活 を し な が ら 、彼 は 衣 服 へ の 強 い こ だ わ り を み せ た

の で あ っ た 。1841年1月m日 、 ボ ー ド レー ル が ア ル フ ォ ン ス に 宛 て た 書 簡

に は 、 こ れ ま で に 彼 が こ し ら え た 借 金 の 一 覧 が 挙 げ ら れ て い る 。 そ こ に は 、

23HenriTroyat=Ba ude!aire(Paris:Flammarion ,1994)ﾘp.70.

24サ ラ と の 愛 は
、 「初 期 詩 編 」 の な か に も 登 場 す る 。 「わ た し の 情 婦 は 名 前 の 通 っ た 花

形 で は な い 」 と い う 詩 編 で は 、 「寄 り 目loucheJ(サ ラ)と の 関 係 が 赤 裸 々 に 描 か れ

て い る 。 『悪 の 華 』 の 無 題 詩(32)に 登 場 す る 「ひ ど く 醜 い ユ ダ ヤ 女uneaffreuse

Juive」 も サ ラ で あ る と 言 わ れ て い る 。CharlesBaudelaire;"Po駸iesdejeunesse

po駸iesdiverses",の 〃ゾrθ5001ηp166θ51(Par{s:Gallimard,1975),p.203ff.;Charles

Baudelaire="LesFleursdumal";0殆 γrθθcompl騁es 1(Paris:Gallimard,1975)O

p.34.(32)
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衣服 代 の他 に、娼婦へ と貢 いだ金 額まで もが記 載 され て いた。25息 子 の放蕩

に危機 感 をおぼ えた オー ビックは 、同年4月 、 ボー ドレール をパ リか ら離れ

させ よう と、航海旅行 を提案 す る書簡 を アル フォ ンス に宛 てて送 ってい る。

イ ン ドのカルカ ッタに向けた この旅行(出 発 は同年6月9日)は 、航 海 の途

上 、 日に 日に衰弱 してい くボー ドレー ル の姿 をみた船長 の判断 に よ り頓挫 し

て しま う。1842年2月16日 にフ ランスへ と帰還 したボ ー ドレール は、両親

の同意 を得 て、サン�� イ島 に住居 を借 りた。26義 父 のオー ビ ックは、かっ

ての息子 の放蕩ぶ りを思 って気 が気 では なか ったが 、ボー ドレール が成人 し

た1842年4月 、遺産管理 を彼 に任せ る こ とを決 めた。271843年6月 、サ

ン=ル イ 島に ある 「ピモ ダン邸」 に越 して きた ボー ドレール は、そ こに集 う

作 家た ち との交友 のなかで ダンデ ィズム の虜 にな ってい った。赤 い クラバ ッ

ト(ネ クタイ)に 薔薇 色の手袋 をはめ、 黒色 の燕尾服 を羽織 った彼 の姿 は、

当時の ダンデ ィに典型 的 な出立 ちなので あ った。28後 に 「現代生活 の画家」

のなか で彼 が 「ダンデ ィ」 にっ いて語 る時、若 き 日の ピモ ダン邸での経験 が

その背後 にあ った。「金 持 ちで 、暇が あ り、た とえ無感 動 であって も、幸福 の

足跡 を追 って ゆ くほか に仕事 のない男。贅 沢 のな かで育て られ 、その幼年 時

代 か ら既 に他人 の服 従 に慣れ た男、要す るに、エ レガン ス以外 に信条 がない

男 」29と 言 われ てい るダンデ ィの風貌 は 、そ の まま若 き 日のボー ドレール の

風 貌 に重 な る。エ レガ ンスに趣 向 を凝 らし、美 術 品に興味 を抱 く、 こ うした

優 雅 さへ の興味 関心が、 ボー ドレール を と らえて いたので ある。 第二帝 政期

に定着 した 「highlife」(富 裕 で優雅 な生活 様式)30を おのれ の もの とす る

た めに、彼 は莫 大な額の金 を注 ぎ込んだ。 義父 の恐れ て いた ことが現実 の も

25CharlesBaudelaire;Correspon danceI %」'an vier1832-f� vrier18so>(Paris:

Gallimard,1973),p.85.;� AlphonseBaudelaire20janvier1841

26HenriTroyat:i.
.ct t.,p.98.

27ベ ン ヤ ミ ン に よ れ ば
、 こ の 時 ボ ー ド レ ー ル が 手 に し た 遺 産 は 、75,000フ ラ ン で あ

っ た 。Vgl.WalterBenjamin:``DasPassagen・Werk",a,a.0.OS.359.(J30,2)

28Vgl .Walter Benjamin:a.a、0..S.321 ff.(Jlla,2)

29CharlesBaudelaire:"LePeintredelaviemoderne"
,IXLeDandy;Op. ci t.,

P.709.
30CharlesBaudelaire:ibid .
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の とな った。 オー ビックの遺産 を相続 したボー ドレール は、その約 半分 をわ

ず か二年 間の あい だに使 い果た して しま ったので ある。債権者 の 追跡 を逃 れ

るため、彼 はカ フェや雑誌 の回読 会へ足 を運び、家賃の支払 い 日には 、友入

宅 へ と押 し掛 け、難 を逃れ るのであ った(PB.S.550.)。31息 子 の浪費癖 に

不 安 を抱 いた母 カ ロ リー ヌは 、1844年6月 、夫オー ビ ックの忠 告 によ り家

族 会議 を開 き、財 産管理 のた めの法定後 見人設 定のた めの訴 訟 を起 こす こ と

を決 め、同年9月21日 、民事裁 判所 は法定後見人 と してナル シス�f ジ レ0

ア ンセル を任 命す る。 準禁治産者 と して の烙印 を押 され たボー ドレール は 、

その後生涯 を通 じて財政 面 での足枷 をはめ られ ることにな り、既 に この時 、

莫 大 な借金 を抱 えて いた彼 の懐 工合 は急激 に悪化 して ゆ く。1845年6月30

日に法 定後見人 ア ンセル に宛 てた書簡 のなかで、 ボー ドレール は 自殺 を 口に

す る(実 際 には、ア ンセル への書簡 を遺書 と考 えていた)。 それ は未遂 に終 わ

った が、決死 の覚悟 を もって して も、彼 の置かれた状況 が改善へ と向か うこ

とはなかった。1853年12月26日 に母 親に宛てた手紙 か らは、準禁 治産者

の烙 印を押 され た後 の、疲 弊 したボー ドレール の様子 が見て 取れ る。r僕 は肉

体的苦痛 に は慣 れ ていて、破れ て風 の通 るズボ ン と上着 の下 に、二枚 の シャ

ツをか くも上 手に着込 む術 を心得 ているほ どです し、穴 の開い た靴 に ワラで、

それ どころ か紙 で底 をつ ける ことに熟練 してい るので 、 も うほ とん ど精神 的

苦痛 しか感 じませ ん」。32翌 年 の同 じ時期(1854年12月4日)、 また も母親

に宛 てた書簡 のな かでボー ドレール は、自身の置 かれ た苦悩 を吐露 してい る。

「僕 には衣類 がな いので、横 にな って、寝たまま でい なけれ ばな らない ので

す か?」 。33準 禁 治産者 の烙印 を押 され た後の ボー ドレール に 、か つて の華

31「1852年3月27日(土)午 後2時 」 の 日 付 が 入 っ た 母 親 宛 て の 書 簡 に は 、 彼 が

こ し ら え た 借 金 の 概 要 が 列 挙 さ れ て い る 。 冒 頭 で 、 当 時 の 恋 人 の ジ ャ ン ヌ ・デ ュ ヴ ァ

ル(「 ジ ャ ン ヌ ・ル メ ー ル 」 と 呼 ば れ る こ と も あ る)に つ い て 散 々 不 満 を 洩 ら し た 後

に 、 家 賃 、 肉 屋 、 酒 屋 、 乾 物 屋 、 治 療 費 な ど 、 彼 が こ し ら え た 借 金 の 一 覧 が 書 き 連 ね

ら れ て い る 。 こ の 書 簡 で ボ ー ド レ ー ル は 、 こ う し た 借 金 の 肩 代 わ り を し て く れ る よ う

母 親 に 懇 願 し つ つ 、 本 や 衣 服 を 買 う た め の 費 用 を も 要 求 し て い る 。Cf.Charles

Baudelaire:Op. cit.,p.191ff.;瀘adame Aupick27mars1852

32CharlesBaudelaire:Op . ci t.,p.241ff.;瀘adameAupick26d馗embre1853

33CharlesBaudelaire=Op . ci t.,p.301.;瀘adameAupick4d馗embre1854
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や か さ は 見 当 た ら な い 。 そ こ に あ る の は 、 プ チ ・ブ ル ジ ョ ワ ジ ー と して 生 き

た か つ て の 栄 華 以 外 の な に も の で も な か っ た 。

「群 衆 」 の な か へ お の れ の 痕 跡 を 消 し去 る 「フ ラ ヌ ー ル 」 の 性 格 は 、 ボ ー

ド レ ー ル の 相 貌 と重 な り合 う。 債 権 者 か ら の 取 り立 て を 免 れ よ う と 逃 れ ゆ く

ボ ー ド レ ー ル の 姿 は 、 捜 査 の 目 を 掻 い 潜 る た め 「群 衆Jの な か へ と そ の 身 を

隠 す 「フ ラ ヌ ー ル 」 の 様 相 に 酷 似 し て い る 。 ボ ー ド レー ル は 「完 壁 な フ ラ ヌ

ー ル 」 あ る い は 「情 熱 的 な 観 察 者 」 の な か に 零 落 し た プ チ ・ブ ル ジ ョ ワ ジ ー

の イ マ ー ジ ュ を 読 み 込 も う と す る の で あ り 、 そ の こ と に よ っ て 「非 常 に 不 安

定 な 運 命fortunesiagit馥」34を 背 負 わ さ れ た 「フ ラ ヌ ー ルJの イ マ ー ジ

ュ が 形 作 ら れ る の で あ る 。 「完 壁 な フ ラ ヌ ー ル 」 の 相 貌 に 、 か つ て の 栄 華 を 失

っ た ボ ー ド レー ル の 相 魏 が 重 な り あ う。 彼 は(自 身 を 擁 護 す る か の ご と く)

こ の 零 落 に こ そ 、詩 人 を 基 礎 づ け る 条 件 が 備 わ っ て い る と 考 え た の で あ っ た 。

小 散 文 詩 「パ リ の 憂 欝 」(1869)で は 、 こ の よ う な 運 命 を 授 け られ た 「フ ラ

ヌ ー ル 」 だ け が 「群 衆 」 に 通 じ る こ と が 出 来 る と 言 わ れ て い る 。

群 衆(multitude)に 通 じ る こ と は 、誰 で もが 身 に 付 け う る こ とで は な い。 群 衆 を

楽 しむ こ と とは 、術 の よ うな も の で あ る。そ して 、人 類 を 活 力 の宴 とな せ る の は 、

唯 二 、 そ�)幼 庫 蒔 代 に 鉄 精 か ら、 変 装 や 仮 面 人 あ 嗜 好 、 お ぶ 家 人 ゐ廉 恵 、 承 人 ゐ

惰 熱 を 抱 が き 乳 た 者 舟 け で あ る。(傍 点 引 用 者)35

「群衆 に与す る」情熱 を持 ち合 わせ る 「フ ラヌ ール」 の性格 は、 ここで言 わ

れ てい る よ うに、その過去 と密接 に関 わって い る。幼年 時代 に 「変装や仮 面

へ の嗜好 、わが家へ の嫌 悪、旅へ の情 熱Jを 抱 か された こ とが、「完壁 なフ ラ

ヌ ール 」の条件 なので ある。一一 ここに挙 げ られ た条件 は 、若 き 日のボー ド

レール が経 験 した ことに通 じてい る。 「変 装や仮 面へ の嗜好」 は、 「卑 しく不

39CharlesBaudelaire:"LeSpleendeParis"
,XIILesFoules;0『 πFrθ5comp/6`θ θ1

(Paris:Gallimard,1975),p.292.

35CharlesBaudelaire:Op
. ci tリp.291.
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潔 で、化 け物 じみた女 」(サ ラの こと)36に 惹 かれなが らも、そ の よ うな嗜

好 を覆 い隠す か の よ うにダ ンデ ィの風 体 を した彼 の相貌 に認 め られ る ことで

あ り、 「わが家へ の嫌 悪 」は、義 父に対す る反発 として、 「旅 への情熱 」 は、

パ リか ら離れ ゆ くことが逆にパ リへの憧憬 を強 め るもの として、それ ぞれ が

ボー ドレール の なかに認 め られ るのであ る。パ リか ら離れ る旅 が、 かえ って

パ リへ の憧 憬 を強 めて しま う一―ボー ドレール はそ の よ うな意 味で の 「旅へ

の情熱 」 を 『悪 の華』 に記 して い る。 「53旅 へ の誘 い」 は、憧憬 を浮か び

上が らせ る旅 を描 いた 詩編に ほかな らな い(そ こには、彼 のイ ン ド旅 行で の

経験が はっ き りと刻 み 込 まれて い る)。

ほのかにかおる篭 う灘 の香

贅 を凝 ら し た天 井

深 み が か っ た色 を した 鏡

オ リ エ ン トの 華 々 し さ

す べ て が 、 こ っ そ り と 、

魂 に 語 りか け る 、

生 ま れ 故 郷 の あ ま い 言 葉 を。37

若 き 日 の ボ ー ド レ ー ル の 経 験 が 、 こ の よ う に し て 「フ ラ ヌ ー ル 」 の 相 貌 に 読

み 込 ま れ て い る 。 ボ ー ド レー ル に あ っ て こ れ ら の 経 験 は 、 さ ら に 彼 の 幼 年 時

代 へ と収 敏 し て ゆ き 、 既 に 幼 年 時 代 に ぼ ん や り と感 じ ら れ た こ と が 、 こ う し

た 経 験 の 根 底 に 備 わ っ て い る と 考 え ら れ て い る 。 「赤 裸 の 心 」 に 、幼 年 時 代 の

彼 の 経 験 に つ い て 記 さ れ て い る 。

早 く もわ が 幼 年 の 時 代 か ら 、孤 独 な 気 持 ち 。 家 族 に 逆 ら っ て 、一 一 そ して 友 人 た

ち の ど真 ん 中 で は 、 特 に― ― 永 遠 に 孤 独 な 運 命 を 感 じる 気 持 ち。38

36HenriTroyat:Op . cit.,p.72.
37CharlesBaudelaire:"LesFleursdumal" ,Op, ci t.,p,53(53)
38CharlesBaudelaire:"Moncoeurmis瀟u";(Euvres comp/騁es 1(Paris:

―!7―



幼 年 時 代 に 抱 か さ れ る 感 情 と は 、「孤 独 な 気 持 ち 」に ほ か な らず 、こ の 感 情 が 、

若 き 日 の ボ ー ド レー ル の な か に 備 わ っ て い た 。 ボ ー ド レ ー ル は こ の 「孤 独 な

気 持 ち 」を 「フ ラ ヌ ー ル 」に 与 え られ た 特 権 と捉 え よ う と し て い る の で あ る 。

「パ リ の 憂 欝 」 の 先 の 引 用 は 、 こ う続 け ら れ て い る 。

群 衆 、 孤 独:こ れ らは 、活 動 的 で想 像 力 に 富 ん だ 詩 人 に とっ て 、対 等 で 変 換 可 能

な 語 で あ る。 自分 の 孤 独 を 満 た す 術 を 知 ら な い 人 物 は 、せ わ しな く動 き回 る 人 ご

み(fouleaffair馥)の な か に 一 人 で い る術 さ え も知 らな い の で あ る。39

「完 壁 な フ ラ ヌ ー ルJは 、 「群 衆 ゴ の な か で 孤 独 に な る 。 ポ オ は 、 ロ ン ド ン で

「人 々 が 私 的 関 心 に 閉 じ こ も り 、 絶 望 的 に 孤 立 し て い るJ(PB.S.555.)様 子

を 描 き 出 し た 。 各 々 が 孤 立 し て い る よ う に 見 え る が 、 彼 ら は 一 様 に 同 じ 力 に

従 っ て 動 い て い る。 産 業 化 され た 社 会 は 、 ベ ン ヤ ミ ン が フ ロ イ トの 表 現 を 用

い て 言 っ て い る よ う に 、「均 質 化 す る 」エ ネ ル ギ ー を 意 識 へ と強 い て く る の で

あ る(MB.S.613.)。 「群 衆 」 の な か に 身 を 隠 す ボ ー ド レ ー ル も 、 彼 が こ の エ

ネ ル ギ ー の 影 響 下 に あ る 限 り は 、 一 様 に 同 じ様 相 を 呈 さ ざ る を 得 な か っ た 。

し か し 、 均 質 化 され た 都 市 空 間(あ る い は 「群 衆 」 の な か)に い な が ら も 、

彼 の 意 識 は 超 然 と し た も の で あ り続 け た 。そ の よ う に 在 る こ と が 出 来 た の は 、

彼 が 孤 独 な 一 人 の 詩 人 と し て 群 衆 化 の 現 象 を 捉 え る 存 在 で あ っ た か ら に ほ か

な ら な い 。 ポ オ の ロ ン ド ン は 、 実 際 に は 「人 々 が 私 的 関 心 に 閉 じ こ も り 、 絶

望 的 に 孤 立 して い る 」状 態 を 、あ る 統 一 へ と ま と め あ げ る 。ボ ー ド レ ー ル は 、

「孤 独 」に な る こ と で 、こ の エ ネ ル ギ ー に 抗 す る 意 識 を 見 い だ し た の で あ る 。

「均 質 化 す るJエ ネ ル ギ ー に 抗 す る た め に は 、 「孤 独 」 で な け れ ば な ら な い 。

そ れ は 換 言 す れ ば 、 「孤 独 」 で あ る こ と が 、 「均 質 化 す る 」 エ ネ ル ギ ー を 冷 静

に 分 析 し 、 こ れ を 打 破 す る た め の 視 座 を 開 く と い う こ と で あ る 。 詩 人 の 私 的

な 経 験 の 根 底 に 備 わ っ た 「孤 独 」を 、ボ ー ド レ ー ル は 与 え ら れ た 特 権 と し て 、

積 極 的 に 評 価 し よ う と す る の で あ る 。 「群 衆 」 と い う ヴ ェ ー ル(V gl.PB.

Gallimard,1975),p.680.(VII)
39CharlesBaudelaire:"LeSpleendeParis" ,XIILesFoules;Op. ci t.Op.292.
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S.562.)が 詩 人 の 意 識 か ら 取 り払 わ れ る こ と で 、 彼 は 、 こ の ヴ ェ ー ル を 通 し

て 世 界 を 捉 え よ う と す る 思 考 を 放 棄 す る 。 「孤 独Jに よ っ て ヴ ェ ー ル が 剥 ぎ 取

ら れ る こ と に こ そ 、 ボ ー ド レ ー ル は 、 詩 人 が 「群 衆 」 と 対 峙 す る 可 能 性 を 見

て い る の で あ る 。 「群 衆 」 と 「孤 独 」 が 変 換 可 能 で あ る と い うボ ー ド レー ル の

解 釈 に は 、 「孤 独 」 に あ っ て 、 詩 人 は 「群 衆 」 を あ り の ま ま に 捉 え る と い う思

考 が 備 わ っ て い る 。 「均 質 化 す る 」 エ ネ ル ギ ー に 抗 し て 一 一 す な わ ち 、 「群 衆 」

と い う 統 一 の な か に 人 や 事 物 が ま と め あ げ られ る こ と に 抗 し て 、 彼 は 「大 都

市 を あ りの ま ま の 姿 で 」(ebd.)見 よ う と す る の で あ る 。

「孤 独 」 に な る こ と で 、 「フ ラ ヌ ー ル 」 は 、 「群 衆 」 を 構 成 し て い る 存 在 と

対 峙 す る 。 ボ ー ド レ ー ル が 「完 壁 な フ ラ ヌ ー ル 」 の な か に 見 い だ した 特 異 性

と は 、 こ う し た 認 識 の 特 異 性 に ほ か な ら な い 。 こ の 特 異 性 を 、 ボ ー ド レ ー ル

は 詩 人 の な か に 認 め よ う と し た の で あ り、「現 代 生 活 の 画 家 」で は そ の こ と を

「ダ ン デ ィ ズ ムJと い う表 現 で 言 い 表 そ う と し た 。 こ の 表 現 は 、 若 か り し 頃

の 彼 が 実 践 し た ダ ン デ ィ ズ ム と は 異 な る も の で あ る。 若 き 日 の ボ ー ド レ ー ル

が(ブ ラ ン メ ル や バ イ ロ ン に 倣 っ て 、イ ギ リ ス 風 に)「 身 だ し な み や 物 質 的 優

雅 さ に 対 す る 過 剰 な 嗜 好 」40を ダ ン デ ィ ズ ム に 求 め て い た とす る の な ら 、68

年 の 彼 はrダ ン デ ィ ズ ム 」 の 他 の 側 面 に こ そ 注 目 し て い た 。 「完 壁 な フ ラ ヌ ー

ルJの な か に ボ ー ド レ ー ル が 認 め た 特 権 、す な わ ち 「詩 人 が 、思 い の ま ま に 、

疲 自 身 や 他 入 た な る 三 と 参 で き る と い う比 類 な き 特 権 」(傍 点 引 用 者)41が 「ダ

ン デ ィ ズ ム 」 を 形 作 っ て い る 他 の 側 面 に ほ か な ら な い 。 「飽 く こ と な く 「わ

た し一 で は な い も の[非 ― 我]」 を 求 め る 「わ た し[自 我]」(un moi insatiable

du non-moi)」42が 、 「ダ ン デ ィ ズ ム 」 に は 備 わ っ て い る 。 し か し 、 こ う し た

「ダ ン デ ィ ズ ム 」(あ る い は そ の 体 現 者 と し て の 「完 壁 な フ ラ ヌ ー ルJ)が 、

誰 彼 構 わ ず 「わ た し 」 を 託 す(あ る い は 「わ た し」 の な か に 取 り込 む)わ け

で は な い 。 ベ ン ヤ ミ ン は 、 詩 人 が 「わ た し 」 を 託 す 対 象 は 、 彼 が 都 市 に あ っ

40CharlesBaudelaire="LePeintredelaviemoderne"
,IXLeDandy;ρ ρ,CI t.,

p,710.
41CharlesBaudelaire:``LeSpleendeParis"

,XIILesFoules;ρ ρ,C1 i..p.291.
42CharlesBaudelaire:"LePeintredelaviemoderne"

,IIIL'artiste,hommedu

monde,hommedesfoulesetenfant;ρ ρ.Clt.,p。692.
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て 「シ ョ ッ ク の 経 験 」 を 蒙 っ た 存 在 に 限 定 さ れ る と 言 っ て い る(Vg1.MB.

5.615ff.)。 実 際 、 ボ ー ド レ ー ル も 「わ た し 」 を 託 す 対 象 を 「思 い が け ず 目 に

す る も の 、 通 りが か っ た 見 知 ら ぬ 人 」43に 限 定 し て 語 っ て い る 。 「群 衆 」 と

は 、こ の よ う な 「シ ョ ッ ク の 経 験 」を 詩 人 の も と へ 運 ぶ 雑 踏 に ほ か な ら ず(Vgl.

PB.5.547ff.)、 そ れ 以 上 に 積 極 的 な 意 味 を 持 ち う る も の で は な い 。 「群 衆 」

の な か で 「孤 独 」 に な る こ と に よ っ て 、 シ ョ ッ ク を 経 験 す る 機 会 が 得 ら れ る

の で あ り、詩 人 は こ の 経 験 を 詩 の 主 題 に 用 い る の で あ る 。 で は 、「シ ョ ッ ク の

経 験 」 を 詩 人 に 与 え う る 存 在 と は ど の よ う な 人 物 な の で あ ろ う か 。 ベ ン ヤ ミ

ン は 「93通 りす が りの 女 に 」 の な か に 、 シ ョ ッ ク を 受 け た ボ ー ド レー ル の

姿 が 現 れ で て い る と 言 う。

騒 々 しい 街 路 が 、 わ た しの ま わ りで わ めき 声 を あ げ て い た 。

背 が 高 く 、す ら り と した 、 立 派 な喪 服 を纏 っ た 女 が 、

装 飾 を施 した そ の 手 で ス カ ラ ッ プや ヘ ム44を た く しあ げ 、 揺 ら しな が ら、

彫 像 の よ うな そ の 脚 は 、 軽 や か に しか し気 品 の あ る 足 取 りで 、

死 別 へ の お ごそ か な悲 しみ を抱 い て は 、眼 の前 を通 り過 ぎ て い った 。

私 は とい え ば 、章 軌 を 逸 した 入 勅 あ よ うた 身 体 を 引 き ら らぜ0

嵐 を予 感 させ る鉛 色 の 空 の よ うな彼 女 の瞳 か ら、

魅 惑 す る 優 し さ と、命 うば う快 楽 と を飲 ん だ の で あ る 。

(傍 点 引 用 者)45

こ の 詩 の な か で ボ ー ド レ ー ル は こ の 女 が 「立 派 な 喪 服 を 纏 っ 」 て い る こ と を

強 調 し て い る 、 とベ ン ヤ ミ ン は 言 っ て い る(..S.548.)。 「喪 服ledeuil」

を 纏 う こ と は 、r悲 し みledeui1」 に と ら わ れ る こ と に 等 しい 。 こ の 「悲 し

43CharlesBaudelaire:"LeSpleendeParis"
,XIII」esFoules;Op. ci t.Op.291.

44「 ス カ ラ ッ プfeston」 と は
、 洋 服 の 襟 、 袖 口0裾 な ど に 施 さ れ た 花 柄 模 様 の 縁 飾

り 。 「ヘ ムourlet」 と は 、 洋 服 の 裾 の 折 り 返 し の こ と 。

45CharlesBaudelaire="LesFleursdumal"
,Op. cit.,p.92.(92)
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み 」 に と ら わ れ た 人 物 を 眼 に し て 、 ボ ー ド レ ー ル は シ ョ ッ ク を 受 け る の で あ

る 。「悲 しみ 」に 暮 れ る 人 物 を 眼 に して は 、そ の よ う な 人 物 へ と 惹 き 付 け ら れ 、

快 楽 を 得 る ボ ー ド レ ー ル の 姿 は 、 「91小 さ な 老 婆 た ち 」 の な か に も 見 ら れ

る 。 穴 の 開 い た ペ チ コ ー トの 下 に 、 見 る か ら に 寒 々 し い 衣 類 を 纏 っ た 老 婆 た

ち が 、 恐 々 と し た 足 取 りで 大 通 り を 横 切 っ て ゆ く 様 子 を 眼 に し た ボ ー ド レ ー

ル は 、 こ の 老 婆 た ち に シ ョ ッ ク を 受 け る の で あ る 。 老 婆 た ち に ボ ー ド レ ー ル

が 読 み 取 っ た も の は 、 「立 派 な 喪 服 」 を 身 に 纏 っ た 女 に 彼 が 認 め た の と 同 じ 、

「悲 し み 」 な の で あ っ た 。

あ る者 は 、 彼 女 の 祖 国 に よっ て 不 幸 を 与 え られ 、

他 の 者 は 、彼 女 の 夫 に よ っ て 苦 しみ を課 され た 者 、

ま た あ る者 は 、 自分 の子 ど も に よ っ て 苦 しみ を抱 か され た マ ドンナ 、

これ らす べ て の 者 が 、彼 女 ら の涙 で 大 河 を 作 れ た で あ ろ うに!4fi

ボ ー ド レ ー ル は こ の 老 婆 た ち の な か に も 、 喪 服 の 女 に 彼 が 認 め た の と 同 じ よ

う に 、 「悲 し み 」 や 「不 幸 」 を 見 て い る 。 そ れ ゆ え 、 彼 は 老 婆 た ち に シ ョ ッ ク

を 受 け る の で あ る 。 「ダ ン デ ィ ズ ム 」 が 「わ た し一 で は な い も の 」 の な か に 見

い だ す も の と は こ の 「悲 し みJに ほ か な ら ず 、 「ダ ン デ ィ ズ ムJの 体 現 者 は 、

「悲 しみ 」 を 抱 い た 存 在 に 目 を 奪 わ れ る 。 詩 人 は シ ョ ッ ク を 受 け た 対 象 を0

お の れ へ と 内 面 化 さ せ よ う と す る 。 「喪 服 」 を 纏 っ た 女 に も 、 老 婆 た ち に も 、

ボ ー ド レー ル は 「悲 し み 」 を 認 め 、 彼 女 ら のr悲 しみ 」 を 自 身 の な か へ と 取

り込 も う と し た 。 そ の よ う に し て 彼 の な か に 「悲 しみ 」 が 満 ち 溢 れ る こ と に

な る の だ が 、彼 は 「ダ ン デ ィ 」 と し て 、超 然 と し た 風 貌 を 呈 す る の で あ る(こ

う し た 冷 静 さ を 、 ボ ー ド レー ル は 「キ ツ ネ に 噛 ま れ た ス パ ル タ 人 」 と い う表

現 で 言 い 表 そ う と し て い る47)。 「ダ ン デ ィ ズ ム 」 が 喪 服 の 女 と老 婆 の な か に

46CharlesBaudelaire:"LesFleursdumal" ,Op.cz t.,p.90.(91-II)
47「 キ ツ ネ に 噛 ま れ た ス パ ル タ 入leLac馘駑oniensouslamorsuredurenardJ

と は 、 モ ン テ ー ニ ュ が 『エ セ ー 』(1580、1588)の な か で 用 い て い る 古 代 ス パ ル タ の

故 事 。 ス パ ル タ の 少 年 が 、 盗 ん だ キ ツ ネ を マ ン トの 下 に 隠 し た こ と で キ ツ ネ に 腹 を 噛

ま れ た の だ が 、盗 み が ば れ る く ら い な ら キ ツ ネ に 噛 ま れ た 方 が ま し と 痛 み を 我 慢 し た
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見いだ した のは、「悲 しみ1と い う共通点 なので あった。ベ ンヤ ミンはこ こに

さらに別の共 通点 を指摘 してい る。 その共通点 こそ 「は かな さ」で ある。彼

は 「通 りす が りの女 に」を引用 した後 に、 この詩 の本 質 は次の点 にこそあ る

と言 ってい る。

この 詩 に お い て 、 心 うば わ れ る瞬 間 と永 遠 の別 れ とが 一 つ に な っ て い る。 そ の よ

うに して こ の ソネ ッ トは 、 シ ョ ック の 形 姿 、 い や カ タ ス トロ フ の 形 姿 を提 示 す る

の で あ る 。(MB.S.623.)

街 中 で ボ ー ド レ ー ル が シ ョ ッ ク を 受 け た 存 在 も 、 次 の 瞬 間 に は 、 彼 の も と か

ら離 れ て い っ て し ま う。 「通 りす が り の 女 に 」 で は こ う言 わ れ て い る 一 「わ

た し は も は や 、 永 遠 の 中 で し か 君 に 会 え な い の だ ろ う か?/こ こ か ら 遥 か 遠

く の 異 国 の 地 で し か!い や 、 も う遅 す ぎ る!き っ と 〈永 遠 に 〉!」 。48同 じ

よ う に 「小 さ な 老 婆 た ち 」 で は 、 こ う言 わ れ て い る 一 一 「毎 晩 わ た しは 、 あ

な た が た に 厳 か に 別 れ を 言 う!/明 日 あ な た た ち は ど こ に い る の だ ろ うか 」

49
。 再 び 見 い だ す こ と が 出 来 な い 出 会 い こ そ 、 こ の そ れ ぞ れ の 詩 に 共 通 し た

要 素 で あ る 。 「ダ ン デ ィ ズ ム 」 に は 、 「悲 し み 」 を 抱 い た 存 在 に 眼 を 向 け つ づ

も 、 そ の 出 会 い が 次 の 瞬 間 に は 遠 ざ か っ て ゆ く 、 そ の よ う な 「は か な さ」 に

対 す る 「悲 し み 」 が 宿 っ て い る 。 そ れ ゆ え に 、68年 の ボ ー ド レー ル は 「ダ ン

デ ィ ズ ム 」 を こ う定 義 し た の で あ っ た 。

ダ ン デ ィ ズ ム と は 夕 日 の よ う な も の(unsoleilcouchant)。 沈 み ゆ く太 陽 の よ う

と い う も の 。 ち な み に 、 『エ セ ー 』 は 、18世 紀 に 発 見 さ れ た 「ボ ル ド ー 本 」 と 、 モ ン

テ ー ニ ュ の 死 後 編 集 者 グ ル ネ ー に よ っ て 加 筆 修 正 さ れ た 「1595年 版 」 と が あ る 。 こ

の 故 事 が 記 さ れ て い る の は 、 『エ セ ー 』(ボ ル ドー 版)一 巻 の14章 だ が 、 「1595版 」

で は 、 こ の 章 が40章 に 移 動 し て い る 。 モ ン テ ー ニ ュ の 『エ セ ー 』 は 、 長 く 「ボ ル ド
ー 本 」 が 用 い ら れ て き た の で

、 ボ ー ド レ ー ル が こ の 故 事 を 知 り 得 た の は 、 「ボ ル ドー

本Jか ら で あ る と 考 え られ る 。Charles Baudelaire:"Le Peintre de la vie moderne",

Op.cit., p.710,;MichelEyquemdeMontaigne:Essais 1580 (1)(Paris:Librairie

Champion,1976),p.68.
98CharlesBaudelaire="LesFleursduma1"Op . ci t.,p,93.(93)
49CharlesBaudelaire:i. .ct t.,p.91.(91-IV)

一22一



に 、 壮 麗 で 、 熱 が な く 、 メ ラ ン コ リ ー に 満 ち 溢 れ て い る 。50

沈 み ゆく 「夕 日」 は、彼 が街 中で得た出会 いの過 ぎ去 っ てゆ く(あ るいは忘

却 されて ゆ く)定 め を物語 ってい る。彼が見 いだ し、内面化 しよ うと した 「悲

しみ」が、「群 衆」の なかへ と姿 を消 し去 る。それ は 「悲 しみ 」を抱 いた存在

の痕 跡 が、「群 衆」 の なかへ と消え去 るこ とを意 味す る。 「群 衆」 のなか に彼

が見いだそ うとす る対象 が束 の間彼 の もとに留 ま った後 、彼 の も とを離 れ て

ゆ く定 めにあ るとい う諦 めに も似 た思い(あ るいはメ ラン コ リー)が 詩 人 を

捕 えて いた。 ポオ の ロン ドンを覆 っていた 「均質 化す る」 エネル ギー が否応

な く見いだ され たr悲 しみ」 を呑 み込むの であ り、詩 人 の眼には 、再 び、 同

じ情景 の回帰す る世 界 だけが映 り込むので ある。 「ダ ンデ ィズム」 のなか で、

世 界 に対す る憤 憲 が欝積 し始 める。 この欲動 をボー ドレール は 「下劣 さと闘

って これ を破滅 させ よ うとす る欲 動」51と 呼んだ。再 び詩 人の眼 に被 され た

「群衆Jと い うヴェール を剥 ぎ取ろ うと して湧 き上が った この怒 りは、つ い

今 しが た手 に した もの の痕 跡(詩 人 がかって 「群 衆」のなかで 見いだ した 「悲

しみJ)が 、「群衆 」 とい う同一 化の波の なかへ と押 しや られ た こ とに よる怒

りと捉 える ことが で きる。18世 紀末 のイ ギ リスにおけ る貴族 的な生活 をそ の

起源 に持つ 「ダ ンデ ィズム」 が、かつて は強 大な影響 力 を持 ち合 わせ てい た

貴 族 制 へ の記 憶 が徐 々に薄 らいでい くこ とによ り憤 葱 を爆発 させ る と言 わ

れ て いるよ うに、「完壁 な フラヌール」が憤葱 を爆発 させ るのは、かつ ての記

憶 が忘却 され て い くこ とと密接 に関係 して いる。52ナ ポ レオ ン三世 は、王政

復 古 を 目論 む議 会 に対 立 し、 民主化政策 を積極 的に推 し進 めてい った(普 通

選 挙の復活 がその最 た る もの であ る)。時代 の変化 に伴 い忘れ 去 られ てゆ くも

のに 、貴族 的なハ ビ トゥス も含 まれていた のであ り、そ の体 現者 としての ダ

ンデ ィも流行遅 れ の存在 として忘却の淵へ と押 しや られ ていったので あ る。

50CharlesBaudelaire:"LePeintredelaviemoderne"
,IXLeDandy;ρ ρ.CI t.,

p.712.
51CharlesBaudelaire:Op . ci t.,p.710.

52C£CharlesBaudelaire:Op . ci t.,p.712.
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「ダ ン デ ィ ズ ム 」 が 憤 愚 を 爆 発 さ せ る の は 、 そ の 歴 史 が 蒙 っ た の と 同 じ よ う

に 、お の れ が 持 ち 合 わ せ て い た も の が 忘 却 の 淵 へ と 押 しや ら れ た こ と に よ る 。

「大 都 市 群 衆 の な か へ と 個 人 の 痕 跡 が 消 し 去 ら れ て し ま う こ とJ(PB .

S.546.)こ そ 「完 壁 な フ ラ ヌ ー ル 」 がII責懲 を 爆 発 さ せ る 理 由 な の で あ る。 「群

衆 に 与 す る 」 フ ラ ヌ ー ル に 、 ボ ー ド レ ー ル が 「ダ ン デ ィ ズ ム 」 に よ っ て 示 そ

う と し た 相 貌 が 浮 か び 上 が る 。 「早 く も わ が 幼 年 の 時 代 か ら 、 孤 独 な 気 持 ち 」

に 噴 ま れ て き た 、 「孤 独 」 ゆ え に 経 験 せ ざ る を え な い 怒 り を 、彼 は 「ダ ン デ ィ

ズ ム 」 の な か に 見 た の で あ る 。 「孤 独 」 に な る こ と で 眼 に す る 「悲 し み 」、 束

の 間 眼 に し た そ の 「悲 しみ 」 が 、 再 び 「群 衆 」 の 波 に さ ら わ れ て ゆ く こ と へ

の 怒 り は 、 彼 が 求 め た も の を 消 し去 っ て し ま う 当 の エ ネ ル ギ ー に 対 す る 憤 懸

と な っ て 爆 発 す る。 「完 壁 な フ ラ ヌ ー ル 」 の な か に 、 「ダ ン デ ィ ズ ム 」 が 引 き

起 こ し た の と 同 じ怒 り が 込 み 上 げ て く る の で あ る 。「ダ ン デ ィ と し て の フ ラ ヌ

ー ル 」53こ そ 、 ボ ー ド レー ル が 語 ら ん と す る 「フ ラ ヌ ー ル 」 の 相 貌 に ほ か な

ら な い 。

「ダ ン デ ィ と し て の フ ラ ヌ ー ルJを 、 ボ ー ド レー ル は 「完 壁 な フ ラ ヌ ー ル 」

と 呼 ん で い る 。彼 が 「フ ラ ヌ ー ル 」を 「完 壁 なparfait」 と 形 容 す る 理 由 は 、

「単 な る フ ラ ヌ ー ル1epurfl穗eur」54と 言 わ れ て い る も の と 「完 壁 な フ

ラ ヌ ー ル 」 と を 区別 し て 捉 え よ う と し て い る か ら に ほ か な ら な い 。 こ の 差 異

を 決 定 づ け て い る も の が 、「モ デ ル ニ テlamodemit6」 と い う造 語 で ボ ー ド

レー ル が 言 わ ん とす る 特 異 な 思 考 法 で あ る 。 ボ ー ド レ ー ル は ギ ー ス の な か に

「モ デ ル ニ テ 」 を 認 め よ う とす る 。 「モ デ ル ニ テ 」 を 芸 術(絵 画)の 理 想 と す

る(よ うに ボ ー ドレ ー ル に は 思 え た)ギ ー ス の 態 度 が 、 そ の ま ま 「完 壁 な フ

ラ ヌ ー ル 」 に 投 影 さ れ て い る の で あ る 。 「彼[ギ ー ス]に と っ て は 、 モ ー ドが

歴 史 的 な も の の う ち に 含 ん で い る 詩 的 な も の を 取 り 出 す こ と 、 す な わ ち 、 は

か 姦 き が ら 永 遠 姦 も あ を 最 ら由 ナ 三 と が 必 要 な の で あ っ たJ(傍 点 引 用 者)。55

53GraemeGilloch:ル7yth【 島 漉'ropo万8晩 ～!ter .8enjaminand tゐθCity(Cambridge:

PolityPress,1997),p。153.

54CharlesBaudelairel"LePeintredelaviemoderne"
,IVLaModernit6;ρ μo鉱,

P.694.
55CharlesBaudelaire:1わfゴ .
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ギ ー ス の よ う に 、 「完 壁 な フ ラ ヌ ー ル 」 は 、 「は か な さ 」 か ら 「永 遠 な も の 」

を 取 り 出 す こ と を 目 指 し て い る 。 「生 き 生 き と し た 想 像 力 に 恵 ま れ 、 い っ も

人 間 の 大 砂 漠 を 貫 い て 旅 を す る こ の 孤 独 な 人 」56は 、 「モ デ ル ニ テ 」 を 見 い

だ さ ん が た め に 「は か な さ 」 ― 一 す な わ ち 、 「脆 さdie Hinf舁ligkeit」 あ る

い は 逃 れ ゆ く も の 一 一 へ と そ の 眼 差 し を 向 け る の で あ る 。 ベ ン ヤ ミ ン は 「89

白 鳥 」の 一 節 を 例 に 挙 げ 、「パ リ は 壊 れ や す さ の 象 微 に よ っ て 包 囲 さ れ て い るJ

(PB. 5.586.)と い う 思 考 が ボ ー ド レー ル を 捉 え て い た と 言 っ て い る 。「脆 さ 」

に 取 り 囲 ま れ た パ リ の な か に 「永 遠 な も の 」 を 見 い だ そ う と す る こ と で 、 フ

ラ ヌ ー ル は 「モ デ ル ニ テ 」を 捉 え る こ と が で き る の で あ る 。「モ デ ル ニ テ と は 、

一 時 的 な も の
、 は か な い も の 、 偶 発 的 な も の が 芸 術 の 半 分 を な し0他 の 半 分

が 、 永 遠 な も の 、 一 定 不 変 な も の で あ る 」。57「 モ デ ル ニ テ 」 に つ い て の 説

明 を し た こ の 一 節 で 、 ボ ー ド レ ー ル は 「脆 さ」 と 「永 遠 な も の 」 に つ い て さ

ら に 踏 み 込 ん だ 説 明 を し て い る 。 「脆 さ 」 と は 「一 時 的 な も の 」 で あ り 、 忘 却

さ れ る もの を 意 味 す る 。他 方 「永 遠 な も の 」 と は 「一 定 不 変 な も の 」 で あ り 、

詑 憶 され ら る も ゐ を 意 味 す る 。 「ダ ン デ ィ と し て の フ ラ ヌ ー ル 」 は 、「悲 し み 」

を 求 め て 「群 衆 」 の な か へ と 紛 れ 込 む 。 彼 が そ の よ う に し て 「悲 し み 」 を 見

い だ そ う とす る の は 、 そ う し た 試 み の な か で 「モ デ ル ニ テ 」 を 捉 え る こ と が

出 来 る と思 わ れ た か ら で あ る 。 「悲 し み 」 を 追 い 求 め る 「フ ラ ヌ ー ル 」 に は 、

「一 定 不 変 な も の 」 を 認 め る こ と で 、 「悲 し み 」 を 記 憶 し う る(あ る い は 再 度

経 験 し う る)と す る 思 考 が 備 わ っ て い る 。 「一 定 不 変 な も の 」 と 「は か な い も

の 」 と の 照 応 の う ち に 「モ デ ル ニ テ 」 は 浮 か び 上 が る と い う 「理 想 」 が 、 そ

こ で は 意 図 さ れ て い る の で あ る 一 一 そ う だ と す れ ば 、 ボ ー ド レ ー ル が 「一 定

不 変 な も の 」 と い う表 現 に よ っ て 言 わ ん と し た こ と と は 、 い っ た い 何 だ っ た

の で あ ろ う か 。

1861年3月 、 ヴ ァ ー グ ナ ー の 『タ ン ホ イ ザ ー 』 オ ペ ラ 座 公 演 に 感 銘 を 受

け た ボ ー ド レ ー ル は 、 ヴ ァ ー グ ナ ー の 芸 術 論 一 一 「総 合 芸 術 」 に 惹 き つ け ら

れ て い く。 「リ ヒ ャ ル ト ・ヴ ァ ー グ ナ ー と 『タ ン ホ イ ザ ー 』 パ リ公 演 」(1861)

56CharlesBaudelaire:fわ ∫ゴ.

57CharlesBaudelaire:Op .C1 t.,p,695.
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と 題 し た 文 章 の な か に も 、 「モ デ ル ニ テ 」 に つ い て の 思 考 法 ― 一 「一 時 的 な も

の 」 か ら 「永 遠 な も の 」 を 導 き 出 す と い う思 考 法 ― ― が 示 され て い る 。 こ の

執 筆 が1868の ギ ー ス 論(「 現 代 生 活 の 画 家 」)に 先 立 っ て な され た と い う こ

と は 、 ヴ ァ ー グ ナ ー 論 で 展 開 され る 思 考 法 が ギ ー ス 論 を 執 筆 す る 際 に も ボ ー

ド レ ー ル の な か に あ っ た と考 え る こ と が 出 来 る 。 ヴ ァ ー グ ナ ー が 言 う 「一 定

不 変 な も の 」 と は 、 古 代 ギ リ シ ャ の 演 劇 に 備 わ っ た 「形 式 」 で あ り 、 彼 に と

っ て の 「劇 的 、 音 楽 的 な 理 想 」 は 、 「演 劇 と 公 共 生 活 と の 理 想 的 な 関 係 」 を 構

築 す る こ と で あ っ た 。58古 代 芸 術 の 形 式 が 人 間 の 生 活 と結 び つ き 、そ こ に 「道

徳 的 で 知 的 な 感 覚J59を 浮 か び 上 が らせ る と 言 う の で あ る 。 ヴ ァ ー グ ナ ー の

芸 術 観 に 触 発 さ れ た ボ ー ド レー ル は 、 そ の 興 奮 を そ の ま ま 「モ デ ル ニ テ 」 に

応 用 し た の で あ る 。 ヴ ァ ー グ ナ ー に あ っ て 「公 共 生 活 」 と 言 わ れ て い る も の

が 、 ボ ー ド レ ー ル に あ っ て はr一 時 的 な も の 」 に 置 き 換 え られ て お り 、 こ の

「一 時 的 な も の 」 の な か に 古 典 古 代 に あ っ た 「道 徳 的 で 知 的 な 感 覚 」 一 一 ヴ

ァ ー グ ナ ー の な か に ボ ー ド レ ー ル が 見 い だ し た 「一 定 不 変 な も の 」 一 一 が 再

現 さ れ る と 考 え られ て い る の で あ る 。60し か し 、 こ う した 「モ デ ル ニ テ 」 の

概 念 が 、 既 に 論 理 面 で の 破 綻 を 来 し て い る こ と は 容 易 に 想 像 が つ く 。 ヴ ァ ー

グ ナ ー に 傾 倒 し て い た 頃 の ボ ー ド レ ー ル は 、「一 定 不 変 な も の 」に 備 わ っ た 「秘

密 め い た 美 し さ 」61が 古 典 古 代 に 備 わ っ た 道 徳 を 再 現 す る た め の き っ か け を

与 え る と 言 っ て い る 。 そ の 意 味 で は 、 「古 典 古 代antiquit驕v の 道 徳 を 再 現

す る こ と に こ そ 重 き が 置 か れ 、「完 壁 な フ ラ ヌ ー ルJが 目 指 す と こ ろ の も の も

「古 典 古 代Jの 感 覚 を 再 現 す る こ と に 限 定 され て し ま う。「モ デ ル ニ テ 」が 「古

典 古 代 」 と の 関 係 の な か に 捉 え ら れ る の で あ れ ば 、「ダ ン デ ィ ズ ム 」 が 追 い 求

め た も の も 、 究 極 的 に は 、 古 典 古 代 に 備 わ っ た 感 覚 を 再 現 し よ う と す る 「理

想 」 で あ っ た と い う こ と に な る 。 確 か に ボ ー ド レー ル は 、 「ダ ン デ ィ 」 に 古 代

58CharlesBaudelaire:"RichardWagneretTamh炒ser 澑aris";(Eu vres

oo加 ∫フ16`θ5∬(Paris:Gallimard,1976),p.789.

59CharlesBaudelaire=ρ μoノ ゑ
,p.802.

60CharlesBaudelaire:"LePeintredelaviemoderne"
,IVLamodernit6;ρ μo∫ 乙,

P.694.
61CharlesBaudelaire:i.

。of乙,p.695。
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ギ リ シ ャ の 政 治 家 や 軍 人 を 重 ね て 捉 え よ う と し て い る 。62し か し 、 こ れ ら 古

典 古 代 の 人 物 が 持 ち 合 わ せ て い た 感 覚 と 、「ダ ン デ ィ ズ ム 」 が 「悲 し み 」 を 追

い 求 め る こ と と の あ い だ に は 、 何 の 関 係 性 も認 め られ な い 。 そ れ は ベ ン ヤ ミ

ン も 言 っ て い る よ う に 「ダ ン デ ィ 」 が 、 英 雄 の 悲 劇 を 演 じ て い た 一 一 ボ ー ド

レ ー ル は 近 代 の 主 体 を 瑛 雄 」 と 呼 び 、 そ の よ うな 主 体 は 「モ デ ル ニ テJに

つ い て の 思 考 を 持 ち 合 わ せ た(自 身 を 含 め た)芸 術 家 に ほ か な ら な い と 考 え

た(Vg1.PB.5.577.)― ― と い う こ と か ら も 容 易 に 察 し の つ く こ と で あ る(PB.

5.600.)。 「神 話 と は 、 生 き た ヒ エ ロ グ リ フ す な わ ち 誰 も が 知 る と こ ろ の ヒ エ

ロ グ リ フ 辞 典 の よ う な も の で あ る 」63と 、 ボ ー ド レー ル は 言 う。 そ の 意 味 で

は 、 「古 典 古 代 」が 、ボ ー ド レー ル に と っ て 参 照 す る 以 上 に 積 極 的 な 意 味 を 持

ち 合 わ せ る も の で は な い と い う こ と は 明 白 な の で あ る 。 ベ ン ヤ ミ ン は ボ ー ド

レ ー ル の 「モ デ ル ニ テ 」 が 、古 代 芸 術 を 無 批 判 的 に 受 け 入 れ0そ の 再 現 に 「理

想 」 を 見 て い る こ と に 難 色 を 示 し て い る(Vgl.PB.585.)。 「モ デ ル ニ テ 」 を

正 確 に 定 義 す る た め に は 、 「古 典 古 代 」 に あ っ た 道 徳 の 再 現 を 「理 想 」 と し て

語 る こ と を 避 け な け れ ば な ら な い 一 一 そ うす る こ と に よ っ て 初 め て 、 ボ ー ド

レー ル が 『悪 の 華 』 で 試 み た 内 実 に つ い て の 正 確 な 読 解 が 出 来 る とベ ン ヤ ミ

ン に は 思 わ れ た の で あ る 。 ヴ ァ ー グ ナ ー 論 や ギ ー ス 論 で 試 み ら れ た 「理 想 」

に よ っ て は 、『悪 の 華 』 で の 実 践 を 正 確 に 読 み 解 く こ と が 出 来 な い 。 ボ ー ド レ

ー ル の 比 類 の 無 さ は 『悪 の 華 』 に こ そ 備 わ っ て い る と考 え た ベ ン ヤ ミ ン は
0

「モ デ ル ニ テ 」 の 論 理 的 欠 陥 を 指 摘 し 、 そ の 欠 陥 を 「モ デ ル ネ 」 と い う表 現

に よ っ て 補 お う と し た の で あ る 。G4「 モ デ ル ネ を 古 代(dieAntike)に 浸 透

し た ふ た ち で 描 く 」(傍 点 引 用 者:ebd.)こ と こ そ 『悪 の 華 』 の 実 践 で あ る と

62そ こ で は 「カ エ サ ル 、 カ テ ィ リ ナ 、 ア ル キ ビ ア デ ス 」 の 名 前 が 挙 げ ら れ て い る 。

CharlesBaudelaire:"LePeintredelaviemoderne"OIXI、eDandy;Op. ci t.Op.709.

63CharlesBaudelaire="Surmescontemporains;Th駮doredeBanville" ,α'召 γrθ5

comp/6'θ511(Paris:Gallimard,1976),pユ65.

64ボ ー ド レー ル の 「モ デ ル ニ テ 」 を ベ ン ヤ ミ ン が 「モ デ ル ネ 」 へ と 置 き 換 え て 捉 え 直

そ う と す る こ と に つ い て 、海 老 根 剛 は 「モ デ ル ニ テ か ら モ デ ル ネ へ 」(『 ドイ ツ 文 学 』、

目 本 独 文 学 会 、2000、149-159頁)の な か で ま と め て い る 。 し か し 、 彼 の 分 析 は ベ

ン ヤ ミ ン が ボ ー ド レー ル の 「古 典 古 代 」 へ の 傾 倒 に つ い て 批 判 し て い る 箇 所 を 正 確 に

は 述 べ て い な い し 、 「モ デ ル ネ 」 に あ っ て も未 だ 「古 典 古 代 」 へ の 傾 倒 を な す 姿 勢 が

色 濃 く 残 さ れ た ま ま で あ る(156頁)。
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ベ ン ヤ ミ ン は 言 う。 こ こ で ベ ン ヤ ミ ン は 「dieAntike(古 代/古 典 古 代)」 と

い う 表 現 を 用 い て い る が 、 こ の 表 現 は 、 ボ ー ド レ ー ル が 「モ デ ル ニ テ 」 に よ

っ て 言 い 表 そ う と し た 「古 典 古 代antiquit驕v と は 異 な っ た も の で あ る 。 ベ

ン ヤ ミ ン が 言 う 「dieAntike」 と は 、 メ リ ヨ ン に 惹 か れ て い く ボ ー ド レ ー ル

の な か に 認 め ら れ る イ マ ー ジ ュ に ほ か な ら な い 。 ベ ン ヤ ミ ン は ジ ェ フ ロ ワ の

『シ ャ ル ル ・メ リ ヨ ン 』(1926)か ら 一 節 を 引 い て い る 。 メ リ ヨ ン の エ ッ チ

ン グ は 「生 き て い る も の に 倣 っ て 直 接 的 に 作 ら れ た に も か か わ ら ず 、 生 き 終

え て し ま っ た も の の 印 象 を 、 も う死 ん で し ま っ た か 、 も うす ぐ 死 ぬ で あ ろ う

も の の 印 象 を 呼 び 起 こ す 」(PB。S.592.)。 ギ ー ス に 倣 っ て 「モ デ ル ニ テ 」 を

定 義 し た 際 、 ボ ー ド レー ル が 「歴 史 的 な も の の う ち に 含 ま れ る 詩 的 な も の 」

と 言 っ た そ の イ マ ー ジ ュ を 、 ベ ン ヤ ミ ン は ジ ェ フ ロ ワ が メ リ ヨ ン の 作 品 の う

ち に 読 み 込 ん だ イ マ ー ジ ュ と解 す の で あ る 。 「一 時 的 な も の 」 に 、 「生 き 終 え

て し ま っ た も の の イ マ ー ジ ュ 」、 「も う 死 ん で し ま っ た か 、 も うす ぐ 死 ぬ で あ

ろ う も の の イ マ ー ジ ュ 」が 浮 か び 上 が る 。ジ ェ フ ロ ワ の 言 うイ マ ー ジ ュ は 「古

典 古 代 」 を 指 し示 した も の で は な い 。 そ れ は む し ろ 、 ボ ー ド レ ー ル が 「ダ ン

デ ィ ズ ム 」 を 語 っ た 状 況 へ と 接 近 し て い る 一 一 「群 衆 」 の な か に 彼 が 見 い だ

し た 「悲 し み 」 は 、 彼 の 意 志 に 反 し て 、 彼 の も と を 離 れ て い っ た 。 そ こ で 語

られ て い る の は 、 忘 却 され て し ま っ た 記 憶 、 あ る い は 忘 却 され る 記 憶 に ほ か

な ら な い 。 記 憶 の 忘 却 の な か に 、 も は や 「永 遠 な も の 」 な ど存 在 し な い 。 そ

こ に あ る の は 、 あ の 「均 質 化 す る 」 エ ネ ル ギ ー(偽 りの 永 遠 す な わ ち 「永 劫

回 帰 」 の 理 念)以 外 の な に も の で も な い の で あ り 、 こ の エ ネ ル ギ ー の 前 に 膝

を 折 る 詩 人 の な か で 、 沸 々 と 怒 りが 込 み 上 げ て く る の で あ る 。 ベ ン ヤ ミ ン が

「モ デ ル ネ 」 と い う表 現 を 用 い て 「モ デ ル ニ テ 」 を 読 み 替 え よ う と す る 時 、

そ こ に は 「ダ ン デ ィ ズ ム 」 の う ち に 浮 か び 上 が る 怒 り を 「モ デ ル ネ 」 の 文 脈

に あ っ て 解 そ う と す る 姿 勢 が 窺 わ れ る 。 か つ て ボ ー ド レー ル が 友 人 ピ エ ー

ル ・デ ュ ポ ン に っ い て 語 っ た 際 、 デ ュ ポ ン と 自 身 の 違 い と し て 引 き 合 い に 出

し た 法 則 が 、 「モ デ ル ネ 」 と い う表 現 の な か に 読 み 込 ま れ て い る の で あ る 。 デ

ュ ポ ン は 、ボ ー ド レー ル に 言 わ せ れ ば 、「ユ ー ト ピ ア を 思 い が ち な 優 し い 心 の
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持 ち 主 」65で 、 ボ ー ド レ ー ル の 考 え る 法 則 を 決 し て 受 け 入 れ る こ と が な か っ

た 。ボ ー ド レー ル が 言 う こ の 法 則 こ そ 「破 壊 の 永 遠 法 則lois 騁ernelles de la

destruction」66な の で あ る 。

「モ デ ル ネ 」 に っ い て の こ う し た 理 解 が 、ベ ン ヤ ミ ン の 関 心 を 『悪 の 華 』 の

最 初 の ツ ィ ク ル ス へ と 向 か わ せ た 。 こ の ツ ィ ク ル ス に 付 され た 「憂 欝 と理 想

Spleenetid6al」 と い う名 称 が 、「モ デ ル ネ 」を 反 映 し て い る と い う の で あ る 。

ベ ン ヤ ミ ン は 言 う一 一 「理 想 は 想 起 の 力(die Kraft des Eingedenkens)を 授

け 、 そ れ に 抗 し て 、i憂 欝 は 秒 の 群 れ を 押 し 付 け る 」(MB.5.641.)。 「理 想 」

は 「想 起 の カ 」 に よ っ て 過 去 の 記 憶 を 捉 え よ う と す る 。 し か し 「i憂欝 」が 「秒

の 群 れ 」 で そ の 出 端 を 挫 く の で あ る 。 「秒 の 群 れ 」 と は 、 時 間 的 な 連 続 が 支 配

す る 現 在(「 一 時 的 な も の 」 に 取 り 囲 ま れ た 現 在)に ほ か な ら ず 、 こ の 連 続 を

超 え 出 よ う とす る 「理 想 」の 目 論 み を 挫 折 へ と至 ら し め る の で あ る 。『悪 の 華 』

は 、 こ う し た せ め ぎ 合 い の な か か ら 「モ デ ル ネ 」 を 浮 か び 上 が らせ る こ と に

成 功 し た と ベ ン ヤ ミ ン は 言 っ て い る(PB.S.585.)。 ベ ン ヤ ミ ン の 言 う 「モ デ

ル ネ 」 が 「破 壊 の 永 遠 法 則 」 を 浮 か び 上 が ら せ る も の だ とす れ ば 、 『悪 の 華 』

で 試 み ら れ た 「憂 欝 と 理 想 」 の せ め ぎ 合 い は 、 最 初 か ら 没 落 へ の 運 命 一 一 す

な わ ち 、 「理 想 」 が 「憂 欝 」 へ と 至 る こ と一 一 が 定 め ら れ た も の と な ら ざ る を

得 な い 。 か つ て の 記 憶 を 再 現 し よ う と し て も�ﾞ が フ ラ ヌ ー ル で あ る 以 上 、

お の れ が 目 に す る 世 界 へ と 否 応 な く搦 め 捕 ら れ て ゆ く こ と か ら 逃 れ ゆ く こ と

な ど 出 来 な い の で あ り 、 記 憶 の 忘 却 を 強 い て く る 世 界 に あ っ て 、 彼 は メ ラ ン

コ リー に 噴 ま れ ざ る を 得 な い の で あ る 。ボ ー ド レ ー ル が 「完 壁 な フ ラ ヌ ー ル 」

の な か に 読 み 込 も う と し た の は 、 こ の よ うな 意 味 で の 「モ デ ル ネ 」 に ほ か な

ら な か っ た 。 ベ ン ヤ ミ ン に は 、 「モ デ ル ネ 」 を 湧 き 上 が ら せ る 舞 台 こ そ 『悪 の

華 』 に ほ か な ら な い と 思 わ れ た の で あ る 。

65CharlesBaudelaire="SUTmescontemporains:PierreDupont[II]" OOp. c� t.,
p.172.
GGCharlesBaudelaire:ibid .
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2ボ0ド レ ー ル の 「理 想 」

「憂 欝 と 理 想 」 と題 され た ツ ィ ク ル ス の な か で こ そ 、 「モ デ ル ネ 」 は 浮 か び

上 が る 。ボ ー ド レー ル の 詩 に こ の よ う な 性 格 を 認 め た ベ ン ヤ ミ ン は 、rパ リー

一 十 九 世 紀 の 首 都[フ ラ ン ス 語 草 稿]」(1939)で 、 「憂 欝 」 と 「理 想 」 の 関

係 を 次 の よ う に ま と め て い る 。

「憂 蕩 と 理 想 」 一 ― 『悪 の 華 』 の こ の 最 初 の ス ィ ク ル の タ イ トル で 、 フ ラ ン ス 語

の も っ と も 古 い 外 来 語 が 、 一 番 新 し い 外 来 語 と 対 に さ れ た 。 ボ ー ド レ ー ル に と っ

て 、 こ の 二 つ の 概 念 の あ い だ に 矛 盾 な ど な い 。 彼 は 、 憂 欝 に 、 理 想 が 変 貌 す る 最

後 の 目(laderniさreendatedestransfigurationsdel'id饌l)を 認 め る の で あ る

一 一 彼 に は 、 理 想 と は 、 憂 轡 が 現 れ 出 る 初 め の 日(lapremi鑽eendatedes

expressionsdu spleen)と 思 わ れ た の で あ る 。67

「理 想 」 か ら 「憂 欝 」 が 生 み 出 さ れ る と い うの が 、 こ こ で ベ ン ヤ ミ ン が 言 わ

ん と す る こ と で あ る 。 そ の 意 味 で は 、 「最 後 の 日 」 に 「憂 欝 」 へ と 至 る た め の

前 提 と し て 「理 想 」 が 捉 え られ て い る 。 ベ ン ヤ ミ ン は 「モ デ ル ネ 」 を 「古 代

に 浸 透 し た か た ち で 描 く 」 こ と で 捉 え よ う と し て い た の だ か ら 、 こ こ に 言 わ

れ る 「憂 欝 」 と 「理 想 」 の そ れ ぞ れ も 、 過 去 の 記 憶 と の 関 係 の う ち に 捉 え ら

れ な け れ ば な ら な い 。 「理 想 」 が 「憂 欝 」 に 至 る こ と に よ り、 「モ デ ル ネJを

捉 え る た め の 視 座 が 構 築 さ れ る 。 「破 壊 の 永 遠 法 則 」 を 「モ デ ル ネ 」 の 文 脈 へ

と 置 き 換 え れ ば 、 こ の 破 壊 欲 動 は 「理 想 」 が 「憂 欝 」 へ と 至 る こ と で 浮 か び

上 が る も の で あ る と い う こ と が 分 か る の で あ る 。 「理 想 」 と は(ベ ン ヤ ミ ン に

よ れ ば)「 想 起 の カ 」 を 授 け る も の で あ り、 そ の 意 味 で は 、 自 身 の 過 去 を 見 い

だ そ う と す る 試 み に ほ か な ら な い 。 同 時 に 、 「憂 欝 」 と は 、 そ の よ うな 試 み を

挫 折 へ と 至 ら し め る も の で あ る 。 ベ ン ヤ ミ ン は 「モ テ ィ ー フ 」 の な か で 、 こ

の 「想 起 の カ 」 に つ い て 詳 細 な 検 討 を し て い る 。 そ の 際 、 彼 が 引 き 合 い に 出

67WalterBenjamin:"Paris ,Capitalede XIX鑪esi6cle";Wa/ter Benjamin Das
Passagen."駻k Gesammelte Schriften Bd.V-1(Frankfurta,M.:SuhrkampVerlag,
1982),p.72.
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す も の こ そ 、 プ ル ー ス トの 「無 意 志 的 記 憶la m駑oire involontaire」 で あ

る 。「ボ ー ド レ ー ル に 倣 っ た プ ル ー ス トの 経 験 を 掴 み 取 る こ と な く 、ボ ー ド レ

ー ル に 精 通 し て い る な ど あ り 得 な い 」(MB .S.637.)と 、 ベ ン ヤ ミ ン は 断 言

し て い る 。 ボ ー ド レ ー ル の 「理 想 」 が 「想 起 の カ 」 を 授 け る と し た 先 の ベ ン

ヤ ミ ン の 解 釈 は 、 プ ル ー ス トの 記 憶 に ま つ わ る 思 考 に 重 ね て 捉 え られ た も の

な の で あ る 。 「想 起 の カ 」 が 過 去 の イ マ ー ジ ュ を 浮 か び 上 が らせ る こ と こ そ 、

ベ ン ヤ ミ ン が(プ ル ー ス トを 経 由 して)ボ ー ド レ ー ル の な か に 読 み 込 ん だ 「理

想 」 な の で あ る 。 こ の よ う に し て 見 い だ さ れ た 「理 想 」 が 「憂 欝 」 へ と 至 る

た め の 導 入 部 分 に な る 。

幼 年 時 代 「プ チ ・マ ド レ ー ヌ 」 を ハ ー ブ テ ィ ー に溶 か し 口 に し た 時 の あ の

「幸 福 」 が 、 「わ た し 」 を 捕 ら え て い た 。68ゲ ル マ ン ト大 公 夫 人 の 邸 宅 で 催

さ れ る パ ー テ ィ ー へ と 向 か う途 上 、 彼 は 、 正 面 か ら や っ て 来 た 車 を や り過 ご

そ う と道 の 脇 へ よ け た 際 、 そ こ に あ っ た 敷 石 に 蹟 き よ ろ め い て し ま う。 痛 み

を 堪 え 、 踏 ん 張 ろ う と し た 途 端 、 彼 は 不 思 議 な 「幸 福 」 に 包 ま れ た 。 そ の 時

感 じ得 た 「幸 福 」 こ そ 、 彼 が 幼 少 の 時 代 に 経 験 し た あ のr幸 福 」 一 一 プ チ ・

マ ド レ ー ヌ を 溶 か し た ハ ー ブ テ ィ ー を 口 に し た 際 の 「幸 福 」 ― ― な の で あ っ

た 。69プ ル ー ス トが 『失 わ れ た 時 を 求 め て 』(1913-1927)の 中 で 試 み る の

は 、 こ の か っ て の 「幸 福 」 を い か に し て 掴 み 得 る か と い う こ と で あ る 。 「意 志

的 記 憶9^ 1�6moirevolontaire」 と 言 わ れ て い る 記 憶 は 、 「わ た し 」 が 幼 少

期 の 経 験 を 思 い 描 こ う と し て 注 目 し た 記 憶 に ほ か な ら な い 。70し か し 、 そ の

記 憶 に よ っ て 想 起 さ れ る の は 断 片 的 な 記 憶 で しか な く 、 そ れ に よ っ て は 彼 が

探 し 求 め た 「幸 福 」 を 想 起 す る こ と な ど不 可 能 な の で あ っ た 。 敷 石 に 蹟 い た

際 、 「わ た し」 の な か に 不 意 に 蘇 っ た か つ て の 「幸 福 」 が 、 「意 志 的 記 憶 」 に

よ っ て は 過 去 に 感 じ 得 た 「幸 福 」 を 想 起 し え な い と い う こ と を 彼 に 悟 ら せ た

の で あ る。 意 志 す る こ と な く過 去 の 記 憶 を 想 起 す る こ と(す な わ ち 「無 意 志

68Cf .MarcelProust:ﾀ larecherchedutemps perdu(Paris:Quarto

Gallimard,1999),p.46。(Premi鑽ePartie:COMBRAYI)

69Cf .MarcelProust:ρ ρ.CI G.,p2261f£(LETEMPSRETROUVE)

70C£MarcelProust:ρ ρ,CI t.,p.44.(PremiさrePartie;COMBRAYI)
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的 記 憶 」)一 一 こ の 方 法 に よ っ て こ そ 、か つ て の 「幸 福 」 は 想 起 され 、そ の 「幸

福 」 を 再 び 経 験 し う る と思 わ れ た の で あ る 。

プ ル ー ス トの 「無 意 志 的 記 憶 」 が 、 ボ ー ド レ ー ル の な か に も認 め られ る と

い う の が ベ ン ヤ ミ ン の 解 釈 で あ る(Vgl.MB.S.639.)。 そ し て 、 こ の プ ル ー

ス トの 思 考 が 、 ボ ー ド レー ル に あ っ て は 「万 物 照 応correspondance」 と い

う表 現 に よ っ て 示 さ れ て い る 。 『悪 の 華 』 に は 「4万 物 照 応 」 と 題 され た ソ

ネ ッ トが あ り 、 この 詩 の な か で 、 プ ル ー ス トが 「無 意 志 的 記 憶 」 に よ っ て 過

去 を 現 在 へ と 蘇 らせ よ う と し た 、 そ の 同 じ試 み が 描 か れ て い る 。

〈自然 〉 は 一 つ の神 殿

(中 略)

そ こ を 通 り過 ぎ る 人 間 は 、 象 徴 の 森 を横 切 り、

森 ほ とい え ほ 、窺 しみ あ 三 も ら た 瞑 差 しで 、 入 商 を 注 癌 →一る。

古 ぐ か ら(d。1。i。)漉 ぎ 蛤 ら 、 遠 之 か ら あ 禾 虚(d,1。ng,�,h。,)あ よ ら た 、

夜 の よ う に 、 光 の よ うに 広 々 と し た 、

深 く て 暗 い 二 ら 蠣 二 帥 古(d・n・un・t驕E饕・eu,eetp・ ・f・nd,unit�)

も ろ も ろ ゐ 香 ら 、 色 、 音・ほ 兵 鳴 し 合 ろ。

(傍 点 引 用 者)71

こ こ で ボ ー ド レ ー ル は 、 「10in;古 い 」、 「long;遠 い 」 と い う単 語 を 用 い て 、

韻 を 踏 ん だ 表 現 を し て い る 。 「deloin」 は 時 間 的 な 隔 た り を 表 す と 同 時 に 、

距 離 的 な 隔 た り を 表 す 表 現 で あ り 、 こ の 意 味 は 「delong」 に も あ て は ま る 。

人 間 が 通 りす ぎ る 「森 」 の な か で 、 時 間 的 、 距 離 的 な 遠 さ が 混 ざ り合 うの で

あ る 。 そ の よ う な 遠 さ を 兼 ね 備 え た 「森 」 が 、そ こ を 通 り か か っ た 人 間 に 「親

し み の こ も っ た 眼 差 し 」 を 向 け る 。 こ の 「森 」 が 人 間 に そ の よ う な 眼 差 し を

向 け う る の は 、 「香 り 」、 「色 」、 「音 」 同 様 、 人 間 も そ こ に 共 鳴 し合 う存 在 と し

71CharlesBaudelaire:"LesFleursdumal ;(Eu vrescomp/6'θ5∬(Paris:

Gallimard,1975),pユ1.(4)
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て 考 え られ て い る か ら に 違 い な い 。 か っ て 経 験 し た こ と が 、 こ の 「森 」 と い

う統 一 の う ち に 保 存 さ れ 、 そ の 記 憶 が 森 を 通 りす ぎ る 人 間 の う ち に 、 瞬 間 的

に 現 れ 出 る と い う こ と な の で あ る 。 そ の よ う に 、ボ ー ド レ ー ル は 「万 物 照 応 」

を 捉 え よ う と し て い た 。 そ こ に は 、 か つ て 経 験 し た こ と が 、 な に が し か の 痕

跡 と し て 、 事 物 の う ち に 備 わ っ て い る とい う 確 信 が あ っ た 。 プ ル ー ス トに あ

っ て 「無 意 志 的 記 憶 」 を 可 能 に す る 思 考 の な か に も 、 こ れ と 同 じ確 信 が 備 わ

っ て い た 。 プ ル ー ス トは 、 こ う書 い て い る 。

事 物 は 、 か つ て そ れ を 見 つ め た 置の 幾 分 か を 保 存 して い る。 そ して 、 史跡 や 絵 画

は 、 数 世 紀 に わ た っ て 多 く の 崇 拝 者 の愛 と深 い眼 差 しが 織 りな す 感 受 的 な ヴ ェ ー

ル を 被 っ て しか わ れ わ れ の 前 に 姿 を現 さな い 。(中略)そ うい う意 味 に お い て こそ 、

そ うい う意 味 に お い て の み(中 略)、 おれ おれ ぷ が ろ そ腹 差 し を向 け た もあ ほ 、お

ガしま,れぷ 再 でド之・乳 ら を 宛 ろ あ る 際 、 わガしお れ カミ∠卜三 三で 注 し'・だ1腹差 し と、7小ろ そ

そ あ 執 勿を 満 た しそ い た 身 ÷ ニ ジ 三 あナ ・ミそ を 、 帥 訥 と、 わ れ お れ 人 と もた ら音

る あ で あ る。(傍 点 引用 者)72

こ こ に 言 わ れ て い る の は 、「わ た し 」が か つ て 事 物 を 捉 え た そ の 眼 差 し が 、 変

わ ら ぬ ま ま 事 物 の な か に 保 存 さ れ て い る と い う確 信 で あ る(文 頭 で 「幾 分 か

quelque」 と 言 わ れ て い た か つ て の 眼 差 し は 、 「わ た し」 が こ う し た 思 考 の な

か に 確 信 を 得 る こ と で 、 「す べ てtoutJと 言 い 換 え られ る)。 意 志 的 に は 捉

え る こ と が で き な い こ のf記 憶 」 を 、 彼 は 「無 意 志 的 記 憶 」 に よ っ て 捉 え る

こ と が 出 来 る と 考 え た 。 先 の ボ ー ド レー ル の 詩 の な か で 描 か れ て い た イ マ ー

ジ ュ も 、 こ こ で プ ル ー ス トが 語 っ て い る イ マ ー ジ ュ と類 似 した 解 釈 に よ る も

の で 、ボ ー ド レ ー ル に あ っ て 「古 く か ら 混 ざ り合 う 」と言 わ れ て い る も の が 、

プ ル ー ス トに あ っ て は 事 物 の な か に 保 存 さ れ た か っ て の 「眼 差 し 」 と言 わ れ

て い る も の と 重 な り合 う。 プ ル ー ス トが こ の よ う に して 事 物 の な か に 保 存 さ

れ た か っ て の 「眼 差 し 」 を 捉 え よ う とす る 試 み こ そ 、 ボ ー ド レ ー ル に あ っ て

72MarcelProust:Op . ci t.,p.2276.(LETEMPSRETROUVE)
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「万物 照応 」 と言 われ る試み なのであ る。

プル ース トは、かっての 「眼差 し」 を再 び見い だ しうることが 可能 だ と考

え、ボー ドレール もこの再現 の可能性 を模 索す る。彼 らに共 通 してい るの は、

「過 ぎ去った もの」 を毒ぴ克 い澄老 らとナ る三 とで あ り、過去 を毒か経鹸ナ

るこ とにほか な らない。過去 の 「経験」 を瞬間的 に経験 し得 る可 能性 が、 こ

のそれ ぞれ に共 通 してい るのであ る。 こ うした 「経験」 の可能性 は、プルー

ス トに よれ ば、 「偶然 」 にもた らされ る もの なのだ とい う。73ボ ー ドレール

もこの 「経験 」につ いてプル ース トと同 じよ うに考 え 、「わ が同時 代人につ い

て」(1869)の なかに こ う書 き記 して いる。詩 人の 思考 は、「気 ま ぐれな紆余

曲折 をた どった後で、過去 もしくは未来 の広大 な展望 へ と至る」。74「 偶然」

一一 あ るい は 「気 ま ぐれな紆 余曲折」一一 に委 ね られ た 「経験」 の可能性 に

お のれの芸術 的理想 を見 る このそれぞれ の思考 を、ベ ンヤ ミンは彼が 「複製

技術 時代の芸術 作品」(1936)や 「写真小 史J(1931)で 展 開す る 「アウラ」

の概 念 に重ね て捉え よ うとす る。ベ ンヤ ミンに とって、 プル ース トやボー ド

レール が言 う過去の経験 の再現 とは、事物 にア ウラ を復権 させ る試み にほか

な らないの で ある。

そ もそ も ア ウ ラ とは何 な の か?そ れ は 、空 間 と時 間 の 奇 妙 な 織 物 で あ る。つ ま り、

どれ ほ ど近 くに あ ろ うと も遠 くに あ る、 一 回 的 な 現 象 で あ る。75

空 間 的 ・時 間 的 な 遠 さ 、 こ れ ら が 現 在 と い う 時 間 の な か で 「一 回 的 」 に 現 象

す る こ と こ そ 「ア ウ ラ 」 の 本 質 で あ る 。 「ア ウ ラ 」 と は 、 そ れ ゆ え 、 こ の そ れ

ぞ れ が 一 瞬 の あ い だ 「い ま こ こ 」 に 結 晶 化 す る 作 用 に ほ か な ら な い 。asベ ン

73Cf .MarcelProust=Op, ci t.,p.44,(PremiさrePartie;COMBRAYI)

74CharlesBaudelaire;``Surmescontemporains:M .Desbordes-Valmore";(Euv1θ5

00■ ηρ1廊 θ5∬(Paris:Gallimard,1976).p.149.

75WalterBenjamin:"KleineGeschichtederPhotographie";Aufs舩ze Essazs

irortr臠eGesammelte Schriften.:,∬-1(Frankfurta.M.:SuhrkampVerlag,

1977),S.378.

76VgLWalterBenjamin:``DerKunstwerkimZeitalterseinertechnischen

Reproduzierbarkeit";馳 ノterβ θ即 旨」m加AbhandlungenGesa」nmelteSchriftenβ(オ
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ヤ ミ ン に あ っ て 、 芸 術 作 品 に 備 わ る と され たrア ウ ラ 」 が 、 プ ル ー ス トや ボ

ー ド レー ル の 「理 想 」 に 読 み 込 ま れ て い る の で あ る 一 ベ ン ヤ ミ.ン は プ ル ー

ス トに つ い て 、「プ ル ー ス トが ア ウ ラ の 問 題 に ど れ ほ ど 精 通 し て い た か を 、力

説 す る 必 要 な ど な い 」(MB.S.647.)と 言 っ て い る 。 確 か に 、 プ ル ー ス トは 、

か つ て の 「記 憶 」 が 「不 意 に わ れ わ れ に あ る 新 し い 空 気 を 呼 吸 さ せ る 」77と

い っ た 表 現 を 頻 繁 に 用 い て い る し 、ボ ー ド レ ー ル に あ っ て は 「美 」に つ い て 、

ギ ー ス 論 の な か に 次 の よ う な 内 容 を 書 き 記 し て い る.

美 に お い て は 、 永 遠 七 ネ 変 な 要 素(d'un�1駑ent騁erraelOinvar畭ble)と(中 略)

木 尭 全 『さ 、 二 蒔 的 姦 妻 素(d'un�1駑entrelat畴,c疵constanciel)が と も に 作 用 し

て い る 。(傍 点 引 用 者)78

「モ デ ノレニ テ 」 を 語 る 文 脈 の 中 に こ の よ うな か た ち で 「美Jが 語 られ て い る

の で あ る か ら 、 そ こ で は 当 然 、 「美Jを 一 瞬 だ け 経 験 し う る 方 法 と し て 、 「一

定 不 変 な も の 」 と 「一 時 的 な も の 」 と の 照 応 が 考 え られ て い る は ず で あ る 。

「一 時 的 な も の 」 に 「一 定 不 変 な も のJを 認 め る こ と が 出 来 る の は 、 先 に 見

た よ う に 、 こ の 「一 時 的 な も の 」 の な か に か つ て の 「記 憶 」 が い ま だ 宿 っ て

い る と い う確 信 が ボ ー ド レ ー ル を と ら え て い た か ら に ほ か な ら な い 。 か っ て

の 「記 憶 」 が 事 物 の な か に 瞬 問 的 に 浮 か び 上 が り 、 こ の 「記 憶 」 を 再 び 「経

験 」 し う る 時 、 そ こ に 「美 」 を 認 め る こ と が 可 能 に な る 。 こ の よ う に し て ボ

ー ド レ ー ル は
、 事 物 の 「ア ウ ラ 」 を 復 権 さ せ よ う と し 、 プ ル ー ス ト も 「ア ウ

ラ 」 を 再 び 呼 吸 す る こ と に お の れ の 理 想 を 見 い 出 そ う と す る の で あ る 。

事 物 の 「ア ウ ラJを 復 権 さ せ る こ と こ そ 、 ボ ー ド レ ー ル と プ ル ー ス トに 共

通 す る 「理 想Jで あ る 。 「ア ウ ラ 」 の 復 権 が 、 「ア ウ ラ の 経 験 」(MB.S.646.)

を 可 能 に す る 。 ベ ン ヤ ミ ン は 、 ボ ー ド レー ル と プ ル ー ス トの 「理 想 」 の な か

1-2(Frankfurta.M.:SuhrkampVerlagO1974),5.437.

77MarcelProust:ρ ρ
.Cﾍ i.,p,2265.(1.ETEMPSRETROUVE)

78CharlesBaudelaire="LePeintredelaviemoderne"
OILebeau,lamodeetle

bonheur;ρ ρ.cl t.,P,685.

一35一



に 、 事 物 の 「ア ウ ラ 」 を 復 権 させ る こ と に よ る 「い ま こ こ 」 で の 「経 験 」 の

再 現 を 見 て い る 。 こ う した 「理 想Jを 抱 き つ つ 、 ボ ー ド レー ル は 街 路 へ と赴

く の で あ る 。 彼 は 事 物 の な か に 「ア ウ ラ 」 を 復 権 さ せ ん が た め 、 そ の こ と が

ひ い て は 自 身 の 過 去 の 記 憶 を 蘇 らせ る き っ か け と な る よ う 、 街 中 へ と 出 か け

て ゆ く(実 際 に は 、 先 に 見 た よ う に 、 こ の よ う な 「理 想 」 を 口実 に 、 「群 衆 」

へ と 接 近 し て ゆ く の だ が) 。

わ た しは 、 ひ と りで 、 奇 妙 な わ た しの 撃 剣 の 稽 古 に 出 か け る

あ ら ゆ る 街 角 に偶 然 の も た らす 韻 を 嗅 ぎつ け

敷 石 に蹟 く よ うに 、 単 語 に蹟 き 、

時 お り、 長 く夢 見 て きた 詩 句 に 突 き 当 た りつ つ 。

(中 略)

一 人 の詩 人 の よ うに
、 彼 が 都 会 の な か へ と降 りて く る 時 は

この うえ な く 卑 しい もの た ち の運 命 に 気 高 さ を あ た え 、

あ ら ゆ る 施 療 院 、 あ ら ゆ る宮 殿 の な か へ

音 も立 て ず 、 しも べ も従 えず 、 王 と して 入 り込 ん で い く。

(傍 点 引 用者)79

ボ ー ドレール は 、「87太 陽」の なかで 、 自身 の詩 作 を このよ うな メタ ファ

ー(剣 士 の メタ ファー)に よって言い表 そ うと してい る。「この うえな く卑 し

い ものた ちの運命 に気 高 さをあた え」 るこ とが 、彼の詩 作に あって 目指 され

て い るので あ る。 その よ うな意味 での 「理想 」 を、ボー ドレール は芸術家 の

使命 と考 えた。「この うえな く卑 しい もの」の なか に 「気 高 さ」を見いだす 作

業 こそ、芸術 家 の使命 にほかな らない。 「1846年 のサ ロン」で は、次の よ う

に も言われ てい る。「エ レガ ン トな生活や 大都 市 の地下 を動 き回 る無数 の浮浪

者 た ち―一 犯罪者 や囲 われ女一一の光 景 、 さらには 『裁 判所 時報』や 『世界

報知 』が、 われ われ の英雄的精神 を知 る ために 、われわれ は両の 眼を開 き さ

79CharlesBaudelaire:"LesFleursdumal";i, .Clt.Op.83.(87)
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え ナ 乳 ぼ 良 い と い う 三 と を 証 明 しT<乳 る 」(傍 点 引 用 者)。8・ こ こ に 列 挙 さ

れ る 「エ レ ガ ン トな 生 活 」、 「浮 浪 者 た ち の 光 景 」、 『裁 判 所 時 報 』 や 『世 界 報

知 』 に 記 さ れ た 諸 々 の 光 景 が 、 芸 術 家 の な か に 「英 雄 的 精 神1'h6rofsme」

を 湧 き 上 が ら せ る 。 こ れ ら 諸 々 の 光 景 を 目 に す る こ と で 芸 術 家 の な か に 「か

つ て あ っ た も の を 嘆 き 悲 し む 」(PB.S.586.)感 情 が 湧 き 上 が り 、そ の こ と が 、

彼 ら の な か に 「英 雄 的 精 神 」 を 湧 き 上 が ら せ る き っ か け と な る の で あ る 。 「エ

レ ガ ン トな 生 活 」 は 、 「モ ー ド」 に 顕 著 な よ う に 、 そ の 様 式 の 移 り変 わ り一 一

す な わ ち 「一 時 的 な も の 」 の イ マ ー ジ ュ に 結 び つ く。 同 様 に 、 『裁 判 所 時 報 』

や 『世 界 報 知 』 に 記 さ れ た 人 間 、 そ し て 浮 浪 者 た ち は�u 持 ち 物 を 没 収 され 、

廃 位 さ せ ら れ た 存 在derDeposseaierte」(PB.5.575e)の イ マ ー ジ ュ に 結

び つ け られ る 。 そ れ は す な わ ち0こ うい っ た 人 物 の な か に も 、 変 化 ナ る(あ

る い は 変 化 さ せ られ る)も の の イ マ ー ジ ュ が 現 れ 出 て い る と い う こ と で あ る 。

ナ ポ レ オ ン ー 世 統 治 下 に あ っ てﾘ農 家 出 身 者 に よ っ て 構 成 さ れ た 軍 隊 は 「英

雄 」 と崇 め ら れ て い た 。 し か し 第 二 帝 政 下 に あ っ て 、 か つ て は 「英 雄 」 と 崇

め られ た 軍 隊 は 、 「農 民 ル ン ペ ン ・プ ロ レ タ リ ア ー トの 泥 沼 の 花 」81と 椰 楡

さ れ た 。 軍 隊 に か つ て の 栄 華 は な く0今 や そ れ が か す か に 感 じ と ら れ る だ け

で あ っ た 。 ボ ー ド レー ル は 、 こ う した 軍 隊 の 零 落 を 詩 の 主 題 に 用 い て い る 。

そ こ で は 、 今 や 、 彼 ら の な か に 「英 雄 」 と崇 め られ た か つ て の 名 残 は か す か

に し か 感 じ 取 られ な い 様 子 が 描 か れ て い る 一 一 「91小 さ な 老 婆 た ち 」(III)。

あ あ!あ れ ら小 さな 老 婆 た ち 、 私 は幾 度 そ の あ と をつ け 回 した こ とか!

と りわ け 、

夕 日が 傷 っ い た 空 を真 っ 赤 に 染 め上 げ る 時 刻 に 、

物 思 い に ふ け りつ つ 、離 れ たベ ンチ に腰 掛 け て 、

時 お り兵 士 た ち が わ れ わ れ の公 園 に 溢 れ させ る

80CharlesBaudelaire:"Salonde1846"
,XVIIIDerh6roismedelaviemoderne;

0『 召γrθ5001η 」ρ1廊 θ5∬(Paris:Gallimard,1976),p.495。

81KarlMarx:De!18β 川maireゴes Lo uゴs Bonaparte(Berlin:Insel・Verlag
,1960),

S.131―
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ブ ラ ス の 音 が 豊 か に 響 く コ ンサ ー トに 耳 を 傾 け る 一 人 の 老 婆 を 。

そ の 音 は 、 黄 金 色 の 夕 暮 れ の な か で 、 都 市 住 民 の 心 に 、

互 い に 生 き返 る よ うな 気 持 ち を抱 く、 若 干 の 英 雄 的 精 神 を注 ぎ 込 む の で あ る。

(傍 点 引 用 者)82

かっ て 「英 雄」 と呼 ばれた兵士 たちが 、公 園 を通 り過 ぎ る人々に 「若干 の英

雄 的精神 」が込 められた ブラスの響 きを送 る。「廃位 させ られた存在 」が奏 で

る音色 が、老婆 の心 を捕 らえるのであ り、 この響 きに彼 女 は 「生き返 るよ う

な 気 持 ち 」 を 抱 か され る の で あ る 。ベ ン ヤ ミ ン は 、ボ ー ド レ ー ル が 「公 園le

jardin」83に 集 う人 々 を ス ケ ッ チ す る 際 、 彼 ら が ブ ー ル ヴ ァ ー一ル に 舞 め く 大

衆 と は 異 な っ た 存 在 と して 捉 え ら れ て い る と 言 っ て い る(VgLPB.S。577)。

事 実 、 こ の 詩 と 完 全 に 同 じ主 題 が 小 散 文 詩 「パ リ の 憂 欝 」(1869)の な か に

あ り 、 そ こ で は 「公 園Jに 集 う人 々 に つ い て 「嫌 わ れ 者 の 群 れlafoulede

parias」84と は っ き り 記 さ れ て い る 。 第 二 帝 政 期 の パ リ に あ っ て 「未 開 人 、

野 蛮 人 、 流 民sauvages,barbares,nomades」85な ど と 呼 ば れ た 「嫌 わ れ

82CharlesBaudelaire:"LesFleursdumal";Op . ci t.,p.90-91.(91・III)

83ボ ー ド レ ー ル が 生 き た 第 二 帝 政 期 は 、公 衆 衛 生 の 観 点 か ら 、都 市 の 大 改 造 計 画 が 実

行 さ れ た 時 期 で あ る。 地 方 か ら や っ て 来 た 労 働 者 が 多 く 流 れ 込 み 、犯 罪 が 頻 発 す る カ

ル テ ィ エ(都 市 の 界 隈)を 郊 外 地 区 へ と 追 い 払 う政 策 が セ ー ヌ 県 知 事 オ ー ス マ ン よ っ

て 実 行 さ れ た 。 彼 の 街 路 整 備 政 策 の な か で 進 め ら れ た も の の 一 つ が 、 公 園 の 整 備 事 業

で あ っ た 。 第 二 帝 政 期 の 公 園 は 、 大 き く 三 つ に 分 類 さ れ る 。 街 路 を 整 備 す る た め 、 計

画 地 域 に 隣 接 す る 住 居 を 壊 し た 後 に 残 っ た 空 き 地 を 公 園 に 転 用 し た 「小 公 園le

square」 、 始 め か ら公 園 整 備 の 目 的 で 建 設 さ れ た 「庭 園leparc」 、 ブ ロ ー ニ ュ や ヴ

ァ ン セ ン ヌ に 代 表 され る 郊 外 の 森 を 開 発 し て 作 ら れ た 「森 林 公 園leboisjで あ る 。

「庭 園 」 は 、 一 般 に 貴 族 、 王 族 の 館 の な か に 整 備 さ れ て い た 「庭 」 を 行 政 が 整 備 し 直

し 、 開 放 し た も の で あ る 。 こ の よ う な 「庭 園 」 は 、 新 興 ブ ル ジ ョ ワ ジ ー が 多 く 住 む カ

ル テ ィ エ に 多 く整 備 さ れ た 。 こ う し た こ と か ら 考 え る と 、 ボ ー ド レー ル が こ こ で 言 う

「公 園le jardin」 と は 、市 民 に 広 く 開 放 さ れ て い た 「小 公 園 」 と 見 る べ き で あ ろ う。

ち な み に 、 現 在 の フ ラ ン ス 語 の 区 分 で は 、 「le jardin」 は 、 広 く 市 民 に 開 放 さ れ た 公

園 を 指 し 、「lesquare」 よ り規 模 の 大 き い 公 園 と い う 意 味 が 付 さ れ て い る 。以 下 参 照;

松 井 道 昭 『フ ラ ン ス 第 二 帝 政 下 の パ リ 都 市 改 造 』(前 掲)、220頁ff/Cf.Louis

Chevalier:Classes laborieuses et classes dangereuses(Paris:LibrairiePlon,

1958),p.98ff.
84CharlesBaudelaire:"LeSpleendeParis";XIIILesVeuves;0殆 γrθ500加p166θ5 .r

(Paris:Gallimard,1975)Op293.
85LouisChevalier:Op . ci t.Op.265.
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者 」た ち は 、市 民 生 活 に あ っ て 人 々 が 敬 遠 す る 職 業 一 一 典 型 的 な 例 と し て は 、

日雇 い 労 働 者 、 道 路 清 掃 夫 、 屑 屋 、 煙 突 掃 除 夫 、 出 稼 ぎ 石 工 、 人 夫 、 路 上 水

売 りや 呼 び 売 り 人 、 便 利 屋 な ど86に 就 く 存 在 で あ り、 彼 ら の 多 く が 、 地

方 か ら 肉 体 労 働 に 従 事 す る た め に や っ て 来 た 貧 困 層 で あ っ た 。 友 人 ピ エ ー

ル ・デ ュ ポ ン の 詩 歌 集 に 寄 せ た 「ピ エ ー ル ・デ ュ ポ ン 『詩 と歌 謡 』 へ の 序 文 」

(1851)の な か で 、 ボ ー ド レ ー ル は こ れ ら 「嫌 わ れ 者 」 た ち の ス ケ ッ チ を 残

し て い る 。

仕 事 場 の 埃 を 吸 い 込 み�ﾈ 毛 を 呑 み 込 み 、 鉛 白 や 水 銀 、 傑 出 し た も の

(chef-d'aeuvre)の 創 造 に 必 要 な あ りと あ ら ゆ る毒 物 を そ の身 に 染 み 込 ま せ 、 も

っ と もっ っ ま し く、 もっ と も偉 大 な美 徳 が も っ と も頑 強 な悪 徳 や 徒 刑 場 が 嘔 吐 し

た もの の 傍 らに 住 み 着 い て い る、 そ ん な 界 隈 の 奥 底 で 、 蚤 や シ ラ ミに ま み れ て 眠

る集 団87

ボ ー ドレ ー ル は 、 彼 ら の こ と を 「焦 燥 し き っ て た め 息 を つ く 集 団 」 と 呼 ん で

い る が 、 こ の よ う な 「倦 怠 」 に 取 り懸 か れ た 集 団 が 、先 の 「公 園 」 に 集 う の

で あ る 。 そ の よ う な 場 所 に 響 き 渡 る 音 こ そ0「 英 雄 的 精 神 」 を そ の う ち に 響 か

せ る ブ ラ ス の 音 色 な の で あ っ た 。 地 方 出 身 の 彼 ら は 、 こ の 大 都 会 の 真 っ 只 中

で 、 か っ て の 生 活 を 失 っ て し ま っ た 。 今 彼 らが 置 か れ て い る 場 所 は 、 壮 麗 で

雄 大 な 自 然 と は 無 縁 の 、 無 機 質 な 建 造 物 に よ っ て 取 り 囲 ま れ た 空 間 な の で あ

る 。 彼 ら 「焦 燥 し き っ て た め 息 を つ く集 団 」 は 、 い ま や か つ て の 生 活 を 失 っ

て しま っ た 、 あ る い は 、 剥 ぎ 取 られ て し ま っ た 存 在(der D epossedierte)に

ほ か な らな い 。 ブ ラ ス の 音 に か す か に 響 く 「英 雄 的 精 神 」 が 、 そ ん な 彼 ら の

な か に か っ て の 記 憶 を 浮 か び 上 が ら せ る た め の き っ か け を 提 供 す る の で あ る 。

「89白 鳥 」 に は 、 遠 く ア フ リ カ か ら や っ て 来 た 黒 人 女 が 、 パ リ の 街 中 に 、

86以 下 参 照;喜 安 朗『パ リの聖 月 曜 日19世 紀 都 市 騒 乱 の舞 台 裏 』(岩波 書 店 、2008)、

176頁

87CharlesBaudelaire="PierreDupont[1]

Gallimard,1976)Op.31.

0ヲ召7rθ5compl騁esII(Paris;
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彼 女 のかつて の思い出 を探 し求 め る様子 が描 かれて い る。

わ た しは 、痩 せ こ け て肺 病 を 患 っ た黒 人 女 を思 う、

泥 津 み の な か で も たつ い て 、 目 を血 走 らせ て は 、

壮 麗 な ア フ リカ の 、 こ こ に は な い ヤ シ の 木 々 を

霞 が か っ た 巨 大 な城 壁 の 背 後 に探 し求 め る黒 人 女 を。

(傍 点 引 用 者)88

か つ て 目 に し た も の を 「い ま こ こ 」 で 再 び 見 い だ そ う と す る試 み 、 こ の 黒 人

女 の 試 み が 、 ボ ー ド レ ー ル の 「理 想 」 と 合 致 す る 。 彼 が 言 う 「こ の う え な く

卑 し い も の た ち 」 が 「嫌 わ れ 者Jた ち を 指 し て い る の で あ れ ば 、 彼 ら 「持 ち

物 を 没 収 さ れ 、 廃 位 させ ら れ た 存 在 」 の な か に か つ て の 「記 憶 」 を 再 び 取 り

戻 そ う とす る こ と こ そ 「気 高 さ を 与 え る 」 と い う言 葉 に よ っ て 言 い 表 さ れ て

い る こ と に ほ か な ら な い 。 「ダ ン デ ィ ズ ム 」 が 、デ カ ダ ン ス の な か で 、 お の れ

の か つ て の 栄 光 を顧 み た よ う に 、 黒 人 女 は 、 パ リ と い う 大 都 市 の 只 中 で 、 過

去 の 記 憶 を 探 し 求 め る 存 在 な の で あ る 。 ボ ー ド レー ル は 、「悲 しみledeui1」

に 噴 ま れ る 存 在 へ と 目 を 向 け る 。 彼 が そ の よ う な 存 在 の う ち に 見 い だ した の

は 、 過 去 の 記 憶 を 想 起 し よ う と も が き 苦 し む 姿 な の で あ っ た 。

「持 ち物 を没 収 され、廃位 させ られ た存 在」 に視線 をむ けるこ とで、 ボー

ドレール は、彼 らが過 去の記憶 を再現 しよ うともが き苦 しむ姿 を見たので あ

る。彼 が その よ うな存在 の うちに見いだ した もの こそ 、「万物照応」に ほかな

らな い。 プル ー ス トの試み も、ベ ンヤ ミンがそれ を 「ア ウラの経験 」 と言 う

こと も、それ らが過 去 を現在 に蘇 らせ る試 みで あ る とい う点で 、〔万物照応 」

とい う言葉 に よってボー ドレール が言 わん とす る 「理想 」 と合致 して いる.

ボー ドレール の なか に、この よ うに彼 が街 中で 目に した存 在 を通 して、「理想 」

が湧 き起 こる。彼の言 う 「完壁 なフラヌールJあ るいは 「英雄 的精神Jの 体

現者 とは、他者 の 「悲 しみ 」をお のれ の心 に滲 ませ る経 験 をな し うる人物 の

88CharlesBaudelaire:"LesFleursdumal";Op
. cit.Op.86―(89)
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こ と な の で あ る 。 ボ ー ド レ ー ル は 言 っ て い る ――一一 「歩 き ま わ る 人(le

promeneur)は 、 喪 の ヴ ェ ー ル に 包 ま れ た こ の 鷹 が り を 凝 視 し 、 そ の 目 に ヒ

ス テ リ ー の 涙 、hystericaltearsを 浮 か べ る 」。89「 完 壁 な フ ラ ヌ ー ル 」 は 、

「悲 し み 」 を 抱 い た 存 在 に こ そ 視 線 を 向 け 、 そ の 目 に 「ヒ ス テ リー の 涙 」 を

浮 か べ る 。 こ う し た 彼 ら の 姿 勢 が 、 大 衆 が 飛 び つ き そ う な 「ゴ シ ッ プ 」 を 求

め て は 街 中 を 彷 裡 い 歩 く 「単 な る フ ラ ヌ ー ルJの 姿 勢 と根 本 的 に 異 な る の は

明 ら か で あ る 。 「単 な る フ ラ ヌ ー ル 」 は 、商 品 を 物 色 す る よ う に 、街 路 に 溢 れ

る 情 報 を 物 色 す る 。 手 に し た 情 報 が 、 い か に 大 衆 を 惹 き つ け る こ と が 出 来 る

か に 彼 ら の 関 心 は 向 け ら れ て い る 。 こ れ と は 対 照 的 に 、 「完 壁 な フ ラ ヌ ー ル 」

の 目 に 映 る の は0「 喪 の ヴ ェ ー ル(voil馥sdedeuil)に 包 ま れ た 広 が り」 で

あ っ た 。 「完 壁 な フ ラ ヌ ー ル 」 は 、 こ の 絶 望 的 な 情 景 を 目 の 当 た り に し て 、 た

だ た だ 「ヒ ス テ リ ー の 涙lespleursde1'hyst6rie」 を 流 す の で あ る 。 あ る

朝 、 ボ ー ド レ ー ル は 「橿 か ら 逃 げ 出 し て き た … 羽 の 白 鳥 が/水 か き の っ い た

足 で 乾 い た 敷 石 を こ す りな が ら 、/で こ ぼ こ の 地 面 の 上 に 白 い 羽 毛 を 引 摺 っ

て い く 姿 を 」 目 に し た 。 「水 の な い ドブ 刺 の そ ば で 、 こ の 動 物 は く ち ば し を 開

き/神 経 を 高 ぶ ら せ な が ら 、 そ の 翼 を 土 埃 に ま み れ さ せ0/心 は 彼 が 生 ま れ

た 美 し い 湖 に 満 た さ れ て0こ う 言 うの で あ る/水 よ 、 い っ た い い つ に な れ ば

お ま え は 雨 と な っ て 降 り注 ぐ の か?い つ 雷 鳴 を 轟 か す の か 、(雷 よ)?」 。go

「白 鳥 」 の ぎ こ ち な い 足 取 り が 、 詩 の 獲 物 を 求 め て は 街 中 へ と 出 か け て ゆ く

詩 人 の 姿 に 重 な り合 う。 「白 鳥 」が で こ ぼ こ の 通 りを 身 悶 え し な が ら 歩 い て い

く 姿 は 、 詩 人 が 「単 語 に 蹟 き 」、 「詩 句 に 突 き 当 た り」 な が ら街 へ と 降 りて ゆ

く 足 取 り に 似 て い る 。「わ が 大 い な る 白 鳥 」の 叫 び は 、詩 人 の 叫 び と な り 、「白

鳥 」 の メ ラ ン コ リ ー は 詩 人 の メ ラ ン コ リ ー と な る 。 彼 は 、 「白 鳥 」 の な か で い

ま や 失 わ れ て し ま っ た 時 を 思 い 、 嘆 き 悲 し む の で あ る 。 黒 人 女 も 白 鳥 も 、 と

も に 過 ぎ 去 っ た 時 を 、 こ の パ リ の 只 中 で 嘆 き 悲 し ん で い る の で あ り 、 彼 ら の

「悲 しみ 」 が 、 彼 ら を 目 に す る 詩 人 の 「悲 しみ 」 に な る の で あ る 。 ベ ン ヤ ミ

ン は 、 そ こ に あ る の は 「か つ て 存 在 し た も の へ の 悲 し み と 来 る 将 来 へ の 希 望

89CharlesBaudelairel"Surmescontemporains:M .Desbordes・Valmore"ibid.

90CharlesBaudelaire:"1」esFleursdumal";∫ わid .(89)
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を 抱 か な い こ と 」(傍 点 引 用 者;PB.S.586.)で あ る 、 と 言 っ て い る 。 事 実 、

こ の 詩(「89白 鳥 」)の 終 わ り に 、 ボ ー ド レ ー ル は 次 の よ う な 一 節 を 書 き 記

し て い る 一 一 「わ た し は 、 決 し て 、 決 し て 自 分 自 身 の こ と を 思 い 出 す こ と の

な い 人 々 の こ と を 思 う!」 。91い か に 失 わ れ た 時 を 探 し 求 め よ う と も 、 彼 ら

は 決 し て そ の 時 を 想 起 す る こ と が な か っ た 。 こ の 絶 望 感 は 、 さ ら に 、 未 来 へ

と 向 か っ て い る 一 一 こ の よ う な 未 来 へ の 絶 望 こ そ 、 ボ ー ド レ ー ル が 「ア ン ニ

ュ イ な こ の 世 界encemondeen且uy6」92と い う 表 現 で 言 わ ん と す る 世 界

へ の 絶 望 で あ る 。 こ こ に 語 られ て い る の は 、 過 去 を 見 い だ そ う と詩 人 が 思 い

描 い た 「理 想 」 の 挫 折 以 外 の な に も の で も な い 。 ベ ン ヤ ミ ン が 「理 想 」 は ボ

ー ド レー ル に あ っ て 「憂 欝 」 へ 変 貌 す る と言 っ た
、 そ の 変 貌 が 、 「悲 し み 」 を

纏 っ た 存 在 を 目 に す る 詩 人(あ る い は 「完 壁 な フ ラ ヌ ー ル 」)の な か で 生 じ る

こ と に な る 。

3ボ ー ド レ ー ル のf憂 欝 」

ボ ー ド レー ル の 作 品 は 「メ ラ ン コ リ ー か ら 養 分 を 得 て い る 」と い う理 解 が 、

ボ ー ド レー ル を 語 る 際 の ベ ン ヤ ミ ン の 根 底 に あ っ た 。 「理 想 」 の 「憂 欝 」 へ の

変 貌 こ そ 、ボ ー ドレ ー ル が 『悪 の 華 』で 描 き 出 そ う と し た こ と に ほ か な らず 、

そ の 意 味 で は 、「憂 轡 」が 主 題 に な っ た 詩 の な か に こ そ ボ ー ド レ ー ル の 本 分 が

現 れ 出 て い る の で あ る(MB.S.641.)。 「理 想 」 と は 、 「憂 欝 」 へ と 至 る た め

の 前 提 条 件 な の で あ り 、 「憂 欝 」 へ 落 ち 込 む こ と こ そ 、ボ ー ド レー ル が 目 指 し

た こ と な の で あ る 。 先 に 引 用 し た 「パ リ― ― 十 九 世 紀 の 首 都[フ ラ ン ス 語 草

稿]」 で は 、r理 想 」 が 「憂 欝 」 へ と 至 る過 程 が は っ き り と 示 さ れ て い た 。 実

際 、 「理 想Jか ら の 離 反 が 、 も は や 「想 起 の 力 」 を 見 い だ す こ と に 諦 め を 抱 く

詩 人 の 姿 を と っ て 、 ボ ー ド レ ー ル の 詩 の な か に 登 場 し て い る 。 「80虚 無 の

味 」 で は 、 「無 意 志 的 記 憶 」 を 可 能 に す る 、 そ の 理 論 的 根 幹 が 、 も は や 彼 の な

か で 失 わ れ て し ま っ た と 言 わ れ て い る 。

91CharlesBaudelaire:ibid .(89)
92CharlesBaudelaire:Op . ci t.,p.7.(1)
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諦 め ろ、 我 が 心。 そ して 、獣 た ち が 眠 る よ うに ま ぶ た を 閉 じよ。

敗 北 し、 疲 れ 切 った 精 神 よ1

年 老 い た 御 者 で あ る お ま え に と っ て 、愛 は もは や 味気 な く 、

言 い争 い も こ れ に 同 じ。 さ ら ば、 ブ ラ ス の 音 と笛 の音 色!

快 楽 よ 、 不 満 で 陰 轡 な わ た しの 心 を そ そ の か す の は止 め た ま え!

愛 ら し い 〈春 〉 は 、 そ の 香 り を 失 っ て し ま っ た!93

「香 り は 、 無 意 志 的 記 憶 の 、 他 の も の を 寄 せ 付 け よ う と は し な い 隠 れ 家 で あ

る 」(eb3.)と ベ ン ヤ ミ ン は 言 っ て い る が 、 そ の 「無 意 志 的 記 憶 」 に か か わ る

「香 り 」 を 、 こ の 詩 句 は 「失 っ て し ま っ た 」 と 言 うの で あ る 。 さ ら に 、「理 想 」

を 実 現 す る き っ か け を 提 供 し た 「ブ ラ ス の 音 」 に さ え 、 ボ ー ドレ ー ル は 別 れ

を 告 げ て い る の で あ る 。 「4万 物 照 応 」 の な か で 、 ボ ー ド レ ー ル は 、 事 物 に

保 存 さ れ た 過 去 の 記 憶 と し て 、香 り 、色 、音 を 挙 げ て い た 。 プ ル ー ス トが 「無

意 志 的 記 憶 」 を 語 る 際 に も 紅 茶 に 溶 か し た 「プ チ ・マ ド レ ー ヌ 」 の 味 が 「無

意 志 的 記 憶 」 と 密 に 関 わ っ て い た よ うに0味 や 香 りは 、 「想 起 の カ 」 に と っ て

重 要 な�Y 却 され え な い 要 素 と し て 捉 え ら れ て い る 。 過 去 の 想 起 を な す た め

に 欠 く こ と の 出 来 な い こ れ ら の 要 素 が 、 ボ ー ド レー ル に あ っ て は 忘 却 の 淵 へ

と追 い や ら れ て し ま っ た の で あ り、 そ の こ と に よ っ て 、 彼 は 絶 望 へ と 至 る こ

と に な っ た 。 こ こ に は も は や 「万 物 照 応 」 の 「理 想 」 を 追 い 求 め た 、 か つ て

の 詩 人 の 姿 は 見 当 た ら な い 。 そ れ は 、 言 い 換 え れ ば 、 彼 が 目 に す る 世 界 か ら

「ア ウ ラ 」 の 復 権 す る 可 能 性 が 消 え 去 っ た と い う こ と な の で あ る 。 「ア ウ ラ 」

な き 世 界 へ の イ マ ー ジ ュ が 、 ボ ー ド レ ー ル の な か で パ リ と い う都 市 空 問 と 重

な り合 う。94か つ て は 「ア ウ ラ の 経 験 」 を そ の 「理 想 」 と し た ボ ー ド レ ー ル

93CharlesBaudelaire:Op . ci t.Op.76。(80)

94Vgl .WalterBenjamin:"Zentralpark";Walter Benjamin Abhandlungen

GesammelteSchriftens.1-2(Frankfurta.M.=SuhrkampVerlag,1974),S.658.

(2)以 下 「Zentralpark」(1938-1939)の 引 用 箇 所 に は 「ZP.」 略 記 の 後 に 当 該 頁 を 記

す 。 な お 、 頁 の 後 ろ に 記 し た 番 号 は 、 「セ ン ト ラ ル パ ー ク 」 に 付 さ れ た 通 し 番 号 で あ
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にあ って、今や 「ア ウラ」の復権 に対す る諦 めが 口に され るので あ り、その

意 味で は、彼 が 目にす るものの一切 の痕跡 は忘 却 の危機 に晒 され るこ とにな

るので ある。

ボ ー ド レ ー ル の 詩 が 諦 め を 説 く の は 、r理 想 」 が 「敗 北 し た 」 か ら で あ る 。

「理 想 」 の 敗 北 が 生 じ る こ と で 、 彼 は 「ア ン ニ ュ イ な こ の 世 界 」 に 捕 ら わ れ

て ゆ く 。で は 一 体 「理 想 」は 何 に 対 し て 「敗 北 し た 」の で あ ろ う か 。先 の(「80

虚 無 の 味 」)引 用 の 後 に は 、 以 下 の フ レ ー ズ が 続 い て い る 。

〈時 間〉 が 、 刻 一 刻 とわ た しを呑 み 込 む 、

大 雪 が身 体 を 凍 て つ か せ 、 身 体 を硬 直 させ る よ うに 。95

「時 間 」 が 「わ た しJを 呑 み 込 む こ と で 、 「硬 直 」 が 生 じ る 。 ベ ン ヤ ミ ン が 言

う よ う に 、 「秒 の 群 れ 」 に 「わ た し 」 が 呑 み 込 ま れ る こ と で 、 「わ た し 」 か ら

は も は や 「ア ウ ラ 」 を 経 験 す る 可 能 性 が 失 わ れ る の で あ る 。 「硬 直die

ErstarrungJと は 、 ベ ン ヤ ミ ン に よ れ ば 、 ガ ラ ス の 脆 く(spr�e)透 明 な

(durchsichtig)性 質 を 備 え た も の で(PB.5.585ff.)、 そ の よ う な 性 質 を 持 っ

も の に 「ア ウ ラ 」 が 備 わ る こ と は な い 。96「 秒 の 群 れ 」 す な わ ち 「憂 鶴 」 に

捕 ら わ れ た 世 界 と は 、 「わ た しJを 「硬 直 さ せ る 」 世 界 に ほ か な らず 、 か つ て

見 い だ し た も の の 一 切 が 失 わ れ て し ま う 世 界 「死 後 硬 直(die

Totenstarre)が 生 じ る 世 界 」(Z P.S.682.〈34>)な の で あ る 。 事 物 の 「ア ウ

ラ 」 を 呼 吸 す る た め に は 、 事 物 の な か に 備 わ っ た 眼 差 し と 事 物 を 見 る 者 の 眼

差 し が 「共 鳴 す るse r駱ondre」(前 掲;「4万 物 照 応 」)必 要 が あ っ た 。 し

か しf死 後 硬 直 が 生 じ る 世 界 」 に は 、 こ の よ う な 眼 差 し の 共 鳴 そ の も の が 備

わ っ て は い な い の で あ る 。 「ア ン ニ ュ イ な こ の 世 界 」 に あ っ て は 、 「眼 差 し が

る 。

95CharlesBaudelaire:ibid .(80)

96ベ ン ヤ ミ ン は 「経 験 と 貧 困 」(1933)で 、 パ ウ ル ・ シ ェ ー ア バ ル ト(あ る い は 、 そ

の 後 の モ ダ ニ ズ ム 建 築 の 先 駆 者 ル ・コ ル ビ ジ ェ や ア ドル フ ・ロ ー ス)の ガ ラ ス 建 築 に

言 及 し つ つ 、 「ガ ラ ス で っ く ら れ た 物 に は 〈ア ウ ラ 〉 が な いJと 言 っ て い る 。Walter

Benjamin:"Erfahrungund Armut";Walter Benjamina ufs� tzeEssa .ysTTOrtr臠e

Gesamme/te Schriften Bd.∬-1(Frankfurta.M。:SuhrkampVerlag,1977),5.217.
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一[事 物 を]貫 通 す るdurch-sichtig」 の で あ り 、 そ こ に 「ア ウ ラ 」 が 浮 か

び 上 が る こ と は な い 。 ベ ン ヤ ミ ン は 、 ボ ー ド レ ー ル が こ の よ う な イ マ ー ジ ュ

を ポ オ の ロ ン ドン か ら 導 き 出 し た と 言 っ て い る 。97「 死 後 硬 直 が 起 こ る 世 界

の 経 験 が ポ オ の 比 類 な き カ で 保 存 さ れ て い る こ と を 、 ボ ー ドレ ー ル は 発 見 し

た 。 こ う し た こ と が 、 ポ オ を ボ ー ド レー ル に と っ て か け が え の な い 存 在 に し

た 」98-一 ポ オ の ロ ン ド ン は 高 度 に 産 業 化 され た 社 会 に ほ か な らず 、 そ こ に

ボ ー ド レー ル は 今 や 完 全 に 「プ ロ レ タ リ ア 化 」 さ れ た 人 間 の 姿 を 見 い だ し た

の で あ っ た 。 生 産 ラ イ ン に 立 た さ れ た 工 場 労 働 者 の も と に 「未 完 成 製 品 が 労

働 者 の 意 志 と は か か わ り な く(中 略)流 れ て き て は 、勝 手 に 逃 れ ゆ く 」(MB.

S. 631.)よ う に 、 大 都 市 の リ ズ ム は 、 工 場 労 働 者 が 作 業 す る リ ズ ム と 重 な り

あ う。 ポ オ が 目 に す る 「目 抜 き 通 りJに は 、 「っ ね に 人 々 が ご っ た 返 す 二 つ の

流 れ 」 が あ っ た 。99ポ オ の ロ ン ドン は 、 一 切 の 共 鳴 が 排 斥 さ れ た 世 界 の イ マ

ー ジ ュ を 物 語 っ て い る の で あ る 。 そ の よ うな 情 景 を 、 ベ ン ヤ ミ ン は エ ン ゲ ル

ス の 考 察 一 一 『イ ギ リ ス に お け る 労 働 者 階 級 の 状 態 』(1845)の な か で 描 か

れ て い る0ン ド ン の ス ケ ッ チ ー 一 を 用 い て 説 明 し て い る 。

[ロ ン ドン の 住 民 は,iま る で お 互 い に 何 の 共 通 点 もな く 、お 互 い に 何 の 関係 も な

い か の よ うに 、 肩 を触 れ 合 わ せ な が ら走 りす ぎ て ゆ く。 彼 らの 間 に あ る唯 一 の 合

意 と い え ば 、急 い で す れ 違 っ て ゆ く群 衆 の 二 つ の 流 れ が お 互 い に邪 魔 しな い よ う

に 、 そ れ ぞ れ 歩 道 の 右 側 を 通 行 す る とい う暗 黙 の 合 意 で しか な い。 誰 も他 入 に 対

して は 目 も くれ よ う と し な い。三(b叢 恵 豪無 蘭 心(diebruta}eGleichg貢ltigkeit)、

97ボ ー ド レ ー ル が ポ オ の 作 品 を 最 初 に 翻 訳 一 一 実 際 に は 原 作rウ ィ リ ア ム ・ウ ィ ル ソ

ン 」(1840)の パ0デ ィ ー で あ っ た 一 ― し た の は 、 ボ ー ド レ ー ル23歳 の1844年12

月3日 『コ テ ィ デ ィ エ ン ヌ 』 紙 に お い て で あ っ た 。 「群 衆 の 人 」 に っ い て 、 ボ ー ド レ
ー ル が 初 め て コ メ ン ト し て い る の は1852年 「パ リ評 論 」3・4月 号 に 掲 載 さ れ た 「ポ

オ に っ い て の エ テ ユ ー ドJに お い て で あ る 。『悪 の 華 』 初 版(1857)が 著 さ れ る の は 、

ポ オ の パ ロ デ ィ ー を 掲 載 し た13年 後 、「群 衆 の 人 」 に つ い て 初 め て コ メ ン ト し た5年

後 の こ と で あ る 。 以 下 参 照;ボ ー ド レー ル 、 阿 部 良 雄 訳 『ボ ー ド レ ー ル 全 集II文

芸 批 評 』(筑 摩 書 房 、1984)、431頁(エ ドガ ー ・ボ ー 論 註)/Cf.Charles

Baudelaire:"ﾉtudessurPoe";0ヲ 召71θ5compl騁es II(Paris:Gallimard,1976),

p.277.
98WalterBenjamin:"DasPassagen-Werk",a.aｮiO5.420.(J58,6)

99EdgarAllanPoe:Op . ci t.Op.475.

―45―



吝 佃 大 参 自会 あ 私 歯 憲 薗 とと らお れ そ 無 慮 情 た 菰 立 しそ い る きま ほ 、 と乳 ら ～){固

人 が狭 い と こ ろ に 押 し込 ま れ て い れ ば い る ほ ど 、 ます ま す 不 快 な 、 ます ま す 気 に

障 る も の に 思 え て く る(MB.S.620.)

「〈時 間 〉 が 、 刻 一 刻 と わ た し を 呑 み 込 む 」 こ と で 、 ボ ー ド レー ル は 「ア ン ニ

ュ イ な こ の 世 界 」へ と 搦 め 捕 られ て ゆ く 。 ポ オ が 描 く 情 景 か ら は 、 「フ ラ ヌ ー

ル が 自 分 の 馴 染 ん で き た 周 囲 世 界 を 奪 わ れ て し ま え ば 、 ど う な ら ざ る を え な

い の か 」(MB.5.627.)が 見 て 取 れ る 。 上 の エ ン ゲ ル ス の ス ケ ッチ は 、 そ の

意 味 で 、「理 想 」を 断 念 し た フ ラ ヌ ー ル が 陥 る 世 界 の イ マ ー ジ ュ を 物 語 っ て い

る 。工 場 の 生 産 ラ イ ン に 立 つ 労 働 者 に 重 ね て 捉 え られ る 都 市 の イ マ ー ジ ュ は 、

そ の な か で 「繰 り返 し 同 じ も のImmmerwiedergleiche」(ZP.S.673.〈22>)

が 生 み 出 さ れ て は 消 え て ゆ く 、 産 業 化 さ れ た 社 会 の 様 相 を そ の 根 底 に 孕 ん で

い る 。 つ ね に 同 じ も の 一 二 複 製 され 、 大 量 生 産 さ れ る 「商 品 」 一 一 に 「ア ウ

ラJが 備 わ ら な い の と 同 じ よ う に 、 「群 衆 」 の 波 に 呑 み 込 ま れ る 人 は 、 「群 衆 」

の な か に お の れ の 痕 跡 が 消 し去 られ る の で あ る 。「均 質 化 す る 」エ ネ ル ギ ー に

捕 ら え られ た 世 界 で は 、「ア ウ ラ 」を 出 現 さ せ る 「遠 さ の 魔 術 を 放 棄 す る こ と 」

(ZP.S.670.〈19>)が 強 い ら れ る 。 こ の よ う な 世 界1と あ っ て 、 ボ ー ド レ ー ル

は 、 も は や 「モ デ ル ニ テ 」 に よ っ て 語 ら ん と し た 「理 想 」 を 断 念 せ ざ る を え

な か っ た の で あ る 。

産業化 された 社会の なかで生 きるこ とに慣 ら された人 間一一 「群 衆の人 」

の相 貌 を、ポオ は、 この よ うにスケ ッチ してい る。

ガ ス 灯 は ま だ 煙 々 と灯 っ て い た が 、 雨 足 は 激 し くな り、 人 影 は ほ と ん ど見 当 た ら

な か っ た 。 こ の 奇 妙 な 老 人[群 衆 の 人]の 表 情 が 青 ざ め た 。 さ っ き ま で 人 で ご っ

た 返 して い た 通 りを 、 この 老 人 は数 歩 、 ふ さ ぎ 込 み な が ら歩 き 、 大 き な た め 息 を

つ い て か ら 、 今 度 は川 の ほ うへ と 向 き を 変 え 、 幾 度 も 曲 が り くね っ た 路 地 へ と突

き進 ん で は 、 つ い に 、 あ る 大 劇 場 を 臨 む 場 所 へ と辿 り着 い た。 劇 場 は公 演 を 終 え

た 直 後 で 、 ち ょ う ど観 衆 が ドア か ら出 て 来 る と こ ろ だ っ た 。 間 髪 を容 れ ず 、 老 人
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が こ の 人 ご み を 求 め 、 そ の な か へ と わ が 身 を 投 じ た様 子 をわ た し は 目 に した。 そ

の際 、 心 な しか 、 彼 の 顔 に 浮 か ぶ 激 しい 苦悩 の 色 が 和 らい だ よ う に見 えた 。 しか

し彼 は 、 わ た し が最 初 に 目 に した 時 の よ うに 、 再 び ぐっ と顎 を ひ い た 姿 勢 を とっ

た。 そ して 、彼 は 多 くの 観 衆 が 進 ん で ゆ く方 へ とつ いて 行 く の で あ っ た。100

「群 衆 」 に 馴 染 む こ と に よ っ て し か 「安 ら ぎ 」 を 得 る こ と が 出 来 な い 「群 衆

の 人 」、彼 に 「安 ら ぎ 」 を 与 え る そ の エ ネ ル ギ ー が 、ボ ー ド レー ル へ と 忍 び 寄

る 。F群 衆 の 人 」 は 「群 衆 」 の な か に 「万 人 で あ る 〈わ た し〉、 わ た し で あ る

〈万 人>Moi,c'esttous,T◎�,c'estIiav瘁v101と い う性 格 を 読 み 込 む こ と

で 「安 ら ぎ 」 を 得 よ う と す る 。 こ の よ う な 「安 ら ぎ 」 を�{ ー ド レ ー ル は 「大

都 市 の 宗 教 的 陶 酔ivressereligieusedes grandes eilles」lo2と 呼 ん で い る

(PB.5.559,〉 。 し か し ボ ー ド レー ル が 、 つ い に 「群 衆 の 人Jに な る こ と は な

か っ た 。 彼 は 「憂 醗 」 に 搦 め 捕 ら れ る 際 、 「群 衆 の 人 」 と は 異 な っ た 反 応 を 示

す こ と に な る の で あ る 。 「群 衆 の 入 」は 、「群 衆Jに 同 化 す る こ と で 、〈わ た し〉

の 痕 跡 が 〈万 人 〉 の な か へ と 消 え 去 る こ と に 酔 い しれ て い る が 、 ボ ー ド レ ー

ル に あ っ て は 、 「憂 欝 」 の な か で こ の 消 滅 へ の 抵 抗 が 生 み 出 さ れ る 。 「安 ら ぎ

か ら 完 全 に 解 放 さ れ て い る[安 ら ぎ が ま っ た く な い コ」(ZP5.675.〈25>)こ

と こ そ 、 「憂 欝 」 の な か で ボ ー ド レー ル の な か に 湧 き 上 が る 感 情 な の で あ る 。

「赤 裸 の 心 」(1887>で 、 ボ ー ド レ ー ル は 、 次 の よ う に 言 っ て い る 。

い か な る 人 間 の な か に も 、 い か な る 時 に も 、 二 つ の 同 時 に 起 こ る 懇 願 が あ り 、 一

方 は 神 へ 、他 方 は く悪 魔 〉 へ と 向 か う。神 へ の 祈 り 、す な わ ち 精 神 性(spiritualit�)

は0昇 り行 こ う と す る 欲 望 で あ る 。 他 方0〈 悪 魔 〉 へ の 祈 り 、 す な わ ち 獣 性 は 、 下

降 す る 喜 び で あ る 。103

looEdgarAllanPoe:ρ ρ.oノ乙,p.480,

101CharlesBaudelaire:"Fus6es";α 「u vrescompl騁es 1(Paris:Gallimard
,1975),

P,651,(II)
io2CharlesBaudelaire=め ノ謡

lo3CharlesBaudelaire;"Monc(£urmisanu";0動 π θ500加p!廊 θs∫(Paris:

Gallimard,1975),p.682・683.(XI)
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「神 」 一 一 こ れ が 先 に 見 た ボ ー ド レ ー ル の 「理 想 」 で あ る こ と は 容 易 に 想 像

さ れ る 。 そ うだ とす れ ば 、 こ こ で 「精 神 性 」 と言 わ れ て い る も の は 、 「理 想 」

の き っ か け を 提 供 す る 「英 雄 的 精 神 」 と い う こ と に な る 。 そ して 当 然 、 「神 」

と 対 に な る 存 在 が 〈悪 魔 〉 と 言 わ れ て い る の だ か ら 、 〈悪 魔 〉 の な か に は 「憂

欝 」 が 詩 人 に 強 い て く る 際 の 、 同 じ態 度 が 認 め ら れ る 。 〈悪 魔 〉 が 、 彼 を 「大

都 市 の 宗 教 的 陶 酔 」 へ と誘 うの で あ る 。 「109破 壊 」 で 、 〈悪 魔 〉 は 詩 人 を 、

「理 想 」 の 世 界 か ら 遠 く 、 絶 望 的 な 世 界 へ と連 れ 出 す 。

息 も絶 え絶 え 、 疲 労 困態 した わ た しを 、

〈悪 魔 〉 は 連 れ 出す 、神 の視 線 か ら遠 く、

深 く人 影 もな い 〈ア ン ニ ュ イ 〉 の 平 野 の 只 中 へ と。

そ して 、 狼 狽 しき っ た わ た しの 目に 、 投 げ 込 む も の は 、

ボ ロ ボ ロに な っ た衣 服や ら、 開 い た傷 口や ら、

は て は 、 血 ま みれ に な っ た 〈破 壊 〉 の 道 具!104

〈悪 魔 〉 は 、 ボ ー ド レー ル に 、 「ア ン ニ ュ イ な こ の 世 界 」 を ま ざ ま ざ と 見 せ っ

け る 。 そ の 際 〈悪 魔 〉 が 彼 に 見 せ っ け る の は 、 悲 惨 さ を 連 想 させ る よ う な さ

ま ざ ま な 事 物 で あ っ た 。 〈悪 魔 〉 は 、ボ ー ド レ ー ル に 向 け て 悲 惨 さ を 提 示 す こ

と で 、彼 に そ の 悲 惨 さ を 受 け 入 れ る よ う説 き 伏 せ る の で あ る 。そ れ は 、〈悪 魔 〉

が 語 るr安 ら ぎ 」 を 無 批 判 的 に 受 け 入 れ る こ と に 等 し い 。 「理 想Jが 「想 起 」

に よ っ て 今 あ る 秩 序 を 再 構 築 し よ う と し た の で あ れ ば 、 「憂 欝 」 は 、 「悲 惨 さ 」

と い う現 実 を 彼 の 眼 前 に さ ら け 出 す こ と で 、 そ こ に 備 わ っ た 秩 序 を 無 批 判 的

に 受 け 入 れ る よ う強 い て く る の で あ る 。ベ ン ヤ ミ ン は 、こ の イ マ ー ジ ュ を 「万

華 鏡 」 の メ タ フ ァ ー に よ っ て 説 明 し よ う と して い る(ZP.5.660.[5])。 「理 想 」

が 過 去 の 想 起 に よ っ て 「安 ら ぎ 」 を 得 よ う と し た の で あ れ ば 、 「憂 欝 」 は 「ア

ン ニ ュ イ な こ の 世 界 」 の な か に こ そ 「安 ら ぎ 」 を 見 い だ そ う とす る 。 「群 衆 の

lo4CharlesBaudelaire:"LesFleursdumal";i. .Cl t.,p.111.(109)
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人 」 が ダ群 衆 」 の な か に 陶 酔 し た よ うに 、 「憂 醗 」 は 、 大 都 市 の リ ズ ム に こ そ

「安 ら ぎ 」 が あ る と言 う の で あ る 。 「理 想 」 も 「憂 欝 」 も 、 そ の 意 味 で は 、 「安

ら ぎ 」 を 見 い だ す た め の 秩 序 を 構 築 す る こ と を 目指 し て い る 。 そ れ ゆ え 、 ベ

ン ヤ ミ ン は 「パ リー 一 十 九 世 紀 の 首 都[フ ラ ン ス 語 草 稿]」 で 、 こ の よ う に 言

っ た の で あ っ た 一 一 「ボ ー ド レー ル に と っ て 、 こ の 二 つ[憂 欝 と理 想 コ の 概

念 の あ い だ に 矛 盾 な ど な いJ(前 掲)。 ベ ン ヤ ミ ン は 、 「憂 欝 」 と 「理 想 」 の そ

れ ぞ れ が 「安 ら ぎ 」 を 得 よ う と す る こ の 運 動 の な か で 「フ ァ ン タ ス マ ゴ リ ー 」

が 創 造 さ れ る と 言 っ て い る 。105し か し 、 「底 知 れ ぬ ほ ど 慰 め の な い 」(MB.

S.641ff.)状 況 へ と 落 ち て ゆ く ボ ー ド レー ル がﾘ「 フ ァ ン タ ス マ ゴ リー 」 の う

ち に 「安 ら ぎ 」 を 得 る こ と な ど 遂 に な か っ た 、 そ うだ とす れ ば 、彼 が 〈悪 魔 〉

へ の 祈 りをr下 降 す る 喜 び 」 と 言 っ た そ の 背 後 に は 、 「〈ア ン ニ ュ イ 〉 な こ の

世 界 」 に 単 に 同 化 す る の で は な い 、 別 の 「喜 び 」 が 潜 ん で い る こ と も ま た 明

白 で あ る 。 「ア ウ ラ の 経 験 」 を 断 念 し 、 「憂 欝 」 が 強 い て く る 世 界 の 秩 序 を 受

け 入 れ る こ と に も 難 色 を 示 す こ と で 、 ボ ー ド レー ル の な か に 「喜 び 」 が 湧 き

上 が る 。 こ の 「喜 び 」 こ そ 、 彼 が 周 囲 世 界 に 向 け た 「怒 り 」 に ほ か な ら な い

の で あ る(MB.S.642。)、 今 や お の れ の 痕 跡 を 忘 却 す る こ と が 求 め ら れ る 世

界 の な か で 、 彼 は 「ダ ン デ ィ ズ ム 」 の な か に 見 た 、 あ の 欲 動 を 爆 発 させ る 。

ベ ン ヤ ミ ン が 「万 華 鏡 は 木 っ 端 に され な け れ ば な ら な い 」(ZP 。S.660.〈5>)

と言 う そ の 同 じ志 向 が 、rフ ァ ン タ ス マ ゴ リー 」を 破 壊 せ よ と の 号 令 に な っ て 、

ボ ー ド レー ル の な か に 湧 き 上 が る の で あ る 。

ベ ン ヤ ミ ン は ボ ー ド レー ル の 技 法 を 「プ ッ チ ス トの 技 法 」で あ る と 言 い(PB ,

603.)、 そ の 際 、 オ ー ギ ュ ス ト0ブ ラ ン キ の 技 法 を ボ ー ド レ ー ル の な か に 読 み

込 も う とす るG「 反 抗 と 苛 立 ち 、 憤 慨 の カ と憎 悪 の カ ー 一 そ し て 無 力 感 」(PB.

S.6p�.〉 ベ ン ヤ ミ ン に よ れ ば 、 こ れ らが ボ ー ド レ ー ル と ブ ラ ン キ に 共 通 す る

態 度 で あ る 。 ブ ラ ン キ が 『天 体 に よ る 永 遠 』(1872)の な か で 物 語 る 宇 宙 観

が 、 「憂 欝 」 を 物 語 る ボ ー ド レ ー ル に 重 な り あ う。 ブ ラ ン キ が 物 語 る の は 、 こ

の 自 然 界 が た っ た100種 類 の 元 素 か ら構 成 され て い る と い う こ と で あ り 、 自

且05WalterBenjamln:"Paris
,CapitaledeXIXさmesi6cle";a.a.0.P.62

―49一



然 が 増 殖 を 成 し 遂 げ る た め に は 、 こ のf組 み 合 わ せ の 一 つ 一 っ を 無 限 に 反 復

し な け れ ば な ら な い 」(傍 点 引 用 者)106と い う も の で あ る 。 こ こ に 見 られ る

の は 、 ベ ン ヤ ミ ン に 言 わ せ れ ば 、 ニ ー チ ェ の 『ツ ァ ラ ト ゥ ス トラ 』(1885)

よ り も10年 以 上 も 前 に 語 られ たr事 物 の 永 劫 回 帰 に つ い て の 理 念1'id馥 du

retour 騁ernel des choses」107に ほ か な ら な い 。 ブ ラ ン キ に よ れ ば 、 こ の よ

う な 法 則 が 人 間 を も 同 一 性 の 反 復 へ と 搦 め 捕 る 。100種 類 の 同 じ元 素 の 組 み

合 わ せ が 異 な る だ け で 、 こ の 増 殖 に よ っ て は 、 「瓜 二 つ の 人 間sosie」 が 生

み 出 さ れ る だ け な の で あ る 。108ブ ラ ン キ の 目 に 、 世 界 は 、 そ の よ う な 単 調

さ と 連 続 性 が 支 配 し て い る 空 間 と し て 映 っ た 。「永 劫 回 帰 」の 理 念 が 世 界 を 覆

い 尽 く し て い る 一 一 ブ ラ ン キ が そ の よ うに 捉 え た 世 界 イ メ ー ジ が 、 ボ ー ド レ

ー ル の な か に も く っ き り と 浮 か び 上 が っ て く る
。 『悪 の 華 』 の エ ピ ロ ー グ

(「126旅 」)に 、 ボ ー ド レー ル は 、 「永 劫 回 帰 」 の 支 配 す る 世 界 に 対 す る 諦

め に も 似 た 言 葉 を 書 き 記 し て い る 。 世 界 を 旅 し た 旅 行 者 か ら 「地 球 全 体 に っ

い て 」 の 報 告 を 受 け た 詩 人 は 、 こ うつ ぶ や く の で あ る 。

旅 か ら得 られ る知 とは 、 な ん と痛 ま しい 知 で あ ろ う!

世 界 は 、 単 調 で ち っ ぽ け で 、 今 日も 、 昨 日 も 、 明ﾘも 、 変 わ る こ と が な い 。

か の イ マ ー ジ ュ が われ わ れ に 教 え て くれ る=

ア ン ニ ュ イ の 砂 漠 の な か で 、憎 悪 とい うオ ア シ ス を!109

「ア ン ニ ュ イ の 砂 漠 」 と は 「ア ン ニ ュ イ な こ の 世 界 」 に ほ か な ら な い 。 そ の

世 界 を 支 配 して い る 秩 序 こ そ 、 単 調 で 、 つ ね に 同 じ こ と 、 な の で あ るaこ こ

に は 、 ブ ラ ン キ が 「永 劫 回 帰 」 の 理 念 に よ っ て 言 わ ん と し た 世 界 イ メ ー ジ が

備 わ っ て い る 。 そ れ を ボ ー ド レ ー ル は 「ア ン ニ ュ イ 」 と い う言 葉 に 込 め た の

で あ っ た 。 ボ ー ドレ ー ル は そ の よ うな 世 界 に あ っ て 「憎 悪 」 を 爆 発 さ せ る 。

106Walter Benjamin:∂ .a.0,p.76.

107WalterBenjamin:∂
.a.o..p.75.

108WalterBenjaminla .a. o.Op.76.

iosCharlesBaudelaire:ρ ρ
.Cl t.,p.133.(126)
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で は、ブ ランキは ど うか。 ジ ェフロ ワは、 ブランキを回想 した 著書 のな かで

彼 の相 貌 を こ う書 き記 して いる一 「果敢 な人間 の一群 さえあれ ば、状況 を

支配 し社 会 の状態 を変 え られ る、 と彼 は相 変わ らず考 えていた―一それ は激

しいまでの確 信だ った一一が 、同時 に、今 日は昨 日と同 じだ し、明 日もまた

今 日と同 じだ ろ うとい うこ とを怒 りとペ シ ミズム をもって うべ なわ ざるをえ

なか った」。110ジ ェ フ ロワは続 ける。ブ ランキは 「もっぱ ら精 神的 な操作 に

よって、前進 し続 け る少数 者 を満 ち足 りた多数者 の代 わ りに置 き、否定 の人

間た るこ とに よって使途 として の立場 を保 ち続 けた。 前進 と後 退 か らな る永

遠 の進化の 中で 、入類 の希 望の不 断の再生 の リズムの中で 、彼 は その意 に反

して一っ の役 を演 じた ので ある」。 「反乱 を狙 いま しょ う。 多数 の情 熱が あれ

ば、理論 は後 か らや って来 ますJ-一 友 人に宛て た書 簡 のなかで この よ うに

語 られてい る意志 が、後 にプ ッチ ス トと して反乱 を指揮 す る ことにな る、彼

の揺 るぎな き信念 なの であ った。 ベ ンヤ ミンはブ ランキ の性格 を、マル クス

/エ ンゲル スの表 現 を借 りて次 の よ うに説 明 してい る。

[プ ッチ ス トと して の]ブ ラ ン キ は 、マ ル クス が 言 うよ うに 、「革 命 の 成 り行 き に

先 ん じて 、 そ れ を 人 工 的 に 危 機 へ と駆 り立 て て は 、革 命 の 条 件 が い ま だ整 わ な い

うち か ら 革 命 を 、 即 興 的 に 、 で っ ち 上 げ る」 こ と を 自 らの 使 命 と 見 なす よ うな タ

イ プ の 政 治 家 で あ る。(.:5.518.)

ボ ー ド レ ー ル を ブ ラ ン キ の よ う な タ イ プ の 「政 治 家 」と し て 捉 え る こ と に は 、

些 か 違 和 感 を 感 じ ざ る を え な い が 、 ブ ラ ン キ が 自身 の ク ラ ブ111で 見 せ た 風

110ギ ュ ス ター ヴ ・ジ ェ フ ロ ワ;野 沢 協 ・加 藤 節 子 訳 『幽 閉 者 ブ ラ ン キ伝 』(現 代

思 潮 社 、1973)、45頁
111シ テ 島 に あ る ダ ン ス ホ ー ル 「冬 の プ ラ ドJで1848年2月25日 に行 わ れ た 会 議 を

き っ か け に 結 成 され た 「中 央 共 和 協 会 」 通 称 「ブ ラ ンキ ・ク ラ ブ 」。 ル イ=フ ィ リ ッ

プ がイ ギ リ スへ と亡 命 した こ と で成 立 した 臨 時 政 府 が 、市 民 の 要 求 を 退 け そ の 国旗 に

三 色 旗 を 用 い る提 案 を した こ と に端 を 発 し、こ の 政府 を信 任 す る の か 否 か の 議 論 が そ

こ で行 われ た 。 ち な み に、 この 時 、 市 民 が 要 求 した 「赤 旗Jの 採 用 を 拒 否 し、 「三 色

旗 」の意 義 を市 民 に 説 い た の は ラ マル テ ィー ヌ で あ る。以 下 参 照;ジ ェ フ ロ ワ 、前 掲 、

111頁ff.
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貌 か らは、 上にマル クスが語 った よ うな態度 が見 て取れ るのであ り、ボー ド

レール はその よ うなブランキの技 法を、 自身 の詩 にあっ て実践 した とベ ンヤ

ミンは 見てい るので ある。 ブ ランキにあ って革 命 的な機 運 をで っち上 げ るそ

のや り方は、ボー ドレー ルにあ っては、彼 が没 落 を説 く場 面に現れ 出てい る。

1857年 の 『悪 の華』裁判 によって 削除を命 じられた詩 編 のなかの 「3地 獄

堕ち の女た ち デル フ ィーヌ とイ ポ リソ ト」にお いて、 ボー ドレール は 「下

降 す る喜び」 を説 いてい る。

一一 落 ち て ゆ け 、 落 ち て ゆ け 、 痛 ま し い生 賛 よ 、

永 遠 の 地 獄 へ と続 く道 を落 ち て ゆ け!

深 淵 の も っ と も深 くへ 下 降 せ よ。 そ こ で は 、 あ らゆ る犯 罪 が 、

天 国 か らや っ て 来 る の で は な い風 に鞭 打 た れ な が ら、

動 乱 に も 似 た 喧 嘩 と と も に 、 入 り乱 れ(p麝e-m麝e)を 沸 き 起 こ す 。112

「深 淵 の も っ と も 深 くJへ と 落 ち て ゆ く こ と に よ りf入 り乱 れ 」 が 生 じ る 。

こ の こ と こ そ 、 ボ ー ド レー ル が 下 降 を 説 く 理 由 に ほ か な ら な い 。 そ して こ の

「入 り 乱 れ 」 を 生 み 出 す き っ か け を 彼 は 「犯 罪 」 と い う言 葉 で 言 い 表 し て い

る の で あ る 。 こ の 詩 の 終 わ り に 、 ボ ー ド レ ー ル は こ う記 し て い る一 一 「お ま

え た ち の 運 命 を 果 た せ 、 常 軌 を 逸 し た 魂 よ 、/そ う し て 、 お ま え た ち が そ の

身 に 担 い だ 無 限(1'infini)を 回 避 せ よ!」 。113下 降 す る こ と で 「常 軌 を 逸 し

たj魂 は 、 「無 限 」 を 回 避 し よ う とす る 。 下 降 へ の 勧 め を 口 に す る こ と で 、 ボ

ー ド レ ー ル は 「無 限 」 を 回 避 し よ う と す る 意 志 を 浮 か び 上 が らせ よ う とす る

の で あ り、 そ の 意 志 こ そ 「犯 罪 」 と い う言 葉 に よ っ て 言 い 表 さ れ て い る も の

に ほ か な ら な い 。 こ う し た ボ ー ド レ ー ル の 技 法 は 、 ブ ラ ン キ が 「人 工 的 に 」

危 機 的 な 状 況 を 作 り 上 げ る こ と で 、「革 命 」へ の 機 運 を 高 め よ う と した 技 法 と

112CharlesBaudelaire:"LesEpaves"IIIFemmesdamn6esDelphineet

Hippolyte;の 田 π θ5compl騁es 1(Paris:Gallimard,1975),p.153.

113CharlesBaudelaire:1ゐ� .
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類 似 す る 。 ブ ラ ン キ は 、「永 劫 回 帰 」 の 理 念 に 捕 ら わ れ た こ の 世 界 を 目 の 当 た

り に し て 、 ど う に も な ら な い 敗 北 感 を 抱 か ざ る を え な か っ た 。 し か し こ の 敗

北 感(あ る い は 「無 力 感 」)こ そ が 、 彼 を して 「革 命 」 へ の 意 志 を 湧 き 上 が ら

せ る き っ か け と な っ た の で あ る。 同 様 に 、 ボ ー ド レー ル も 、 「無 限 」 へ の 「敗

北 感 」 の な か で こ そ 、 彼 が 言 う 欲 動 を 湧 き 上 が ら せ る こ と が 出 来 る と 考 え て

い る 。 敗 北 を 喫 す る 対 象 と は 、 「無 限Jを 強 い て く る 対 象 に ほ か な ら な い 。 こ

う し た 対 象 に 捉 え ら れ る こ と で 、 あ の 欲 動 が 湧 き 上 が る の で あ る 。 こ こ に 言

わ れ る 「無 限 」が 、単 調 で 、つ ね に 同 じで あ る こ と を 強 い て く る 世 界 一 ― 「永

劫 回 帰 」 の 理 念 が 支 配 す る 世 界 一 だ と い う こ と は 明 白 で 、 そ れ が ボ ー ド レ

ー ル の 言 う 「憂 欝 」で あ る こ と も ま た 疑 い 得 な い こ と で あ る
。 「深 淵 の も っ と

も 深 く へ 下 降 せ よ 」 と 言 う こ と に よ り 、 彼 は 「憂 欝 」 に 陥 る こ と を 説 い て い

る が0そ れ は 、 「憂 欝 」 の な か で こ そ 破 壊 欲 動 が 湧 き 上 が る と 思 わ れ て い た か

ら に ほ か な ら な い 。 そ の 意 味 で は 、 ボ ー ド レ ー ル も ま た ブ ラ ン キ 同 様 、 破 壊

へ の 意 志 を で っ ち 上 げ る 技 法 を 用 い て い る の で あ る 。「反 抗 と 苛 立 ち 、憤 慨 の

力 と 憎 悪 の 力 そ し て 無 力 感 」が 、そ の よ う な 意 志 を 浮 か び 上 が らせ る 際 、

ボ ー ド レ ー ル と ブ ラ ン キ に 共 通 し て い る の で あ る 。
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*

ボ ー ド レ ー ル を 捉 え る ベ ン ヤ ミ ン の な か で 、 つ ね に 変 わ ら ず 抱 か れ て い た

イ メ ー ジ こ そ 、 こ こ に 見 た ブ ラ ン キ と の 親 近 性 で あ る 。 そ れ を 彼 は 「弁 証 法

的 イ メ ー ジ 」 と 呼 ん で い る が 、 ア ドル ノ と の や り 取 りの 中 で 、 繰 り返 し 批 判

さ れ る こ と に な っ た こ の イ メ ー ジ は 、『パ サ ー ジ ュ 論 』の 根 幹 に 位 置 づ け ら れ

る も の と し て 、 生 涯 彼 の な か に 備 わ り続 け た の で あ る 。1939年 の2月 下 旬

か ら 執 筆 さ れ た 「モ テ ィ ー フ 」 で は 、 ブ ラ ン キ と ボ ー ド レ ー ル の 親 近 性 が 一

切 語 られ る こ と は な か っ た 。 しか し 同 年3月 に 『パ サ ー ジ ュ 論 』 の 概 略 を 示

し た 「パ リー 一 十 九 世 紀 の 首 都[フ ラ ン ス 語 草 稿]」 で は 、 ブ ラ ン キ と ボ ー ド

レ ー ル の 親 近 性 が こ の 研 究(『 パ サ ー ジ ュ 論 』)の 結 論 と し て 復 活 し て い る の

で あ る 。35年5月 に 書 か れ た 「ドイ ツ 語 草 稿 」 で は 議 論 す ら され て い な い ブ

ラ ン キ と の 親 近 性 が 、「第 二 帝 政J(1937)に お い て 初 め て 登 場 し 、そ の 後 「モ

テ ィ ー フ 」 で の 消 滅 を 経 て ギフ ラ ン ス 語 草 稿 」 で は 結 論 に 置 か れ て い る の は

何 故 な の か 。 彼 の 名 前 が 再 び 登 場 す る 文 章 が フ ラ ン ス 語 で 書 か れ て い る と い

う こ と も 然 る 事 な が ら 、 ボ ー ド レ ー ル と ブ ラ ン キ の 親 近 性 が ベ ン ヤ ミ ン の な

か で 密 か に 、 しか し決 定 的 な 要 素 と して 扱 わ れ 続 け た こ と は 確 か で あ る 。35

年 の 「ドイ ツ 語 草 稿 」 で 、 「静 止 状 態 の 弁 証 法dieDialektikimStillstand」

114と 言 わ れ た イ メ ー ジ が 、 ボ ー ド レ ー ル の 「モ デ ル ニ テ 」 に つ い て の 分 析

を 経 て 、 ブ ラ ン キ と の 親 近 性 へ と 接 合 さ れ る 。 そ の 意 味 で は 、 ベ ン ヤ ミ ン が

「モ デ ル ネ 」 に こ の よ う な 「弁 証 法 的 イ メ ー ジ 」 を 読 み 込 も う と し て い た こ

と も 明 らか な の で あ る 。

「ドイ ツ 語 草 稿Jで ベ ン ヤ ミ ン が ボ ー ド レ ー ル を 語 る そ の 思 考 が 、 後 に ブ

ラ ン キ へ と結 び つ け られ る こ と に な る 。「フ ラ ン ス 語 草 稿 」に あ っ て も変 わ ら

ず ボ ー ド レ ー ル の 天 分 を 「ア レ ゴ リ ー の 天 分 」115と 言 う ベ ン ヤ ミ ン の 思 考

の 根 幹 に は 、 そ れ ゆ え 、 ブ ラ ン キ と の 親 近 性 の な か で こ そ 「ア レ ゴ リカ ー ・

ll4WalterBenjamin:"Paris
,dieHauptstadtdesXIX.Jahrhunderts";a.a.(λ,

S.55.

ll5WalterBenjamin:"Paris
,CapitaledeXIX鑪esi6cle";∂.a.0.P.69.
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ボ ー ド レー ル 」 の 相 貌 が 浮 か び 上 が る と の 理 解 が 備 わ っ て い た の で あ る 。 で

は 「ア レ ゴ リカ ー ・ボ ー ド レー ル 」 を 浮 か び 上 が らせ る 、 ブ ラ ン キ と の 親 近

性 とは 何 な の で あ ろ う か 。 ベ ン ヤ ミ ン はfセ ン トラ ル パ ー クJに 次 の メ モ を

残 して い る 。

事 勃 を、 そ れ ら 歩 輸 築 ん で い る 連 蘭 ふ ら弓1きち 書 る と と一 一 こ れ は 陳 列 され た 状

態 に あ る商 品 に と っ て は ご く普 通 の こ とで あ る一 一 が 、 ボ ー ドレー ル に と っ て 非

常 に 特 徴 的 な や り方 の 一 つ で あ る。 そ れ は 、 ア レ ゴ リー 的 志 向 に お け る 有 機 的 な

蓮 闘 あ 廃 棄 に 繋 が っ て い る 。(傍 点 引 用 者;7.PS.670.〈19>)

「完 壁 な フ ラ ヌ ー ルJに 備 わ っ た 特 異 性 と し て 、 ボ ー ド レ ー ル は 、 「群 衆 」 と

「孤 独Jの 変 換 可 能 性 を 語 っ て い た(「 パ リの 憂 欝 」;前 掲)。 こ の 可 能 性 は 、

「孤 独 」 な 詩 人 がr思 い が け ず 目 に す る も の 、 通 りが か っ た 見 知 ら ぬ 入 に 自

分 の す べ て を 委 ね よ う」--Gと す る 意 志 を 言 い 表 した も の で あ る 。 ボ ー ド レ

ー ル は
、 こ の フ ラ ヌ ー ル の 姿 勢 をr神 聖 な 売 淫saint盟rostitutionjH7と

呼 ん で い る 。幼 年 の 時 か ら 既 に 「孤 独 」 を 感 じ て い た ボ ー ド レ ー ル は 、「群 衆 」

の な か に 「悲 しみ 」 を 見 る や 、 そ の な か に お の れ を 投 げ 入 れ よ う と し た の で

あ る。 孤 独 な 詩 人 が 眼 に す る も の は 、 「す べ て が 空 席 」118の 状 態 に あ る 。 そ

れ は す な わ ち 、 詩 人 が 自 由 に 対 象 へ と恣 意 的 な 意 味 を 付 与 し う る と い う こ と

に ほ か な ら な い 。 ベ ン ヤ ミ ン が ボ ー ド レ ー ル の な か に 「ア レ ゴ リ ー 的 志 向 」

を 見 い だ し た の は 、「売 淫 」 と い う メ タ フ ァ ー に よ っ て ボ ー ド レ ー ル が 言 わ ん

と す る 詩 人 の 性 格 が バ ロ ッ ク の ア レ ゴ リ ー に 典 型 的 な 志 向 と 繋 が っ て い る と

思 わ れ た か ら で あ る 。 ベ ン ヤ ミ ン は 『ドイ ツ 悲 劇 の 根 源 』 の な か で 、 バ ロ ッ

ク の ア レ ゴ リー を こ う説 明 して い る。

メ ラ ン コ リー の 眼 差 しの も と で 、あ る 対 象 が ア レゴ リー 的 な も の と化 し、メ ラ ン コ

116CharlesBaudelaire:"LeSpleendeParis"
,XHLesFoules;ρ ρ.Cl t.,p.291.

u7CharlesBaudelaire:1わ ゴdし

118CharlesBaudelaire:ゴ わゴゴ,
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リー が そ の対 象 か ら生 命 を 洗 い 流 す 。そ の 後 、 この 対 象 が 死 滅 して は い るが 永 遠 の

うち に 保 存 され た もの と して 留 ま り続 け る 際 、この 対 象 は 無 条 件 に ア レ ゴ リカ ー の

手 に 引 き渡 され 、彼 の 眼 前 に横 た わ る。 そ れ は す な わ ち 、以 後 この 対 象 が 何 らか の

意 味 内 容 や 意 味 をお の ず か ら放 つ こ とな ど 全 く不 可 能 に な っ て しま う と い うこ と

を 意 味 して い る。 こ の対 象 は 、ア レゴ リカ ー が 付 与 す る もの を お の れ の 意 味 内容 と

して 受 け 取 る の であ る。 ア レ ゴ リカ ー は 、お の れ が 付 与 し よ う とす る もの を対 象 の

う ちへ と投 げ入 れ 、 対 象 の 深 部 へ と入 り込 む 。(中 略)ア レ ゴ リカ ー の 手 の 中 で 、

婁 勃 ほ 他 ゐ も伽 と象 ら、そ ゐ と と で ナ シ ヨ ウゐ ∴ ほ 、 と ゐ 他 あ 荷 もゐ が1とゐ い そ勅

語 るの で あ る。(傍 点 引 用 者)119

バ ロ ッ ク の ア レ ゴ リ ー は 、 ア レ ゴ リ カ ー が 対 象 に 意 味 を 付 与 し、 そ の 意 味 を

再 び 奪 い 去 る と い う運 動 を 繰 り返 す 。 そ の 意 味 で は 、 意 味 の 連 関 を 付 与 す る

こ と も 、 そ の 連 関 か ら 対 象 を 引 き ち ぎ る こ と も ア レ ゴ リ カ ー の 行 い に 含 意 さ

れ て い る 。 バ ロ ッ ク の ア レ ゴ リー に あ っ て も 、 事 物 は 「す べ て が 空 席 」 の 状

態 に 置 か れ る の で あ り、 こ の 「空 席 」 に ア レ ゴ リ カ ー が 意 味 を 付 与 す る の で

あ る 。 ア レ ゴ リ カ ー が 事 物 に お の れ が 付 与 し よ う と す る 意 味 を 投 げ 入 れ る そ

の や り 方 は 、 ボ ー ド レ ー ル が 「思 い が け ず 目 に す る も の 、 通 りが か っ た 見 知

ら ぬ 人 に 自 分 の す べ て を 委 ね よ う 」 と す る そ の や り方 に 酷 似 して い る。 バ ロ

ッ ク の ア レ ゴ リ カ ー が 事 物 に 備 わ っ た 意 味 を 自 由 に 付 与 す る よ う に 、 ボ ー ド

レ ー ル は 「群 衆 」 の な か に 「悲 し み 」 を 抱 く 存 在 を 見 い だ し て は 、 そ の よ う

な 人 物 へ と お の れ を 投 げ 入 れ る の で あ る 。 こ う し た 活 動 は 、 バ ロ ッ ク の ア レ

ゴ リ カ ー に あ っ て も ボ ー ド レ ー ル に あ っ て も 、 倦 む こ と な き 活 動 と し て 志 向

さ れ 続 け る 。 「群 衆 」 の な か に 詩 の 主 題(「 悲 しみ 」 を 抱 い た 存 在)を 見 い だ

す こ と こ そ 、ボ ー ド レ ー ル に と っ て の 「ア レ ゴ リ ー 的 志 向 」に ほ か な ら な い 。

一 方 バ ロ ッ ク の ア レ ゴ リ カ ー に つ い て
、ベ ン ヤ ミ ン は こ う 言 っ て い る 。「弛 む

こ と な く 変 化 さ せ 、 解 釈 し 、 掘 り下 げ な が ら 、 悲 劇 は 、 あ れ や こ れ や

llgWalterBenjamin:"UrsprungdesdeutschenTrauerspieIs";陥/'θrβ θη1力加 加

、4わ加 〃【伽 η8θ η σ θ8ヨ1η1η θ1`θ30加iftenβ 証 ∫-1(Frankfurta.M.:SuhrkampVerlag,

1974),S.359.
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と[エ ム ブ レ ム の]イ メ ー ジ を 変 化 させ る 」。120対 象 の な か に 恣 意 的 な 意 味

を 付 与 す る 活 動 を ベ ン ヤ ミ ン は 「ア レ ゴ リ ー 的 志 向 」と 呼 ん で い る の で あ り 、

そ の よ うな や り 方 は 、 ボ ー ド レー ル が 「群 衆 」 の な か に 詩 の 主 題 を 探 し 求 め

る そ の 様 相 の な か に も は っ き り と 見 て 取 れ る も の で あ る 。

「ア レ ゴ リー 的 志 向 」が ボ ー ド レー ル の な か に も 立 ち 現 れ る 。だ とす れ ば 、

バ ロ ッ ク の ア レ ゴ リ カ ー と ボ ー ド レ ー ル に 思 考 的 な 差 異 は 無 い と い う こ と に

な る の だ ろ う か 。 ベ ン ヤ ミ ン は 「第 二 帝 政 」 の な か で 、 ボ ー ドレ ー ル の 相 貌

を 次 の よ う に ま と め て い る 。

ボー ドレー ル は い か な る確 信 も持 ち合 わせ て は い な か っ た の で 、 自 ら が っ ね に 新

た な 姿 を 身 に 纏 っ た の で あ る。 フ ラ ヌ ール 、 無 頼 漢 、 ダ ンデ ィ、 屑 屋 は 、 彼 に と

っ て 、そ れ だ け の 役(dieRolle)な の で あ っ た 。 なぜ な ら、 モ デ ル ネ の 英 雄 は 、

圭 大 公 で ほ 姦 ぐ 圭 入 公 を 演Oる 入 勅(Heldendarsteller)だ か らで あ る 。 英 雄 的

な 近 代 とは 、 悲 劇 の よ うな もの で あ り、そ の な か で は 主 人公 の 役 を 自由 に

演 じ る こ とが 出 来 る とい う こ とが 明 らか に な る。(傍 点 引 用 者;PB。5.600. )

ボ ー ド レ ー ル に と っ て 世 界 と は 、「トラ ウ ア ー シ ュ ピ ー ル 」の 舞 台 そ の も の で

あ っ た 。 彼 は お の れ が 眼 に し た 人 物 に な る 一 ― 「群 衆 」 の な か に 見 い だ し た

「悲 しみ 」 に お の れ を 投 げ 入 れ る … 一 こ と に よ っ て 、 こ の 舞 台 を 詩 へ と 移 し

入 れ た の で あ る 。 ボ ー ド レ ー ル は 詩 と い う 舞 台 上 で 、 役 柄 の 「悲 し みdie

Trauer」 を 演 じ る(spielen)。 「ア ル テ ィ ス ト」 と し て の ボ ー ド レ ー ル の 相

貌 が(PB,S.603.)、 彼 の 「ア レ ゴ リ ー 的 志 向 」 の な か に 浮 か び 上 が る こ と に

な る 。彼 は 「悲 し み 」を 自 由 に 演 じ る こ と が 出 来 る 。そ の 役 を 演 じ る 場 こ そ 、

詩 と い う舞 台 に ほ か な ら な か っ た の で あ る 。 ベ ン ヤ ミ ン は 、 ボ ー ド レ ー ル の

こ の よ うな 態 度 を 「死 の ミ メ ー シ スMimesisdesTodes」(PB.S.587.)と

い う表 現 で 言 い 表 そ う と し た 。 「悲 しみ 」 に 目 を 留 め 、 そ の 「悲 し み 」 を お の

れ に 内 面 化 させ よ う とす る 態 度 が 、 ボ ー ド レ ー ル に認 め ら れ る 特 異 性 な の で

120Walter Benjamin:a .aｮi,S.404.
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あ る 。 こ の よ うな 特 異 性 は 、 バ ロ ッ ク の ア レ ゴ リ カ ー に は 認 め られ な い 。 ゆ

え に 、 ベ ン ヤ ミ ン は こ う言 う の で あ っ た 一 一 「バ ロ ッ ク の ア レ ゴ リ ー は 屍 体

を た だ 外 側 か ら だ け し か 見 な い 。 し か し 、 ボ ー ド レ ー ル は こ れ を 内 側 か ら も

見 る の で あ る 」(ZP.S.684.〈36>)。 ボ ー ド レ ー ル の 「ア レ ゴ リ ー 的 志 向 」 に

は 、 「悲 しみ 」 を 「内 側 か ら も 見 」 よ う と す る(お の れ に 内 面 化 し よ う と す る)

意 志 が 備 わ っ て い る 一 一 「喪 の ヴ ェ ー ル に 包 ま れ た 広 が り」 を 目 に した 詩 人

が そ の 目 に 「ヒ ス テ リ ー の 涙 」 を 浮 か べ た の は 、 「悲 し み 」 を 内 面 化 さ せ る か

ら で あ る 。 お の れ が 事 物 の 意 味 を 、 遊 戯 的 に 、 あ れ や こ れ や と変 化 さ せ る ア

レ ゴ リ カ ー が 、 事 物 そ の も の を お の れ に 内 面 化 さ せ る こ と は な い 。 そ の こ と

が 、 バ ロ ッ ク の ア レ ゴ リカ ー と ボ ー ド レ ー ル と を 分 か つ 唯 一 の 要 因 で あ る 。

「死 の ミ メ ー シ ス 」 こ そ 、 ボ ー ド レ ー ル と バ ロ ッ ク の ア レ ゴ リ ー と を 分 か

つ 要 因 で あ る 。 し か し 、 こ の 唯 一 の 要 因 を ボ ー ド レー ル は 十 分 に 演 じ る こ と

が で き た の で あ ろ う か 。『悪 の 華 』 で 、彼 は 舞 台 に 向 け て 奇 妙 な 憤 癒 を ぶ つ け

る 。

一 一 お い 、 何 だ!た っ た これ だ けだ っ て の か?

舞 台 の幕 は上 が っ て い た が 、 わ た しは 依 然 待 っ て い た 。t2]

彼 は 「ま るで芝居 を待 ち焦がれ うず うず してい る子 どもの よ うに」122舞 台の

正 面に陣取 っていた。 ここには二重 の不在 が備 わ ってい る。舞 台の上 で役柄

を演 じる役者 の不在、そ して、その役者 が演 じる役 の不在 がそれ であ る。「ト

ラ ウアーシ ュ ピール」の舞台 に登 る ことが出来 るのは 、「英雄」の役 を演 じる

存 在で しか ない。舞台 の幕 が上が って も、いまだ客席 に陣取 ってい る詩人 は、

そ の際、彼 自身 、「英雄 」と観客 との役 を混同 してい たので あろ う。舞 台が始

ま らないの は、役者そ の人が陣取 ってい る席 を立 ち、舞 台へ と登 らないか ら

であ り、役者 で ある詩人 が舞台へ と登 らないの は、彼 が役 者 としておのれの

役 を承知 していない か らであ る。この詩 のなか には 、「死」 とい う表現 が二度

121CharlesBaudelaire:"LesFleursdumal";qρ ,of乙,p.129.(125)

122CharlesBaudelaire:ibゴ ゴ.
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登 場 す る 。f 一 一 わ た し は 死 ぬ つ も りだ っ たJ'allaismourir」123と 最 初 に

述 べ られ て い る が 、 そ れ は 彼 の な か で 「憎 悪 が 混 ざ り 合 っ た 欲 動 、 私 的 な 苦

し み に も 似 た も の(un mal particulier)」 が 感 じ られ た か ら で あ る 。 先 に 引

用 し た 憤 葱 の 直 前 で 、 詩 人 は お の れ の 「死 」 を 語 っ て い る 一 一 「驚 き な し に

わ た し は 死 ん で い たJ'騁ais mort sans surpriseJ(傍 点 引 用 者)。124r死 」

を 予 感 し た 時 、 彼 の な か に は 憎 悪 と苦 しみ が 湧 き 上 が っ た と 言 わ れ て お り 、

「死 」 そ の も の に は 、 「驚 き な し にJと い う 修 飾 が な さ れ て い る 。 こ の よ う な

経 過 を た ど り、 劇 が 始 ま ら な い と い う事 態 が 生 じ た の で あ る 。 ボ ー ド レ ー ル

がr憎 悪 」 を 爆 発 さ せ る の は0彼 が 見 い だ し た も の が 、 次 の 瞬 間 に は 「均 質

化 す る 」エ ネ ル ギ ー に 搦 め 捕 ら れ る 、そ の よ うな 運 命 に 直 面 す る 時 で あ っ た 。

彼 の 「理 想 」 が 失 わ れ た も の の 想 起 を 目指 す も の だ と す れ ば 、 こ の 「理 想J

が 断 念 され る 場 面 で(そ れ は す な わ ち 、 お の れ に 「悲 し み 」 を 内 面 化 さ せ る

そ の 試 み が 頓 挫 し て し ま う 状 況 に あ っ て)、 彼 は 「怒 り」 を 爆 発 さ せ る の で あ

る 。r理 想 」 を 断 念 せ ざ る を 得 な い 状 況 に あ っ て 、詩 人 は お の れ を 投 げ 入 れ る

対 象 を 見 失 う こ と に な る 。 そ れ は 、 彼 の な か で も は やr死 の ミ メ ー シ ス 」 を

断 念 せ ざ る を 得 な い 状 況 が 生 み 出 され た と い う こ とに ほ か な ら な い 。 ボ ー ド

レ ー ル は 「シ ョ ッ ク の 経 験 」 を な す こ と で 詩 を 描 き0こ の 経 験 が0詩 人 に 役

を 与 え 、 そ の 役 を 詩 人 も 内 面 化 さ せ た 。 し か し 「驚 き 」 が 無 く な っ て し ま っ

た こ と が 、 詩 と い う 舞 台 そ の も の を 構 成 す る こ とす ら 不 可 能 に して し ま っ た

の で あ る 。「恐 ろ し い 暁(la terribleaurore)カ §/わ た し を 覆 っ て い た 」125と 、

ボ ー ド レー ル は 言 っ て い る 。 「恐 ろ しい 暁 」 に 覆 わ れ た 詩 人 は 、 自 身 の こ と を

こ の よ う に 見 る の で あ っ た 一 ― 「こ の う っ と う し い 世 界 へ と迷 い 込 み 、 群 衆

か ら ひ じ鉄 を 食 ら わ さ れ る わ た し は 、 背 後 の 深 い 月 日 に 迷 い か ら の 目 覚 め

(d駸abusement)と 苦 し み だ け を 見 て 、 前 方 に は 教 訓 も 死 別 の 悲 し み

(douleur)も 、 何 一 つ 新 し い も の を 含 ん で は い な い 雷 雲 ば か り が 見 え る 、 ア

123CharlesBaudelaire:Op .cl t.,p,128.(125)

124CharlesBaudelaire:ρ μoゴt .,p.129.(125)

三25CharlesBaudelaire:fわ ゴゴ
,
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ン ニ ュ イ に 慧 か れ た よ うな 人 間 で あ る 」。126「 シ ョ ッ ク の 経 験 」 を も は や な

す こ と が 出 来 な い 詩 人 の 心 は 、「ア ン ニ ュ イ 」に 取 り 慧 か れ て ゆ く 。か っ て 「群

衆 」 の な か に 「悲 しみ 」 や 「苦 しみ 」 を 見 い だ そ う と し た 詩 人 の な か に 、 も

は や そ れ ら を 見 い だ す こ と が 出 来 な い こ と へ の 「悲 し み 」 や 「苦 し み 」 が 込

み 上 げ て く る の で あ る 。 ボ ー ド レー ル は 、 ま さ に 「ア ン ニ ュ イ な こ の 世 界 」

へ と 搦 め 捕 ら れ て ゆ く 。 「驚 き な し に 」 と い う表 現 に は 、 「シ ョ ッ ク の 経 験 」

が も は や 不 可 能 に な っ た 状 態 と 同 時 に 、 詩 人 が 「ア ン ニ ュ イ 」 に 捕 ら え られ

る 状 態 が 含 意 さ れ て い る の で あ る 。

「世 界 は 終 わ ろ う と して い る 」127-一 ボ ー ド レ ー ル に あ っ て こ の よ う に 言

わ れ る 世 界 イ メ ー ジ は 、 バ ロ ッ ク の ア レ ゴ リ カ ー に あ っ て は 「一 切 の 地 上 的

な も の が 崩 壊 し て 廃 虚 に な っ た 」128イ メ ー ジ と し て 現 れ 出 て い る 。 そ の 意

味 で は 、 そ れ ぞ れ が 「ア レ ゴ リー 的 志 向 」 の 限 界 を 意 識 して い た 。 ボ ー ド レ

ー ル は 「ア ン ニ ュ イ な こ の 世 界 」 へ と 搦 め 捕 ら れ
、 バ ロ ッ ク の ア レ ゴ リ カ ー

は 「屍 体 の こ ろ が る 光 景 」129を 目 の 当 た り に し て 眩 量 に 襲 わ れ る 。 「ア ン ニ

ュ イ な こ の 世 界 」 を 覆 っ て い る の は 「繰 り 返 し 同 じ も の 」 が 現 れ て は 消 え て

ゆ く 、 そ の 連 続 性 な の で あ り 、 こ の 運 動 は 、 バ ロ ッ ク の ア レ ゴ リ カ ー が 事 物

に 対 峙 す る と き に な す 操 作 と 同 じ も の で あ る 。バ ロ ッ ク の ア レ ゴ リ カ ー に は 、

不 意 に 自 身 の こ れ ま で の 操 作 が 「自 己 欺 隔 」 に す ぎ な い と い う意 識 が 湧 き 上

が る の で あ り(ペ ス トの 流 行 に よ っ て ヨ ー ロ ッ パ 中 を 埋 め 尽 く し た 屍 体 を 目

の 当 た り に し 、 ア レ ゴ リカ ー の な か に 、 自 身 も そ の 例 外 で は な い と い う意 識

が 芽 生 え る130)、 こ の よ うな 豹 変 に よ っ て 、 彼 の 眼 に 世 界 は 廃 虚 と し て 映 り

込 む こ と に な る 。 ボ ー ド レー ル も バ ロ ッ ク の ア レ ゴ リ カ ー も 、 こ の 虚 無 の 世

界 を 前 に し て 逃 れ 得 な い 敗 北 感 を 喫 す る の だ が 、 こ の 感 覚 が 、 逆 転 的 に こ の

世 界 か ら 逃 れ う る 視 座 を 開 け 開 く。 ベ ン ヤ ミ ン は バ ロ ッ ク の ア レ ゴ リ カ ー に

生 じ る こ の 逆 転 を 「復 活 の ア レ ゴ リ ー 」 と 呼 び 、 彼 ら が 目 の 当 た りに した 虚

26Charles】3audelaire:``Fus馥s"
,ρ ρ,Cl t.,p.667.

27CharlesBaudelaire:Op
. ci t.,p.665.

28WalterBenjamin:a .a.0,S.405.

2gWalterBenjamin:a
.∂.0,S.406.

30WalterBenjamin:a .a.0,S.405.
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無 を 抜 け 出 す 可 能 性 を そ こ に 見 い だ そ う と し て い る 。131し か し こ の 逆 転 の

内 実 に っ い て の 詳 細 は 語 ら れ な い ま ま で あ る 。 そ の 点 、 ボ ー ド レー ル に あ っ

て こ の 敗 北 感 か ら 産 み 出 さ れ る 働 き に つ い て は 、 具 体 的 に そ の 詳 細 が 語 ら れ

て い る 。 「憂 欝 」 に 捕 ら わ れ る こ と に よ り 、 ボ ー ド レ ー ル は 「怒 り 」 を 爆 発 さ

せ た 。 そ れ は 彼 が ど ん な に 「理 想 」 を 追 い 求 め よ う と も 、 つ ね に 「憂 欝 」 へ

と 搦 め 捕 ら れ て し ま う 、 そ の よ う な 敗 北 感 に よ っ て 産 み 出 さ れ た 「怒 り」 な

の で あ る。 そ れ ゆ え 、 「怒 り 」 の な か に は 、 も は や 「理 想 」 を 見 い だ す こ と が

出 来 な い と い う 諦 め と 、 諦 念 せ ざ る を え な い こ と へ の 「悲 し み 」 が 備 わ っ て

い る の で あ る 。 ル ネ サ ン ス 期 に は 「神 に ま っ わ る 事 柄 お よ び 人 間 に ま つ わ る

事 柄 の 本 質J132が 「図 像 記 号 」 に 備 わ る と解 さ れ た 「ア レ ゴ リー 」 の 、 当

初 の 信 念 を 断 念 す る こ と が 、「復 活 の ア レ ゴ リー 」へ と 寝 返 っ た ア レ ゴ リカ ー

の な か に 「悲 し み 」 を 沸 き 上 が らせ た と し て も 、 何 ら 不 思 議 で は な い 。 そ の

よ う な 悲 しみ を 抱 き つ つ 、 バ ロ ッ ク の ア レ ゴ リ カ ー は 、 虚 無 の 世 界 か ら 逃 れ

う る 術 を模 索 す る 。「ア レ ゴ リ ー 的 志 向Jの 限 界 を 意 識 す る ボ ー ド レー ル と バ

ロ ッ ク の ア レ ゴ リカ ー の 双 方 に は 、 か っ て 夢 見 た も の を 断 念 せ ざ る を え な い

こ と へ の 「悲 し み 」 が 宿 っ て い る の で あ る 。

ベ ン ヤ ミ ン は ボ ー ド レ ー ル の こ の よ う な や り 方 を 、 ブ ラ ン キ に 重 ね て 捉 え

よ う と し た の で あ り 、 そ の や り方 を 「プ ッ チ ス トの 技 法 」 と し て 捉 え た の で

あ っ た 。ベ ン ヤ ミ ン に よ れ ば 、 「そ の 都 度 切 迫 す る 破 局 か ら 、 ぎ り ぎ り の 瞬 間

に 、 人 間 を 引 き 抜 く決 意 がﾘ同 時 代 の 他 の 革 命 的 政 治 家 に も 増 し て 、 ブ ラ ン

キ に と っ て 重 要 事 項 」 で あ る(ZPS.687.〈40>)。 ベ ン ヤ ミ ン は プ ッ チ ス ト

と し て の ブ ラ ン キ の こ の 決 意 を 、 ボ ー ド レ ー ル の な か に も 読 み 込 も う と して

い る 。 ボ ー ド レー ル は こ の よ う な 決 意 を 実 行 す る た め に 、 「憂 欝 」 へ 搦 め 捕 ら

れ る こ と を 説 く の で あ る 。 「破 壊 の 永 遠 法 則 」 は 、 「憂 醗 」 に 搦 め 捕 られ た 人

間 の な か で 沸 き 上 が る 破 壊 欲 動 に ほ か な ら な い が 、 こ の 欲 動 は 、 「憂 欝 」 が 強

い て く る 統 一 を 打 ち 破 ろ う と す る こ と で 、 瞬 間 的 に 、 人 間 や 事 物 を こ の エ ネ

ル ギ ー か ら 解 放 し よ う と す る 欲 動 な の で あ る 。 ベ ン ヤ ミ ン は こ う し た 可 能 性

1:31WalterBenjamin:a .a. 0.,S.406.
132WalterBenjamin:a .a.0,S.347.
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を 「弁証法 的イ メージ」 とい う言葉 のなか に込 めたので あ り、そ の よ うな可

能性 を、ア レゴ リカー ・ボー ドレール の相貌 の なか に見 出そ うとしたので あ

る。 ボー ドレールのなか に、再 び 「理 想」 へ と立 ち返 るかの よ うな思考 を読

み 込 も うとす る(す なわ ち、再 び事物 に 「ア ウラ」 を付 与 しよ うと してい る

かに思 われ る)次 の メモは、「万物 照応 」とい う思考 法か らず らされ た 「想起」

の可能性 を物 語 ってい る。

弁 証 法 的 イ メ ー ジ は 一 瞬 ひ ら め く よ うな もの で あ る。 そ の よ うな も の と して 、今

とい う時 間 の 中 に 一 瞬 ひ ら め く イ メ ー ジ を 知 覚 し うる こ とが で き る もの と して 、

ボ ー ドレー ル の ケ ー ス の うち に 、 か つ て あ っ た も の の イ メ ー ジ を掴 む こ と。 そ の

よ うに して 、 た だ そ の よ うに して の み 遂 行 され る救 出 は 、 も はや 救 出 で き な い 、

央 お 乳 う ら あ る才 ヌ ニ ミ〉ふ ら知 壷 を毎 る 三 と力弐そ き る(bで あ る。

(傍 点 引 用 者;ZP5.682.〈33>)

失 われ た時 が、偶然に もた らされ る出来事 に よって見 いだ され る ことは ない。

過 去 の想 起 が、「理想」に よって見 いだ され る こ とはない のであ り、・この可能

性 は唯一 「モデルネ」 を捉 える思考の なか にだ け宿 され て いる。Fモ デルネJ

を捉 え るた めの視座 をボ ー ドレールが意 図 した、とベ ンヤ ミンは考 えてい る。

プル ース トは、「意志 的記憶」によって は想 起 は限定 的な ものに留ま ると言 っ

た。 しか しボー ドレール は、意 志的に想 起 を語 らん とす るのであ る。そ の際

彼 が用い る方法 こそ、戦 略的に 「怒 り」 を生 じさせ る技法 だったので ある。

ボ ー ドレー ル にお い て 、〈モ デ ル ネ〉 は 、 も っ ぱ ら感 受 性 に 基 づ い て い るわ け で は

な い 。 老 三1とほ 、 あ る き お あ そ 高 度 姦 自発 性 示 窺 れ そ い る 。 ボー ドレー ル に お け

る近 代 と は 、 征 服 す る こ と(dieEroberung)で あ る。

(傍 点 引 用 者;ZP.S.662.<7>)

こ の 思 考 が 、 ボ ー ド レー ル を ベ ン ヤ ミ ン が ど の よ う に 捉 え よ う と し た の か を
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正 確 に 物 語 っ て い る 。 ボ ー ド レ ー ル は 「モ デ ル ネJを 捉 え る 思 考 を 自 発 的 に

生 じ さ せ よ う と し 、 そ の こ と に よ り、 「近 代 」 を 征 服 し よ う と し た 。 そ の 際 彼

が 用 い た 技 法 こ そ 、 「プ ッ チ ス ト」 の そ れ で あ り、 そ の こ と に よ る 「群 衆 」 か

ら の 孤 立 な の で あ る 。 ブ ラ ン キ が 陰 謀 を 企 て る た め に 用 い た 方 法 が 「秘 匿 」

で あ っ た よ う に 、 ボ ー ド レ ー ル も 「モ デ ル ネ 」 を 読 み 解 く た め に こ の 手 法 を

用 い る 。 「ぎ り ぎ り の 瞬 間 に 、 入 間 を 引 き 抜 く決 意 」は 、密 か に 詩 の な か に 配

置 さ れ て い る が 、 こ の 注 意 深 く 配 置 され た 言 葉 の な か に 「失 わ れ っ っ あ る イ

メ ー ジ 」 が 横 た わ っ て い る の で あ る 。 ベ ン ヤ ミ ン は 、 こ う し た 言 葉 は 、 大 文

字 で 書 か れ て い る の で す ぐ に 見 分 け が つ く と 言 っ て い る(...S.6⑪3。)。 「憂

欝 」に 搦 め 捕 ら れ つ つ も 、そ こ の こ と に よ っ て 詩 人 の な か に 湧 き 上 が っ た 「悲

しみ 」 が 、 か つ て 見 い だ し た も の の 記 憶 を 逆 転 的 に 浮 か び あ が ら せ る 。 ベ ン

ヤ ミ ン は 、「自 分 の 手 の な か に あ る破 片 へ と 視 線 を 落 と し て は 驚 愕 す る 、思 い

煩 う入 間 が 、 ア レ ゴ リ カ ー に な る 」(ZP5.676.〈28>)と 言 っ て い る 。 「憂 欝 」

に 搦 め 捕 ら れ た 詩 人 が�� は や 「群 衆 」 の な か に 「シ ョ ソ ク の 経 験 」 を 見 い

だ す こ と は な い 。 「憂 轡 」 の な か で 「孤 独 」 に な る詩 人 は0「 自 分 の 手 の な か

に あ る 」 か つ て の 記 憶 を 目 に して シ ョ ッ ク を 受 け る の で あ り 、 そ の よ う に し

て シ ョ ソ ク を 経 験 し た 詩 人 の 眼 差 し が 「群 衆 」 へ と 向 け か え ら れ た 時 、 も は

や 「群 衆 」 の な か で シ ョ ッ ク を 経 験 し え な い こ と へ の 「怒 りJが 込 み 上 げ る

の で あ る 。

あ あ 〈死 〉 よ、 年 老 い た船 長 よ 、 時 間 だ!錨 を 揚 げ よ う!

この 国 は わ た しに 倦 怠 を 抱 か せ る、 あ あ く死 〉 よ!出 港 しよ う!133

も は や 「群 衆 」 の な か に 「悲 し み 」 を 見 い だ す こ と の な い 世 界 に 、 詩 人 は 別

れ を 告 げ る 。 そ し て 歩 み ゆ く の で あ る 。 彼 の 旅 は 「〈世 界 に 埋 も れ た も の

1'lnoconnu>の 奥 に 新 し い も の を 見 出 す た め の 」134旅 で あ る 。 ボ ー ド レ ー一ル

133CharlesBaudelaire:"LesFleursdumal";ρ μoゴt ,,p.134.(126)

134CharlesBaudelaire:ibi〔 乳

一63一



の 旅 へ の 情 熱 が 、 パ リ と い う都 市 を 離 れ ゆ く こ と は な か っ た 。 彼 の 情 熱 は 、

っ ね に19世 紀 の パ リの 街 に 注 が れ て い る 。 パ リの 只 中 に あ っ て 旅 へ の 情 熱

を 抱 く こ と 、 そ の よ う な 情 熱 が ボ ー ド レ ー ル を 捕 ら え て い た 。 彼 は こ の 世 界

を 新 し い や り 方 で 見 よ う とす る の で あ る 。「均 質 化 す る 」エ ネ ル ギ ー が 世 界 を

覆 っ て い よ う と も 、 こ の エ ネ ル ギ ー に 抗 し て 「新 し い も の 」 を 見 い だ そ う と

す る 意 志 へ と ボ ー ドレ ー ル は 吸 い 寄 せ ら れ て ゆ く 。 彼 に は そ の よ う な 可 能 性

が 、 世 界 を 覆 う ヴ ェ ー ル が 引 き ち ぎ ら れ る こ と に よ っ て 獲 得 さ れ う る と 思 わ

れ た の で あ る(PB.S.562.)。 「フ ァ ン タ ス マ ゴ リー 」 を 破 壊 す る 意 志 が 、 ア

レ ゴ リ カ ー ・ボ ー ドレ ー ル の 天 分 な の で あ り 、 彼 は こ の 天 分 を 全 うせ ん が た

め に 旅 へ の 情 熱 を 抱 き 続 け る の で あ る 。
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