
闇

夜

と

光

彩

の

あ

い

だ

に

 

 

今

村

純

子

 

  

す

で

に

こ

の

世

に

不

在

の

人

を

思

い

出

さ

せ

る

小

さ

な

か

け

ら

を

手

に

し

た

と

き

、

そ

の

人

を

か

つ

て

な

い

ほ

ど

リ

ア

ル

に

ヴ

ィ

ヴ

ィ

ッ

ド

に

イ

メ

ー

ジ

す

る

こ

と

が

あ

る

だ

ろ

う

。

だ

が

こ

の

経

験

に

は

否

応

な

く

痛

み

や

苦

し

み

と

い

っ

た

負

の

感

情

が

つ

き

ま

と

う

。

で

き

れ

ば

避

け

た

い

こ

れ

ら

の

感

情

に

わ

た

し

た

ち

は

ど

の

よ

う

に

し

て

同

意

し

う

る

の

で

あ

ろ

う

か

。

そ

れ

は

わ

た

し

た

ち

の

う

ち

な

る

対

象

へ

の

愛

が

ま

さ

し

く

自

ら

の

う

ち

に

漲

り

、

苦

し

み

や

痛

み

の

感

情

が

美

の

感

情

へ

と

転

換

さ

れ

る

こ

と

に

よ

っ

て

で

あ

る

。

 

 

こ

の

経

験

は

、

わ

た

し

た

ち

の

生

の

創

造

と

は

無

の

経

験

に

ほ

か

な

ら

な

い

こ

と

を

知

ら

し

め

る

。

だ

が

こ

の

無

そ

の

も

の

は

認

識

し

え

ず

、

記

憶

、

痕

跡

、

廃

墟

と

い

っ

た

「

無

の

イ

メ

ー

ジ

」

が

認

識

に

不

可

欠

な

も

の

と

な

る

。

ニ

ー

チ

ェ

や

ハ

イ

デ

ッ

ガ

ー

と

い

っ

た

哲

学

者

た

ち

は

自

ら

の

個

性

を

も

っ

て

こ

の

無

の

イ

メ

ー

ジ

を

描

き

出

そ

う

と

し

て

き

た

。

だ

が

彼

ら

の

思

考

を

受

け

取

り

直

す

わ

た

し

た

ち

自

身

は

ど

う

で

あ

ろ

う

か

。

「

神

の

死

」

や

「

存

在

の

忘

却

」

と

い

っ

た

言

葉

だ

け

が

ひ

と

り

歩

き

し

、

わ

た

し

た

ち

の

思

考

自

身

は

な

お

ざ

り

に

さ

れ

て

は

い

な

い

だ

ろ

う

か

。

 

 

社

会

に

生

き

る

か

ぎ

り

、

わ

た

し

た

ち

は

権

威

・

権

力

・

名

誉

と

い

っ

た

強

さ

へ

向

か

う

こ

と

を

余

儀

な

く

さ

れ

て

い

る

。

そ

れ

ゆ

え

散

り

ゆ

く

桜

の

花

び

ら

や

夜

空

に

輝

く

星

々

と

い

っ

た

儚

さ

や

遠

さ

に

接

す

る

と

き

自

ら

の

う

ち

に

溢

れ

出

る

美

の

感

情

を

享

受

し

、

弱

さ

へ

と

向

か

う

と

し

て

も

、

そ

の

経

験

は

ふ

た

た

び

時

間

の

流

れ

の

な

か

で

い

と

も

容

易

く

か

き

消

さ

れ

て

し

ま

う

。

ま

し

て

や

弱

さ

が

倫

理

と

結

び

つ

く

こ

と

は

一

層

困

難

で

あ

る

。

と

い

う

の

も

、

究

極

的

に

は

死

や

、

死

を

イ

メ

ー

ジ

さ

せ

る

も

の

を

わ

た

し

た

ち

は

忌

み

嫌

う

の

で

あ

り

、

弱

さ

は

直

ち

に

「

な

い

も

の

」

と

同

義

に

な

る

。

そ

れ

ゆ

え

弱

さ

が

体

制

へ

の

抵

抗

と

な

る

こ

と

は

あ

り

え

な

い

。

 

 

こ

の

不

可

能

性

に

挑

む

「

弱

い

思

考

」

は

一

九

八

〇

年

代

の

イ

タ

リ

ア

思

想

界

を

特

徴

づ

け

る

思

潮

で

あ

る

。

そ

の

名

を

冠

し

た

本

書

は

い

ま

か

ら

三

〇

年

前

の

一

九

八

三

年

に

、

そ

の

提

唱

者

ヴ

ァ

ッ

テ

ィ

モ

と

ロ

ヴ

ァ

ッ

テ

ィ

が

呼

び

か

け

た

総

勢

一

一

名

の

論

考

か

ら

な

る

ア

ン

ソ

ロ

ジ

ー

で

あ

る

。

す

で

に

著

名

な

作

家

で

あ

り

記

号

学

者

で

あ

る

エ

ー

コ

か

ら

、

当

時

ま

だ

若

く

そ

の

後

そ

れ

ぞ

れ

ユ

ニ

ー

ク



な

活

躍

を

見

せ

る

ダ

ル

・

ラ

ー

ゴ

や

カ

ル

キ

ア

と

い

っ

た

人

々

が

名

を

連

ね

る

。

本

書

の

魅

力

は

そ

の

多

種

多

様

性

に

あ

り

、

様

々

な

資

質

を

有

す

る

人

々

の

論

考

が

互

い

に

触

れ

合

う

な

か

で

、

微

妙

な

ず

れ

や

亀

裂

が

生

じ

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

読

者

の

思

考

を

つ

ね

に

動

き

の

な

か

に

保

つ

こ

と

に

あ

る

。

そ

し

て

そ

れ

が

可

能

と

な

る

の

は

、

論

者

そ

れ

ぞ

れ

が

美

学

を

自

ら

の

思

考

の

核

に

据

え

て

い

る

か

ら

に

ほ

か

な

ら

な

い

。
美

学

は

単

に
「

芸

術

の

哲

学

」

に

留

ま

る

も

の

で

な

く

、

否

む

し

ろ

美

学

は

「

哲

学

と

い

う

芸

術

」

を

創

造

す

る

原

動

力

と

な

る

も

の

で

あ

り

、

こ

こ

に

お

い

て

哲

学

は

政

治

・

経

済

・

文

化

へ

と

波

及

し

て

ゆ

く

。

そ

れ

ゆ

え

個

々

の

論

考

そ

の

も

の

は

実

の

と

こ

ろ

読

者

の

う

ち

に

溢

れ

出

る

美

の

感

情

の

直

中

で

捨

象

さ

れ

、

本

書

全

体

が

ひ

と

つ

の

実

在

を

映

し

出

す

こ

と

に

な

る

。

そ

れ

は

同

時

に

本

書

が

「

相

反

す

る

も

の

の

一

致

」

あ

る

い

は

「

光

と

闇

の

あ

い

だ

」

を

体

現

し

て

い

る

と

い

う

こ

と

で

も

あ

る

。

 

 

言

葉

が

あ

る

こ

と

と

そ

れ

が

人

を

動

か

す

か

ど

う

か

は

ま

っ

た

く

別

の

事

柄

で

あ

る

。

さ

ら

に

言

葉

に

よ

っ

て

動

か

さ

れ

る

こ

と

に

は

つ

ね

に

思

考

停

止

の

危

険

性

が

つ

き

ま

と

う

。

そ

れ

ゆ

え

求

め

ら

れ

る

べ

き

は

弱

さ

が

持

続

的

に

活

き

活

き

と

し

た

イ

メ

ー

ジ

に

お

い

て

映

し

出

さ

れ

る

こ

と

で

あ

る

。

こ

の

点

に

関

し

て

も

っ

と

も

興

味

深

い

の

は

、

作

家

コ

モ

ッ

リ

に

よ

る

カ

フ

カ

『

城

』

の

批

評

で

あ

り

、

こ

の

批

評

は

実

の

と

こ

ろ

そ

れ

自

体

ひ

と

つ

の

作

品

を

な

し

て

い

る

。

読

者

の

世

界

に

亀

裂

を

生

じ

さ

せ

実

在

を

震

撼

さ

せ

る

『

城

』

の

世

界

に

コ

モ

ッ

リ

に

よ

っ

て

さ

ら

な

る

亀

裂

が

入

れ

ら

れ

、

実

在

が

二

重

に

覚

醒

さ

せ

ら

れ

る

。

そ

の

逆

に

、

も

し

も

世

界

が

た

え

ず

わ

た

し

た

ち

に

矛

盾

や

不

合

理

を

突

き

付

け

な

い

な

ら

ば

、

わ

た

し

た

ち

は

具

体

的

な

生

の

な

か

で

抽

象

を

生

き

る

と

い

う

転

倒

に

陥

る

。

そ

の

と

き

わ

た

し

た

ち

は

安

寧

を

手

に

す

る

の

と

引

き

換

え

に

い

つ

し

か

生

気

の

な

い

モ

ノ

と

化

し

て

い

る

。

他

方

で

、

作

家

と

し

て

名

高

い

エ

ー

コ

は

本

書

で

は

記

号

学

者

と

し

て

面

目

躍

如

と

し

て

い

る

。

エ

ー

コ

は

「

辞

書

」

に

対

比

し

て

「

百

科

全

書

」

に

弱

い

思

考

を

見

出

す

。

百

科

全

書

は

徹

底

的

に

個

を

扱

い

な

が

ら

も

そ

の

個

は

ま

さ

し

く

己

れ

自

身

に

知

ら

れ

て

い

な

い

。

そ

し

て

こ

の

迷

宮

的

な

百

科

全

書

に

開

か

れ

て

い

る

場

合

に

の

み

、

辞

書

は

存

在

意

義

を

有

す

る

と

い

う

。

 

 

本

書

で

論

じ

ら

れ

る

「

否

定

の

思

考

」

の

系

譜

に

連

な

る

哲

学

者

た

ち

の

う

ち

、

評

者

は

と

り

わ

け



シ

モ

ー

ヌ

・

ヴ

ェ

イ

ユ

の

著

作

に

親

し

ん

で

き

た

ひ

と

り

で

あ

る

が

、

現

代

イ

タ

リ

ア

思

想

界

ほ

ど

、

未

完

結

で

矛

盾

を

見

せ

る

彼

女

の

思

想

を

創

造

的

に

継

承

し

て

い

る

場

所

は

な

い

。

本

書

に

お

け

る

論

者

ダ

ル

・

ラ

ー

ゴ

の

こ

の

三

〇

年

間

の

思

考

の

深

化

に

思

い

を

馳

せ

る

な

ら

ば

、

先

哲

た

ち

の

思

想

か

ら

ど

れ

だ

け

離

れ

、

ど

れ

だ

け

自

分

自

身

の

思

考

を

展

開

で

き

る

か

と

い

う

こ

と

に

こ

そ

「

弱

い

思

考

」

が

生

き

ら

れ

感

じ

ら

れ

る

可

能

性

を

見

る

こ

と

が

で

き

よ

う

。
（

美

学

・

表

象

文

化

論

）

 

 

 


