
〈
特
集

「
歴
史

・
経
験

・
論
理
」
３
〉

経

験

の
廃

墟

か
ら

新

た

な
歴

史

の
経

験

へ

―
―
経
験
の
可
能
性
を
探
究
す
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
考
を
め
ぐ
っ
て
―
―

柿
　
木
　
伸
　
之

ジ

ャ

ッ

ク

・

デ

リ

ダ

は

、

死

の

直

前

に

行

わ

れ

た

イ

ン

タ

ヴ

ュ

ー

の

な

か

で
、
「
原
作
の
〈
残
存
（
Ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
ｌ
ｅ
ｂ
ｅ
ｎ
）
）
」
　
（
Ｉ
Ｖ
,
　
１
０
」
に
も
と
づ
い
て
そ
の

「

死

後

の

存

続

（
Ｆ
ｏ
ｒ
ｔ
ｌｅ
ｂ
ｅ
ｎ

）

の

段

階

を

し

る

し

づ

け

る

」
（
Ｉ
Ｖ
,
　
１
１
）

よ

う

な

翻

訳

を

語

る

ヴ

ァ

ル

タ

ー

・

ベ

ン

ヤ

ミ

ン

の

「
翻

訳

者

の

課

題

」

を

参

照

し

な

が

ら

こ

う

述

べ

て

い

る

。
「

生

と

は

生

き

残

り

で

す

」
。

こ

の

「

生

き

残

り

」

と

し

て

の

生

は

、

け

っ

し

て

馴

致

さ

れ

え

な

い

緊

張

に

よ

っ

て

貫

か

れ

て

い

る

。

デ

リ

ダ

に

と

っ

て

生

き

る

と

は

、
「

死

の

後

に

生

き

る

こ

と

」

な

の

で

あ

る

。

「
死

の

後

に

生

き

る

こ

と

」

で

す

ら

あ

る

よ

う

な

仕

方

で

緊

張

の

み

な

ぎ

る

生

を

生

き

残

る

こ

と

、

そ

れ

を

こ

こ

で

仮

に

「

経

験

」

と

呼

ぶ

な

ら

ば

、

そ

れ

に

つ

い

て

述

べ

た

マ

ル

テ

ィ

ン

・

ハ
イ

デ

ガ

ー

の

言

葉

が

思

い

起

こ

さ

れ

る

。
「
何

か

を

相

手

に

経

験

（
Ｅ
ｒ
ｆａ
ｈ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ

）

を

な

す

と

は

、

そ

の

何

か

が

事

物

で

あ

ろ

う

と

、

人

間

で

あ

ろ

う

と

、

神

で

あ

ろ

う

と

、

そ

れ

が

わ

れ

わ

れ

の

身

に

降

り

か

か

っ

て

く

る

こ

と

、

そ

れ

が

わ

れ

わ

れ

に

命

中

す

る

こ

と

、

そ

れ

が

わ

れ

わ

れ

に

襲

い

か

か

っ

て

く

る

こ

と

、

そ

れ

が

わ

れ

わ

れ

を

投

げ

倒

し

て

変

え

て

し

ま

う

こ

と

を

い

う

」
。

そ

の

よ

う

な

強

度

に

お

い

て

「

経

験

」

を

考

え

る

と

き

、

ハ

イ

デ

ガ

ー

は

「

経

験

」

と

い

う

語

の

由

来

に

思

い

を
馳
せ
て
い
よ
う
。
「
経
験
〈
ｅ
ｘ
ｐ
ｅ
ｒ
ｉ
ｅ
ｎ
ｃ
ｅ
／
Ｅ
ｒ
ｆ
ａ
ｈ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
）
」
ｊ
と
い
う
語
が

語
源
的
に
（
危
険
〈
ｐ
ｅ
ｒ
ｉ
ｃ
ｕ
ｌ
ｕ
ｍ
/
G
e
f
a
h
r
）
」
を
「
く
ぐ
り
抜
け
る
〈
ｅ
ｘ
ｐ
ｅ
ｒ
ｉ
ｒ
ｉ
／

ｄ
ｕ
ｒ
ｃ
ｈ
ｆ
ａ
ｈ
ｒ
ｅ
ｎ
)
」
こ
と
を
意
味
す
る
の
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
彼
は
異

他

な

る

も

の

と

衝

撃

と

と

も

に

出

会

う

な

か

で

自

己

が

変

貌

さ

せ

ら

れ

る

出

来

事

を

、
「

経

験

」

と

呼

ん

で

い

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

も

し

か

す

る

と

「

生

」

を

「

生

き

残

り

」

と

考

え

る

デ

リ

ダ

に

と

っ

て

も

、

こ

の

よ

う

な

「

経

験

」

が

生

き

る

こ

と

の

核

心

に

あ

っ

た

の

か

も

し

れ

な

い

。

と

こ

ろ

で

、

い

か

な

る

コ

ン

フ

ォ

ー

ミ

ズ

ム

に

も

身

を

委

ね

る

こ

と

な

く

時

代

の

現

実

の

う

ち

に

あ

る

危

機

を

え

ぐ

り

出

し

、

救

済

の

可

能

性

が

閃

く

｜　経験の廃墟から新たな歴史の経験へ37



ま
で

そ
れ
を
凝
視
す

る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
考
を
継
承
し
、
実
践
し
よ
う
と
し

た
一
人

と
も

い
う
べ
き
藤
田
省
三

は
、
実
際
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
ブ
レ
ヒ
ト

の
詩

へ
の
註
釈
」

を
引

き
な
が
ら

、
「
隠
れ

ん
坊
」

と

い
う
子

ど
も
の
遊

戯

が
象

徴
す
る
「
経
験
」

の
現
代

に
お
け

る
衰
滅
を
描
き
出
す
「
あ
る
喪
失
の

経
験
」

の
な
か
で

、
「
心
身

全
体

の
行

う
物

事
と
の
交

渉
」

と
し
て

の
「
経

験
」

は
、
「
比
喩
的
な
死
」

を
経
て

の
「
社
会

的
な
生
ま
れ

変
わ
り
」

を
も

た
ら
す
、
と

述
べ
て

い
る
。

藤
田

は
、
こ

の

「
生

ま
れ

変
わ

り
」

の

「
経

験
」

が
も
は
や
従
来
の
よ
う
な
か
た
ち
で
は
成
立
し
え
な
く
な
っ
て

い
る
状

況

を
正
視

し
な
が
ら
、
そ

の

「
経
験
」

の
可
能

性
を
、

そ
れ

を
排
除

す

る

「
合
理
化
」

の
進
行

し
た
世
界

の
内
部

に
探
ろ

う
と
し
て

い
る
の
で
あ

る
。

そ
の
よ
う
な
試
み
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
考
の
「
迂
路
」
（
1
,
2
0
8
）
と
し

て
の

道
程
を
、
藤
田

な
り

に
た
ど
り

な
お
そ
う
と
す

る
も
の
と

い
え
よ

う
。

な
ぜ

な
ら
、
「
生
き

残
り
」

と
し
て

の

「
生
」

を
語

る
デ
リ

ダ
と
「
生
ま
れ

変

わ
り
」
の
「
経
験
」

を
論
ず

る
藤

田
が
と
も
に
参
照

す
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の

思

考
も
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
自
分
に
一
つ
の
死

と
も
い
う
べ
き

衝
撃

を
も

た

ら
す

よ
う
な
異
他
な
る
も
の
と
の
遭
遇
を
つ
う
じ
て
新
た
な
自
分
を
見

い
だ

す
経
験
を
、
も
は
や
こ
れ
ま

で
の
よ
う
に
積
み
重
ね
、
他
者

と
交
換
す

る
こ

と
が
不
可
能
に
な

っ
て
い
る

こ
と
を
洞
察

し
な
が

ら
、
「
生
き

残
り
」
な

い

し
「
生
ま
れ
変
わ
り
」
と
い
う
意
味
で
の
経
験
の
可

能
性
を
、
世
界
大
戦

の

破
局

へ
と
突
き
進
む

時
代

の
現

実
の
内
部
に
探

っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ

る
の

だ
か
ら
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思

考
の
歩
み
は
、
そ
の
最

初
期
か
ら

一
貫
し
て
、

こ
れ
ま
で
「
経
験
」

と
呼
ば
れ
て
き

た
も
の
の
廃
墟
を
凝
視
し

な
が
ら
、
す

べ

て

を

破

局

へ

向

け

て

拉

し

去

る

近

代

の

「

進

歩

」

の

暴

風

が

吹

き

荒

れ

る

世

界

の

な

か

に

新

た

な

「

経

験

」

の

可

能

性

が

開

か

れ

る

地

点

を

探

し

求

め

、

そ

の

た

め

に

従

来

思

考

を

閉

じ

込

め

て

き

た

さ

ま

ざ

ま

な

境

界

を

危

険

を

冒

し

て

踏

み

越

え

て

ゆ

く

、

そ

れ

自

体

「

経

験

」

と

呼

ぶ

べ

き

歩

み

だ

っ

た

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

そ

し

て

彼

は

最

終

的

に

、

す

で

に

物

語

ら

れ

、

自

己

の

ア

イ

デ

ン

テ

ィ

テ

ィ

の

基

盤

を

な

し

て

も

き

た

歴

史

の

連

続

を

解

体

し

な

が

ら

過

去

を

見

つ

め

な

お

す

批

判

的

な

歴

史

の

経

験

の

う

ち

に

、

新

た

な

「
経
験
」
の
可
能
性
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
。
「
歴
史
を
逆
な
で
」
〈
Ｉ
,
　
６
９
７
)

す

る

な

か

か

ら

取

り

出

さ

れ

て

く

る

「
過

去

と

か

か

お

る

唯

一

無

二

の

経

験

（
Ｅ
ｒ
ｆ
ａ
ｈ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
）
」
（
Ｉ
,
　
７
０
２
)
の
言
語
的
な
「
イ
メ
ー
ジ
」
に
結
晶
す
る
よ
う

な

「
経

験

」

を

、

ベ

ン

ヤ

ミ

ン

の

歴

史

哲

学

は

提

示

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

彼

が

語

っ

て

い

る

「
経

験

」

は

、

現

存

す

る

同

類

の

共

同

体

の

主

体

性

に

容

易

に

回

収

さ

れ

て

し

ま

う

よ

う

な

自

己

の

ア

イ

デ

ン

テ

ィ

テ

ィ

の

形

成

と

結

び

つ

く

よ

う

な

経

験

で

は

け

っ

し

て

あ

り

え

な

い

。

ベ

ン

ヤ

ミ

ン

が

語

る

「

経

験

」

に

お

い

て

、

経

験

す

る

者

は

む

し

ろ

、

過

ぎ

去

っ

た

も

の

へ

の

哀

悼

の

な

か

、

神

話

化

さ

れ

た

現

在

を

揺

さ

ぶ

る

よ

う

な

仕

方

で

そ

の

記

憶

を

語

り

出

す

言

葉

の

か

た

ち

で

、

自

分

を

他

者

へ

差

し

出

す

の

だ

。

し

か

も

ベ

ン

ヤ

ミ

ン

は

、

そ

の

よ

う

に

新

た

な

歴

史

を

描

く

言

葉

で

も

あ

り

う

る

「
媒

体
（
M
e
d
i
u
m
）
」
（
Ｉ
Ｉ
,
　
１
４
２
」
と
し
て
の
言
語
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
、
そ
れ

が

異

他

な

る

言

語

と

応

え

あ

う

可

能

性

へ

向

け

て

、

最

初

期

か

ら

省

察

し

続

け

て

い

る

の

で

あ

る

。

こ

こ

で

は

、

歴

史

と

そ

れ

を

語

る

言

語

に

つ

い

て

再

考

を

迫

る

仕

方

で

両

者

と

結

び

つ

く

ベ

ン

ヤ

ミ

ン

の

経

験

概

念

を

、

藤

田

省



三
の
経
験
概
念
と
対
照
さ
せ
な
が
ら
検
討
し
、
現
在
に
お
け
る
そ
の
意
義
を

探
る
こ
と
に
し
た
い
。

一

ベ

ン

ヤ

ミ

ン

は

、

カ

ン

ト

哲

学

の

批

判

的

継

承

を

つ

う

じ

て

「

よ

り

高

次

元
に
あ
る
経
験
の
概
念
の
認
識
論
的
基
礎
づ
け
」
〈
Ｉ
Ｉ
,
　
１
６
）
を
目
指
す
若

き

日

の

論

考

「
来

た

る

べ

き

哲

学

の

プ

ロ

グ

ラ

ム

に

つ

い

て

」

の

な

か

で

、

カ

ン

ト

が

「

啓

蒙

主

義

」

の

時

代

の

子

と

し

て

語

っ

て

い

る

と

い

う

自

然

科

学

的

に

処

理

さ

れ

う

る

「

経

験

」

を

、
「
意

味

の

零

点

、

意

味

の

極

小

値

に

ま
で
切
り
約
め
ら
れ
た
経
験
」
（
Ⅱ
,
 
１
５
９
)
と
批
判
し
な
が
ら
、
「
形
而
上

学

」

を

可

能

に

す

る

よ

う

な

仕

方

で

「
宗

教

的

経

験

」
（
Ｉ
Ｉ

，　
１
６
４
)

を

も

包

括

す

る

「

経

験

の

新

し

い

概

念

」
（
ＩＩ

，　
１
６
３
)

を

模

索

し

て

い

る

。

そ

の

よ

う
な
豊
か
な
内
容
を
も
っ
た
「
真
正
の
経
験
（
ｅ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
　
Ｅ
ｒ
ｆ
ａ
ｈ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
)
」
〈
Ｉ
Ｉ
，

１
６
２
)

の

探

究

は

、

一

面

で

ベ

ン

ヤ

ミ

ン

が

後

年

に

「

ボ

ー

ド

レ

ー

ル

に

お

け

る

い

く

つ

か

の

モ

テ

ィ

ー

フ

」

の

な

か

で

挙

げ

て

い

る

「

生

の

哲

学

」

の

一

連

の

試

み

、

す

な

わ

ち

大

都

市

の

群

衆

の

画

一

的

な

行

動

が

示

す

近

代

社

会

に

お

け

る

「

経

験

の

衰

退

（
Ｖ
ｅ
ｒ
ｋ
ｕ
m
m
e

ｒ
ｕ
ｎ
ｇ

　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｅ
ｒ
ｆａ
ｈ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
)
」

（
Ⅰ
,
 
6
1
1
)
に
抗
し
て
「
〈
真
の
〉
経
験
〈
ｄ
ｉ
ｅ
　
＞
w
ａ
ｈ
ｒ
ｅ
＜
　
Ｅ
ｒ
ｆ
ａ
ｈ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
)
」

（
Ｉ

，　
６
０
８
)

を

回

復

し

よ

う

と

す

る

試

み

に

連

な

る

も

の

と

い

え

る

か

も

し

れ

な

い

。

し

か

し

ベ

ン

ヤ

ミ

ン

に

言

わ

せ

れ

ば

、
「

生

の

哲

学

」

は

、

同

時

代

の

歴

史

的

状

況

か

ら

目

を

背

け

な

が

ら

、

没

歴

史

的

な

い

し

審

美

的

に

「
〈
真

の

〉

経

験

」

を

追

い

求

め

、

そ

の

虚

像

を

神

話

化

し

て

い

る

。

こ

れ

に

対
し
て
彼
自
身
は
、
「
経
験
と
貧
困
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
の
な
か
で
示
し
て

い
る
よ
う
に
、
現
代
の
「
経
験
の
貧
困
（
Ｅ
ｒ
ｆ
ａ
ｈ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
ｓ
ａ
ｒ
m
ｕ
ｔ
）
」
（
Ⅱ
,

２
１
５
)
を

正

視

し

、

そ

の
な

か

で

従

来

「
経

験

」

と

呼

ば

れ

て
き

た

も

の

が

「
虚

偽

」
（
Ｉ
Ｉ

，　
２
１
４
)
と

化

し

て

し

ま

っ
て

い

る

の

を

見

抜

き

、

そ

れ

に

否

を

突

き

つ
け

る

「
経

験

」

批

判

か

ら

、
「
経

験

の

新

し

い

概

念
」

の

探

究

を

始

め

て

い

る

の
で

あ

る
。

青

年

運

動

に
深

く

コ

ミ

ッ
ト

し
て

い

た
若

き

ベ

ン

ヤ

ミ

ン
は

、

そ

の
表

現

媒

体

で

あ

っ

た
雑

誌

『
出

発

』

に

「
《
経

験

》
」

と

題

す

る
小

文

を

寄

せ
て

い

る

が

、

そ

の
な

か
で

彼

は
、
「
大

人

た

ち
」

が

若

者

た
ち

に

説

教

じ

み

た

仕

方

で

若

き

日

の

「
経

験

」

を
物

語

る
こ

と

を

、

み

ず

か

ら

の

「
生

の
無

意

味

さ
」
を
覆
い
隠
す
「
仮
面
」
（
Ⅱ
,
 
5
4
）
に
す
ぎ
な
い
と
指
弾
し
て
い
る
。

ま

た

、

先

に

触

れ

た

「
経

験

と

貧

困

」

の

冒

頭

で

は

、
「
物

語

〈
Ｅ
ｒ
ｚ
ａ
ｈ
ｌｕ
ｎ
ｇ
)
　」

の

か

た
ち

で

「
年

長

の
人

び
と

が

年

少

の

人

び

と

に
教

え

継
い
で
き
た
」
経
験
の
「
相
場
が
す
っ
か
り
下
落
し
て
し
ま
っ
た
」
（
Ｉ
Ｉ
,

２
１
４
)

こ

と

が

暴

露

さ

れ

て

い

る
。

兵

士

た
ち

が

、
「
伝

達

可

能

な

経

験

が

い

っ
そ

う
豊

か

に

な

っ
て

で

は

な

く

、

そ

れ
が

ま
す

ま
す

乏

し

く

な

っ
て

」

第

一
次

世

界

大

戦

か
ら

帰

還

し

た

こ
と

は

、

そ

の

証
し

な

の
で

あ

る

。

ベ

ン

ヤ

ミ

ン

に

よ
れ

ば

、

か

つ

て
何

ご

と

か

を
経

験

す

る
と

は

、

み
ず

か

ら

が

遭

遇

し

た

出

来

事
を

他

者

に

物
語

り

う

る

よ

う

に

な

る
こ

と

、

ま

た
そ

れ

を

物

語

る

こ

と

で

み
ず

か
ら

が

帰

属

す

る
共

同

体

の
伝

統

に

参

与

す

る

こ

と

で

あ

っ
た
。
「
個

人

の
過

去

の

あ

る
種

の

内

容

が

集

合

的

な

過

去

の
そ

れ

と

記

憶

の

な

か

で

結

合
す

る
」

ま

で

に

「
出
来

事

を
報

告

者

の

生

の

な

か

に

｜　経験の廃墟から新たな歴 史の経験へ39



沈

め

る

」

こ

と

、

そ

う

し

て

手

仕

事

的

に

「
出

来

事

が

経

験

と

し

て

聞

き

手

に

与

え

ら

れ

る

よ

う

に

」
（
Ｉ

，　
６
１
１
)

す

る

こ

と

が

、
「
経

験

」

だ

っ

た

の

だ

。

そ

し

て

、

そ

の

こ

と

は

ま

さ

に

「
聞

き

手

に

対

し

て

助

言

を

心

得

る

（
Ｒ
ａ
ｔ

w
ｉｓ
ｓ
ｅ
ｎ
)
　」

か

た

ち

で

経

験

を

積

む

こ

と

だ

っ

た

の

だ

が

、

今

や

人

び

と

は

、

「
自

分

自

身

に

対

し

て

も

、

他

の

人

に

対

し

て

も

、

助

言

を

与

え

る

こ

と

が

で

き

な

く

な

っ

て

し

ま

っ

て

い

る

」
（
Ｉ
Ｉ

，
　
４
４
２
)
°

マ

ス

・

メ

デ

ィ

ア

の

発

展

と

と

も

に

出

来

事

の

こ

と

を

「

そ

れ

だ

け

で

わ

か

る

」

か

に

思

わ

せ

る

「

情

報

」
（
ＩＩ

，　
４
４
４
)

日

常

生

活

に

浸

透

す

る

な

か

、

物

語

に

「
じ

っ

と

耳

を

傾

け

る

才

覚

」

（
Ｉ
Ｉ

，
　
４
４
６
)

も

ろ

と

も

「
さ

ら

に

物

語

る

技

量

」
（
１
１

．

４
４
７
)

も

失

わ

れ

て

い

っ

た

。

産

業

社

会

に

組

み

込

ま

れ

た

人

び

と

の

知

覚

は

、

工

場

労

働

を

は

じ

め

社

会

生

活

の

う

ち

に

遍

在

す

る

「

シ

ョ

ッ

ク

」

に

対

す

る

一

様

な

「
刺

激

防

御

」
（
Ｉ

，
　
６
１
３
)

の

反

応

で

あ

る

「
体

験

（
Ｅ
ｒ
ｌｅ
ｂ
ｎ
ｉｓ
)
　」
　（
Ｉ

，
　
６
１
５
)

と

化

し

て

し

ま

っ

て

い

る

の

だ

。

こ

の

よ

う

な

か

つ

て

の

「

経

験

」

の

決

定

的

な

「

衰

退

」

か

ら

目

を

背

け

て

「
〈
真

の

〉

経

験

」

を

吹

聴

す

る

と

は

、
「
経

験

」

の

虚

像

を

振

り

か

ざ

す

こ

と

に

す

ぎ

な

い

。

そ

こ

で

ベ

ン

ヤ

ミ

ン

は

、

む

し

ろ

「
経

験

」

の

衰

滅

と

向

き

あ

い

、

「
経
験
の
貧
困
」
と
い
う
「
未
開
の
状
態
（
Ｂ
ａ
ｒ
ｂ
ａ
ｒ
ｅ
ｎ
ｔ
ｕ
m
」
」
（
Ⅱ
,
 
2
1
5

を

み

ず

か

ら

の

思

考

の

「
創

造

的

零

点

（
ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｐ
ｆｅ
ｒ
ｉｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｉｎ
ｄ
ｉ
ｆ
ｆｅ
ｒ
ｅ
ｎ
ｚ
)
　」

（
Ｉ
Ｉ

，　
４
５
１
)

と

す

る

こ

と

を

選

び

取

る

の

で

あ

る

。

さ

て

、

そ

の

よ

う

に

「
経

験

」

の

廃

墟

を

正

視

し

よ

う

と

す

る

ベ

ン

ヤ

ミ

ン

の

挙

措

は

、
「
最

後

の

経

験

」

を

生

き

抜

こ

う

と

す

る

藤

田

省

三

の

思

考

を

思

い

起

こ

さ

せ

ず

に

は

お

か

な

い

。

彼

は

「
今

日

の

経

験

」

と

い

う

エ

ッ

セ
イ
の
な

か
で
、
「
物
事
と

の
遭
遇
・

衝
突
・
葛
藤

に
よ
っ
て
恣
意

の
世
界

は
震
撼
さ
せ
ら
れ
、
其
処

に
地
震
が
起
こ
り
、
希
望

的
観
測

は
混
乱
さ
せ
ら

れ
、
欲
求
は
混
沌
の
中
へ
投
げ
込
ま
れ
、
そ
の
混
沌

の
も

た
ら
す
苦
し
い
試

煉
を
経
て
、
欲
求
や
希
望

の
再
形
成
が
行

わ
れ
る
」
経
験
の
「
拒
否
と
排
除

と
回
避
と
が
全
体
的
な
社
会
機
制
と
し
て
生
じ
て
い
る
」
―
―
こ
の
動
き
を

藤
田
は
「
「
安
楽
」
へ
の
全
体
主
義
」
と
呼
ん
で
い
た
の
だ
―
―
こ
と
の

「
苦
痛
を
回
避
す
る
こ
と

な
く
感
じ
取

る
」
経
験

を
、

今
や
思
考

の
出
発

点

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
述
べ
て
い
る
。
現
在

「
私

た
ち

は
経
験
の
消
滅

と
い
う
「
最
後
の
経
験
」

を
生
き
つ
つ
あ
る
」

の
を
正
視
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
う
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
「
経
験
」

の
喪
失
を
苦
痛
と
と
も
に
経
験

す
る
こ
の
「
最
後
の
経
験
」
を
あ
え
て

く
ぐ
り
抜
け

る
な
か

に
こ
そ
、
経

験

の
可

能
性
が
開
か
れ
て
く
る
の
だ
。
そ
し
て
藤
田

は
、
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
と
同

様

に
そ
の
経
験
を
、
歴
史
そ
の
も
の
の
あ
り
方

を
見
つ

め
な
お
す
よ
う
な
仕
方

で
歴
史
を
と
ら
え

か
え
す
経
験
と
し
て
考
察
し
よ
う
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
二
人
が
そ
の
よ
う

に
再
生
さ
せ
よ
う
と
す

る
「
経
験
」
そ
れ
自
体
を
、

二
人
は
ど
の
よ
う

に
と
ら
え
て

い
る
だ
ろ
う
か
。

二

ベ

ン
ヤ

ミ

ン
が

「
経

験

」

そ

の

も

の

を

ど

の

よ

う

に
考

え

て

い

た
の

か

を

探

る

た

め

の

重

要

な

手

が

か
り

と

な

る

言

葉

が
、

未

完

に
終

お

っ

た

『

パ

サ

ー
ジ

ュ
論

』

の

覚

え

書

き

の

な

か

に

見

ら

れ

る

。
「
通

過

儀

礼

（
Ｒ
ｉｔｅ
ｓ
　
ｄ
ｅ

ｐ
ａ
ｓ
ｓ
ａ
ｇ
ｅ
)

死

、

誕

生

、

結
婚

や

成

人

と

結

び

つ

い

た

儀

式

を

民

俗

学



で

は

こ

う
呼

ぶ

。

現

代

の

生

活

で

は

こ

う

し

た

節

目

（
Ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
ｇ
ａ
ｎ
ｇ
ｅ
)

は

し

だ

い

に

目

立

た

な

く

な

り

、

ま

す

ま

す

生

き

ら

れ

え

な

く

な

っ
て
し

ま

っ

た

。

私

た

ち

は

閾

〔
敷

居
〕

の

経

験

（
Ｓ
ｃ
ｈ
w
ｅ
ｌｌｅ
ｎ
ｅ
ｒ
ｆａ
ｈ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
)

に

き

わ

め

て

乏

し

く

な

っ
て

し

ま

っ
て

い

る

の

だ
」
（
Ｖ

，　
６
１
７
)
°

ベ

ン

ヤ

ミ

ン

の

思

考

に

は

、
「
閾

〔
敷

居

〕
（
Ｓ
ｃ
ｈ
w
ｅ
ｌｌｅ
）
」

の

モ

テ

ィ

ー

フ
が

ち

り

ば

め

ら

れ

て

い

る

が

、

こ

の

『
パ

サ

ー

ジ

ュ

論

』

に

お

い
て

は

、

ブ

ル

ジ

ョ

ワ

の

夢

を
具
現
さ
せ
る
神
話
的
「
幻
像
（
Ｐ
ｈ
ａ
ｎ
ｔ
ａ
ｓ
ｍ
ａ
ｇ
ｏ
ｎ
ｅ
)
　
」
（
V
,
 
5
0
)
で
充
満

し

た

パ

リ

の

「
パ

サ

ー

ジ

ュ

（
Ｐ
ａ
ｓ
ｓ
ａ
ｇ
ｅ
ｎ
)
　」

そ

の

も

の

が
、

ユ
ー

ト

ピ

ア

へ

の

「
闕

」

と

な

る
。

彼

は

「
現

代

の

生

活
」

の

な

か

で

「
目

立

だ

な

く
」

な

っ
て

し

ま

っ
た

「
閾

」

を
、

潰

え
去

っ
た

願

望

の
記

憶

が

そ

れ

を

つ

う
じ

て

現

在

に

突
き

つ
け

ら

れ

て

く

る

場

と

し

て

、
「
経

験

」

の
廃

墟

と

も

言

う

べ
き

生

活

空
間

の

た

だ

な

か

に
取

り
出

そ

う

と

し

た

の

で

あ

る
。

そ

の
際

に

彼

が
、
「
閾

」

が

「
満

ち

溢

れ

る

（
ｓ
ｃ
ｈ
w
ｅ
ｌ
ｌｅ
ｎ
)
」

と

い

う
動

詞

に
由

来

す

る

こ
と

を

指
摘

し

て

い

る

の

は

注

目

に

値

し

よ

う

。
「
経

験

」

を

「
通

過

儀

礼

」

と

も

類
比

的

に
語

ら

れ

う

る

「
閾

の

経

験

」

と

し

て

と

ら

え

な

お

す

と

は
、

試

練

の

通
過

と

い

う

「
経

験
」

の

語

源

的

な

意

味

へ

立

ち

か

え

る

と

と

も

に
、

そ

の
経

験

が

、
経

験
す

る

者

の

自

己

が

従

来

の

閾

値

を

溢

れ

出

る

こ

と

と

も

結

び

つ

く

の

を
示

す

こ
と

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

こ

の

と

き

「
閾

」

は
、

ひ

と

筋

の

境

界

線

と

い

う

よ

り

も

、

新

た

な

自

己

へ

向

け

た

移

行

の

「
域

」

と

な

っ
て

い

よ

う
。

さ

ら

に
現

代

の

生

活

空

間

か

ら

そ

う

し

た

「
閾

」

を

取

り

出

す

こ

と

が

、

そ

こ

に
あ

る
事

物

を

異

形

の

相

貌

に

お

い

て

見

い

だ

す

こ

と

で

あ

る
と

す

れ

ば

、

ベ

ン

ヤ

ミ

ン

の

言

う

「
閾

の

経

験
」

を
、

異

他

な
る
も
の
と
の
緊

張
を
は
ら

ん
だ
交
渉
を
つ
う
じ
て

新
た
な
自
己
を
見
い
だ

す
越
境
の
経
験
と
考
え

る
こ
と
も
で
き
る

は
ず
で
あ
る
。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
語
る
「
経
験
」
を
、
そ
の
よ
う
な
越
境
の
経
験
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
、
彼
の
経
験
概
念

は
、
「
自
由
な
経
験
」
を
「
「
成

年
」
へ
の
飛
躍
」

と
呼
ぶ
藤
田
省
三

の
経
験
概
念
と
重
な
っ
て
く
る
。
今
の

自
分
の
恣
意
に
よ
っ
て
飼

い
馴
ら
す
こ
と
の
で
き
な
い
事
物
や
他
人
の
現
実

と
遭
遇
し
、
そ
れ
と
の
「
喰

い
違

い
」
を
く
ぐ
り
抜
け
て

、
新

た
な
自
己
を

誕
生
さ

せ
る
こ
と

が
、
藤

田
に
と

っ
て

は
「
繰
り
返
さ

れ
る

べ
き

精

神
の

「
成
年
式
」
」
な
の
で

あ
る
。
そ
の

た
め
に
は
「
そ
れ
以

前
の
姿
の
死
を
経
過

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
こ
の
「
一
つ

の
社
会
的
存
在

の
死
」

の
「
小

さ

な
模
型
」

を
子

ど
も
た
ち

に
与

え
て

い
た
の
が
、
彼

に
よ
れ

ば
「
隠
れ

ん

坊
」
と
い
う
遊
戯
な
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
「
恣
意
に
と
っ
て

の
邪
魔
物
を
喜

ん
で
歓
迎
し
、
そ
れ
と
葛
藤

を
含

ん
だ
交
渉
を
行
う
開
か
れ
た
態
度
」
を
育

ん
で

い
た
の
だ
が
、

そ
の
遊
戯
す
ら

今
や
ほ
と

ん
ど
不
可

能

に
な

っ
て

し

ま

っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
を
前

に
し
て
藤
田
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
同

様
、
歴
史
を
見
つ
め
な
お
す
経
験

の
う
ち

に
「
経
験
」
の
活

路
を
見

い
だ
そ

う
と
す
る
の
で
あ
る
。

三

藤
田
省
三
は
、
先
に
触
れ

た
「
最
後
の
経
験
」
に
際
し
て

は
、
現
在
の
自

分
に
と

っ
て
心
地
の
よ
い
ひ
と
続
き

の
物
語

に
齟
齬
を
も

た
ら
す
小
さ
な
出

来
事
の
記
憶
を
呼

び
覚
ま
し
、
し

か
と
受
け
と
め
る
こ
と
で
、
歴
史
を
と
ら

ら新たな歴史の経験へ経験の廃墟力41



え

な

お

す

こ

と

が

必

要

で

あ

る

こ

と

を

示

唆

し

て

い

る

。
「
「

最

後

の

経

験

」

を

十

分

に

経

験

す

る

た

め

に

は

、

そ

の

大

経

験

の

原

子

と

し

て

、

小

さ

な

「
失

敗

」

や

「
計

算

違

い

」

や

機

構

の

鋳

型

か

ら

の

「

は

み

出

し

」

な

ど

を

、

不

愉

快

だ

か

ら

と

い

っ
て

忘

却

の

彼

方

へ

押

し

や

ら

な

い

で

大

切

に

保

管

し

、

そ

れ

が

物

語

っ
て

来

る

と

こ

ろ

の

も

の

を

十

分

に

咀

嚼

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

で

あ

ろ

う

」
。

そ

れ

を

可

能

に

す

る

の

は

、

ベ

ン

ヤ

ミ

ン

が

『
ド

イ

ツ

悲

劇
の
根
源
』
で
語
っ
た
、
「
世
界
の
受
難
史
（
L
ｅ
ｉ
ｄ
ｅ
ｎ
ｓ
ｇ
ｅ
ｓ
ｃ
ｈ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
)
」
（
Ｉ
，

３
４
３
)

を

見

る

ま

な

ざ

し

で

あ

る

。

こ

こ

で

過

去

の

う

ち

に

「

時

宜

を

得

な

い
こ
と
、
痛
ま
し
い
こ
と
、
失
敗
し
た
こ
と
」
（
i
b
i
d
.
）
を
見
て
取
る
ま
な

ざ

し

は

さ

ら

に

、

現

在

を

「
根

本

的

危

機

の

最

中

」

と

と

ら

え

る

こ

と

に

も

と

づ

い

て

い

る

。
「
経

験

の

消

滅

」

と

い

う

現

在

の

「
危

機

」

に

向

き

あ

お

う

と

す

る

と

き

、

そ

こ

に

立

ち

至

る

ま

で

の

歴

史

の

総

体

が

見

つ

め

な

お

さ

れ

ざ

る

を

え

な

い

の

だ

。

こ

の

と

き

「
歴

史

は

通

り

過

ぎ

た

過

去

の

段

階

と

し

て

で

は

な

く

、

ま

た

単

な

る

追

体

験

の

対

象

と

し

て

で

も

な

く

、

今

あ

ら

た

め

て

経

験

す

べ

き

物

事

に

満

ち

た

場

と

な

る

」

の

で

あ

る

。

今

や

過

去

の

出

来

事

の

ひ

と

つ

ひ

と

つ

は

、

今

新

た

に

経

験

す

る

可

能

性

を

帯

び

た

姿

で

浮

か

び

あ

が

っ

て

い

る

の

で

あ

り

、

ま

た

そ

れ

を

経

験

す

る

と

き

、

現

在

が

新

た

に

照

ら

し

出

さ

れ

て

く

る

。

そ

し

て

、

こ

の

と

き

「

歴

史

」

と

は

、

過

去

の

出

来

事

が

「
物

語

っ

て

来

る

」

も

の

を

取

り

出

す

な

か

で

現

在

を

と

ら

え

な

お

す

「
経

験

」

の

場

に

ほ

か

な

ら

な

い

。

藤

田

は

、

こ

の

よ

う

な

新

た

な

「
歴

史

」

の

経

験

の

う

ち

に

、

新

た

な

自

己

を

見

い

だ

す

経

験

の

「

最

後

の

」

可

能

性

を

見

て

取

ろ

う

と

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

な

歴

史

の

経

験

と

し

て

の

「
新

た

な

経

験

」

と

は

、

ベ

ン

ヤ

ミ

ン

が

「
歴

史

の

概

念

に

つ

い

て

」

に

お

い

て

語

る

「
危

機

の

瞬

間

に

閃

く

ま

ま

に

一

つ

の

記

憶

を

も

の

に

す

る

」
（
Ｉ

，　
６
９
５
)

よ

う

な

「
過

去

と

か

か

お

る

唯

一

無

二

の

経

験

」

を

、

藤

田

な

り

に

と

ら

え

な

お

し

た

も

の

と

い

え

よ

う

が

、

で

は

、

こ

の

「
経

験

」

を

ベ

ン

ヤ

ミ

ン

自

身

は

ど

の

よ

う

に

と

ら

え

て

い

る

の

だ

ろ

う

。

そ

れ

は

実

際

に

は

ど

の

よ

う

に

経

験

さ

れ

る

の

だ

ろ

う

か

。

こ

の

点

を

考

え

る

う

え

で

手

が

か

り

に

な

る

の

が

、
「
十

九

世

紀

の

根

源

史

（
Ｕ
ｒ
ｇ
ｅ
ｓ
ｃ
ｈ
ｉｃ
ｈ
ｔ
ｅ
)
　」
（
Ｖ

，
　
５
７
９
)

を

描

き

出

そ

う

と

す

る

『

パ

サ

ー

ジ

ュ

論

』

に

お

い

て

、

こ

の

歴

史

叙

述

の

出

発

点

に

「
目

覚

め

（
Ｅ
ｒ
w
ａ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
)
　
」
（
V
,
 
5
8
0
)
の
経
験
が
あ
る
と
彼
が
述
べ
て
い
る
こ
と
で

あ

ろ

う

。
「

進

歩

」

を

夢

見

る

近

代

の

「
時

代

の

夢

（
Ｚ
ｅ
ｉｔ
-ｔ
ｒ
ａ
ｕ
m

）
」
（
Ｖ

，

４
９
１
)

か

ら

目

覚

め

る

と

き

に

初

め

て

、

こ

れ

ま

で

現

実

と

し

て

生

き

ら

れ

た

も

の

の

覆

い

が

引

き

は

が

さ

れ

、

そ

れ

が

「
幻

像

」

に

す

ぎ

な

か

っ

た

こ

と

が

露

呈

す

る

。

そ

の

場

面

を

ベ

ン

ヤ

ミ

ン

は

、
「
歴

史

の

概

念

に

つ

い

て

」

の

な

か

で

、
「
文

化

財

と

呼

ば

れ

る

も

の

が

、

同

時

に

野

蛮

の

記

録

で

も

あ

る

こ

と

な

し

に

は

、

け

っ

し

て

文

化

の

記

録

で

あ

り

え

な

い

」
（
Ｉ

，　
６
９
６
)

の

に

気

づ

か

さ

れ

る

場

面

と

し

て

描

い

て

い

よ

う

。

そ

の

瞬

間

に

、

た

と

え

ば

過

去

の

遺

物

を

「
文

化

財

」

と

し

て

顕

彰

す

る

物

語

が

、

実

は

植

民

地

主

義

の

「

野

蛮

」

が

こ

の

「

文

化

財

」

を

も

た

ら

し

た

こ

と

を

隠

蔽

し

、

そ

の

犠

牲

者

た

ち

の

記

憶

を

抑

圧

す

る

神

話

で

あ

っ

た

こ

と

が

暴

露

さ

れ

る

の

だ

。

こ

う

し

て

眼

前

の

も

の

が

廃

墟

と

し

て

立

ち

現

れ

て

く

る

「
目

覚

め

の

瞬

間

」

こ

そ

が

、
「

認

識

が

可

能

と

な

る

今

（
Ｊｅ
ｔｚ
ｔ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
ｎ
ｎ
ｂ
ａ
ｒ
ｋ
ｅ
ｉｔ
)　」



（
Ｖ

，　
６
０
８
)
に

ほ

か

な

ら

な

い
。

こ

の

と

き

、
「
抑

圧

さ

れ

た

者

た

ち

の

伝

統

」
（
Ｉ

，　
６
９
７
)
を

か

た

ち

づ

く

る

過

去

の

出

来

事

が

、

安

住

の

場

と

し

て

の

現

在

へ
手

繰

り

寄

せ

ら

れ

う

る

エ

ピ

ソ

ー

ド

で

あ

る

こ

と

を

止

め

、

「
た

っ

た

今

ふ

り

か

か

っ
て

き

た

ば

か

り

の

も

の

と

な

っ

て

い

る
」
（
Ｖ

，

４
９
１
)
と

い

う
。

今

ま

さ

に

そ

の

記

憶

が

呼

び

覚

ま

さ

れ

る
可

能

性

を

も

っ

て

、

か

つ
て

あ

っ
た

出

来

事

が

現

在

に

突
き

つ
け

ら

れ

て

い

る

の

だ

。

ベ

ン

ヤ

ミ

ン
に

と

っ

て

「
目

覚

め

」

と

は

、

そ

の

よ

う

に

過

去

が

豹

変

す

る

「
ま

っ
た

く

比

類

の

な

い

弁

証

法

の

経

験

」
（
ｉｂ
ｉ
ｄ

．
)
な

の

で

あ

る

。

既

成

の
物

語

に

回
収

で

き

な

い
過

去

の
異

形

の
痕

跡

に
遭

遇

し
て

そ

れ

に

目

を

と

め

る

な

か
。
「
思

考

が
緊

張

に

充

ち

満

ち

た
布

置

（
Ｋ
ｏ
ｎ
ｓ
ｔｅ
ｌｌａ
ｔ
ｉｏ
ｎ
)

に

お

い
て

静

止

す

る
」
、
「
け

っ
し

て

任

意

の

も

の

で

は

な

い

」
（
Ｖ

，　
５
９
５
)
「
目

覚

め
」

の

瞬

間

。

そ

こ

に

お

い
て

「
歴

史

の
主

体

に
思

い
が

け

ず

立

ち
現

れ

て
く
る
。
そ
ん
な
過
去
の
イ
メ
ー
ジ
（
B
i
l
d
)
を
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
な

の
だ

」
（
Ｉ

，　
６
９
５
)
°

そ

れ

ゆ

え

「
目

覚

め
」

を

真

に
経

験

す

る

と

は

、

そ

の

瞬
間

を

と

ら

え

て

、

過

ぎ

去

っ

た

こ

と

の
記

憶

を
今

に
呼

び

覚

ま
す

こ

と

、

そ
う
し
て
「
進
歩
」
の
名
の
も
と
で
今
な
お
続
く
「
破
局
」
（
V
,
 
5
9
2
)
の

流
れ

に
、

楔

を

打

ち

込

む

こ

と

な

の
で

あ

る
。

こ

の

よ

う

に

、

い

か
な

る
連

続

的

な

物

語

も

前

提

す

る

こ
と

な
く

一

つ

の

「
緊

張

に

充

ち

満

ち

た
布

置

」

に

お

い
て

過

去

と

遭

遇

す

る
現

在

を

「
認

識

が

可

能

と

な

る
今

」

と

認

め

る

と

は
、

ベ

ン
ヤ

ミ

ン
に

よ

る

と

、

現

在

が

「
危

機

の

瞬

間

」

で

あ

る

の

を

見

抜

く

こ

と

で

あ

る
。

こ

の

「

今
」

に

想

起

さ

れ

な
け

れ

ば

、

か

つ

て

あ

っ

た
こ

と

の

記

憶

は

、

再

び

忘

却

の
淵

へ
と

葬

り

去

ら

れ

て

し

ま

う

し

、

ま

た

想

起

の

機

会

を

逸

し

た

者

は

、

そ

れ

と

と

も

に
現
在
の
「
破
局
」
を
神
話
化
し
つ
つ
推
し
進
め
る
―
―
こ
れ
を
ベ
ン
ヤ
ミ

ン

は

「

政

治

の

耽

美

主

義

化

（

Ａ

ｓ
ｔ
ｈ
ｅ

ｔ
ｉｓ

ｉｅ
ｒ
ｕ

ｎ

ｇ

　
ｄ
ｅ
ｒ

　
Ｐ
ｏ

ｌ
ｉ
ｔ
ｉ
ｋ
)

」
　
（

Ｖ

Ｉ
Ｉ

，

３
８
２
)
と
呼
ん
だ
の
だ
―
―
権
力
に
加
担
す
る
コ
ン
フ
ォ
ー
ミ
ズ
ム
に
身
を

委

ね

る

こ

と

に

な

る

の

で

あ

る

。

で

は

、

そ

の

よ

う

な

危

機

に

直

面

し

な

が

ら

過

ぎ

去

っ

た

出

来

事

の

記

憶

を

今

に

呼

び

覚

ま

す

と

は

ど

う

い

う

こ

と

だ

ろ

う

か

。

ベ

ン

ヤ

ミ

ン

に

よ

れ

ば

、

そ

の

た

め

に

こ

れ

ま

で

「

被

抑

圧

者

た

ち

の

伝

統

」

を

圧

殺

し

て

き

た

神

話

と

し

て

の

歴

史

の

連

続

を

「

発

破

し

て

こ
じ
開
け
（
ａ
ｕ
ｆ
ｓ
ｐ
ｒ
ｅ
ｎ
ｇ
ｅ
ｎ
)
　
」
　
（
Ｉ
，
　
７
０
１
)
、
こ
の
「
歴
史
を
逆
な
で
」
し
て
、

過

去

の

記

憶

を

現

在

に

「

引

用

（
ｚ

ｉ
ｔ
ｉｅ
ｒ
ｅ
ｎ
)

　」

（

Ｖ

，
　
５

９
５
)

な

い

し

「

召

喚

（
z
i
t
i
e
r
e
n
)
」
（
Ｉ
，
　
６
９
４
)
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
、
「
一
度

逸

し

た

な

ら

も

う

二

度

と

取

り

昃

せ

な

い

過

去

の

イ

メ

ー

ジ

」

（

Ｉ
，
　
６
９
５
)

の

う

ち

に

、

こ

れ

ま

で

隠

蔽

さ

れ

て

き

た

出

来

事

の

記

憶

を

救

い

出

す

こ

と

な
の
だ
。
こ
の
（
救
出
（
R
e
t
t
u
n
g
)
」
（
Ｖ
，
　
５
９
２
)
と
し
て
の
（
想
起

（
Ｅ
ｉ
ｎ
ｇ
ｅ
ｄ
ｅ
ｎ
ｋ
ｅ
ｎ
)
」
（
I
,
 
7
0
4
)
　
は
、
「
過
去
の
イ
メ
ー
ジ
」
の
「
構
成

（

Ｋ

ｏ
ｎ

ｓ
ｔ
ｒ
ｕ

ｋ

ｔ
ｉｏ

ｎ
)

　」
　
（

Ｉ
，
　
７
０

１
)

と

い

う

か

た

ち

で

遂

行

さ

れ

る

と

い

う

。

し
か
も
そ
の
「
構
成
」
は
、
「
《
破
壊
（
Ｄ
ｅ
ｓ
ｔ
ｒ
ｕ
ｋ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
）
》
を
前
提
に
し
て
い

る

」

（

Ｖ

，
　

５
８
７
)
°

つ

ま

り

、

権

力

者

の

た

め

の

「

正

史

」

の

連

続

を

打

破

し

、

そ

れ

ぞ

れ

の

出

来

事

を

未

完

結

な

も

の

に

し

た

う

え

で

、

断

片

化

し

た

記

憶

を

「

イ

メ

ー

ジ

」

へ

と

継

ぎ

合

わ

せ

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

過

去

が

想

起

さ

れ

、

こ

れ

ま

で

埋

も

れ

て

き

た

「

根

源

史

」

が

構

成

さ

れ

る

の

だ

。

こ

こ

で

構

成

す

る

と

は

、

け

っ

し

て

実

証

的

に

過

去

を

「

も

と

も

と

あ

っ

た

と

お

経験の廃墟から 新たな 歴史の経験へ43



り

に

」

再

構

成

す

る

こ

と

で

は

な

く

、

む

し

ろ

積

極

的

に

過

去

へ

介

入

し

、

過

去

を

創

造

的

に

、

そ

の

新

し

さ

に

お

い

て

今

に

甦

ら

せ

る

こ

と

で

あ

る

。

そ

う

し

て

こ

れ

ま

で

い

わ

ば

歴

史

の

他

者

で

あ

っ

た

「
過

ぎ

去

っ

た

も

の

た

ち

の

う

ち

に

希

望

の

火

花

を

掻

き

立

て

る

」
（
Ｉ

，　
６
９
５
)

と

き

、

そ

の

「

火

花

」

が

飛

び

散

っ
て

く

る

の

は

現

在

に

ほ

か

な

ら

な

い

。

か

つ

て

潰

え

去

っ

た

願

望

の

記

憶

が

現

在

に

突

き

入

っ
て

く

る

の

だ

。

ベ

ン

ヤ

ミ

ン

に

よ

れ

ば

、

そ

の

こ

と

が

現

在

に

「
目

覚

め

」

を

も

た

ら

し

う

る

。

つ

ま

り

、

現

在

を

生

き

る

者

た

ち

が

、

け

っ

し

て

権

力

者

の

語

る

「
将

来

」

で

は

な

く

、
「
過

ぎ

去

っ

た

も

の

た

ち

」

こ

そ

が

「
希

望

」

を

指

し

示

し

て

い

る

の

を

洞

察

す

る

こ

と

を

可

能

に

す

る

の

で

あ

る

。

こ

う

し

て

過

去

か

ら

、

既

成

の

歴

史

の

連

続

を

打

ち

破

る

か

た

ち

で

、

ま

た

現

在

を

揺

さ

ぶ

る

も

の

と

し

て

取

り

出

さ

れ

て

く

る

「

過

去

の

イ

メ

ー

ジ

」

を

、

ベ

ン

ヤ

ミ

ン

は

『

パ

サ

ー

ジ

ュ

論

』

に

お

い

て

は

「
弁

証

法

的

イ

メ

ー

ジ

」
（
Ｖ

，
　
５
８
０
)
　

と

呼

ん

で

い

る

。

こ

こ

で

「
弁

証

法

的

（
ｄ
ｉａ
ｌｅ
ｋ
ｔ
ｉｓ
ｃ
ｈ
)
　」

と

い

う

言

い

方

は

、

夢

の

解

釈

が

可

能

に

な

る

よ

う

な

仕

方

で

夢

か

ら

目

覚

め

る

現

在

に

、

過

去

が

未

完

結

で

可

能

性

に

満

ち

た

も

の

に

変

貌

す

る

と

い

う

「
弁

証

法

的

転

換

（
Ｗ

ｅ
ｎ

ｄ
ｕ
ｎ
ｇ
)
　」
（
Ｖ

，　
４
９
１
)

と

同

時

に

、

現

在

と

過

去

の

希

望

が

「
飛

躍

を

含

ん

だ

（
ｓ
ｐ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
ｈ
ａ
ｆ
ｔ
)　」
（
Ｖ
,

５
７
７
)
　
一

つ

の

「

布

置

」

に

お

い

て

呼

応

し

て

い

て

、

し

か

も

そ

の

緊

張

関

係

が

け

っ

し

て

ひ

と

続

き

の

物

語

に

止

揚

さ

れ

え

な

い

と

い

う

「

静

止

状

態

に
あ
る
弁
証
法
（
Ｄ
ｉ
ａ
ｌ
ｅ
ｋ
ｔ
ｉ
ｋ
　
i
m
　
Ｓ
ｔ
ｉ
ｌ
ｌ
ｓ
ｔ
ａ
ｎ
ｄ
)
」
（
i
b
i
d
.
)
を
指
し
示
し
て

い

る

。

こ

の

止

揚

な

き

特

異

な

「

弁

証

法

」

を

体

現

す

る

も

の

と

し

て

「

過

去

の

イ

メ
ー

ジ
」

が

呈
示

さ

れ

る
と

い
う

こ

と

は

、

ベ

ン

ヤ

ミ

ン

に
と

っ
て

過

去

の

「
想

起
」

と

は
、

出

来
事

の
記

憶

を

あ

る

特

定

の
完

結

し

た
意

味

の

な

か

に
閉

じ

込

め
て

所

有

す

る

こ
と

で

も

な

け

れ

ば

、

ま
し

て

そ

れ

を

つ

う

じ

て
対

抗

的

な
物

語

を
仮

構

す

る

こ
と

で

も

な

い
。

む
し

ろ

「
イ

メ

ー
ジ

」

を

貫

く
緊

張

は
、

こ

の

「
想

起
」

が

同

時

に
、

取

り

戻
し

よ

う
も

な

く

失

わ

れ

た

過

去

へ

の

「
哀

悼

（
Ｔ
ｒ
ａ
ｕ
ｅ
ｒ
)
」
（
Ｉ

，　
３
９
８
)
で

も

あ

る

こ

と

を

示

し

て

い

る

。
歴

史

を

「
受

難
史

」

と
し

て

見

つ

め
な

お

す

者
だ

け

が

、

現

在

の

た

だ

な

か

に

「
過

ぎ

去

っ

た
も

の

た
ち

」

の
記

憶

を

甦

ら

せ

う

る

の
で

あ

る
。

こ

の

よ

う

な

「
哀

悼

」

に

し
て

「
救

出

」

で

あ

る

よ

う

な

「
想

起

」

を

つ

う
じ

て
構

成

さ
れ

る

「
弁

証

法
的

イ

メ

ー

ジ
」

を

、

ベ

ン

ヤ

ミ

ン

は
言

語

的

な

も

の

と

考

え

て

い

る
。
「
こ

の

イ

メ

ー

ジ

に

出

会

う

場

、

そ

れ

は

言

語

（
Ｓ
ｐ
ｒ
ａ
ｃ
ｈ
ｅ
)

で

あ

る
」
（
Ｖ

，　
５
７
７
)°

こ

れ

ま

で

自

己

の

ア

イ

デ

ン

テ

ィ

テ

ィ

の
基

盤

を
な

し

て

も

き

た

よ
う

な

「
正

史

」

と

し
て

の
歴

史

が

根

底

か

ら

揺

さ

ぶ
ら

れ

る

な

か
、

こ

の
神

話

の
連

続

を

突

き

破

っ
て

、

こ

れ

ま
で

抑

圧

さ

れ

て
き

た
過

去

の

記

憶

を

現

在

に

甦

ら

せ

る

者

は

、
「
根

源

史

」

を

描

き

出

す

言

葉

の

か

た

ち
で

、

新

た

な

自
己

を
見

い
だ

す

の

で

あ

る
。

そ

の

点

に

注

目

す

る

な
ら

、

ベ

ン

ヤ

ミ

ン

と

藤

田
省

三

の
対

蹠

点

も

浮

か

び

あ
が

っ

て

く

る

。
「
精

神

の

「

成

年

式

」
」

に

よ

っ
て

「
鍛

造

さ

れ

た

精
神

的

価
値

と

思

想

的

目

標

が

確

固

と

し

て

根

づ

く
」

と

述

べ
て

い

る
こ

と

か
ら

も

う

か
が

え

る

よ

う

に

、
藤

田

に

と

っ
て

「
経

験
」

と

は
や

は
り

、

独

立
不

羈

の
主

体

性

を

発

揮

し

う

る

よ

う

な

自

己

を

見

い

だ

さ

せ

る
出

来

事

で

あ

る
。

彼

は

、

今

日

の

「
「
安

楽
」

へ

の

全

体

主

義

」

に
け

っ
し

て

隷

属

す

る

こ

と

の
な

い



自

己

が

形

成

さ

れ

る

た

め

の

最

終

的

な

拠

点

を

、

歴

史

の

経

験

と

し

て

の

「

最

後

の

経

験

」

の

う

ち

に

確

保

し

よ

う

と

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

こ

れ

に

対

し

て

、

ベ

ン

ヤ

ミ

ン

に

と

っ

て

は

、

確

固

と

し

た

自

己

を

も

ち

、

さ

ら

に

は

そ

の

ア

イ

デ

ン

テ

ィ

テ

ィ

を

主

張

す

る

よ

う

な

主

体

の

起

源

を

求

め

る

こ

と

は

問

題

で

は

な

い

。

彼

に

と

っ

て

「

経

験

」

と

は

む

し

ろ

、

そ

れ

を

つ

う

じ

て

過

去

の

記

憶

を

今

に

甦

ら

せ

る

「

イ

メ

ー

ジ

」

で

あ

り

う

る

よ

う

な

言

語

が

析

出

さ

れ

て

く

る

よ

う

な

出

来

事

な

の

だ

。
「
閾

」

を

く

ぐ

り

抜

け

た

先

に

見

い

だ

さ

れ

る

新

た

な

自

己

は

、
「

根

源

史

」

を

描

き

出

す

言

葉

の

か

た

ち

で

、
「

誰

も

が

解

読

し

う

る

よ

う

な

仕

方

で

差

し

出

さ

れ

て

い

る

」

〈
Ｖ
，
　
５
９
５
)
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
―
―
こ
こ
で
は
過
ぎ
去
っ

た
も
の
で
あ
る
―
―
異
他
な
る
も
の
と
の
遭
遇
と
交
渉
と
し
て
の
経
験
の
な

か

で

つ

ね

に

新

た

に

醸

成

さ

れ

、

語

り

出

さ

れ

て

く

る

よ

う

な

「

媒

体

」

と

し

て

の

言

語

の

あ

り

よ

う

こ

そ

、

ベ

ン

ヤ

ミ

ン

の

哲

学

的

思

考

の

も

う

一

つ

の

主

題

に

ほ

か

な

ら

な

い

。

最

初

期

の

言

語

論

「

言

語

一

般

お

よ

び

人

間

の

言

語

に

つ

い

て

」

に

よ

る

と

、

言

語

は

本

質

的

に

、

自

己

以

外

の

と

こ

ろ

に

あ

る

情

報

や

メ

ッ

セ

ー

ジ

を

伝

達

す

る

た

め

の

「
手

段

（
Ｍ

ｉｔ
ｔｅ
ｌ
)
」
〈
Ｉ
Ｉ

，　
１
４
４
)

で

は

な

く

、

ま

さ

に

「

そ

こ

に

お

い

て

」

自

己

自

身

が

か

た

ち

づ

く

ら

れ

、
「

直

接

に

〈
ｕ
ｎ
ｍ

ｉｔ
ｔｅ
ｌ
ｂ
ａ
ｒ
)
　」
（
Ｉ
Ｉ

，　
１
４
２
)

表

現

さ

れ

る

現

場

で

あ

り

、

ま

た

こ

う

し

た

「
媒

体

」

と

し

て

の

言

語

は

地

上

に

お

い

て

、

他

の

被

造

物

が

語

り

か

け

て
く
る
の
に
応
え
る
「
翻
訳
（
U
b
ｅ
ｒ
ｓ
ｅ
ｔ
ｚ
ｕ
ｎ
ｇ
)
」
〈
Ｉ
Ｉ
，
　
１
５
１
)
の
経
験
を
つ

う

じ

て

つ

ね

に

新

た

に

形

成

さ

れ

る

の

で

あ

る

。

そ

の

経

験

の

な

か

か

ら

、

異

他

な

る

も

の

の

言

語

に

応

え

う

る

言

語

と

し

て

、

自

己

の

言

語

が

、

両

者

の

差

異

を

分

節

す

る

か

た

ち

で

語

り

出

さ

れ

る

の

だ

。

さ

ら

に

ベ

ン

ヤ

ミ

ン

が

、
「

翻

訳

」

と

と

も

に

自

己

を

組

成

し

、

表

現

す

る

言

語

と

は

、

本

質

的

に
「
名
（
N
a
m
e
)
」
で
あ
る
と
述
べ
る
と
き
、
彼
は
言
語
そ
の
も
の
の
、

そ

れ

が

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

の

道

具

と

な

る

手

前

に

あ

る

ダ

イ

ナ

ミ

ズ

ム

を

と

ら

え

て

い

よ

う

。

他

者

の

名

を

呼

ぶ

と

は

、

何

よ

り

も

ま

ず

そ

の

他

者

が

現

に

存

在

し

て

い

る

の

を

肯

定

す

る

こ

と

で

あ

り

、

そ

の

と

き

「
名

」

は

、

自

己

自

身

以

外

に

は

何

も

表

現

す

る

こ

と

な

く

「

あ

る

伝

達

可

能

性

〈
Ｍ

ｉ
ｔ
ｔｅ
ｉ
ｌｂ
ａ
ｒ
ｋ
ｅ
ｉｔ
)

そ

の

も

の

」
〈
Ｉ
Ｉ

，　
１
４
６
)

を

伝

え

て

い

る

。

つ

ま

り

「

名

」

は

、

他

者

と

の

あ

い

だ

に

新

た

な

回

路

が

開

か

れ

る

こ

と

へ

向

け

て

語

り

か

け

ら

れ

て

い

る

の

だ

。

そ

の

よ

う

な

「

名

こ

そ

が

言

語

そ

の

も

の

の

最

も

内

奥

の

本

質

で

あ

る

」
（
Ｉ
Ｉ

，　
１
４
４
)

と

語

る

と

き

彼

は

、

い

か

な

る

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

の

基

盤

も

共

有

さ

れ

て

い

な

い

と

こ

ろ

で

、

異

他

な

る

も

の

と

の

あ

い

だ

に

呼

応

し

あ

う

可

能

性

を

切

り

開

く

も

の

と

し

て

自

己

を

形

成

し

、

表

現

す

る

、

言

語

の

根

源

的

な

ダ

イ

ナ

ミ

ズ

ム

を

と

ら

え

て

い

る

の

で

あ

る

。

た

し

か

に

そ

の

ダ

イ

ナ

ミ

ズ

ム

は

、

そ

れ

ぞ

れ

の

言

語

が

同

類

の

共

同

体

の

「

母

語

」

な

い

し

「

国

語

」

と

し

て

分

立

す

る

世

界

の

な

か

で

は

覆

い

隠

さ

れ

て

い

よ

う

。

し

か

し

、

み

ず

か

ら

の

「
母

語

」

を

突

き

破

っ

て

ま

で

異

質

な

他

の

言

語

で

書

か

れ

た

作

品

の

「

文

字

ど

お

り

（
w

ｏ
ｒ
ｔ
ｌｉｃ
ｈ
)
」
　
（
Ｉ
Ｖ

，　
１
７
)

の

姿

に

寄

り

添

う

よ

う

な

翻

訳

に

よ

っ

て

、

よ

り

普

遍

的

な

「

言

語

の

生

成

」
〈
Ｉ
Ｖ

，　
１
９
）

を

活

性

化

さ

せ

る

「

課

題

」

を

語

る

「

翻

訳

者

の

課

題

」

が

示

す

よ

う

に

、

自

己

の

根

源

的

な

ダ

イ

ナ

ミ

ズ

｜ 経験 の廃墟から新たな歴史の経験へ45



ム
を

現

在

話

さ
れ

て

い

る

言

語

が

回

復

す

る

可

能

性

も

、

ベ

ン

ヤ

ミ

ン

は
、

こ

の

バ

ベ

ル
以

後

の

世

界

の

内

部

に
探

っ
て

い

る

の

で

あ

る
。

そ

し

て

彼

は
、

「
根
源

史

」

を

叙

述

す

る

言

葉

と

し

て

の

「
弁

証

法

的

イ

メ

―

ジ
」

の

か

た

ち

に

「
過

去

と

か

か
お

る
唯

一
無

二
の

経

験

」

を

結

晶

さ

せ

る

こ

と

の

う

ち

に

も

、

言

語

の

「
媒

体

」

と

し

て

の
ダ

イ

ナ
ミ

ズ

ム
が

再

び
見

い

だ

さ
れ

る

可

能

性

を

見

て

取

っ
て

い

た

の
で

は
な

い
だ

ろ

う

か
。

最

初
期

か

ら

「
も

う

ひ

と

つ

の

経

験

（
ｅ
ｉｎ
ｅ
　ａ
ｎ
ｄ
ｅ
ｒ
ｅ
　
Ｅ
ｒ
ｆａ
ｈ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
)
」
（
Ｆ

ｇ
)

を

追

い

求

め

て

き

た

ベ

ン

ヤ

ミ

ン

の
思

考

の
到

達

点

と
し

て

の
歴

史

の
経

験

と

は
、

歴

史

そ

の
も

の
を

、

歴

史

の

他
者

と
も

言

う
べ

き

過

ぎ

去

っ

た
も

の

た

ち

の
記

憶

を

、

現

在

を

見

つ

め
な

お

さ

せ

る

か

た

ち
で

、

す

で

に
物

語

ら
れ

た
歴

史

を

問

い

た
だ

し

な

が

ら
呼

び

覚

ま

し

て
ゆ

く

可

能

性

に

お

い

て

と

ら

え

か

え

さ

せ

る
と

と
も

に
、

言
語

を

、

共

約
不

可

能

な
他

者

と

の
あ

い

だ

に

応
え

あ

う

回

路
を

切

り
開

き

な

が

ら

自

己

を

形

成
す

る

ダ
イ

ナ

ミ

ズ

ム
に

お

い
て

見

つ

め

な

お

さ

せ

る

よ

う

な

「
閾

の

経

験

」

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

。

「
耳

を

傾

け

て

い

る
声

た
ち

の
な

か
に

、

今

で

は

沈

黙

し

て

し

ま

っ
て

い

る

声

の

谺

が

混

ざ

っ

て

は

い

な

い
だ

ろ

う

か

」
（
Ｉ

，　
６
９
３
)
°

ベ

ン

ヤ

ミ

ン

は

「
歴

史

の

概

念

に

つ

い

て

」

の

な

か

で

こ

う

問

い

か

け

て

い

る
。
「
谺

（
Ｅ
ｃ
ｈ
ｏ
)
」
、
そ
れ
は
彼
の
思
考
の
な
か
に
響
き
わ
た
る
一
つ
の
モ
テ
ィ
ー
フ

と

い
え

る

か
も

し

れ

な

い
。

た
と

え

ば

「
翻

訳

者

の
課

題

」

で

も

、

一

つ

の

作

品

が

文

字

へ
と

石

化

し

た

姿

―

こ

れ

が

「
原

作

の

〈
残

存
〉
」

で

あ

る

―
に
寄
り
添
う
こ
と
で
、
そ
の
「
死
後
の
成
熟
（
Ｎ
ａ
ｃ
ｈ
ｒ
ｅ
ｉ
ｆ
ｅ
)
　
」
　
（
Ｉ
Ｖ
，

1
3
)
を
「
原
作
の
谺
」
（
Ｉ
Ｖ
，
　
１
６
と
し
て
響
き
出
さ
せ
る
よ
う
な
、
ま
た

そ
の
た
め

に
「
母
語
」
の
呪
縛
を
乗

り
越
え

る
よ
う
な
翻
訳
の
可
能
性
が
語

ら
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
の
可
能
性
は
、
過
去
を
想
起
す
る
こ
と
の
可
能
性
を

指
し
示
し
て
も

い
る
。
「
今
で

は
沈
黙

し
て
し
ま

っ
て
い
る
声

の
谺
」

に
耳

を
と

め
る
―

そ

れ
は
過

去
の
痕
跡
に
耳
や
目
を
、

い
わ
ば
刺
し
貫

か
れ
る

こ
と

で
あ

ろ
う
―

と
き

、
こ
れ
ま
で
自

明
で

あ

っ
た

「
歴
史
」

が

「
沈

黙
」
を
強

い
る
神

話
だ

っ
た
こ
と
が
露
呈
す
る
。
そ
の
連
続
を
打
ち
砕

い
て

過
去

の
記
憶

を
救

い
出
す

な
ら
、
そ
れ
は
記
憶
を
甦

ら
せ
る
「
イ
メ
―
ジ
」

と
し
て

の
言
葉
の
か
た
ち
で
、
こ
の

「
谺
」
を
響
き
出

さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
の

だ
。

そ
し
て

こ
の
と
き
、

想
起
す
る
者
は
、
「
谺
」
を
響

か
せ
る
言
葉

の
う
ち

に
新

た
な
自
己
を
、
他
者

に
応
答
す
る
可
能
性
に
お
い
て
見

い
だ
す

こ
と

に
な
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
今
な
お
続
く
「
政
治
の
耽
美
主
義
化
」

に
抗

し

て

「
経

験
」

の
廃
墟

か
ら
拾
い
出
し
て

い
る
の

は
、

ひ
と

り
ひ
と

り
が

Ｉ

こ
こ
で
デ
リ
ダ
の
言
葉

を
借
り
る
な
ら
―

「
死

の
後

に
生
き

る
」
、

つ
ま
り
こ
れ
ま
で
の
自
己
の
死
を
く
ぐ
り
抜
け
て
歴
史
を
見
つ
め
な
お
し
、

言
語
を
再

生
さ
せ
る

な
か
に
、
他
者
に
応
答
す
る
自
己
を
新
た
に
見
い
だ
す

か
た
ち
で
生
ま
れ
変

わ
る
よ
う
な
、
新
生
の
経
験

の
可
能
性
な
の
で
あ
る
。
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１
９
８
９
.

D
e
r
　
E
ｒ
ｚ
ａ
ｈ
ｌ
ｅ
ｒ
：
　
Ｂ
ｅ
ｔ
ｒ
ａ
ｃ
ｈ
ｔ
ｕ
ｎ
ｇ
ｅ
ｎ
 
ｚ
ｕ
m
　
W
e
ｒ
ｋ
　
Ｎ
ｉ
ｃ
ｏ
ｌ
ａ
ｉ
　
Ｌ
ｅ
ｓ
ｓ
ｋ
ｏ
ｗ
ｓ
,
　
ｉ
ｎ
:
　
Ｇ
Ｓ

Ｂ

ｄ
.
　
Ｉ
Ｉ
.

Ｕ

ｂ
ｅ
ｒ

　
ｅ
ｔ
ｎ

ｉｇ

ｅ

　
Ｍ

ｏ

ｔ
ｉｖ

ｅ

　
ｂ
ｅ

ｉ
　
Ｂ

ａ
ｕ

ｄ
ｅ
ｌ

ａ

ｉｒ

ｅ
,
　
ｉ

ｎ
:

　
Ｇ

Ｓ

　
Ｂ

ｄ
.
　
Ｉ
.

Ｄ
ａ
ｓ
　
Ｐ
ａ
ｓ
ｓ
ａ
ｇ
ｅ
ｎ
-
Ｗ
ｅ
ｒ
ｋ
,
　
Ｇ
Ｓ
　
Ｂ
ｄ
.
　
Ｖ
,
　
１
９
８
９

．

Ｕ

ｂ
ｅ
ｒ

　
ｄ
ｅ
ｎ

　
Ｂ

ｅ
ｇ

ｒ

ｉｆ
ｆ

　
ｄ
ｅ
ｒ

　
Ｇ

ｅ
ｓ
ｃ
ｈ

ｉ
ｃ
ｈ

ｔ
ｅ
,
　
ｉ
ｎ
:

　
Ｇ

Ｓ

　
Ｂ

ｄ
.
　
Ｉ
.

＊

以

上

の

ベ

ン

ヤ

ミ

ン

の

著

作

か

ら

の

引

用

は

、

括

弧

内

に

全

集

の

巻

数

を

ロ

ー

マ

数

字

で

、

頁

数

を

ア

ラ

ビ

ア

数

字

で

記

す

か

た

ち

で

示

さ

れ

て

い

る

。

（

１

）

Ｊ
ａ
ｃ
ｑ
ｕ
ｅ
ｓ

　

Ｄ
ｅ
ｒ
ｎ

ｄ
ａ
:
　

Ａ
ｐ
ｐ

ｒ
ｅ
ｎ
ｄ
ｒ
ｅ
 
ａ

 

ｖ
ｔｖ
ｒ
ｅ
 

ｅ
ｎ
ｆ
ｉ
ｎ
：
　

Ｅ
ｎ

ｔ
ｒ
ｅ
ｔ
ｉ
ｅ
ｎ

Ｊ
ｅ
ａ
ｎ
　
Ｂ
ｉ
ｒ
ｎ
ｂ
ａ
ｕ
m
,
　
Ｐ
ａ
ｒ
ｉ
ｓ
:
　
Ｇ
ａ
ｌ
ｉ
ｌ
ｅ
ｅ
,
　
２
０
０
５
.
邦
訳
‥
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ

『

生

き

る

こ

と

を

学

ぶ

、

終

に

』

鵜

飼

哲

訳

、

み

す

ず

書

房

、

二

〇

〇

五

年

、

二

四

頁

。

（

２

）
　

デ

リ

ダ

、

前

掲

書

、

二

五

頁

。

（

３

）
　
M
a

ｒｔ

ｉ
ｎ

 

Ｈ
ｅ

ｉ
ｄ
ｅ
ｇ
ｇ
ｅ
ｒ
:
 

Ｕ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｗ

ｅ
ｇ
ｓ
 

ｚ
ｕ
ｒ

 

Ｓ
ｐ
ｒ
ａ
ｃ
ｈ
ｅ
,
 

Ｐ
ｆ
ｕ

ｌ
ｌ
ｉ
ｎ
ｇ
ｅ
ｎ
:

Ｎ

ｅ
ｓ
ｋ
ｅ
,
　
１
９
８
６
,
　
Ｓ
.
　
１
５
９
.

（

４

）
　

こ

の

よ

う

な

「

経

験

」

と

い

う

語

の

語

源

的

な

意

味

に

関

し

て

、

以

下

の

論

考

を

参

照

。

ｒ

ｈ
ｉ
ｉ
ｉ
ｐ
ｐ
ｅ

　
Ｌ
ａ
ｃ
ｏ
ｕ
ｅ
-
Ｌ
ａ
ｂ
ａ
ｒ
ｔ
ｈ
ｅ
:
　
Ｌ
ａ

　
ｐ
ｏ
ｅ
ｓ
ｉ
ｅ
　
ｃ
ｏ
ｍ

ｍ

ｅ

　
ｅ
ｘ
ｐ
ｅ
ｒ
ｉ
-

ｅ
ｎ
ｃ
ｅ

，
　
Ｐ
ａ
ｒ
ｉｓ
:
　
Ｂ
ｏ
ｕ

ｒ
ｇ
ｏ

ｉｓ
,
　
１
９
８
６
.
邦

訳

‥

フ

ィ

リ

ッ

プ

ニ

フ

ク

ー

ー

ラ

バ

ル

ト

『
経

験

と

し

て

の

詩

Ｉ

ツ

ェ

ラ

ン

ー

ヘ

ル

ダ

ー

リ

ン

ー

ハ

イ

デ

ガ

ー

」

谷

口

博

史

訳

、

未

来

社

、

一

九

九

七

年

、

五

〇

頁

以

下

。

（

５

）
　

藤

田

省

三

『

精

神

史

的

考

察

』

、

平

凡

社

、

二

〇

〇

三

年

、

一

七

頁

、

二

三

頁

。

（

６

）
　

ベ

ン

ヤ

ミ

ン

の

「

経

験

」

の

探

究

を

最

初

期

の

論

考

か

ら

跡

づ

け

な

が

ら

た

ど

っ

た

論

考

と

し

て

、

以

下

を

参

照

°
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ｅ
ｎ
ｊ
ａ
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ｓ
　
Ｂ
ｅ
ｇ
ｒ
ｉ
ｆ
ｆ
ｅ

１
.
　
Ｂ
ｃ
ｉ
.
,
　
F
ｒ
ａ
ｎ
ｋ
ｔ
ｕ
ｒ
ｔ
　
ａ
.
　
Ｍ
.
:
　
ｂ
ｕ
ｈ
ｒ
ｋ
ａ
ｍ
ｐ
，
　
２
０
０
０
,
　
Ｓ
.
　
２
３
０
ｆ
ｆ
.
ま
た
、
ベ
ン

ヤ

ミ

ン

の

思

考

の

歩

み

そ

れ

自

体

を

、

さ

ら

に

は

そ

の

生

涯

を

も

、

境

界

を

突

破

し

、

通

過

す

る

経

験

と

し

て

描

き

出

し

た

著

作

と

し

て

、

以

下

を

参

照

。

ｗ

 ｍ

ｉ
ｎ

ｅ

ｄ

　
Ｍ

ｅ
ｎ

ｍ

ｎ

ｇ

ｈ
ａ

ｕ

ｓ
:
　
ｂ

ｃ
ｈ
ｗ

ｅ

ｌ
ｌｅ
ｎ

ｋ
ｕ

ｎ

ｄ
ｅ

：
　
Ｗ

ａ

ｌ
ｔ
ｅ
ｒ

　
Ｂ

ｅ
ｎ

ｊ
ａ

ｍ

ｉ
ｎ
ｓ

　
Ｐ

ａ

ｓ
-

ｓ
ａ
ｇ

ｅ

　
ｄ
ｅ
ｓ

　
M

ｙ

ｔ
ｈ
ｏ
ｓ
,
　
ｒ

ｒ
ａ

ｎ

ｋ

ｆ
ｕ

ｒ
ｔ

　
ａ
.
　

Ｍ
.
:

　
Ｓ
ｕ

ｈ
ｒ

ｋ
ａ

ｍ

ｐ
,
　

１
９

８
６
.

邦

訳

‥

ヴ

ィ

ン

フ

リ

ー

ト

ー

メ

ニ

ン

グ

ハ

ウ

ス

『

敷

居

学

－

ベ

ン

ヤ

ミ

ン

の

神

話

の

パ

サ

ー

ジ

ュ

』

伊

藤

秀

一

訳

、

現

代

思

潮

新

社

、

二

〇

〇

〇

年

。

（

７

）
　

藤

田

省

三

『

全

体

主

義

の

時

代

経

験

』
、

み

す

ず

書

房

、

一

九

九

五

年

、

七

九

、

八

三

頁

。

（

８

）
　

藤

田

、

前

掲

書

、

八

三

頁

。

（

９

）
　

ベ

ン

ヤ

ミ

ン

の

思

考

に

お

け

る

「

閾

〔

敷

居

〕
」

の

モ

テ

ィ

ー

フ

の

遍

在

に

関

し

て

は

、

以

下

を

参

照

。

Ｗ
.

　

Ｍ

ｅ

ｎ

ｎ

ｉ
ｎ

ｇ

ｈ

ａ
ｕ

ｓ
:
　

Ｓ
ｃ

ｈ
ｗ

ｅ

ｌ
ｌｅ
ｎ

ｋ
ｕ

ｎ

ｄ
ｅ
,
　

Ｓ
.

２

６
ｆ
ｆ
.

（
1
0
）
　
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
。
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
の
な
か
で
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
閾

〔

敷

居

〕

は

、

境

界

か

ら

厳

密

に

区

別

さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

閾

は

一

つ

の

域

（

Ｎ

ｏ

ｇ

）

で

あ

る

。

変

転

、

移

行

、

洪

水

と

い

っ

た

意

味

が

《

満

ち

溢

れ

る

〈
ｓ
ｃ

ｈ
w

ｅ

ｌ
ｌ

ｅ
ｎ

）

》

と

い

う

語

に

は

含

ま

れ

て

い

る

」

（

Ｖ
,

　

６
１

８
）

°

（

1
1

）
　

藤

田

省

三

『

全

体

主

義

の

時

代

経

験

』

、

七

九

頁

。

（

ａ

）
　

藤

田

、

前

掲

書

、

八

二

頁

。

（
1
3

）
　

藤

田

省

三

『

精

神

史

的

考

察

』

、

二

三

頁

。

（
1
4

）
　

藤

田

、

前

掲

書

、

一

四

、

二

三

頁

。
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（
1
5）
　
藤
田
省
三

『
全
体
主
義
の
時
代

経
験
』
、

八
二
頁

。

（
1
6）
　
藤
田
、
前
掲
書
、
八
四
頁
。

（
1
7
）
　
藤
田
、
前
掲
書
、
八
五
頁
。

（
1
8）
　
同
所
。

（

1 9

）
　

こ

の

点

に

関

し

て

示

唆

的

な

の

が

、

以

下

の

論

考

で

あ

る

。

Ｓ

ｔ
ｅ

ｐ

ｈ
ａ

ｎ

ｅ

Ｍ

ｏ

ｓ
ｅ
ｓ
:
　

Ｌ

，ａ

ｎ
ｇ

ｅ

　
ｄ
ｅ

　
Ｉ
，
ｈ
ｉ
ｓ

ｔｏ

ｉ
ｒ
ｅ

：
　
Ｒ

ｏ

ｓ
ｅ
ｎ

ｚ
w

ｅ
ｉｇ

，
　
Ｂ

ｅ
ｎ

ｊ
ａ
ｍ

ｉｎ

，
　
Ｓ

ｈ
ｏ

ｌｅ
ｍ

，
　

Ｐ

ａ
ｒ
-

ｉ
ｓ
:
　
Ｓ

ｅ
ｕ

ｉ
ｌ

， 　

１
９
９

２
.

邦

訳

‥

ス

テ

フ

ァ

ヌ

ー

モ

ー

ゼ

ス

『

歴

史

の

天

使

Ｉ

ロ

ー

ゼ

ン

ツ

ヴ

ァ

イ

ク

、

ベ

ン

ヤ

ミ

ン

、

シ

ョ

ー

レ

ム

』
、

合

田

正

人

訳

、

法

政

大

学

出

版

局

、

二

〇

〇

二

年

、

一

五

一

頁

以

下

。

（
2
0
）
　
藤
田
省
三
『
全
体
主
義
の
時
代
経
験
』
、
八
一
頁
。

（
2
1

）
　

翻

訳

を

つ

う

じ

て

そ

れ

ぞ

れ

の

言

語

が

新

た

に

形

成

さ

れ

る

と

い

う

点

に

関

し

て

、

以

下

の

論

考

を

参

照

。

Ａ

ｌ
ｆ
ｒ
ｅ

ｄ

　

Ｈ

ｉｒ
ｓ
ｃ

ｈ
:

　

Ｍ

ｉｍ

ｅ
ｓ

ｉｓ

 

ｕ

ｎ

ｄ

Ｕ

ｂ
ｅ
ｒ
ｓ
ｅ

ｔｚ

ｕ

ｎ
ｇ

：
　
Ａ

ｎ

ｍ

ｅ
ｒ

ｋ
ｕ

ｎ
ｇ

ｅ
ｎ

　
ｚ
ｕ
m

　

Ｓ

ｔ
ａ

ｔｕ

ｓ

　
ｄ
ｅ
ｒ

　
Ｒ

ｅ
ｐ

ｒ
ｏ

ｄ
ｕ

ｋ
ｔ
ｉｏ

ｎ

　

ｉ
ｎ

　

ｄ
ｅ
ｒ

Ｓ
ｐ
ｒ
ａ
ｃ
ｈ
ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉ
ｅ
　
Ｗ
ａ
ｌ
ｔ
ｅ
ｒ
　
Ｂ
ｅ
ｎ
ｊ
ａ
ｍ
ｉ
ｎ
ｓ
，
　
ｉ
ｎ
:
　
Ｔ
ｈ
ｏ
ｍ
ａ
ｓ
　
Ｒ
ｅ
ｇ
ｅ
ｈ
ｌ
ｙ
（
Ｈ
ｇ
.
）
:

Ｎ

ａ
ｍ

ｅ
ｎ

，
　

Ｔ

ｅ
ｘ

ｔ
ｅ

，
　

Ｓ

ｔ
ｉ
ｍ

ｍ

ｅ
ｎ

：
　

Ｗ

ａ

ｌ
ｔ
ｅ
ｒ

　

Ｂ

ｅ
ｎ

ｊ
ａ

ｍ

ｉ
ｎ

ｓ

　

Ｓ
ｐ

ｒ
ａ

ｃ
ｈ
ｐ

ｈ

ｉ
ｌｏ

ｓ
ｏ
ｐ

ｈ

ｉ
ｅ

，

Ｓ

ｔ
ｕ

ｔ
ｔ
ｇ

ａ
ｒ
ｔ
:
　
Ａ

ｋ
ａ

ｄ
ｅ
ｍ

ｉ
ｅ

　
ｄ

ｅ
ｒ

　
Ｄ

ｉ
ｏ
ｚ

ｏ
ｓ

ｅ

，
　

１
９

９
３

，
　

Ｓ
.
　
５

１
.

（
2
2
）
　
こ
う
し
た
「
名
」
と
し
て
の
言
語
の
お
り
よ
う
に
関
し
て
、
山
内
志
朗
『
天

使

の

記

号

学

』

（

岩

波

書

店

、

二

〇

〇

一

年

）

の

九

〇

頁

以

下

を

参

照

。

（
2
3

）
　

翻

訳

者

の

「

母

語

」

に

と

っ

て

の

不

穏

な

ざ

わ

め

き

で

あ

る

と

と

も

に

、

言

語

が

他

の

言

語

の

異

質

さ

に

開

か

れ

た

も

の

と

し

て

新

生

を

遂

げ

る

た

め

の

胎

動

を

示

す

「

谺

」

に

関

し

て

、

以

下

の

論

考

を

参

照

。

Ｂ

ｅ

ｔ
ｔ
ｉ

ｎ

ｅ

　
Ｍ

ｅ

ｎ

ｋ

ｅ
:

≫
Ｗ
ｉ
ｅ
　
ｍ
ａ
ｎ
　
ｉ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｎ
　
Ｗ
ａ
ｌ
ｄ
　
ｈ
ｉ
ｎ
ｅ
ｉ
ｎ
ｒ
ｕ
ｆ
ｔ
，
 
.
.
.
≪
:
　
Ｅ
ｃ
ｈ
ｏ
ｓ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
ｓ
ｅ
ｔ
ｚ
ｕ
ｎ
ｇ
，

ｉ
ｎ
：
　
Ｃ
ｈ
ｒ
ｉ
ｓ
ｔ
ｉ
ａ
ａ
ｎ
　
Ｌ
.
　
Ｈ
ａ
ｒ
ｔ
　
Ｎ
ｉ
ｂ
ｂ
ｎ
ｇ
（
Ｈ
ｇ
.
）
:
　
Ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
ｓ
ｅ
ｔ
ｚ
ｅ
ｎ
：
　
Ｗ
ａ
ｌ
ｔ
ｅ
ｒ
　
Ｂ
ｅ
ｎ
ｊ
ａ
-

Ｆ
ｒ
ａ
ｎ
ｋ
ｆ
ｕ
ｒ
ｔ
　
ａ
.
　
Ｍ
.
:
　
Ｓ
ｕ
ｈ
ｒ
ｋ
ａ
ｍ
ｐ
,
　
２
０
０
１
，
　
Ｓ
.
　
３
７
８
ｆ
.

（
か
き
ぎ
・
の
ぶ
ゆ
き
、
哲
学
・
美
学
、
広
島
市
立
大
学
講
師
）
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