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Der　Witz 　ist　der　Finder （finder）

und 　der　Verstand 　der　Beobachter

　　　　　　　 （G．C．Lichtenberg）

佐　 々　 木 滋
＊

　 そ もそ も ワ ヒ テ ン ペ ル ク の 書 き残 さ れ た も の の 魅力 は侮か 、と問われ れば 「きわ め て 先鋭

な もの とそ こ で の も っ とも深遠 な思索 と が 、優 美 さ と調 和 し て い る 」 こ と に あ り、「
．
こ うし

た もの の 併存 ・共存は他 の い か な る作家 もか れ に は 匹敵 しな い 」 と答 え られ る 1）
。 真正 な存

在 を め ぐ る憂慮は か れ の 内部で は 了供 の 遊び好 きと剽軽者 の ま じ めな態度 と一一・対 を な し、か

れ の 思考対象は現実 そ の も の で あ り、自我 と世界構造 とい うこ の ふ た つ の 世界 と対決 さ せ る

も の は 言葉 の 世界 と新聞紙 Eの
一

切 で あ っ た 。 こ れ らの 特色 が か れ の ノ
ートに記 され た個 々

の 記 入 と警句で あ る
。 研究意欲 の 旺盛 さ は事物界 と入間界 に 向け られ 、それ は、か れ が 言葉

と し て 好む 言語界 へ の 不 信、か れ が 嫌 う新聞界 へ の 嘲笑 とで あ る 。
こ の 自我 と世界構造は晩

年 の か れ の 思 考 と意識 の 内部で 互 い に 切 り離せ な い もの とな る 。
こ の 双 方 い ずれ もが 制約 し、

説明 し合 う。 謡
』
葉 の もつ 虚飾性 に も めげ ず人間に は言語界を 必用 と さ れ る が、広 い 意味で 新

聞 の 一
切 は精神 、 心 、道徳的判断か ら弾劾 さ れ る 2）。

　か れ は
．一

観察者 で もあ る 。そ の まな ざ しは 事物お よび精神的な も の の な か で も っと も微妙

な もの を暴露 し、世 界構造 の 歴史 と人類 の 歴 史の な か で 広が る視点 を 遠 くに ま で 及 ぼ す 。

　 1・齟八 盤紀 も終わ ろ うとす る十 ヶ 月前に リ ヒ テ ン ベ ル ク は 五 十六才 で 亡 くな っ た 3）
。

シ ュ リ

ヒ タ ーグ ロ ル の 「物故者名士略伝 」 に は リ ヒ テ ン ベ ル ク に つ い て 1有名大 学 の 有名教師」、
・わ k わ れ の 時代 の 最 も機知 に 富ん だ 作家 の ぴ と り、最 も趣味 豊か な学者 の ひ と り、

い ずれ．

の 愚鈍 に も反対す る きわ め て 適切 な闘十 の ぴ と り」 と し て 讃え ら れ る 。 学者 と して の か れ は

主 た る 学問 ・物理 学 」 に お い て 白然学、天文学、数学 を教 え る 当時 の ドイ ッ で は 最 も著夕、

な教授 と し て そ の 名 凝 に 重 に ）博 した と伝 え られ、実験物理学 の 分野 で は ほ 1ま糖 的存

在 で 励 ・セ ン セ
ー

シ ・ ン を巻 き起 こ した リ ・ テ 鼠 ・レ ク の 渥 効 プ フ ， 姓 レ ・ （塵芥
像 ） の 発見 者と して の 名 声 を得、と く に そ れ に 期待 さ れ た こ とは電 気 の 理解 を解 き明す で あ

ろ う、と さ れ た こ とに あ っ た 4）。学者 に 無縁 で もな い 文 学者 とい うに は 必ず しもか れ に は 当
て は ま ら ぬ も の が あ る

。
か れ は 亡 くな る まで の 二 卜年間、と りわ け 婦 人界む け の 銅版画 人 り

の 小型本 『ゲ ・ テ ・ ン ガ ー・
タ ・ シ ・ン ・カ レ ン ダ づ の ほ ぼ 毎 号 の 寄儲 と して 、また

＿

七 八〇年か ら八 五 年 に 及 ぶ ゲ ・ テ ・ ン ゲ ン 学術 ・
文学誌 の 発儲 、さらに カ レ ン ダ

ー
寄徹
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明 星 大 学研 究紀要 【日本文化学部 ・言語文化学科】第 7 号 1999年

を刊行本 に した 『人相学 に つ い て 、再び 人相学者』 （1778年）お よび
一

七 九四年以降予約出

版 で 著 した贈呈用本 rホ ガ
ー

ス の 銅版画 に つ い て の 詳説』
5）な ど の 著者 として 知 られ た。一

七 七三年 か ら七六 年の 問 の 半ば 論駁的に して 半ば風 刺的 な著作は神学者 と文学者間 の 領域 を

踏 み越 え る もの で はなか っ た が 、ホ ー
メ ロ ス の 翻訳者 ヨ ハ ン ・ハ イ ン リ ヒ ・

フ ォ ス に 対 して

な さ れ た 二 つ の 冷酷、機知 に 富む論文は 幅広 く刺激を よ ん だ とい う 6）。自然研究家 と して の

リ ヒ テ ン ペ ル ク の 名声の 広 が りが 、か れ の 人 生 の 最後 の 数年間 に は、酸素 を用 い た 「熱素」

の 完全代用 に 関した新理論 に 対 しあまり に も長 い 間反対 した こ とで 、終 え た よ うに み えた 。

さ ら に ジ ャ ン ・パ ウ ル と並 ん で 国家 き っ て の も っ と も聡明か つ ユ
ー

モ ア に 富み、辛辣な作家

で あ る とは認 め られ るが 、一般的に は ドイ ツ擬古典 主義 とそ の 影響領域、すなわ ち近代文学

へ の 繋が り を怠 っ た か の よ うに さえみ え る 。 擬古典主義、浪漫派 の 興隆、ジ ャ ン ・パ ウ ル と

比 べ る とか れ の 著作は輝 きを失 い
、 お そ ら くは次第 に 文学史家以 外 の 人 々 に は忘れ られ て い

っ た 。 とこ ろ が 予期せ ぬ こ とが 起 こ る 。 リ ヒ テ ン ベ ル ク の 死後か れ の 友人 で あ り出版者 で あ

ワ た デ ィ
ーテ リ ヒ 7） が 、「あ る部分 は物理 学的で あ っ た り あ る部分は混 ざ り合 っ た 内容 の か

れ の 遺稿の
一部刊行」 を告げ た の で あ る 。そ れ らは 「た い て い が 短 い 文章、個 々 の 考え 、所

見、機知に 富む着想、新 し い 見方、諸問題 ……
か らな りたち、も の ご とを考察す る か れ の 仕

方、か れ の 精神が み とめ られ る」 とい うもの で あ っ た 。 リ ヒ テ ン ベ ル ク の 名声 を一九世紀 に

あ らた に 根拠づ け よ うとした もの は 、 まさ に こ の 「無か っ た 文書類」 に他 な らず、そ れ は か

　 　 　 　 s 　　u 　　d　　ビ　　ユ　 b　　ロ　　c　　h

れ自ら rズ ーデル ブ ー
フ 』 と称す る もの で あ る 。

か れ は また そ れ を
“
reり書き帳、ウ ェ イ ス

トブ ッ ク、下 書 き帳、あ る い は 思索帳
”

な ど と も と繰 り返す 。 か れ に よれ ば こ の 「雑記帳方

式」 が い ちば ん の お勧 め で あ る 。 な ぜ な らそ れ は 「数 ペ ニ ヒ の 真理 の 節約 に よ っ て 」 豊か に

さ せ る か ら で あ り、そ の 点 に 「あ らゆ る詳細 に よ る 」 着想が 詳説 さ れ 、そ して 「事柄に 習熟

す る よ うに な った の ちに は じめ て そ の 着想が 必要な簡潔 さ に おい て も表現 を得 る」 と さ れ る

も の で あ る 。

S）

「商人 た ちは 自分 の ウ ェ イ ス ト ブ ッ ク （ドイ ツ語で は下書 き帳、雑記帳 に 相当 す る とわ

た しは 思 う）を持 っ て い る 。 そ の な か に か れ らは毎 日購入す る も の 、売 る もの の
一

切 を

無秩序 に乱雑 に 記入す る 。
こ れ を も と に そ れ は 全 て が 系統立 っ て い る 仕訳帳 に 記入 され、

そ して 最後に イ タ リ ア 式 の 複式簿記 に よる原簿 で 帳簿 を つ け る に い た る 。 こ の 帳簿 の な

か で は と りわ け ど ん な男 も清算 を つ け られ 、しか も最初 は債務者 と して 、次 に債権者 と

して 向い 合 う。 二 の こ とは学者 も見倣 ら うべ き も の で あ る 。 まずは、わ た し が見た まま

に 、自分 の 考 え をわ た しに 吹 き込 む
一

切 をそ こ に 記入す る帳面 が 最初で 、次 に こ れ が

諸々 の 素材が よ り多く区分 さ れ整理 さ れ る他 の 帳面 へ と記帳 で き る 。 そ うす る と原簿 は

事柄 に つ い て の 結び つ き とそ こ か ら流れ 出 る解明 を きち ょ うめ ん に 表現で き よ う。」

（E −46）

　　 一八 〇一一年 に 九巻 の 最初 の 二 巻が r混合 の 書』 として 、狭め られ た精選 と恣意的配置 ・編 纂

　　 の も とに 刊行 さ れ た とき、カ ン ト、ゲ ーテ 、
ジ ャ

ン ・パ ゥ ル 、 シ ュラ イ ヤ
ー ・

マ ッ
ハ

ー
お よ

　　　び ア レ ク サ ン ダ ー・フ t ン ・フ ン ボ ル ト らの よ うに 、 リ ヒ テ ン ペ ル ク の 偉大 さ をすで に 認 め

203　て い た ぴ とた ちの 間で は 、
こ の 思索 の 書は ま だ か れ の 秘密 の ままで あ っ た 最良 の もへ の 驚異

（16）
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G ・C ・リ ヒ テ ン ベ ル ク の ア フ ォ リ ス ム ス を め ぐ ・て

の 念が 強 ま っ た に 違 い ない
。 リ ヒ テ ン ベ ル ク の 箴 言集 9＞ は 7

“
　
一一

テ 以 外 で は 「何度 も繰 り返

し読 まれ る 」 1 とに だ け役 立つ 四 大 ドイ ツ 語散 文作品 の ひ と つ だ 、と 1’”　o た J 一チ ェ の 言葉

が 作用 し始め る今世紀 に 漸 くそ の 魅力が 、殊 に戦後驚 くべ きテ ン ポ で増 した と い う。

　 リ ヒ テ ン ベ ル ク の 百 も し くは 二 白
．
もの よ く知 られ た 警句 と機知 と ＝

一
モ ァ を超 えた も の を

こ そ か れ の 著作に価値を与 え る ため に は 、、か れ の 思考 との 親密 さ は確か に われ わ れ に 要求 さ

れ る
10／1。か れ の 同時代 人 の だ れ ぴ とり と して 人 間 の 秘密 を か れ以 上 に 知 る も の は い な か っ

た 。 か れ は学問 h の 厳 め し さ を用 い ず に そ の 人 間を記述 した の で あ り、そ の こ とが か れ の 成

果で あ る。精神 科学が 幗人 の 生命に 潜ん だ衝動、複 雑性 を も暴露 し始め、そ の 仮装を理解 し

始め て 以 後か れ の 成果 に つ い て は知 ら れ て い る。無意識 の 作用反 作用 、そ の あ ら わ れ と して

の 夢・瞬 鯛 ・補償 （ア ・レ フ レ ー ト ・
ア ドラ

ー
が 用 い る 意味 で の ）、意瀞 ）閾 で 嚇 現象そ

し て と くに 言 語形態学 の 全 域、 こ れ ら
一

切 を リ ヒ テ ン ベ ル ク は見た の で あ り、．
手際 よ く暗示

して くれ た の で あ る 。

＊

　
lJ ヒ テ ン ベ ル ク が 箴言 作家 で あ る に は 文学 ジ ャ ン ル の 歴 史に よ る 確 認 を必 要 と す る。 こ の

こ と は ジ ャ ン ル に 固有 の 問題性 も伴 う。ジ ャ ン ル の 歴史 は何 を以 て そ れ に 即応す る の か を第

　
．’
に個別作品 か ら獲得 し つ つ 、そ の 所属性 に 決定 をあた え る もの で あ る が 、ジ ャ ン ル の 歴史

が そ こ に 発見す る もの は 、 そ の 推移 と ともに 本質的な ジ ャ ン ル の 徴候が変遷 を遂 げ て ゆ く こ

と で あ る。そ こ で 時代 を超え た有効な ジ ャ
ン ル の 定義は放棄せ ざ る を得な く な る 。た か だ か

形式的 ・r能性の 周辺 を書 き直 し得 る に す ぎな い 。 か れ の 記録 を 1箴言」 と称す る こ とに躊躇

ラ た り、「ナ イ ーブ な箴番 作家 」 と 言 え な い 研究は 、 ： うした困難 さを反映する 。 研究は幅

広 い 論究 の た め に こ うした問題 を オ
ー

プ ン に さ せ る 限 り、た しか に リ t テ ン ベ ル ク の 思索帳

の 箴 菖
1
的性格 を

一
応、自明な もの と受 け 入 れ は して も、い ず れ そ の 作品 が 前提 と さ れ る タ イ

プ に 相応 しか ら ぬ とい う理 由 で 、か れ の 稿 の 大部分 が 未製品 も しくは 「
．
拡大 さ れ た 箴篇

』
．j と

底 轡 繋 髄 く さ れ る 類 の 別 の 方 向 硝 耐 る の は理 由 の な … と で 麟 い ．

仏 ・道徳主義者た ち の 金 言や 格言 を模範 と して の 判断 に役立 て た こ とは ドイ ツ
・矮警

卜

黹の

定義化 に つ い て 偏見 な き研究 を妨 げ た 。 そ こ に み られ る もの は パ ス カ ル か ら シ ャ ン フ ォ
ー・

／1、

に 緊 り さ ら に 現代 に 及 ぶ まで の 特定領域 の 文学 の 力 で あ り、ロ マ ン 語圏の 形式
・ジ ャ

ン ル 意

識の カ とで もい うもの で あ っ た 。近代 の 箴 青
・概念は ド イ ツ か ら の も の で あ り、しか も仏 ・

モ ラ ］
」　 “ ト の 諸作品 を 予が 的 1こ形成 さ れ る e 匿名選 集 「・ ・ ス プ リ の エ ス プ V ．」 （1793年）

の 独語版 翻訳 は フ リー
ド リ ヒ ・シ 、L ル ツ に よ っ て 『人 間学 と処世哲学 の 箴言集』 と題 され た

後 の
→AO −’

年 に は ブ テ ヴ ・ ク ri・　1一七 断 己の 仏 ・
ア ・ ・ リ ス ム ス に つ い て 述べ る ．

。 の よ う

に 概念は最初 か ら仏 ・芸術 ジ ャ ン ル の 考 え方 に 重圧 をか け られ 、 リ ヒ テ ン ベ ル ク の 箴 謡の 理

解 に は 用 い る こ とが で きな か 。 た 。

　
リ ヒ テ ン ベ ル ク 自身 が 仏 ・モ ラ リス トた ち に 好意 を 示 した評価 は 疑 い の 余地 は な い

。 ラ ・

ブ リ ニエ
ー

ル の こ と は、心 理 学的 ポ ー
ト レ ェ テ ィ ス ト の 理 想 と して

一
七 六 五 年 に 言及 さ

れ 】” ・ ・
七七 騨 繊 降は 鍍 も ・

・P シ ー．　一一フ ー
・
一

の 艦 昔が 自分 ・）精神的所郁 醇

っ た と述べ る 。
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力

2
砺
q

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Meisei University

NII-Electronic Library Service

Meisei 　university

明 星 大学研 究 紀要 【日 本文化学 部
・言語文化学科】第 7 号 1999年

「あ る考え を書 き付 け た とき、す ぐさ ま最高の 形式 に行 き当た っ た 人間が い た とい わ れ

る 。わ た しは そ の こ とをあ ま り信 じな い 。 も っ と多 くの考え を振 りむけ た な ら、表現は

も っ と よ くな らぬ か 、よ り短 い 言 い 回 しが言い 当た ら ぬ もの か 、初 め は 必 要 と 思 っ た 幾

多の 言葉 を省 け ぬ もの か とい っ た問題 が 必 ず残る 。 だ が、 こ うした こ とは も と も と無用

な説明で しか な い
。 少 な く と も賢い 読者に と っ て は。（……） あ る考 えを きわめ て 純粋

に 表現 す る た め に は 非常に 沢山の 洗 い 落 としと垢お としが そ の
一部 を なす 。 ち ょ うど体

を きれ い に 見せ る よ うに 。
こ の こ とを納得す る の に は 初版 の 『ラ ・卩 シ ュ

ー
フ

ーコ ー
の

省察』 を後の 版 と比較 さ れ た し ．．，」 （」
−268）12）

「そ れ は予知 され 望まれ て い た 、と人 々 が信 じて い る こ と を人生 の 思 い が け ぬ 事件 を 己

の 利益 の た め に利用 す る術 を心得 る こ とは 、しば しば幸運 とい わ れ 、世間で は男 を成功

させ る。確か に 二 の 規則 を た だ知 りそ して 常 に 精神 の な か に 持 っ て い る こ とが すで に ひ

とつ の 強 さ で あ る。 ラ
・

ロ シ ュ

ー
フ
ー

コ
ー

の 判断 に よ る と レ ッ ツ枢機卿は こ の 特性 を高

い 職位で 所有 して い た とい う。」 （J−273）13）

リ ヒ テ ン ベ ル ク が執筆作業下 に こ うした文章修練を重ね、何が 諸 々 の 覚え書き の 解釈 を 生 み

出す の か を確認 して 見 つ け出 した こ と は疑い の ない こ とで あ る。そ れ で も か れ に と っ て仏 ・

モ ラ リ ス トた ちは模範た り得 なか っ た 。
か れ の 持ち出す箴言的 な もの の ふ た つ の 要素は フ ラ

ン ス 的格言 の 本質 に 属す る も の で は な く、む し ろ比較的古 い 時代 の に 帰属 して い る よ うで あ

る 。

）

0182
臼い

「（……）す で に 私が 挙げた 特性は、世界 を首尾 よ く学ぼ うとす る だ れ もが 持つ べ きもの

で あ る 。 か れ らは歴史記述家、詩人、法学者、雄弁家 も し くは医師か も しれ ぬ 。
か れち

はい つ の 時代 に も タ キ ト ゥ ス か らセ ル バ ン テ ス に い た る真実 と虚構の 歴 史 の な か で 大作

家 の 特徴を示す 傾向が あ っ た 。
こ の よ うな諸能力 を見誤 っ た 天 才は、 もしも、あ る 性格

を作 り上 げ る た め に 自身をあ て る な らば 、さ らに情熱 と闘 うこ と を学ば ね ば な らな い
。

こ の 情熱は学問 の 世界で は政治的世界一般 の 情熱 と同様 に 情熱 を機知 に よ っ て輝か せ よ

う とす る重 要な結果 に な り得 る 。 機知 と根本的 な もの が まれ に 同居す る 、 とい うこ の 乙

とは ひ とつ の 非常 に
一般的な論評で あ る が 、意見 を越 える機知 の 力は 、ど うで も よい 人

か らす る と、 こ の ふ た つ は 言われ て い る 以 上 に よ く感 じ取 られ る もの で あ る 。 わ れ わ れ

に は 言葉の影響か ら意見 に お よ ぶ 優れ た著作が あ る 。 文体で の 機知 と習慣的な もの の 影

響か らも同 じ よ うに 主張で き る よ うに 思 わ れ る 。 きわ めて 厳格な真理 が表現法 の 快適 さ

と結 び つ くべ き と こ ろ で は そ の よ うな著作 に は 大 い に 有益 で あ ろ う。 こ れ に つ い て 私は

は っき り と説明 を し よ う。 すで に 数千年来、作家た ちの あ い だ で 流行 って い る こ とに こ

ん な こ とが あ る。叙述 さ れ る人物が こ との ほ か 高潔で あ る か 、
ふ しだ らで あ る か の どち

らか で あ っ た り、または高潔 と不道徳 の 類希な混合 を兼ね 備 えて い る 場合、作家 が あ る

性格 を構想する とき 、 作家 たち は常 に 自分た ち の 普段 の 表現法を数段上 の 偉い も の と思

っ て い る。 こ こ に 対立 に た い す る対立 が 起 こ り、他 の 時代 に 対 す る 均衡す る時代が 続 き、

そ し て性格 の 形成 に お い て 天性は機知 に 富む もの で は な い か ら 、 また反対命題は 気取 っ
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G ・C ・リ ヒ テ ン 心 レ ク の ア フ ヰ
1丿ス ム x を め く

t　・T て

た もの で は ない か ら、天性 の とらわ れ ぬ 愚 直 さ は き わ め て 面倒 な抽象 に よ っ て も ご く白

然な も の に は 取 り戻せ得ぬ グ ロ テ ス ク な被造物 と な ．．て い る。伊

　ア ン テ ィ テ
ー

ゼ と均衡の 時代 は リ ヒ テ ン ベ ル ク に と ワ て 真理 を損 い や す い もの の よ うに み

え た ・ ラ ・P シ ー フ
ー

＝
一

の メ ラ ン コ リーや ヴ ・
一

ヴ ナ ル グ の 隠遁 の こ の 両方カミある距離

を 与 え た に して も、 フ
．
7 ン ス 古典主義は遂に社会 の 精神的気候下 で 成長す る。仏 ・

ア フ ォ
1丿

ス ム ス は 内容豊か な 会話 の エ ス プ リ に よ り栄光 と緊張 を迎 え る 。一一
方 、

リ ヒ テ ン ペ ル ク は、

i
一
われ わ れ ドイ ツ 人 と英国人 が 機知 と ウ イ ・

ソ トの も と に 理解す る 1 フ ラ ン ス 人 の エ ス プ リに

断固 と して 対抗 を 示 す。

「（
……

） か つ て フ ラ ン ス で 　
“

si　un 　AlleTnand　peut　avoir 　dc　1’esprit ？
”

とす る聞題 に

公 然 と論議 さ れ た こ とが あ っ た 。 Non 　Messieursと私 は答 えた こ とで あ ろ う。 とい う

の は か れ らは、わ れ わ れ が そ の 言 葉に 理解する も の を エ ス プ リの もとで 理 解 して い る か

らだ 。 か れ らの 言 い 分 は 正 しい が 、わ れ わ れ お よ び 英国人が Witz，　wit の もとに 理 解 し

て い る もの をか れ らは エ ス プ リの も とに 理解す る （……）」 E．−332鵬

　 ボ ー
デ 16） は モ ン テ ーニ ュの 自 らの 翻訳 を ス タ

ー
ン の 1

一
ト リス ト ラ ム ・シ ャ ン デ ィ 」 に 準

拠 して 『多種多様 な もの に 関す る思考 と意見』（1793年） と題 して 公 に す る 。
ヘ ル ダ ーは こ

の 二 つ を同
…
親 して 「

一
お そ ら くだれ も人 間 の 弱 さ と感傷 の 最小 に して さ さ い な もの の 依存関

係 を モ ン テ
ー

ニ
ュ と ヨ

ー
リ ッ ク 以上 に 豊か に 、自然 に 認 め た も の は い な い 」 と評 した 1η 。

か れ らは こ の 時代 の た め の 人間観察者 の 典型 を代表す る 。
モ ラ リス い モ ン テ

ー
＝

ユ の 抱 え

る 不 信、学者 の 言葉 と杓子定規 へ の 不信、こ れ ら の 不信 が 古典懐疑派 の 流れ を汲 む もの で は

あ っ て も、か れ の 白己 省察は哲学 的で あ っ て 、 リ ヒ テ ン ベ ル ク の こ の 作家 へ の 意識的遡及は

認 め ら れ な い 。
モ ン テ

ー
＝

ユ の 思考は 十八 世紀末 の 箴言的な もの の 流行 の 温床形成 に 影響 し

た a と は 否め ない
。

ス タ ーン の 箴言 的な精神姿勢が 間接的 に ボ ー
デ の 翻訳 を通 して 知 られ る 。

フ ラ ン ス 的な も の と並 ん で イ ギ ワ ス 的な 「感傷」 とい う新 しさ を表現す る芸術の 源泉が 開 か

れ る こ とに な る 。 ヨ ハ ン ・フ リード リ ヒ ・バ ウ マ ン の 翻訳 『一・英国人 の 箴 言と空想』 （1792

年） も そ うした影響下 に 生 ま れ る
！8｝。 こ の 木 は ば ら ば らの 数多 くの ス ケ ッ チ 風 の 小作品、

性格描写 、風刺的観察 を含む誘惑 され た 娘、高い 地位階級 の 乞 食、カ フ ェー
で の 一言居上、

居候 、女役者、新聞、お 喋 り屋 とい っ た心理 タ イ プ が セ ン チ メ ン タ ル な姿 の 傍 ら に 登場す る 。

こ う した作品 で 注 目すべ き こ とは、文化史 的に み て も、そ れ ら の 本が は じ め て 心理 的 な素材

と箴言概念 を 重ね合 わ せ て 関連 さ せ て い る こ とで あ ろ う。す で に 挙げ た 『エ ス プ リの ＝ ス プ

リ』 が 一七 九 ：こ年 に 仏 ・
マ キ シ ム に よ る概念 を もた ら した わけ だ が 、同時に 厂人間学」、「人

生 哲判 とい ・た 言 い 方 蛤 め て 伝 え ら れ る。 リ ・ テ ン ベ ル ク 自身は 自分 の 書、
・た 囃 記

帳』 に ア フ ォ リ ス ム X と言い 表す こ とは で き な か っ た。 こ の 概念は そ の 当時 と し て は まだ 古

い ア フ ォ リ ス ム ス に 留保 さ れ た ままで あ っ た 。 か れ の 目 の 前 に こ の 落葉 が ち らつ い て い た 二

とは確 か で あ る 。

［講義 の た め に
一

般的 に 用 い る こ とが で き る 基盤 に して は た い て い の 物理 の ハ ン ド 。ブ　200
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（19）
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明 星 大学 研 究 紀 要 【日本 文化学 部 ・
言語文化学科】第 7 号 1999年

ッ ク は あ ま り に もまわ り くどい 。そ れ らに 欠け て い る もの は ア フ ォ リス テ ィ ク な簡潔 さ

とそ の
一部 をなす表現 の 的確 さ で あ る 。 基盤に 用 い られ る教科書は そ の 学問の 核心 の み

を、また は きわめ て ぎ っ し りと詰め ら れ た 簡潔 さ の 業 を含 まね ば な らない
。 ど の 行 に も

教師が 言及 した もの を説明す るき っ か け をす ぐに 見つ け られ る よ うに
。 」

19）

箴 言的な もの へ の 結び つ き を か れ は一七 七 九年 か ら八 八 年 に 確立 す る 。 か れ は 古 い 聖書、ギ

リ シ ャ
・ラ テ ン の 作家たち の な か に 、沢山の 徳 の 教 え、心強 くす る金言 を発見 し、「こ れ ら

が 経験か ら最 も明 る く照 らす頭脳 に よ っ て 集め られ 、全人生行路 の 引 き綱 に も喩 えられ 、遂

に は こ うした財宝 の な か に 預け ら れ る 」。 また か れ が 誇 る の は 「ま さ に こ の 古代 の 人 々 の 分

別、か れ らが 持 っ て い る才能が ひ と りの 観察者自身の 心 に語 りか け得 る
……こ の こ と が ぴ と

つ の 世界認識 と人生の 哲学の 主要な特徴で あ る。」

　フ ィ
ール デ ィ

ン グ の 道徳的所感 と英国的人間観察 も リ ヒ テ ン ベ ル ク に と っ て は 人生 の 哲学

で あ る 。 そ の も とに か れ は 「調査」、「人間的自然」 を 生 き方 の そ の 応用 と し て 理 解 を深 め て

ゆ く。 敬虔主義的な も の と感傷的な もの の 基本特徴が か れ の 箴言的な表現 に 出会 っ た
一方で 、

仏 ・
ア フ ォ リ ス ム ス は十八 世紀最後 の 十年間 に ドイ ツ の 著：作界 に 進入す る 。 『人 間学 と処世

哲学 の 箴言集』 が 示 した もの は こ の 時代 に 分散 した箴言的な もの とそ の 他 の 要素 を伴 っ た フ

ラ ン Z 的な もの とが 入生 の 哲学 と融合 した結果、 フ ラ ン ス 的な 基本特徴が 際立 つ こ とに な っ

た 。 孤独な 自己観察者 と感傷的な観察者が仏 ・マ キ シ ム に 手 を 出す の で は な く、社交的 な男

が そ れ を す る の で あ る 。
ガ ル ヴ ェに よ る と 「人生 の 哲学 とは 真 の 社交 の 基本で あ り、興味あ

る談話 の 主 要材料」
20）と さ れ 、仏 ・

ア フ ォ リ ス ム ス の 社交的性格が 浸透す る。仏 ・
モ ラ リ ス

トた ち の 著作水準 とは とうて い 比較 し得ぬ 好色 文学 もそ の 概念 を奪 う。 世紀末 に は そ の 類 が

あ ら わ れ る の だ が 、模倣の 無力 さだけ が 目立 つ 。

「フ ラ ン ス ・道徳主義 ア フ ォ リ ス ム ス の 促進 する 照射もみ られ ぬ結果 と な っ た 歴 史的領

域 の 制限 に よ っ て 、 リ ヒ テ ン ベ ル ク の 思考は真 の ア フ ォ リス ム ス で あ る と い う推定的事

実 、 他方、こ れ が確か で あ れ ば 、 ドイ ツ ・箴言術は 自立 し た創作 と して 存在す る こ と の

可能性が ともか く獲得 さ れ る 。
こ う し た確信 を あ た え る に は ニ

ー
チ ェ の 証 言で 足 りる。

ドイ ツ 語 の 代表的箴言 家が 「ドイ ツ の 散文の 宝 」 に つ い て 白分 の 文章 の な か で は っ き り

と、 リ ヒ テ ン ベ ル ク の ア フ ォ リ ス ム ス に つ い て 語 る とき、こ の こ とは ひ とつ の 確認 を超

え て ほ ぼ リ ヒ テ ン ベ ル ク の 精神的祖先 の すべ て の 認知 をか れ の 口調で意味す る 。
ニ

ー
チ

ェ が フ ラ ン ス 風 の 金言 で 研 ぎ澄 ま された に せ よ、 リ ヒ テ ン ベ ル ク の 所見が そ の 形式 に 即

応 しなか っ た こ と を ニ ーチ ェ は 見通 せ なか っ た 。だ か らか れ の 判断は ドイ ツ
・箴言術 の

存続 を保証 し、ニ
ー

チ ェの ア フ ォ リ ス ム ス だ けが フ ラ ン ス め源泉 に 由来す る とい う
一意

見 の 吟味の た め に 促 さ れ る の で あ る 。」21）

　　 ギ リ シ ャ
・

ア フ ォ リ ス ム ス の 再現者 で あ る エ ラ ス ム ス とべ 一
コ ン は こ の ジ ャ ン ル 成 立 を古典

　　 の 時代 へ と押 し戻す 。 ギ リ シ ャ 古典期 よ りア フ ォ リ ス ム ス は 学術的な報告形式 として 弱 々 し

　　　く も殆 ど途絶 え る こ との な い 伝統下 に 、近代 の 意識 に は疎遠な まま に 、十九世 紀 まで 伝わ る 。

199　こ の こ と も 文学 の ア フ 才 リ ス ム ス ・ジ ャ ン ル 概念だ け に 限 られ て い た 二 とに そ の 原 因 が あ る

（20）
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G ・C ・L） 1・ テ ン ベ ル クの 7
’

7
、
・II

ス ム ス を め く
・．．て

よ うだ 。ア ブ す リ ス ム ス の ま と ま り の あ る 理論は べ 一 V ン が よ うや く発展 さ せ る。多少 Tlfい

時代 の 成 、

「
こ と生成 へ の 歴史的意識 は一連 の 動囚 を明 らか に す る 。

二 の 動因 が の ち に リ ヒ テ ン

ベ ル ク の 箴 書術 の 体系的表現 の 内部 で 摂取 さ れ る こ とに な る 。古典期 ・ア フ ォ リ ス ム ス は 、

そ の 発端 をなす根幹 を詩 人、散文家 の 金 嵩、予言、＝ ピ グ ラ ム 、諺 と さ ま ざ まな もの に も t，

て い た 。
こ の 多種多様 な素性 とで も い うべ き もの が 、さ まざ まな付随形態 Apophthegma

，

Gnome ，　Hypotheke な ど との 類縁性 を可能 に して い る も の の 、幹 が 分 岐 した よ うに 覆 い 隠

さ れ る 結果 とな ワ た 。

22）は や くも こ の 初期 の 時代 に 大別 して 、世 界観的な事実 の 確認 と肉然

科学的な事実 の 確認 と い うふ た つ の も の が 分1岐す る 。
こ の ジ ャ ン ル の 根源 に つ い て の 曖昧性

は 占典期 の 定義 で は 取 ウ除 け ぬ も の が あ る
。 雄弁家 ・ヘ ル モ ゲネ ス は 命題 を備え た簡潔 さ を

強調す るが 所説 へ の 箴 言的 ひ ろ が り は 閉 ざ さ れ 、関連性か ら解 か れ た プ ラ トン とデ モ ク リ ト

の 所説 が ・ か れ に は ア ブ ・4 リ ス ム ス とみ な さ れ る ． 剃 シ 。 磯 言術 の 捩 イ乍晶、 ・ ポ ク ラ

テ ス の 「箴盲 集 」 が よ うや く新 し い 問題 を課 す る に い た る 。医者で あ る か れ の 箴言 が 縦 詳文

学 に 制限 さ れ
．
ず・医学が こ の ジ ャ

ン ル を 貴軌 もの として 守 。 て き た 素紘 延 い て は 、形式

の 作用 が そ こ に あ る
。 言葉 の 簡潔 さ、短 さ とい う点で は、 こ の ジ ャ ン ル の 特徴 は伝統的な も

の に な る 。法学 、政 治学、天 文学、人類 学な ど の 学問分野 が 発 展す る な か で ア フ ォ リ ス ノ・ス

は そ の 報告形 式 として 役 、ン：て られ た の だ が 、医学 ’白然 科学的な 部門領域が や は り そ の 優位

を守 り通す の で あ る。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 tttzア ム

　
ベ ー

＝ ン に よ v て ア フ ォ リ X ム ス は そ の 決 定 的な段階 に 達す る 。か れ は 体系 に 対 して 学的

伝達形 式 として そ れ を対照 させ る 。

23）

「だ が 、最初 に して 最 も古 い 真理 の 探究 者は 、事柄 の 観察か ら真理 を得、そ して 有益 に

用 い よ うと し た 知識 を ア フ ォ
．リ ズ ム も し くは短 く、撒か れ た 、どん な体 系に も縛 ちれ ぬ

金 誇を 理 解す る の が 常 で あ っ た 。1

　リ ヒ テ ン ベ ル ク の ［tt思索 の 書』 の 統
一一・

性は 、特定 の 領域 を か れ の 瞑想下 に 優遇 した に もか

か わ らず、主観的体 系 の 緊密 さ の な か に も素材 的関連 性 の な か に も存在せ ず、書 くこ との 自

我 の な か に あ る 。 箴言的思考は開 か れた明澄 な思 考と して 、例外思考、折 に 触 れ て の 思考 と

して ： の 精神性 の 解決す る 力 を い っ そ う多 くあ らわす そ の 間 に 浮上す る 根拠 を自己思 考 と し

て 示 す 。

　
∫

＼
』

ゲノレ ‘ま、

「私 が た だ （私な りに ）思 い ： ん で い る こ と、＝ れ は私 の も の で 効 、 こ の 特殊な個入

と して の 私 に 属 して い る 。 しか し言葉は ただ普遍者だ け を表現 す る も の で あ る 以 卜、私

は 私 が た だ （私な り に ）思 い こ ん で い る に す ぎ な い よ うな こ とを言 うわ け に は い か な い 。
だ か ら感情 とか 感覚 とか い う よ うな、言葉 で 言い 得な い もの は 最 もす ぐれ た もの 、翼 な

る もの で あ る ど こ ろ か 最 も重要な ら ざ る もの 、最 も真な らぬ ￥， の で あ る 。」

と述べ る ・2蔓 こ ろ が リ ・ テ ン ・ミ ・レ ク に あ ・て は主 観性 の 表境 が 重要 で 効 、そ の な か で 感

覚 の 認知 へ の 信頼 に よ って 強固 に さ れ る 。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 198
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「先入 観な くた だ 吹 き 込 まれ た し。われ われ の 感覚上 の 道具 の なか に は誤 りはな い 。 も

　 　 　 　 　 　 　 　 　 ク　 ル 　
　
　ク　 　 　 　 　 　 ス 　

　
　パ 　

　
し、わ れ わ れ が 利 口 す ぎた り愚か 者で あ る な らば、む しろわれ わ れ の 読む こ とと先入 観

の な か に 誤 り が あ る 。 」
2S）

か れ は 「わ れ われ の 体験 の 偽 らぬ 声」 を聴 こ うと して 「ひ と は 自己 の 感情に従 うべ きで あ り、

ある事柄が われ わ れ に及ぼ す最初の 印象 を言葉で 言 い 表す べ きで あ る 」 （E −450） とす る 。

　意見 の 真理 内容 は、体系が そ の 有効 性をそ れ で 受 け入れ る尺度で は測 りきれな い 。ヘ
ーゲ

ル に と っ て 「体系な しに 哲学す る とい うこ とが あ る に して もそ れ は なん ら学的な もの で はあ

り えない 」
26）、も の だ が 、 リ ヒ テ ン ベ ル ク に と っ て 、ま さ し く こ の 自我か ら解 き放 さ れ た体

系 こ そ が 真実を欠い た も の な の で あ る 。 自我は知識 の 不確実性の な か で 、 諸 々 の 可能な体験

の 無限性の なか で い つ まで も とどま る が 、
こ の 領域で 誠実 に 獲得 さ れ る も の が か れ の 血 潮 と

な る 。

「自分 の 熟考に よ っ て 発見 し た も の 、目算の 対象で な い もの
一切 に 、ぴ とは取 りか か り

始 め る べ きだ と わ た しは 思 う」
27）

　ふ た つ の 真理観が あ る 。 ソ ク ラ テ ス に お け る も の とア リ ス トテ レ ス に お け る も の で あ り、

キ ル ケ ゴ ー
ル に お け る もの と へ

一
ゲ ル に おけ る もの とで あ る 。 そ れ ぞ れ が 対峙 し あ う。

　リ 匕 テ ン ベ ル ク に あ っ て は 模範 の 破壊は 自己 目的で はな く内部の 解放で あ る 。 よ く知 られ

た もの 、秘密 の 体系 に あ る 抵抗が 追求 さ れ 、と く に す べ て の 人 々 に 通用 して い る意見 の なか

で の 追求が な さ れ る 。 外見上周 知 の 日常領域で の 自己観察 の 収集は、す で に 因襲的な見解 に

反対 す る抗議 で もあ る 。か れ の 文章の 反立的な構造 の な か に 、こ うした抵抗が 認 め られ る 。

対照の ひ とつ の 側面 は、い ままで 真実 と思わ れ て い た もの を表現 し、他方 の 側面は か れ が み

ずか ら熟考 と体験 に よ っ て獲得 した も の を表現 す る 。
「世界 の 最大 の物事」 は 「われ わ れ が

見落 とす小 さ な原因 に よ っ て もた ら さ れ る 」 とす る か れ の 所感はすで に 早 くに み られ る 。

　 リ ヒ テ ン ベ ル ク の 箴言術 は三重 の 方法 で 防御 の 姿勢 を とる 。 そ れ は 、
か れ の 真理 志向に 押

し進 め られ て体系 と具体的思考 の 言語 との 対決下 に あ る も の で あ り、か れ の 誠実 さ が 制約 さ

れ る崇高な も の に対する 「低きもの 」 の 尊重 で あ り、そ して 、フ ァ
ン タ ジ ーと機知 に よ る結

合的思考 と して 展開 さ れ る も の で あ る 。一七 七 三 年 に リ ヒ テ ン ベ ル ク は ベ ーコ ン の 箴言思 考

へ の 結び つ きを得 る 。べ 一
コ ン とともに か れは体系 の 敵た る こ との 告白をする 。

　「か の 高名な ベ
ー

コ ン はす で こ う言 っ た 。 そ して われ われ は、学問が あ る体系の な か に 持

ち込 まれ る限 り、そ こ で は もはや 多くの こ とは発見 さ れ な い こ とを本 当 の こ と と し て 発見 し

た 」 こ の 考え をかれ は 「ドイ ツ 人 の 神話 の た め の 愛国的寄与」 の な か で 述べ る 28）。さ ら に

同年 の 第 二 の か れ の 所感 は真剣 さ を の ぞ か せ る 。

「ベ ー
コ ン が 体系 の 有害性 に つ い て 述べ る こ とは どの 語 に つ い て もい え る こ とで あ る 。

す べ て の 階級 を表現す る多 くの 言葉、も し く は 、 梯子 全体 の す べ て の 段は 、 個人 と し て

の ぴ とつ の 段 に よ る も の の よ うに 必 要 と さ れ る 。 」 （C −276）29）

97
吻

−

（

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Meisei University

NII-Electronic Library Service

Meisei 　university

G ・C ・リ ヒ テ ン ベ ル ク の ア フ † リ ス ム ス をめ ぐ って

ベ ー
；

t
ン を読 む ときか れ は 『NQvum 　Organum 』

30）の 第一一の 書 ・第 45 に 行 き当た る。

1ベ ー
コ ン の 語 る こ との す ば ら しさ、少 しば か りの 秩序 を 理 解す る 入 間は す ぐに あ ま り

に も多 く を推測す る。一… （」−1054）

　リ ヒ テ ン ベ ル ク は あ らゆ る領域か らの事実、旅行見聞録、研究家 の 体験、自分 で 発見 し た

も の な ど を集 め な が ら が れ の 『ズ ー
デ ノレ ブ ー

フ 』 を書 き満た した 。
ベ ー

コ ン は ア フ ォ
・
り 7．ム

ス と兼ね て 体系に 対す る 観察 も あ て が った
。 した が っ て 観察とは ア フ ォ リ ス ム ス と同 じ意味

で は な い まで も近 い 関係 に あ る 。 リ ヒ テ ン ベ ル ク の 観察 の 僅か な部分は、そ の 形式 に 即 して

み れ ば、 フ ラ ン ス の 格言 と比較 し得 る が 、そ れ は 箴言思考 の 結晶 で あ り、か れ は それ を観念

的 に 消化す る か も しれ ぬ し、あ る い は事実 と して 記録す る の か も し れ な い 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 註
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