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圉
ヴァルター ・ベ ンヤミン著

「技術 的複 製 可 能 な

時 代 に於 け る芸 術 作 品」
WalterBenjamin;

DasKunstwerkimZeitalterseinertechnischenReproduzierbarkeit.

EditionSuhrkamp,Frankfurt1963.

現 代 の マ ス ・メデ ィアの技 術 的 発達 は芸術 の 分野 に も影響 を与 えず にお か な か った 。芸

術 は,神 秘 な ヴ ェー ル を纒 っ た天 才 の唯 一 無 二 の作 品 か ら,技 術 的複 製 を通 して 開 かれ た

大 衆 芸術 へ,更 に創造 活 動 も情 報 シス テ ム と して理 解 しよ うとす る新 しい 試 み に至 る まで,

技 術 時 代 の中 で 大 き く変 貌 して い る。技 術時 代 に於 け る芸術 の 諸 問題 芸術 マ ス化 の 現 象

の 解 明 は 現代 美 学 に と って焦 眉 の 課題 で あ り,複 製 芸 術 にっ いて の論 議 は賑 しい。

33年 前,既 に 「技術 的 複製 可 能 な時 代 に於 け る芸 術 作 品」 につ い てユ ニ ー ク な論 理 を展

開 して い た評 論 家 が居 た とい うこ とは注 目 に値 す る。 この 不遇 な一 生 を終 えた文 明 批 評 家,

ヴ ァル ター ・ベ ンヤ ミンは今,世 界 で再 発 見 されっ っ あ る。「商業 的で な く実利 的 で な い死

後 の 名 声 が,今 日,ド イ ツで は ヴ ァル ター ・ベ ンヤ ミンの名 ま えと仕 事 の上 に訪 れて い る。」

とベ ンヤ ミンの 友 人で あ ったH・ ア レ ン トは 語 って い る。 現在 「文芸 」 誌上 に於 いて 彼 女

の 「ヴ ァル ター ・ベ ンヤ ミ ン論 」 が 特別 連 載 され て い るの も偶 然 で は ない 。 ベ ンヤ ミンの,

現 代 に於 いて な お極 めて 革 新 的 な思 想 が人 々 の 希求 して い た新 しい未 来 につ い て語 っ てい

る か らで あ る。

技術 的未 来 を見 透す ヒz一 マ ン な明 か る さ が深 刻 な危 機 意識 と結 びっ い て作 られ た彼 の

ユ ニ ー クな思 考 は,第 二 次 世 界大 戦 に もて あ そ ばれ た彼 の 運 命 と と もに あ った 。「1940年,

フ ラ ンス の降 伏 によ って 危 険 が迫 っ た ので,ベ ンヤ ミ ンは 亡 命者 のmに 加 わ っ て スペ イ

ンへ 向 っ た。 しか し,一 行 が よ うや く ピレ ネー 山 中 の国 境 を越 えた 時,お そ ら く金 ほ しさ

か らで あ ろ う,近 くの部 落 の スペ イ ンの村 長 か ら,一 行 を フ ラ ンス へ 送 りか え して ゲ シ ュ

タポ の 手 に ひ き渡 す,と い う恐 喝 を受 け た。 この時,ベ ンヤ ミ ンは その言 葉 をま と もに と

って,毒 を飲 み,み ず か らの 生命 を絶 っ た。」

ベ シヤ ミンの 思 考 プ ロセ スの 随 所 にみ られ る,観 念 論哲 学 に対す る憎 しみ に満 ちた と さ

え い え る激 し い攻 撃 は,ユ ダヤ 人で あ る彼 が ナチ ス か ら受 けた迫 害 の 悲惨 さ と と も に考 え

た時,始 めて 正 しく理 解 で き るので は なか ろ うか。 彼 は この 書物 の 序 の 中で 「自分 の 新 し

い芸術 観 は,そ の 無謀 な応 用 が フ ァ シズ ム行 為 の 材 料 に結 びっ きや す い創 造 性,天 才,永

久 価値,神 秘 な ど とい う概 念 を越 え る もので あ り,芸 術 政 策 に於 け る革 命的 成 果 の 実 現 に

益 す る もので あ る」 と述 べ て い る。 創 造性,天 才,永 久価 値,神 秘 な ど とい う概 念 を中 心

一112一



と した観 念 論美 学 を,ベ ンヤ ミン がフ ァシズ ム と結 びつ きやす い と考 えた の も故 無 き こと

で は な い。 個 を 全体 に包摂 す るこ と によ って 体 系 を築 き上 げ,そ の頂 点 に絶 対 者 を戴 く観

念 論 の在 り方 自体,独 裁 者 を項 点 と して国 家 組 織 を 考 え るフ ァシズ ム との ア ナ ロ ジー を示

して い る。

ナ チ スの た め に 自 らの 生命 を奪 われ るこ と に なっ、たベ ンヤ ミンの 目 には,芸 術 を天 才 の

技 と定 義 す る観 念論 美 学 が フ ァ シズ ムの 加担 者 と映 っ てい た。 そ して平 等 と ヒュ ーマ ニ テ

ィを 希 求 した 彼 にと って,新 しい美 は技術 的 複 製 可 能 な芸術 作 品 の 中 に あっ た ので あ る。

「芸 術 作 品 は ,根 本 的 に は いつ も複 製 が可 能 で あっ た。 人 がつ くっ た もの は,い っ も人

によ っ て模 倣 され た。 この よ うな模 倣 は,弟 子 に よっ て は技術 訓 練 の た め に,、ま た,利 益

を求 め る市 民 た ちに よ って行 な われ た。 しか し,そ れ に対 して 芸 術作 品の 技術 的複 製 は新

しい何 か を持 って い る。 そ れ は,歴 史 に於 い て 間歇 的 に,お 互 い に遠 く遍 在 して い る大衆

に,衰 え る こ との な い強 さを も って普 及 す る 。1

この 技術 的 な複製 が,量 の増 大 に寄 与 した ば か りで な く,質 の変 化 を促 した こ と を,彼

独 得 の 明快 な洞 察で,次 の よ うに展 開す る。

「どれ程 ,精 巧 にっ くられ た複 製 の場 合で も,そ れが 『い ま』 『ここに』 しかな い とい う

芸 術作 品特 有 の 一 回性 は完 全 に失 なわ れて しま って い る。『ほん も の』 とい う概 念 は,オ リ

ジナ ル な 『い ま』『こ こ に』 しか ない とい う性 格 に よ ってつ くられ る。通 常贋 作 の烙 印 をお

され る手工 的 複 製 に対 して 完 全 に保 た れ る 『ほ ん もの 』 と して の権 威 も,相 手 が技 術 的 複

製 と な ると そ うはい か な く なって しま う。

か り に複 製 技 術 が芸 術 作 品 の あ り方 に,他 の 点で なん らの影響 を与 えな い もの で あ る と

して も,『い ま』『こ こに』 しか な い とい う性格 だ け は,こ こで 完 全 に骨 抜 きに され て しま う。

こ こで 失 な わ れて ゆ くもの をア ウ ラ とい う概 念 で と らえ,複 製 技術 の 進 ん だ現 代 の 中で 滅

び ゆ く もの は作 品 の ア ウ ラで あ る とい い か えて もよ い。 この プLセ ス こそ,ま さ し く現 代

の特徴 なの だ。 この プ ロセ ス の重 要性 は単 な る芸術 の分 野 を は るか に越 えて い る。 一般 的

に い いあ らわせ ば,複 製 技術 は複 製 の対 象 を,伝 統 の領域 か らひ きは な して しま うの で あ

る。 複 製 技術 は これ までの 一 回 限 りの作 品 の 代 りに,同 一 の作 品 を大 量 に出現 させ る し,

こ う して つ く られた 複 製品 を,そ れぞ れ特 殊 な状況 の も と にあ る受 け手 の 方 に近 づ ける こ

と に よ って,一 種 の ア クチ ュア リテ ィを生 み だ して い る。 このふ たっ の プロ セ スは,こ れ

まで 伝 承 され て きた 芸術 の 性格 その もの を激 しくゆ さぶ らず に はお か な い。 こ れは あ

きら か に,伝 統 を震 憾 させ る もので あ り,現 代 の 危 機 と人 間性 の 革 新 と表 裏一 体 を なす も

ので あ る。今 日の激 しい大 衆 運 動 も これ と無 縁 で は ない。 大衆 運 動 の 最 も強 力 な担 い手 で

あ る映 画 の社 会 的重 要性 は,こ れ が最 も現 実 的 な形 で あ ら われゐ 場 合 で も,い や この場 合

は と くに,そ の破 壊 的 カ タ ル シス作 用 を抜 きに して 考 え る こ とはで きな い,文 化 遺 産 の伝

統 の 完 全 な総 決算 で あ る」。

厂ア ウ ラの 定義 は,ど ん な近 距離 に あっ て も近 づ くこ との で きな いユ ニー ク な現 象 とい

うこ とで あ る。 あ る夏 の午 後,寝 そべ った ま ま地 平 線 を か ぎ る山 なみ や,影 を なげ か け る

樹 の 枝 を眼 で 追 う こ れ が山 な みの,あ るい は樹 の枝 の ア ウ ラを呼 吸 す る こ とで あ る。」
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「ヴ ェー ル を剥 ぎ と り,ア ウ ラを崩 壊 させ る こ と こそ,現 代 の 知 覚 の特徴 で あ り,現 代 の

世 界で は 『平 等 に対 す る感 覚 が 非常 に発 達 して い て,ひ とび と は一 回限 りの もの か らで さ

さ え,.複 製 によ っ て同 質 の もの を 引 きだ そ うとす る。理 論 面 で,統 計学 の重 要 性 が 著 し く

増 大 して い ると同 じ現 象 は,視 覚面 で も認 め られ る。 リ ア リテ ィの 照準 を大 衆 に合 わせ,

逆 に大衆 を リア リテ ィの照 準 に合 わせ る こ とが,思 考面 でも 視 覚 面 で も無 限 の射 程 距 離 を

もつ 動 きと なっ て い る。」

ヤスパ ー スの場 合,「 大衆 の精 神 と技術 の精 神 とは,元 来 た だ同 じ本質 の二 つ の 面 を表

わす に過 ぎない 」 と否 定 的 に語 られ て い る。ベ ン ヤ ミ ンは同 じこ と を肯 定 的 に捉 え る。 彼

に と って,技 術 的 複製 に よ る標 準 化,平 均 化 は,そ れ に よ って 人 間疎 外 をひ きお ζす と こ

ろ の無 造作 な規 格 化 で は な く,新 しい ヒ ュー マ ニ テ ィの誕 生 を約束 す る母 胎 で あ っ た。 平

均 化 は人 間 を数 学 的 な規 準 の 中へ お しこ め よ う とす る もので は な く,そ こ に身 を合 わせ る

こ とに よっ て ヒ ュー マ ニテ ィを 開示 し,新 しい 思 考 と視 覚 を可 能 にす る ものだ った 。権 力

と伝 統 を破 壊 す る こ とに よ って 開 かれ て くる平 等 とヒ ュー マ ニテ ィの ホ リゾ ン ト,こ れ こ

そベ ンヤ ミンが技 術 を通 して求 め た世 界 で あ り,現 代 人 が ベ ンヤ ミ ンの 言葉 に未 来 の 先 取

を見 い だす とこ ろ の所 以で あ る。

この書 物 には他 に二 篇,「写 真 につ いて の小 史 」 「蒐集 家,歴 史 家,エ ドゥア ル ト ・フ ッ

クス 」 が収 め られ て い る。「写 真 につ いて の小 史 」 は,こ の 論 文,「技術 的複 製 可能 な時 代 に

於 け る芸 術 作 品」 の基 礎 とな った 論文 で あろ う。 同 じよ うな概 念.論 の展 開 が み られ る。

「蒐 集家 ,歴 史 家,エ ドゥアル ト ・フ ック ス」 の中 に も,ベ ンヤ ミンの権 力 と伝 統 に対

す る痛 烈 な批 判 が 目立 つ 。「歴 史 的 唯物 論 者 とい う観 察者 が展 望 す る文 化財 は,ひ とつ の例

外 もな く,戦 慄 をお ぼ えず に は考 え られ ない よ うな 由来 を も って い るで は ない か 。 そ れ は,

そ の存 在・を,そ れ を創 造 した偉 大 な天才 た ちの 労苦 に負 って い るだ けで な く,作 者 と同時

代 の人 び との い い しれ ぬ苦 役 に も負 って い るの だ 。 そ れは 文化 の ドキ ュメ ン トで あ る と同

時 に,野 蛮 の ドキ ュメ ン トで あ る。」

その主 著 「風 俗 の歴史 」 が 日本で もセ ンセ ー シ ョナ ル な話題 を呼 び な が ら出版 さ れ たエ

ドゥア ル ト ・フ ックス を,ベ ンヤ ミン は 「マ ル クス の場 合 に於 いて もな おそ の痕 跡 が認 め

られ るよ うな ク ラシ ッ クな芸 術 解釈 を,全 面 的 にぶ ち こわ した」 歴 史 家 と して,深 い共 感

を示 しな が ら書 い て い る。読 ん で い る うちに,ベ ンヤ ミン と フ ックス の イ メー ジが 重 な り

合 って くる程 で ある。 マ ル キ シズ ム の流 れが 労働 者 の 経 済 問題 か ら,知 識 人 の 生 き方 の 問

題 に まで広 が り をみせ て きて い る現 在,彼 等 は共 にマ ル ク ス が語 らな かっ た部 分 の マ ル キ

ス トと して高 く評 価 されて ゆ くだろ う。

しか し,ベ ン ヤ ミ ンは必 らず しも正統 なマ ル キ ス トで は な い。 何 故 な ら彼 は,唯 物 論 を

踏 ま え なが ら論 理 の脈 絡 よ り,彼 の 実 存 的契 機 を重 ん じて 語 るか らで あ る。 しか し我 々 は

そ の矛 盾 を指 摘 す る以前 に,彼 独 得 の 世 界 に と らわ れ,唯 物 論 が生 きた人 間 の 心 の 内 に宿

っ て い る こ とに驚 い て しま うの で あ る。 新 しい芸術 観 は,物 質 のみ に注 目す る唯物 論 か ら

で も な く,ま た技 術 時代 を否 定 す る実 存 主義 か らで も な く,ベ ンヤ ミンが その 態 度 で 示 し

た よ うに,技 術 時 代 の 中 に人 間 の実 存 を賭 け ると こ ろ に生 ま れて くるので は なか ろ うか 。
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我々はベ ンヤ ミンの中に問題の解決を求め るこ とはで きない。 しかし,問 題提起で終 る

が故 に妥協 のないベ ンヤ ミンの言葉は,我 々の立 ってい る歴史的時 点と我々の問題 とを開

示 して くれ 筒。
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