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映像 の認識 に関す る一考察

山 口 良 臣

序

メ デ ィアは メ ッセ ー ジ で あ る と述 べ た の は 、他 な らぬ マ ク ルー ハ ンで あ る が 、

彼 に よれ ば メ デ ィア は そ の 内 容 、 つ ま りは そ れ が もた らす メ ッセ ー ジ に よ っ て

で は な く、 メ デ ィア その もの が メ ッセ ー ジ と して 人 間 の 相 互 関 係 と行 動 の尺 度

や形 態 をつ く り出 し制 御 した りす る と述 べ ら れ る。 テ レ ビ とい う目 を持 つ こ と

で 、確 か に我 々 は 身 体 を 、 中 枢 神 経 を全地 球 的 に 、 あ る い は宇 宙 の か な た に ま

で拡 張 して きた 。 そ れ と 同時 に距 離 と時 間 の 線 的 連 続 性 の世 界 は 不 連 続 性 の 、

あ る いは 同 時 性 の 世 界 を その 内 に懐 胎 し て きた 。

我 々の 知 覚 的 視 界 に直 接 に与 え られ て い る世 界 は極 め て局 限 さ れ て い る が 、

テ レ ビ に限 らず 様 々 な情 報 を介 して 我 々 は世 界 の様 々 な状 態 を知 っ て お り、 ま

た態 度 を決 定 した りも す る。「情 報 的 世 界 は準 環 境 と して世 界 の 一 部 分 と見 做 さ

れ る に して も、 現 象 的 な 面 か ら見 れ ば 逆 に世 界 は 情 報 的 世 界 の 一 相 面 と して現

われ るの で あ り、 我 々 の 心理 、 生理 畋 な営 み に 直 接 的 に規定 的 影 響 を及 ぼ し、

我 々 が 対 象 的 、 実 践 的 に関 わ っ て い る世 界 は 殆 ん ど情 報 化 され た世 界 で あ る と

言 え よ う。」

我 々 が対 象 的 に関 わ る世 界 の時 空 間 は反 省的 意 識 に お いて は線 的 連 続 性 の相

で把 え られ る に して も、 現 象 的 に は ま さに 不連 続 性 の 相 で 現 わ れ て く る。 建 築
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家 ＼C・ ア レ クザ ンダ ー は 、 都 市 は ツ リー で は な くセ ミラ テ ィス 構 造 で あ る と

述 べ て い る が、 今 や 我 々 が 対 象 的 に関 わ る世 界 そ の もの が系 統 樹 の ご と き線 的

連 続 性 を も っ た時 間 軸 の 上 に展 開 して行 く よ うな 図式 で は把 え き れず 寸 時 空 間

そ の もの が い わ ば セ ミ ラテ ィス的 な の で あ る。

これ は時 間 、 空 間 、 質 量 とい った も の を 自存 的 、絶 対 的 な もの とみ な し、 そ

れ ら を成 素 的 な 第 一 次 存 在 者 と して 扱 う古 典 物 理 学 の機 械 論 的 な 自然 観 に対 し

て 、関 係 の 第 一 次 性 に即 して 原基 的 な諸 契 機 が定 位 され て い る相 対 性 理 論 等 が

提 出 した 問 題 と も相 即 的 で あ る よ うに見 え る。 そ の こ と は、 テ レ ビの 出 現 と現

代 物 理 学 の 発 展 が 直 接 的 、歴 史 的 に相 即 的 な関 係 に あ る な ど とい うこ と で は も

ちろ ん な い だ ろ う。 ハ イ デ ッ ガー が述 べ る よ うに 、技 術(テ クネ ー)は 専 ら役

立 つ もの と して の み 在 る の で は な く、 本 性 的 に は知 の在 り方 な の で あ り、 自然

科 学 は ま さ に こ の知 の 在 り方 に よ っ て 自然 を対 象 化 す るの で あ り、 その 意 味 に

(5)

お い て技 術 は 自然 科 学 と相 即 的 なの で あ る。

しか し、 この 知 の 在 り方 、 そ れ は 世 界 観 と言 い換 え て も さ しつ か え な い で あ

ろ うが 、 この 知 の在 り方 が歴 史 的 、 社 会 的 な もの で あ る こ と は、 例 えば ス コ ラ
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的 な 自然 像 か ら近 代 科 学 的 な 自 然観 へ の 推 転 を考 え て見 れ ば 明 らか で あ ろ う。

自然 現 象 をす べ て算 定 さ れ るべ き もの と して 対 象 化 す るの は 、 近 代 科 学 的 な 自

然 観 を俟 っ て 始 め て 成 立 す る もの と考 え られ る。 そ うで あ る な ら、技 術 の 本 性

と呼 ば れ る もの も歴 史 的 、社 会 的 に相 対 化 され ざ る を得 ない で あ ろ う。 そ れ は

単 に 自然 現 象 の 解 釈 の 問 題 に止 まっ て い る こ とは で きな い は ず で あ っ て 、 い わ

ば"知 の枠 組"そ の もの を対 自的 に把 え返 して 行 かね ば な ら な い もの と思 わ れ

るの で あ る。

我 々 が関 わ っ て い る情 報 的 世 界 に お い て 、写 真 や テ レ ビ等 の 映 像 が 占め る役

割 は非 常 に 大 きな もの で あ ろ う。 その 映 像 を、 あ る い は そ の 映 像 を媒 介 と した

世 界 を我 々 は い か に意味 ・づ け て い るの で あ ろ うか。 そ れ は 、 先 の 知 の在 り方 と

相 即 的 な関 係 に あ るの で は な い の か 。 映 像 に よ る コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン とい った
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問 題 を考 え る に つ い て も 、 まず は 映 像 の 認 識 に関 す る問題 か ら始 め る必 要 が あ

る と考 え られ る の で あ る。

1.認 識 対 象 と し て の 映 像

(t)

玄 関 先 に テ レ ビ カ メ ラ を据 え付 け て 、 室 内 の モ ニ ター テ レ ビで 来 客 を見 よ う

とす る場 合 、 人 が ブ ラ ウ ン管 上 に見 出 そ う とす る の は 、 第 一 に は そ の 来 客 が誰

で あ るの か 、 あ る い は どの よ うな人 物 で あ るの か 、 さ ら に言 え ば 、屋 内 に導 き

入 れ て 良 い 人 物 で あ る の か 、そ うで な いの かを判 断 され るべ き対 象 と し て の 人物

で あ.ろう。 仮 に そ の 客 が私 に と っ て ご く親 しい友 人 のA氏 で あ っ た な ら 、 私 は

と っ さ にA氏 を屋 内 に導 き入 れ るべ く行 動 を起 こす か も知 れ ない 。 ま た 、 その

客 が風 体 の 良 か ら ぬ見 ず 知 らず の 人 間 で あ っ た な ら、 私 は玄 関 の 戸 を開 け る こ

と を拒 否 す るか も知 れ な い。 い ず れ に して も、 如 上 の判 断 は ブ ラ ウ ン管 上 の映

像 を介 して な さ れ る訳 で あ り、 この 場 合 、私 は ま さ にテ レ ビ カ メ ラの 前 の"現

実"を ブ ラ ウ ン管 上 に見 て取 る。 映 像 の 中 の 人 物 は 実 際 の 人 物 に 較 べ て 大 き さ

や遠 近 、色 、 等 々 の縮 約 が確 か に存 在 す る に して も、 私 は両 者 を同 一 な記 号 と

して 了 解 す る。

ロ ラ ン ・バ ル トに よ れ ば 、 写 真 を定 義 す る の は類 似 の完 全性 で あ る。 つ ま り、

現 実 の もの か ら その 写 真 に移 行 す る に あ た っ て 、 両 者 を素 材 の 異 な る記 号 と し

て 構 成 す る必 要 は な く、 両 者 の 間 に中継 物 、即 ちコ ー ドを配 置 す る必 要 は な い

の で あ り、映 像 は現 実 の も の で は な い に して も、 そ の 完璧 な ア ナ ロ ゴ ン で あ る

と述 べ られ る。 こ れ は 上 記 の場 合 の テ レ ビ映 像 に お い て も事 情 は 変 わ ら な い で

あ ろ う。 で は なぜ 有体 的 な 厚 み を持 っ た現 実 の もの と、 平 面 に置 き換 え られ た

そ の映 像 と が同 一 の 記 号 と して 把 え られ るの か 。まず は この点 か ら論 を進 め て 見

た い 。
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(2)

普 通 に我 々 の 意 識 に現 わ れ る世 界 は 、 あ れ は テ ー ブ ル で これ は椅 子 とい うよ

うに、 即 自的 に分 節 して い る 。 それ が 今 ま で に見 た こ と も な く、 名 付 け得 ぬ奇

妙 な感 じ を与 え る もの で あ っ た に して も 、 い わば 「事 物 」 と して の 存 在 を否 定

さ れ る訳 で は な く、例 えば 「ぐ に ゃ ぐに ゃ と して気 味 の 悪 い もの 」 と で も言 う

よ うな現 わ れ方 をす る。 机 の 上 の 鉛 筆 は網 膜 上 で は単 な る平 面 図 形 に しか 見 え

な い は ず で あ っ て も、 有体 的 な厚 み を持 った ゲ シ ュ タ ル トと して 意 識 され る。

しか も、 そ れ は ま さ に直 覚 的 に鉛 筆 と意 識 さ れ る。 我 々 が 文字 に接 す る場 合 、

我 々 は そ れ を単 な る イ ン クの シ ミと は 受 け と らず 、 文 字 は そ れ が 表 わ す何 もの

か と して意 識 さ れ る。 立 方 体 は どん な 視 点 か ら眺 め て も六 つ の 面 が同 時 に見 え

る こ と は な い し、 例 え それ が ガ ラス製 で あ っ て 六 つ の 面 が 同 時 に見 え た と して

も、 そ れ ぞ れ の 面 が 等 し く見 え る訳 で は な い が、 そ れ は 立 方体 と して 即 自的 に

意 識 され る。

対 象 は頭 の 中 に す で に あ る像 と照 ら し合 わ さ れ て 、 し か る後 に 関 係 づ け られ 、

あ る物 と し て意 識 され るの で は 決 し て な い だ ろ う。 廣 松 渉 は次 の よ うに述 べ る。

「フ ェ ノ メ ノ ンは 、 一 そ れ が 反 省 的 意 識 に お い て ダ知 覚"と 呼 ば れ る相 で現 わ

れ る もの か ら"判 断"と 呼 ば れ る相 で現 わ れ る もの に 至 るま で一 即 自 的 に 『或

る もの 』 と して 、 『単 な る与 件alssolches以 上 の 或 る も の』 と して 、現 わ れ

る。 意 識 は 、 必 ず 或 る もの を或 るも の と して 意 識 す る とい う構 造 を も って い る。

す な わ ち、 所 与 を そ の"な まの まま"alssolchesに 受 け と るの で は な く、 所

与 を単 な る所 与 以 外 の 或 る ものetwasAnderesと して 、 所 与 以 上 の 或 る もの

etwasMehrと し て意 識 す る。」

し か し、 世 界 が即 自的 に分 節 して 意 識 され る され方 は 、 決 して ア ・プ リオ リ

.に決 定 され て い るの で は な い。 先夭 性 白 内 障 の 患 者 が 手 術 に よ っ て 視 力 を得 た

時 、 彼 に と っ て世 界 は 視 覚 的 に分節 して 意識 さ れ得 な い。 先 の立 方 体 の例 で 、

メ ル ロ ー一 ポ ンテ ィ を援 用 して 言 うな ら、 ま さ に私 が そ の こ と を前 も っ て知 っ
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て い る か ら こそ 、 そ れ は 立 方 体 と して 意 識 され るの で あ る。 しか も な お 、 そ れ

は直 覚 的 に立 法 体 と して 意 識 され る。

"ル ビ ンの壺"の よ うな図 一 地 反転 図 形 の場 合 を考 えれ ば 明 ら か な よ うに 、

所 与 は同 じで も,そ れ を い か な る或 る も の と して 把 え るか に応 じて意 識 事 態 は

一 変 して し ま う。 廣 松 に よ れ ば,外 国 語 の 聞 こ え 方(分 節 の仕 方)は 、 そ の 国語

を知 っ て い る人 と知 ら な い人 とで は 全 く違 っ た も の に な るの で あ っ て 、 同 一 の

刺 戟 が与 え られ た場 合 で あ っ て も知 覚 的 に現 前 す る世 界 は 、 当 人 が どの よ う な

社 会 的 交通(フ ェ アケ ー ルVerkehr)の 場 の な かで 自 己形 成 を と げ て きた か に

よ っ て規 定 され るの で あ り、"知 性 的 能 力"は お'うか 、"感 性 的 能 力"に'い た

る まで 、歴 史 的 、社 会 的 に共 同 主 観 化 され て い る の で あ る 。い うな れ ば 、 「社 会

的 交通 の な かで 所 与 を或 るも の と して把 え る把 え方 が 、 つ ま りは 意 識 の 働 かせ

方 の パ ター ンが確 立 し固 定 化 す る こ とに よ っ て、 新 た な所 与 に 対 して も同 じパ

ター ンで把 え る よ うに な るの で あ っ て 、 そ うで な け れ ば他 人 に 知識 が伝 達 さ れ

る とい うよ うな こ と は起 こ り得 な い は ず で あ る。」鉛 筆 が鉛 筆 と し て即 自的 に私

の 意識 に現 わ れ るの は,ま さ に記 号 学 に言 う能 記(Signifiant)一 所 記(Signifie)

と して 現 わ れ る 現 わ れ方 に他 な らな い 。 「フ ェ ノ メ ノ ンは 、 ハ イ デ ッガ ー が言

う意味 で の 用 在 性Zuhandenheitど こ ろ か、 す べ て記 号(象 徴)的 な在 り方 を

して い る」 の で あ っ て 、 バ ル トが述 べ る よ うに,映 像 が も との 物 体 に対 して大

きさや 遠 近 等 の 縮 約 され た も の で あ って も同 じ記 号 と して把 え られ るの は 、如

上 の構 造 を抜 き に して は 考 え られ な いで あ ろ う。

(3)

先 の 玄 関 先 の 例 で,私 は客 の み に,・し か も屋 内 に導 き入 れ るべ き か ど う か を

判 断 され る,そ の意 味 に お い て の み の客 に焦 点 を合 わせ て述 べ た 。 しか し、 私

は例 えば ブ ラ ウ ン管 上 に映 っ たA氏 の素 振 りか ら,何 かの っ ぴ き な らぬ事 情 を

彼 に感 じ る か も知 れ な い し,ま た彼 が 手 に持 っ た コ ウモ リガ サ で 雨 が降 っ て い
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る こ と を知 る こ と も で き よ う。 あ るい は,彼 の 足 も と に落 ちて い る紙 くず を

見 る こ と もで き る。 こ の場 合,そ の映 像 の 読 み取 り方 は無 数 に あ る よ う に見 え

る。 バ ル ト風 に言 うな ら、 この 映 像 は機 械 的 に把 え ら れ た そ の類 似 の 完 全 性 の

ゆ え に,言 語 にお け る よ うな コ ー ドが 不 在 な の で あ る。

初 め の例 で 、私 が ブ ラ ウ ン管 上 の 人物 を,屋 内 に導 き入 れ るべ きで あ る か ど

うか を判 断 す る対 象 と して 見 る の は,い わば そ の"目 的"を 前提 と して い る か

らに他 な ら な い訳 で,そ の 目的 が読 み取 り方 の 規 制 と な っ て い る と考 え られ る。

しか し,こ の 規 制 は 言 語 の コー ドが も た らす よ うな読 み 取 り方 の 規 制 に較 べ れ

ば,は る か に弱 い もの で あ ろ う。 こ の こ とは,何 もテ レ ビ シス テ ム を 介在 さぜ

な く と も,覗 き窓 か ら来 客 を直 接 に覗 き見 る場 合 で あ っ て も事 情 は変 わ る ま い。

こ の場 合,そ の テ レ ビ シス テ ム が類 似 の 完 全 性 を保 証 して い る と い う,そ の シ

ス テ ムへ の 信 頼 感 な い しは シ ス テ ム の 了 解 が 暗 黙 裡 に存 在 して お り,そ の 了 解

が対 象 と その 映 像 と を同 一 の 記 号 と して 受 け 取 る こ との 契 機 と な って い る にす

ぎな い だ ろ うb

(4)

こ の読 み取 りの 多様 性 に つ い て 考 え る に は,記 号 学 に言 う外 示(デ ノ テ ー シ

ョ ン)と 共 示.(コ ノテ ー シ ョ ン)の 考 え 方 を援 用 す るの が好 都 合 で あ ろ う。 バ

ル トに よ れ ば,す べ て の記 号体 系 は 外 形(Expression)の 面 と内 容(Contenu)

の 面 と を持 ち,意 味 作 用 は この 二 つ の 面 の 間 の 関 係(Relation)に 相 当 し,こ れ

をERCと 表 わす と,こ れ が 別 の 体 系 の 外 形 の 面 とな っ た場 合,即 ち(ERC)

RCの 第一 の 体 系(カ ッ コ内 のERC)は 外 示(デ ノテ ー シ ョ ンdenotation)

の 面 を作 り,第 二 の体 系(第 一 の 延 長 〉,つ ま り(ERC)RCは 共 示(コ ノ

テ ー シ ョ ンConnotation)の 面 を作 る と 考 え られ て い る。 即 ち,共 示 的 体 系 と

は外 形 の 面 が ひ とつ の 記 号 作 用 体 系 に よ っ て 作 られ た体 系 で あ る と。
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※ こ こで はバ ル ト定義 に深 く立 ち入 る こ とは しない が 共 示 の構 造 は彼 の述 べ る よ うな

・ERC・RCよ ・f(ERC)」(ERC)}RC・ 考 え る方 が嗣 で ・ ・ よ ・・ 思 え る・

先 の場 合,対 象 が ど の よ うに分 節 して,ど の よ うな記 号 群 と し て意 識 に現 わ

れ る かは,映 像 で あ る と な しに拘 ら な い と言 え る。 所 与 をい か な る共 示 と して

読 み 取 る か,言 い換 えれ ば,そ の 記 号 群 をい か な る メ ッセ ー ジ と して読 み 取 る

か は,先 に述 べ た よ うな 目 的 や 関 心 の 在 り所 と い っ た もの を契 機 と して お り,

そ の都 度,共 示 は異 な り得 る。 その 読 み取 りは,ま さ に歴 吏 的,社 会的,あ る

い は 文化 的,あ る い は個 人 的 な もの で あ る と考 え られ る。

フ ェ ノ メ ノ ンは 本 来 的 に 多義 的 な の で あ る。 先 に論 述 した よ うに,机 の 上 の

鉛 筆 は 直 覚 的 に鉛 筆 と し て意 識 され る に して も,こ の鉛 筆 は この 鉛 筆 で あ っ て,

あの 鉛 筆 とは 別 な鉛 筆 と して そ こ に在 る。 この 鉛 筆 は,い わぼ 字 義 的 な,あ る

い は普 遍 的"鉛 筆"で あ って,な お か つ,こ の 鉛 筆 と い う特 個 的 な鉛 筆 なの で

あ る。 こ の特 個 的 な対 象 は,い か に言 葉 を尽 くそ うに も,そ の 意味 に よ っ て完

全 に覆 い 尽 く され る こ とは あ り得 ない だ ろ う。 そ こ に は常 に別 な読 み が 存 在 す

るの で あ っ て,フ ェ ノメ ノ ンは,こ の 別 な読 み と い う可 能 性 の 汲 み 尽 く され る

こ との な い無 限 の 可 能 体 と して 在 る と言 えよ う。 そ うで あ る な ら,こ こ で 問 題

と な るの は フ ェ ノ メ ノ ン が な ぜ 多義 的 で あ るの か で は な く,フ ェ ノ メ ノ ン が あ

る意 味 へ と収 束 して 行 くの は い か な る契 機 に も とつ い てで あ る の か と い う こ と

の は ず で あ る。

"こ の特 個 的 な鉛 筆"が そ の 内 包 た る"鉛 筆"と し て意 識 され る,そ の され

方 の構 造 に つ い て は(2>で 述 べ た 。 今 こ こで 問 題 と して い る の は,こ の鉛 筆 が"鉛

筆"と して把 え られ る こ と を第 一 の体 系 と した場 合,こ の 体 系 が い か な る共 示

を形 作 る か と い う第 二 の 体 系 に つ い て で あ る。
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(5)

あ る人 物 が 写 っ て い る写 真 を例 に して考 え て 見 よ う。 そ の写 真 に何 を読 み取

る か は人 に よ っ て様 々で あ ろ う。 その 人 物 が 自分 の 良 く知 っ て い る人 で あ るの

か ど うか,か な り以 前 に撮 ら れた もの か,そ れ と も最 近 の もの なの か,そ の 衣

裳 は,顔 付 は,背 景 は,等 々,そ の 共 示 の 要 因 は数 え上 げ れ ば き りが な い 。 ま

た,写 真 を見 る人 に と っ て,そ れ らす べ て の 要 因 が読 み 取 られ る必 要 は ま った

くな い の で あ っ て,そ の 都 度,何 を選 ん で も差 しつ か えは な い。 しか し,そ の

写 真 に よ っ て あ る メ ッセ ー ジ を伝 え よ う とす る場 合,例 えば 新 聞 の報 道 写 真 で

あ る な ら,そ の 読 み が 方 向 づ け られ て い る必 要 が あ ろ う。 写 真 の説 明 文,あ る

い は 記 事 や 見 出 し,割 り付 け 等 々 は その 写 真 の読 み を強 く偏 向 さ せ,方 向 づ け

1161

るの で あ っ て,そ れ らは 写 真 の外 側 に あ っ て,や は り共示 の 要 因 な の で あ る。

バ ル トに よ れ ば,文 章 部 分 は読 み 手 を諸 シニ フ ィエ の 間 で方 向 づ け て,彼 が

あ る シニ フ ィエ を避 け て他 の あ る もの を受 け取 る よ う に し,イ メ ー ジの シ ニ フ

ィエ の 自由 に関 して 抑 圧 的 な価 値 を持 つ と述 べ られ る。 バ ル トの述 べ る よ う に,

言 語 的 メ ッセ ー ジが 映 像 の読 み取 り を方 向 づ け,共 示 を あ る 意味 へ と収 束 させ

て行 くの に有 力 な武 器 とな るの は確 か で あ ろ う。 例 え ば,ナ イ フの 写 真 は あ る

傷 害 事 件 の 記 事 と共 に置 か れ る こ と で,た だ 写 真 だ け の場 合 に較 べ れ ば,は る

か に大 き くそ の読 み を偏 向 させ,共 示 を あ る意 味 へ と収 束 させ て 行 く。 そ れ と

共 に,写 真 は現 実 と の完 璧 な類 似 性 を持 つ が故 に,逆 に そ の 事 件 を よ り真 実 ら

し く見 せ る。

しか し,言 語 的 メ ッセ ー ジは写 真 の読 み を偏 向 させ,方 向 づ け る だ け で は な

く,写 真 の メ ッセ ー ジ を補 完 す る とい っ た性 格 を も持 つ もの で あ ろ う。 この よ

うな構 造 は何 も写 真 に限 られ た こ とで は な く,テ レ ビの 映 像 で あ っ て も同 様 に

考 え られ るの で あ る。 先 の 玄 関 先 の 例 で は,言 語 的 メ ッセ ー ジが そ の 映像 の 読

み を偏 向 させ る とい うよ り も,映 像 の メ ッセ ー ジ を補 完 す る とい っ た 性 格 の 方

が よ り強 い も の と考 え られ る。 この 場 合,例 え イ ン ター フ ォ ン等 に よ る音 声 の
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伝 達 が な く と'も,映 像 が どの よ うに読 ま れ るか に大 き く関 わ っ て く る こ と は な

いで あ ろ う。 共 示 を あ る意 味 へ と収 束 させ て 行 く規 制 と して 働 くの は,言 語 的

メ ッセ ー ジが す べ て で あ るの で は な い し,ま た 言 語 的 メ ッセ ー ジが付 随 して い

るに して も,そ れ が どの よ う な規 制 と して働 くか は 一様 で は な い 。

バ ル トは報 道 写 真 に関 して 次 の よ う に述 べ る。 「共 示 は メ ッセ ー ジ その もの

の レベ ル で は 必 ず し もす ぐ には 把 え られ な い(共 示 は い わ ば 不可 視 で は あ る が

能 動 的 で あ り,確 然 と して は い る が潜 在化 され て い る),が メ ッセ ー ジ の 生 産

と受 容 の レベ ル に あ らわ れ て い る い くつ かの 現 象 か ら既 に そ れ を帰納 し得 るの

で あ る。 即 ち,一 方 で は 報 道 写 真 は 手 を加 え られ た 客 体,職 業 的,美 的 あ る い

は イデ オ ロ ギ ー 的 規 範 に 従 っ て選 択 さ れ,編 成 され,構 成 され,処 理 され た 客

体 で あ り,こ れ ら が こ と ご と く共 示 の 要 因 とな る。 ま た も う一 方で は,こ の 同

じ写 真 が単 に知 覚 さ れ 受 け と め られ る だ け で は な く,読 ま れ,そ れ を消 費 す る

大 衆 に よ っ て 大 な り小 な り意 識 的 に記 号 の伝 統 的 ス トッ ク に結 びつ け られ るの

で あ る。」

こ こ で は メ ッセ ー ジの 伝 達 とい う観 点 か ら,写 真 の 共示 につ い て述 べ られ て

い る訳 で あ るが,こ の構 造 も また 一 般 的 な テ レ ビ放 送 の場 合 に もあ て は ま るで

あ ろ う。 対 象 が テ レ ビの 映 像 と し て現 わ れ る こ と,そ して そ の映 像 が放 送 さ れ

て い る こ と,さ らに は 放 送 に関 す る様 々 な情 報,等 々 が そ の読 み を強 く偏 向 さ

せ,例 え潜 在 化 され て い る に して も,こ と ご と く共 示 の要 因 と な っ て い る と考

え られ るの で あ る。

し か し・,こ れ らの 要 因 をた だ列 挙 す る だ け で は 共 示 が あ る意 味 へ と収 束 して

行 く,そ の構 造 に関 す る積極 的 な 立 言 と は な り得 な い で あ ろ う。 こ こ に引 用 し

・た論 で は,主 に 対 象 の側 の 問題 と して 論 じ られ て お り,そ の メ ッセ ー ジ を受 け

取 る側(主 体)の 問 題 は 副 次 的 に止 ま っ て い る。 対 象 が意 識 的 に記 号 の 伝 統 的

ス トッ クに結 び つ け られ る とい う点 に関 して は,先 に"共 同 主 観"と い う こ と

で述 べ た こ とに 相 通 ず る 問題 で あ ろ う。 しか し,主 体 の側 の 問題 は 共 示 に 関 し
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て積 極 的 な契 機 とは な り得 な い の で あ ろ うか。

メ ッセ ー ジ をい か に適 切 に不 特 定 多数 の 人 々 に伝 達 す る か と い う観 点 か らす

る な ら,操 作 性 と い う点 で 対 象 の側 に定 位 して共 示 を分 析 す るの は確 か に 有 効

で あ ろ う。 メ ッセ ー ジ を受 け取 る側 は,不 特 定 多数 と い う こ とで 歴 史 的,社 会

的 な あ る一 ま と ま りの単 位 と して考 え られ て しま うの で あ る が,先 の 玄 関 先 の

例 を考 え る な ら,こ こ で は む しろ,主 体 の側 の 問題 を共 示 の 契機 と して積 極 的

に把 えて 行 く必 要 が あ る と考 え られ る。

2.認 識 に お け る 主 体 の 側 の 問 題

(1)

玄 関 先 の 例 で私 は,来 客 を ど の よ うな対 象 と して 見 る か は,い わば そ の"目

的"を 前提 とす る と述 べ た の で あ る が 、一 般 的 に 考 え る な ら,こ の よ うな 目的

意 識 は 潜 在 的 な もの で あ ろ う。 そ の事 態 を反 省 的 に把 え返 す な ら、 そ こ に 目的

意 識 とい っ た もの を見 い 出 す こ とも で きよ うが,あ る 目的 意識 を持 っ て対 象 に

接 して,そ こ で始 め て対 象 が あ る も の と して 意 識 され る とい うよ うな構 造 は一

般 には 考 え に くい 。 む しろ 先 に廣 松 を引 用 し て述 べ た よ う に,所 与 を或 る もの

と して把 え る把 え方 の パ ター ンが確 立 し固定 化 す る こ と で,新 た な所 与 に対 し

て も同 じパ ター ンで 把 え る と考 え るべ きで あ ろ う。

しか し,こ の パ タ ー ンは 歴 史 的,社 会 的 な い しは個 人 的 な 条 件 に よ っ て も変

化 し う る も の で あ っ て,所 与 に は常 に別 な読 み取 り方 の 可 能 性 が あ る と言 え る。

目的 意 識 は パ ター ン を 固 定 化 す る方 向 で働 く もの と考 え られ るの で あ っ て,い

わ ば読 み取 り方 を規 制 す る拘 束 性 と して現 わ れ る の で あ る。

と こ ろで,こ の よ うな或 る も の を或 る もの と して把 え る把 え方 がパ ター ン化

され,拘 束 性 と して 立 ち現 わ れ て来 る構 造 は,習 慣 や 制 度 とい っ た もの に顕 著

で あ る よ うに思 え る。 そ こで 習 慣 や 制 度 とい っ た側 面 か ら この 問 題 を考 え て行

くの が好 都 合 で あ ろ う0
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例 えば 会 釈 や握 手 とい う事 態 を反 省 的 に把 え返 して見 るな ら,会 釈 す る相 手

は 会 釈 を返 す べ き存 在 と して,ま た 手 を差 し出 す 相 手 は そ の 手 を握 り返 す べ き

存 在 と して意 識 さ れ て い る と考 えて 差 しつ か え な い で あ ろ う。 そ の場 合,そ の

目的 が強 く意 識 さ れ,私 の 行 動 が 強 く拘 束 され て い る とは感 じ られ な い場 合 の

方 が一 般 的 で あ る か も知 れ な い 。 しか し,あ え て会 釈 を返 さ な い,あ る い は 手

を差 し出 す こ と を拒 否 す る とい うよ うな場 合 を考 えて 見 る な ら,そ の 時,習 慣

や制 度 は い ま ま さ に破 らん とす る拘 束 性 と して立 ち現 わ れ て来 るで あ ろ う。 た

だ,こ の場 合 で あ っ て も会 釈 す る相 手 は 会 釈 を返 す べ き存 在 と して の 意 味 を失

って い る訳 で は な く,そ の よ うな存 在 と して認 め る か らこ そ,あ え て会 釈 を返

さな い こ と が意 味 を持 っ て くる は ず で あ る。

握 手 と い う習慣 を持 た ず に,ま た その よ う な習慣 の存 在 を も知 らな い 民族 が

あ る とす る な ら,そ の 人 々 に とっ て 手 を差 し出 す 相 手 は,そ の 手 を握 り返 す べ

き存 在 と は意 識 され ない だ ろ うし,握 り返 さ な い こ と が特 別 な意 味 を持 つ 訳 で

は な い。 この 場 合,対 象 が い か な る或 る もの と して 意識 さ れ る か は,彼 が い か

な る社 会 的 交 通 の な かで 自己 形 成 を とげ て き た か に関 わ る 問題 で あ る と 考 え ら

れ る の で あ る。

別 な例 で 考 え て 見 よ う。机 の 上 の鉛 筆 は ま さ に直 覚 的 に"鉛 筆"と して 意 識

され る と先 に述 べ た が,こ の 場 合 で あ っ て も,鉛 筆 を知 ら ない 人 々 に と っ て は

鉛 筆 が"鉛 筆"と して意 識 され る こ と は な い訳 で あ っ て,そ れ は単 な る棒 に し

かす ぎ な い か も知 れ な い 。 鉛 筆 は 文 字 や絵 を書 く もの と して 始 め て,"鉛 筆"

と しての 意 味 を持 つ訳 で あ っ て,こ の よ うな機 能 的 連 関 を離 れ て 自在 的 に鉛 筆

が"鉛 筆"と して意 味 を持 つ訳 で は な い。 文 字 や 絵 が 書 け る とい う機 能 は鉛 筆

そ れ 自体 に 内 在 して い る訳 で は な く,文 字 や 絵 を書 くと い う実 践 的 な活 動 に お

い て始 め て 現 わ れ て くる もの の は ず で あ る。 しか し,一 般 的 には そ の よ う な機

能 が 実体 を持 っ た 鉛 筆 とい う物 に凝 縮 的 に帰 属 させ られ て 考 え ら れ て い る もの

119)

と思 わ れ る の で あ る 。
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比 喩 的 に言 うな ら,貨 幣 の物 が購 え る とい う機 能 は 貨 幣 経 済 を抜 きに して は

考 え られ ない 訳 で,貨 幣 経 済 を持 た な い民 族 に と っ て,貨 幣 は 単 に模 様 の 印刷

され た紙 きれ にす ぎ な い とい うこ と と同 様 に考 え られ る。 もっ と も,実 際 的 に

使 え な い外 国 の 貨 幣 や 古 代 の 貨 幣 で あ っ て も,我 々 は そ れ を"貨 幣"と 意識 す

るの で あ る が,そ の場 合 で も,そ れ らの貨 幣 が貨 幣 と して流 通 す る状 態 を観 念

的 に で も想 像 で き る か ら に他 な らな い で あ ろ う。 貨 幣 を ま っ た く知 らな い 人 々

に と って は,貨 幣 を使 う と い うこ と を想 像 す る こ とす らで き な い は ず で あ っ て,

そ の場 合,貨 幣 が"貨 幣"と して意 識 され る こ とは あ り得 な い。

所 与 が い か な る或 る もの と して把 え られ る か は,ま さに そ れ が い か な る機 能

的 な連 関 に お い て把 え られ て い る か に 関 わ る こ とで あ っ て,所 与 が そ れ 自体 と

して 実体 的 な"或 る も の"で あ る訳 で は な い。 所 与 を或 る もの と して把 え るパ

ター ン が人 々 に共 有 され,こ の パ ター ン を生 ま れ た 時 か ら社 会 的 生 活 を通 じて

不断 に強 制 され る こ とで,所 与 は ま さ に直 覚 的 に或 る も の と して把 え られ る よ

う に な る と考 え られ る の で あ る。 その こ と は逆 に 言 うな ら,所 与 が或 る もの と

して 直 覚 的 に把 え・ら れ る が故 に,そ の機 能 的 連 関 を抜 き に し て,そ れ 自体 が ま

さ に 自存 的 に或 る も の と して あ る か の ご と く錯 覚 さ れ る所 以 と もな っ て い るの

tl①
で あ るQ

(2)

以 上 の よ うに 考 え て くる と,所 与 が い か な る或 る も の と して把 え られ る か は

社 会 的,歴 史 的 な規 制 に俟 つ もの と考 え られ るの で あ るが,そ れ は 同時 に そ の

把 え方 が不 変 的 な も の で は あ り得 ない こ と を も意 味 しよ う。 特 に その共 示 は個

人 に よ っ て,あ る い は場 合 に よ っ て 大 き く変 わ り得 る。 で は,そ の共 示 は い か

な る契機 に も とつ い て あ る意 味 と して 把 え られ るの で あ ろ うか。

廣 松 は 人 間 活 動 の 汎 通 的,構 造 的 規 定 と して 役 柄 演 技(扮 技)"role-taking"

と い う概 念 を採 用 す る。 つ ま り,「 人 の 行 動 は 常 に或 る役 柄 扮 技 と して一 教 師
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と しての 行 動,管 理 者 と して の 行 動,父 親 と して の 行 動,等 々 一 単 な る身体 的 動

作 と い う以 上 の 或 る ものetwasMehr,etwasAnderes,と して 必 ず 二 肢 性 に

おい て現 存 在 す る 。」こ の よ う に述 べ た上 で更 に次 の よ うに述 べ る。 「用 在 的 与

・件 は ,一 般 論 と して 『私 と して の 私 』 に とっ て は現 実 的 な有 意 義 性 を もた な い

に して も,観 念 的 扮 技 を通 じて 共 同 主 観 的 な 用 在 的 有意 義性 が成 立 し う るQそ

して 現 に,所 与 の共 同 現 存 在 の 範 域 で は,共 同 主 観 的 一 致 が か な りの程 度 で形

成 さ れ て い る。」

玄 関 先 の例 に戻 って 考 え る と,そ の 場 合 の 映 像 をい か な る或 る もの と して把

え る か は,廣 松 を援 用 して 言 うな ら,そ の個 人 が い か な る役 柄 を扮 技 す る か に

関 わ る 問題 で あ る。 も し彼 が 守 衛 で あ っ て,そ の職 務 に忠 実 に そ の 映 像 に接 す

るな ら,画 面 に映 った 人 物 は屋 内 に導 き入 れ て 良 い か ど うか を判 断 され るべ き

対 象 と して把 え られ る で あ ろ う。 彼 は ま さ に職 務 に忠 実 な守 衛 の 役柄 を扮 技 し

て い る と考 え られ るの で あ る。 こ の構 造 は 家 庭 の場 合 で あ っ て も同 様 で あ ろ う。

この場 合,そ の役 柄 が職 業 と な っ て い る訳 で は ない が,家 人 は 家 庭 内 に お い て,

や は り あ る役 割 を引 き受 け て い る の で あ り,画 面 に映 っ た人 物 を判 断 す べ き役

柄 を扮 技 す る とい う構 造 に変 わ りは な い はず で あ る。

しか し,い ず れ の 場 合 で あ っ て も,そ の よ う な役 柄 を扮 技 す る こ とが 必 然 的

で あ る訳 で は な く,彼 が その 役 柄 を引 き受 け る限 りに お い て の こ と で あ る。 し

か し,状 況 に応 じて一 定 の 役 柄 を扮 技 す る一 例 え ば男 ら し く,あ るい は 女 ら し

くと い っ た こ と か ら,貨 幣 を貨 幣 と して使 用 す る役 柄 を扮 技 す る とい っ た こ と

まで 含 み 得 る一 こ とが,社 会 的 生 活 を通 じて,い わ ゆ る"慣 い性"と な り固 定

化 して行 く こ とで,そ の 扮 技 を扮 技 と して意 識 す る こ と な く行 っ て い る とい う

の が普 通 の状 態 で あ ろ う。

この 構 造 は 先 に述 べ た,所 与 を い か な る或 る もの と して把 え るか の構 造 と ま

さに相 即 的 な関 係 に あ る と考 え ら れ る 。鉛 筆 が"鉛 筆"と して の 有 意 義 性 を持

つ の は,文 字 や 絵 を書 く とい う役 柄 を演 じ る限 り にお い て の こ とで あ っ て,文
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字 や絵 が 書 け る とい う機 能 が そ れ 自体 の う ち に内 在 し て い る訳 で は な く,役 柄

Q9

演 技 を離 れ て有 意 義 性 が 自存 す る訳 で は な い 。

玄 関 先 の例 で の 問題 を,こ こで は 役 柄 演 技 と い う概 念 に即 して 考 え て きた訳

で あ る が,こ の 場 合,映 像 をい か な る或 る もの と把 え る か は,そ の 映 像 が い か

な る機 能 的 連 関 に お い て把 え られ る かの 問題 で あ る と考 え られ る。 玄 関 先 にテ

レ ビカ メ ラ を据 え付 けて,室 内 の モ ニ ター が その 映 像 を映 し出 す よ うな シ ス テ

ム は,一 般 的 通 念 と して は 来 客 を判 別 す る為 の シ ス テ ム と考 え られ て い る よ う

に 見受 け られ る。 この よ う な一般 的 通 念 を引 き受 け る限 りに お い て,彼 は そ こ

に映 っ た 人 物 を屋 内 に導 き入 れ るべ きで あ るか 否 か を判 別 す る役 柄 を扮 技 す る

の で あ り,そ れ は ま た,そ の 人物 が 判 別 され るべ き対 象 と して意 識 され る こ と

と相 即 的 で あ る。 た だ,そ の よ うな通 念 が彼 に と っ て 強 固 な もの と な って い る

か否 か に応 じて,そ の 映 像 が 一 義 的 に或 る もの と して把 え られ た り,多 義 的 に

な っ た りす る も の と思 わ れ る。

一 般 的 な テ レ ビ放 送 の 場 合 で あ っ て も
,そ の 映 像 に い か な る意 味 を読 み 取 る

か は,基 本 的 に は これ ま で に述 べ て きた とこ ろ と同 様 に考 え られ よ う。 例 え

ば,ニ ュ ー ス を見 る場 合 と ドラマ を見 る場 合 とで は,同 じテ レビ放 送 で あ っ て

も そ の機 能 的 連 関 は 明 らか に異 な る はず で あ って,そ の こ と は同 時 に扮 技 す る

役 柄 が異 な る と い う こ と と相 即 的 な関 係 に あ る。 更 に は1章 で述 べ た よ うに,

共 示 の 要 因 は 種 々様 々 考 え られ るの で あ っ て,そ の時,扮 技 す る役 柄 も一 様 で

は あ り得 な いで あ ろ う。 た だ,先 に引 用 した廣 松 の述 べ る よ うに,所 与 の 共 同

現 存 在 の範 或 で は,共 同 主 観 的 一 致 が か な りの程 度 で形 成 さ れ て い る と考 え ら

れ るの で あ って,そ うで な け れ ば,映 像 を媒 介 と した コ ミュ ニ ケー シ ョ ン とい

っ た こ とは,は るか に困 難 な こ との はず で あ る。

3.身 体 的 自 我 の 拡 大

映 像 によ る認 識 の 問題 に つ い て,こ れ ま で 対 象 の側 と主 体 の側 の 両 側 面 か ら
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述 べ て きた 。 しか し,こ れ まで 述 べ て きた と こ ろか らも明 らか で あ る と思 うが,

この二 つ の 側 面 は 決 して独 立 して考 え られ る もの で は な い。 対 象 が或 る もの と

して把 え られ る の は,対 象 が 自存 的 に或 る も の で あ る か らで は な い。 同 時 に,

その把 え方 は主 体 の側 の 恣 意 性 に委 ね られ て い る も の で もな い 。 む しろ,対 象

の側 と主 体 の 側 の 相 補 性 の う ちに,対 象 が或 る もの と して把 え られ る と考 え る

べ き で あ ろ うQ

しか し,そ の こ とは 同 時 に,対 象 と主 体 との 二 元 論 的 な截 断 を不 可 能 な こ と

へ と導 く。 反 省 的 に把 え返 す な ら,能 知 的 主体 と して の 私 と所 知 的客 体 と して

の対 象 は存 在 的 に截 断 さ れ た相 で 現 わ れ る に して も,知 覚 の 相 で 考 え る と き,

その 存 在 的截 断 を前提 と す る こ と は で き な い で あ ろ う。 「例 え ば,リ ン ゴ を見

る場 合,リ ン ゴ か ら発 す る反 射 光 刺 戟 と眼 底 細 胞 の 光 化 学 的 生理 状 態 と を反 省

的 に 区 別 す る こ と はで きて も,実 体 的 に区 別 す る こ と は で きな い。 … … リ ンゴ

の 四 囲 か らの 光 束 一 眼 球 一 視 神 経 一 中 枢 ま で を含 む視 知 覚 体 系 の 一 状 態 が(リ

ン ゴの 形 や 色 と い う対 象 的 な相 貌 で)覚 知 され る。 こ の 際,わ れ わ れ と して は,

神経 回 路 に お け る イ ンパ ル ス の伝 達 と リ ン ゴ か ら眼 底 まで の 光 の伝 達 と を,絶

対 的 に区 別 す る に は 及 ぼ な い。 」 この よ う に考 え るな ら,眼 鏡 や補 聴 器 は お ろ

か,リ ン ゴ とい う先 端 か らの 伝 達 体 た る大 気 や 光 線 を も拡 大 さ れ た 身 体 的 自我

の 一 部 と して認 め る こ と が で き るの で あ って,拡 大,伸 長 され た 身体 的 自我 に

定 位 す る と き,知 覚形 象 は い ず れ も身 体 的 自我 とい う能 知 的 所 知 の一 状 態 の 覚

㈲

知 で あ る こ と に な る。

この 論理 を映 像 一 般 の認 識 の 問題 に まで 敷 衍 す る こ とが妥 当 で あ るか ど うか

は暫 く置 く と して も,先 の 玄 関 先 の例 で 考 え る な ら,そ の シス テ ム を身 体 的 自

我 の 一 部 と して認 め る こ と が で き よ う。 そ こ で 覚 知 され るの は,対 象 か らの 光

束一 テ レ ビ シ ス テ ムー ブ ラ ウ ン管 か ら の光 東 一 眼 球 一 視神 経 一 中枢 の 一 状 態 で

あ る こ と に な る。 こ の 論 理 を推 し進 め て行 く な ら,マ クル ー ハ ンが述 べ る よ う

に,確 か に我 々 は 中枢 神 経 そ の もの を地 球 一 円 に拡 張 した と言 え る か も知 れ な
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㈱
いo

し か し,覚 知 さ れ るの が こ の よ うな7状 態 で あ る に して も,そ れ が い か な る

或 る もの と して 把 え られ る か は,や は り別 問 題 と言 わ ね ば な らな い。1章 の(2)

に お い て 図一 地 反 転 図 形 を例 に して述 べ た よ うに,ト所 与 は 同 じで も,そ れ をい

か な る或 る もの と して 把 え る か に応 じて意 識 事 態 は一 変 して し ま うの で あ る。

だ が,こ の よ うに して 覚 知 され る直 接 的 与 件 と,い か な る或 る もの と して把 え

られ るか とい う,そ の 意 味 的 所 矢・と が存 在 的 に截 断 さ れ る 砂 で4a・ とは 言.

う ま で も あ る ま い 。 所 与 が い か な る 或 る も の と し て 把 え ら れ る か は,一 と り も な

お さ ず,こ の 二 つ の 契 機 が い か な る機 能 的 連 関 性 に お い て 構 造 化 さ れ る か の 問

題 で あ る こ と に な る 。

以 上,映 像 に よ る 認 識 の 問 蹕 に つ い て 概 略 的 に 述 べ て 来 た のzあ る が,そ こ

で は ま だ,重 要 な 案 件 と して 時 間 の 問 題 に つ い て 論 じ る に は 至 っ て い な い 。 ま

た,映 像 と コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 問 題,更 に は コ ミ ュ ニ ケ ー シ ゴ ン..・デ ザ オ ジ

の 方 法 論 と い っ た こ と ま で を も射 程 に 入 れ た 考 察 が 是 非 と も 必 要 で あ る と感 じ

ら れ る の で あ る が,何 分 に も と て も そ こ ま で 論 じ ら れ る程 に は 至 つ て い な い0幽

他 日 を 期 し た い 。..,.
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㈱ ロ ラ ン ・バ ル ト 「記 号 学 の原 理 」 『零 度 の エ ク リチ ュー ル』 渡 辺 淳 ・沢 村 昂一 訳,み す

ず 書房,P195--P196要 約

(16)ロ ラ ン ・バ ル ト,前 掲 書 「写真 … … 」P44参 照

(1の ロ ラ ン ・バ ル ト,前 掲 書 「イメ ー ジ… …」P25～P26

(18)ロ ラ ン ・バ ル ト,前 掲 書 「写真 … … 」P犯 ～P50

(19)廣 松 渉,前 掲 書 『世 界… … 』P93参 照

②① 同上,P91～P94参 照

⑳ 同上,P106

(22)同 上,P122

㈱ 同上,P120参 照

(24)同 上,P140

㈲ 同上,P136～P141参 照

㈱ マ ー シ ャル ・マ クルー ハ ン,前 掲 書P9

-42一


