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　上 に掲げた
“ 1’

m 　George
’

s　friend．
”

とい うの は，　 Iris　Murdoch の デ ビ ュ
ー
作 Under　thθ　Net の 中

の こ とばで あ る 。 主入公 James　Donaghue （通称 ジ ェ イク）が ，映画 ス タジ オ の 中に 入ろ う とす

る ときに
， 入 り口 に い る 門番 に言 い かける こ とばで ある 。

　　Tm 　George
，

s　friend，
，

　I　hissed
，
　and 　looked　5xedly　into　his　eyes ．　I　mumbled 　the　name 　a　bit　so

that　it　might 　serve 　equally 　for亅ohn 　or　Joe　or 亅ames 　or　Jack　 One 　or 　other 　of 　these　bolts　evidently

reached 　a　target．　 The　man 　nodded 　in　a　rather 　contemptuous 　way 　and 　touched 　a　lever．　 The　gates

opened ．（UN　140−141）

　ジ ェ イ クは ス タ ジオ の 中に 入 りた い が ， 関係者 で も何で もない の で ，少 な くと もそ う言 っ た

だけで は門番に入 れて もらえそ うに な い
。 そ の と きに，思 い つ い て言 うの が この

“
1’mGeorge ’

s

friend．
”
で ある 。 門の 内側 に は

，
ジ ェ イク の 友だ ちの ジ ョ

ージな どは い や しない 。 ジ ェ イク は，

「ジ ョ
ージ」 とい うこ とばを 「ジ ョ ン 」， 「ジ ョ

ー
」，「ジ ェ イ ム ズ」，ある い は 「ジャ ッ ク」 と，

どれ と で も取れ る ように発音 する 。
つ ま り， 人の 名前 と して もっ ともあ りふ れ て い て

， 門番 の

ほ うで 勝手 に思 い 込ん で くれそ うな確率の 高い 名前に 近い 音で 発音す る
。 賭け で ある

。 そ して ，

はたせ るか な，門は開かれ ，ジェ イ ク は中に 入る こ とが で きる の で ある 。

　こ の エ ピソ ー ドは
，

ジ ェ イ ク の す ぐれ た機智 を示すあざや かな
一

例 と して 忘 れがた い もの だ

が，
一
見さ さい に見えるため ，こ れ はそれ だけの こ とと して脇にや られ かね な い

。 しか し，こ

の 『網の 中』を注意深 く読ん で み れば
，

こ の エ ピ ソ ー ドの 意味する もの は かな り重要 なもの で ，

小説全体の ライ トモ チ
ー

フ とな っ て い る もの と直接的に つ な が っ て い る こ とが わか る 。 す なわ

ち ，
マ ー ドッ ク に とっ て

，
こ とば とは い か なる ものか とい う問題 に関係 して い る 。

1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

『網の 中』で 中心的な役割 を果 たすの は
，

ジ ェ イ ク の 書 い た 7力e 釧 eηcer と い う本で あ る
。

＊ 外国語学部

　Facultyof　Foreign　Languages
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その 本は
，

ジ ェ イク の 友人 HugQ 　Belfbunderと の 会話 に もとつ い て ，書か れた もの で ある 。 そ

の 本の 内容が い か な る もの か に つ い て は
， 抜粋が あ り，

Tamarus と Annandine な る 二 人の 人

物の 対話が紹介され て い る 。 そ の 対話を検討す る前に ，
ヒ ュ

ーゴ ー
に つ い て ， 簡単に見てお か

ねば ならな い
。

　 ヒ ュ
ーゴ ー

とジ ェ イ クが は じめ て 会 うの は，風邪の 治療薬 を研究 する施設に お い て で ある 。

そこ は施設と言 っ て も ， 田舎にある 屋敷で ある
。 そ こ で ，ジ ェ イク は 貧に窮 した と きは試薬の

モ ル モ ッ トとなる 代わ りに
， 無料の 食と住 を提供 して もら い

， 原稿書 きな どの 仕事に打 ち込む

の で あ る 。
こ こ に現れたの が ヒ ュ

ーゴ ーで ある 。最初 は ，ジェ イ クは
，

ヒ ュ
ーゴ ーの こ とを単

なる厄介者 と しか見 なか っ たが ，
い っ た ん話 しをす る とす ぐにそ の 知性 に 驚 い て しまう 。 ヒ ュ

ーゴ ー
を とお す とあ らゆ る もの が ちが っ て見 えて くる 。

“
During　these　conversations 　I　began　to

see 　the　whole 　world 　anew ．
”

（UN　58）と りわ け ，
ジ ェ イクが衝撃を受けたの は

，
こ とば に対 する

考 え方 で ある 。 ヒ ュ
ーゴ ー

に 言わせ れ ば，事象と い うもの をこ とばで と らえて表現 しよ うと し

た と きは，それは，必ず虚偽 となる 。 こ とば は事象 をあ りの ままに表現する こ とな ど決 してで

きな い か らで ある 。

一
つ
一

つ の 事象は それ ぞれ独 自の ユ ニ
ー

ク な存在で あ っ て ，その ユ ニ
ー

ク

さは
，

こ とば とい う
一
般的 なもの で は決 して表現 されえない もの で ある 。 そ れをこ とば で あ ら

わ そ うとす る こ と は ，そ の 事象 を裏切 る行為で あ る 。

“‘
The　whole 　Ianguage　is　a　machine 　for

making 　falsehoods．’
”
（UN 　60）本 当に 真実 に 忠実で あろ うとす れ ば

， 私 た ちは黙る しか な い の

で あ る 。 そ れ で は，私たちは本当に
‘
communicate

’

し合うこ とは で きない の か 。 ジ ェ イクの 質

問 に 対 して ，ヒ ュ
ーゴ ー

は 「で きな い 」 と言 う代わ りに
“‘1　suppose 　actions 　don ’

t ］ie．’
”

とい う

答 え方 を して い る 。

2

　 それ まで，多少の 詩や小説 を書 き，特に多 くの 翻訳 を して きた ジ ェ イクにすれ ば，こ れ は衝

撃的 な考え方で ある 。 ジ ェ イ ク は こ とば を信用 し きっ て い る 。 ジ ェ イク に と っ て こ とば は
，

い

わ ば あた りまえの 存在で あ り， 疑 うこ とな どまっ た く必要の ない もの で ある
。 彼はず っ と フ ラ

ン ス の 小説家 亅ean 　Pierre　Breteuilの 作品 を翻訳 して 口 を糊 して きた 。 彼の 作品は
‘

easy
’

だ し
，

よ く売れ るか ら と い う理 由だが
， 今 で は ほ とん ど頭 を使 わずに 翻訳 で きる ほ ど に な っ て い る 。

彼の 最近作の
一

つ の 翻訳 に つ い て はこ う言 っ て い る 。

“

lhad　done　it　straight 　on 　to　the　typewriter ；

1’

ve 　translated　so　much 　ofJean 　Pierre’s　stuff　now ，　it
’

s　just　a　matter 　of　how ｛fast　I　can 　type
”

（UN　20）
こ れ は ジ ェ イクの翻訳家 として の 有能さ を表わ して い るか の よ うに も取 れるが ，む しろそ うで

は な く，
ジ ェ イク が こ とば と い うもの に対 して

， 鈍感に な っ て しまっ て い る と理解す る方 が正

解だろ う。
こ とばによ っ て の 創作を志す者が こ とばに対する鋭敏な感受性をな くして しま っ て

い る とすれば
， 創作 ど こ ろ で は ない

。 実際 ， 今 ジ ェ イク は書けない
。 本人はは っ きりと言わ な

い が ， い わ ゆる
“
writer

’
s　block

”
に ぶ つ か っ て い る の で あ る 。 作者 はそ の こ とを，ジ ェ イ ク の

訳す ，
ブ ル トゥ

ーユ の Wo （κ1en囎 h面 galeと い う作品の 主 人公が ， 創作意欲 をな くして しまっ

た若い 作曲家で ある こ とで 暗示 して い る 。 さ らに ，それ に 対する
，

い か に もの ん きな ジ ェ イ ク

の 評価 をつ け くわ え ， 彼が い かなる状況 にある の かを間接的に示 し て い る 。 ヒ ュ
ーゴ ーとの 出

会 い は
， そうい うジ ェ イ ク の状態 に ゆ さぶ りをか ける こ と に なる 。

　 ヒ ュ
ーゴ ー

に刺激 され た ジェ イクが ，二 人 の 会話の 記録を自分 な りに ま とめ た もの が The

Silencerで ある 。 最初 は会話の 忠実 な再現を試み る が，再現 したつ も りで もで きあが っ た もの

を見 る と二 人の 会話か らは遠 く隔た っ た もの とな っ て しま っ て い る 。 よ くわか らな い 部分 も多
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s　friend，” 3

い 。 ジ ェ イク は 自分な りの 補足や 反論 を書 き足 して
，

一つ の 書物 に仕上げ る 。 その 具 体的な内

容 に つ い て は
，

マ ー ドッ クは
，

ほ ん の
一

部 を抜粋 して 見せ るだ けで ある 。 しか し
， その

一
部が

扱 っ て い る内容は，もちろん，こ の 小説全体にかかわ る事項で ある 。

　ジ ェ イ ク の 分身で ある タ マ ラ ス は
，

こ とば とい うもの を素朴 に 信 じて い る 。 こ とば を組み 合

わせ て作 り上 げた概念が誤解 され る こ とはある だろ うし
，

こ とばを組 み合わせ て作られた 文が

偽 りを述べ る こ とはで きるだろ う。 しか し，こ とば 自体は，うそ をつ かない
。 ある概 念を伝え

る に して も，その 限界 をは っ き りさせ た 上で 伝 える なら誤解 は避け られる はず だ と主張す る 。

これ に対 して，ヒ ュ
ーゴーを模 して い る ア ナ ン ダ イ ン は，その 考 えを きっ ぱ りと否定す る 。 そ

れは虚偽の 別の形式 にす ぎない と言 うの で ある 。 タ マ ラス は，人間が 生 きて い るか ぎりは ，こ

とば に よる概念化 を行 い ，理論化 を行い 続 ける，それ を積み重ねて い っ て 文明 を作 り出 して き

た の で は な い か と反論をする 。 す る と， アナ ン ダ イ ン は
， 理論そ の もの を真 っ 向か ら否定す る 。

生 きる とい うこ とに お い て
， もっ と も切実 な瞬間に は理論 な ど助 けにな らない と言 うの で ある 。

“‘
ls　it　not　then　you　meet 　with 　things　themselves 　naked 〜

’”
（UN 　80）

3

理論化 は すべ て逃避 で あ る 。

理論や
一

般化か ら離れ て い くこ と こ そが 現実 に近づ く道で ある 。 現実その もの こ そが わ れ われ

を支配 して い る の で あ り，そ の 現実は徹底的に個別的であ る 。
い か に 網 の 下 を くぐる ように し

なが ら，そこ に 到達 しよ うと して も決 し て 到達する こ との で きな い もの で ある 。

　N1　theorizing　is　flight．　 We 　must 　be　ruled 　by　the　situation 　itself　and しhiS　is　unutterably 　particular．

Indeed　it　is　something 　to　which 　we 　can　never 　get　close　enough ，
　however 　hard　we 　may 　try　as 　it　were

to　crawl 　under 　the　net ．（UN　80−81）

　今 「網 の 下を くぐる ように」 と訳 して み た 。 訳の ように しか 日本語 に は な りよ うが ない と思

われ るが ，こ の こ とばは，こ の 本そ の もの の タイ トル にな っ て い る
一

そ して
“
under 　the　net

”

とい うこ とば は こ こ に しか登場 しな い 一 こ とを考え る と
，

こ の まま で は
，

ど うも中途 半端

な感をまぬ が れ な い 。 もう少 し検討の余地がある 。

　こ の 網の イ メ ージは A 　S．　Byattに よれ ば
， 哲学者 の Ludwig　Wittgensteinか ら借用 した もの で

ある とマ ー
ドッ ク自身が語 っ た こ とがある とい う　（Byatt　11）。

ヒ ュ
ーゴ ーの 主張が ウ ィ トゲ ン

シ ュ タイ ン の 『論理哲学論考』 に ある も の と多分 に類似 し て い る こ とを考 えれ ば，マ
ー

ド ッ ク

の こ とばは そ の とお り受け と っ て よ い もの と思われ る 。 網の イメ ージが 使わ れ て い る の は
， 同

書の 6 ・341 で ある 。 科学理論の 本質を説明 しようとする とこ ろ で ある 。 C．　K．　Ogden の 英

訳で は次の ように な っ て い る 。

　Let　us 　imagine　a　white 　surね ce　with 　irregular　black　spots ．　We 　now 　sa 酵　Whatever 　kind　of　picture

these 　make 　I　can 　always 　get　as 　near 　as 　I　like　to　its　description
，
　if　I　cover 　the 　surface 　with 　a

suf行ciently 伽 e　square 　network 　and 　now 　say 　of　every 　square しhat　it　is　white 　or 　black．　 In　this　way 　I

shall　have　brough仁the　description　of　the　surねce 　to　a 　unified 　f（）rm ．　 This　form　is　arbitrary ，
　because　I

could 　have　applied 　with 　equal 　success 　a 　net 　with 　a　triangular　or 　hexagonal　mesh ．　 IL　can 　happemhat

the　description　would 　have　been　simpler 　with 　the 　aid 　of　a　triangular 　mesh ；that 　is　to　say 　we 　might

have　described　the 　surface 　more 　accurately 　with 　a　triangular
，
　and 　coarser ，　than 　with 　the 　finer
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square 　mesh ，　or 　vice 　veIsa ，　and 　so　on 　 To　the　different　networks 　correspond 　different　systems 　of

describing　the　worl （1．．．（Wittgenstein　175）

　こ こ で ウ ィ トゲ ン シ ュ タインが現実とい うもの を白地に ある黒 い 斑 点にた とえて言わん とし

て い る こ とはお そ ら く次の よ うなこ とだ ろ う 。 その 模様 を四角形や六角形で 説 明 して 元の 模様

に近 い もの は 説明で きる 。 しか し，それ は 元 の 図形 に近 い もの で あ っ て元の 図形の 模様 をすべ

て 正確に表わ して い る わけで は ない 。 説明おおせ た気に な っ て も，必 ずそ の 模様か ら落ちて し

ま う部分が 出 て くる 。 そ して
，

そ の 落ちた部分 に つ い て は三角形で 説 明した場 合の ほ うが うま

くで きる こ ともあ り，単なる，選ぶ 図形 の 複雑さの 問題で はない
。 要する に ，どの ような図形

を選ぼ うが
， 選 んだ 瞬間か ら黒 い 斑 点の 模様の 細部 は こ ぼ れ落 ちて い くの で あ り， その こ ぼ れ

落ち方が ちが うだけで ，結局模様に到達する こ とはで きない
。 三 角形の 網も四角形の 網も六 角

形の 網 も， それ に 応 じた対応部分 しかす くい あげる こ とは で きない の で あ っ て
，

つ い に現実 に

は到達で きな い
。

こ れ は，ヒ ュ
ーゴーの 主張す る理 論 ・一般論の 否定と酷似 して い る と言 えよ

う。

　で は ， 作者 マ
ー

ド ッ ク 自身が 本当 に こ の ウ ィ トゲ ン シ ュ タイ ン の論 を信 じて ， 『網の 中』 を

書 い て い る の だ ろ うか 。 その 答 えはお そ ら く，
Yes とも No と も言 える の で はな い か 。

マ ー ド

ッ ク は
， イギ リ ス の 小説家で 批評家で もある Maicelm　Bradburyに よる イ ン タ ビ ュ

ー
の 中で も，

ウ ィ トゲ ン シ ュ タイ ン を引き合 い に 出 しなが ら
， 「網」 の イ メ ージ に つ い て 次 の ように言 っ て

い る 。

　Obviouslyしhere’

s　a　kind　of　Wittgensteinian　atmosphere 　hanging　around 　Hugo
，
　but　it　hadn ，

t　got

any 　explicit　philosophical　theme 　and
，
　of　course ，

　the　tiしle　is　philosophica1；lmean，　it
’
s　to　do　with 　the

net 　of　concepts 　under 　which 　the　particular　hides．（lnterview）

　こ こ で マ
ー ドッ クは，は っ き りと個 々 の 事実を覆 い 隠す もの として の 「網」の イ メ ージに つ

い て言 っ て い て ，ウ ィ トゲ ン シ ュ タ イ ン の 「網」 とはずれ が ある 。 ウ ィ トゲ ン シ ュ タイ ン の 場

合な ら，網で は現実 を とらえきれな い とい うとこ ろに力点があ るが ，マ
ー

ド ッ ク は，網はむ し

ろ現実 をお お い か くして しま うもの で ある とい うこ と の ほ うに 力点が ある 。 前者 に と っ て網 は

現実を とらえる手段だが ， 後者に と っ て網は現実を遮断す る障害物で ある 。 別の 言い 方をすれ

ば ウ ィ トゲ ン シ ュ タイ ン の 場合，網で とらえられ る現実 はけ っ して 現実の す べ て に は な りえ な

い が ，
マ ー ドッ ク の 場合は ， 網を くぐる こ とか ら現実が とらえられ る

一 もちろん ，そ の と

らえ られ た 現実が どれ ほ ど の もの か とい う複雑 な問題がある が 一 と考えて い て
， そ して

，

その 網 の 機能上 の 違 い を膨 らまして い っ て 小説作品 に作 り上 げた の が 『網 の 中』 とい う作品で

はな い か 。

　そ こ で もう
一

度 ，
『網の 中』を見渡す な ら

， 網をイ メ
ー

ジ した エ ピ ソ
ー

ドはか な り重 要な も

の を含ん で い る と い うこ とに なる 。 た とえば ，犬 の Mars が入 っ て い る檻 も，作者が網をイメ

ージ して い る こと はお そら くまちが い な い
。

マ ーズを盗 み出そ うとする と きの ジ ェ イク、とその

友入 Finnの 二 人 は，い か に マ
ーズ を室内か ら連れ 出すか で あれ や これや苦労す る 。 まず檻の

開け方がわか らない 。 檻 をこ わす道具 もない から，犬 を檻ご と部屋 か ら連れ 出そ うとする 。 ど
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うや っ て 部屋か ら檻を出すか で さん ざん苦労をす る 。 犬の 姿勢 ， 檻の 大きさ
，

い ろ い ろ 試行錯

誤 を重ねた上で や っ と部屋か ら出す 。 タ ク シ ーを拾 っ て ，誰 に も じゃ まされ ない と こ ろ まで 行

き ， 途 中で 購入 した ヤ ス リで
， 檻 の 格子 を切 っ てや っ と外 に 出す こ と に 成功 する 。 と こ ろが

，

そ の あ とタク シ
ー

の 運転手が，楹の 天 井の あた りに手を触れ て何 か した とた ん に ，檻が ぱ っ と

開き，ジ ェ イク もフ ィ ン もあ っ けに取 られて しまう。こ の 意外な決着には，われわ れの 不意 を

つ くもの がある 。 真実は 「網」の 中に ある の で ある 。

　 また，病院脱出の エ ピ ソ
ー

ドに つ い て も， じつ は網の イメ
ージが重 ね られ て い る 。 ヒ ュ

ーゴ

ーは頭 にけが をし，ジ ェ イクが働 い て い る病院に 入 院 して くるが，そ の ヒ ュ
ーゴー

に会 うため

に
，

ジ ェ イ クは病院に 夜忍び込 む 。 忍 び込 む場所 は
， 窓か らで ある 。 病院 と い う網の 目の

一
つ

で ある 。 発見されずに ヒ ュ
ーゴ ー

の病室まで 行 くには，網の 目をた どっ て い くような 困難が あ

る 。 や っ とジ ェ イク は ヒ ュ
ーゴ ーの 部屋 まで 行 く。 そこ で ジ ェ イク は ヒ ュ

ーゴ ーと多 くの 話 し

を し，多 くの こ とに つ い て の 真実を知る
。 そ して ，真実 を胸に ジ ェ イ クが ヒ ュ

ーゴ ーと と もに

病院 を脱出 し て い くの は
，

ふ つ うの ドア か ら で は な く入 っ た窓か らで ある 。 い わ ば
， 真 実 を手

に入 れ るため にジ ェ イ クは網の 中に入 り，そ こ か ら見事に 生 還 したの で あ り
，

こ こ は こ の 小 説

の 主題 の 核心部 とな っ て い る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 H

　 『網 の 中』にあ っ て は
， 現実や真実は網の 中に隠 されて い る 。 で は網の 中か ら真実 を救 い と

っ て くる に は どうすれ ば い い の か 。 その 手段 は ，た とえば，こ とば で ある 。
ヒ ュ

ーゴ ーは 「こ

とばは虚偽 を作 り出すた め の 仕掛けに す ぎな い 」 と言 い
， その ヒ ュ

ーゴ ーに 影響 され て
， 歌手

で あ る Anna は歌 をや め ，仮 面 をつ けて の 黙劇 に打 ち込 む ように な る 。

“ ‘

Only　very 　simple

things 　can 　be　said 　without 　falsehood．’ ”
（UN 　43）と ア ン ナ は言 う。

こ れ は ヒ ュ
ーゴ ー

の 論で ある 。

こ とば に対 して きわめ て 懐疑的 な立場で ある 。 しか し，
た しか に虚偽 をまっ た く含 まず に ，

こ

とばを使 っ て言 える こ とは きわめ て単純な限 られ た こ と しか な い か も しれ な い が ，こ とばな し

に 言える こ ととい うの は さら に限 られた もの に な っ て くる 。

　 こ こ で思 い 出 され る の は
， ジェ イ クが狂人 と誤解 され る話で ある 。 ジ ェ イク は ， 自分 の 原 稿

を取 り戻す ため に
， 呑み屋の Sammy の と こ ろ へ 行 く。 する と

，
ジ ェ イク の 元恋 人の Magdalen

（Madge ）が そ こ に来 て い て
，

二 人が話 しを して い る の が ドア の 外に い る ジ ェ イ ク に聞 こ えて

くる 。 そ こ で
，

ジ ェ イクはす わ っ て ドア に 背中を もたれ か け させ
，

二 人 の 話 しをそ っ と盗み 聞

きする 。 する と，そ の ドア の 向か い 側 の フ ラ ッ トの 婦人が ジ ェ イク の 妙な行動 に気 が つ い て 出

て くる 。 そ の うち，別の 婦人 まで 呼ん で きて ジ ェ イ クを観察 しなが ら，あ れ こ れ憶測 を た くま

し くする 。 ジ ェ イク の 方は声 を出すわけに は い かな い か ら，ひたす ら黙 り続 ける 。 する と婦 人

たちは
， その うち に ジ ェ イク を狂人扱い し出 し，棒 で つ つ い て み よ うと した りす る 。

　 こ の場面で は ， ジ ェ イクはこ とば を使えない がゆ えに狂人とされて しまっ て い る 。 もちろ ん ，

ジ ェ イクは狂人で は な い の にそ うされて しまうの は
，

ひ とえに
， 沈黙 して こ とば を使 わ なか っ

たか らで ある
。 沈黙が虚偽を引き起こ した わ けで ，こ こ は ヒ ュ

ーゴ ー
の 主張の 痛烈な 反証 に な

っ て い る
。 自分は狂人で は ない とい うご く単純な こ と も，

こ とばがなければ伝えられ な い の で

ある 。

　 こ とば はた しか に虚偽 を引 き起 こ す。 しか し，真実 も語る。マ
ー ドッ ク の 描 くユ

ー
モ ア あふ
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6 岡　野　浩　史

る る例の 一
つ は

， 犬の マ
ーズ に関す る件で ある 。 サ ミーの とこ ろで犬 を見 つ け た ときに，ジェ

イクは
， その 犬が ，

か の 有名な動物 ス ターの ミ ス ター ・マ ーズ で は ない か と思 うが証拠がない
。

フ ィ ン はそ うは思 わ な い
。 そ こ で ，ジ ェ イ クが 「ミス タ

ー ・マ ーズ ！」 と声をか ける と
， 犬は

尾 をち ぎれん ばか りに振る 。 ジ ェ イク は
， それみ た こ とか

，
と勝ち誇る が，今度は

，
フ ィ ン が

「リ ン チ ン チ ン ！」 と呼び か ける と
， 犬は また も尾 を はげし く振 る 。 フ ィ ン の ほ うが今度は勝

ち誇る 。 しか し，こ の 事態 に決着 をつ ける の もや は りこ とばで あ る 。 檻に 名札が つ い て お り
，

そこ に は 「ミ ス ター ・
マ

ーズ」 の 名があ っ た の で ある 。

　結局，事態 を了解す る こ とにお い て ，こ とばは決定的 な力 を持 っ て い る 。
マ
ー

ド ッ ク の 立場

は，アナ ン ダイン の 主張を踏 まえた上で の タマ ラ ス の 立場 とい うこ とになる 。
こ とばの 限界を

踏 まえなが ら，こ とば の 可能性 に か ける の で ある 。 ジ ェ イ ク が
“rm 　George ’

s　friend．” と い うこ

とばを言 っ たとき，そ れ は
“
Open，　Sesame！

”

と化 し，見事 に門は 開かれ る 。
こ れ は ，ジ ェ イ ク

がス タジオ内に 閉 じ込め られ ， 警官隊に つ か まりそうに な っ た ときも同 じで ある 。 彼は
， 脱 出

する た めに ，マ
ーズ に

“
Sham　dead．

”
と い うこ とば を言 うこ とに よ っ て ， 死ん だふ りを させ よ う

とする 。 その こ とばが マ ーズ に 通 じる か ど うか はわ か らない
。 ひ ょ っ とす る と別 の こ とばで教

えられ て い る可 能性 もあ る
。 そ の 場 合に は 無理 か もしれ な い

。 相手は 人 間で は な く犬で ある
。

しか し
，

マ
ーズは ジ ェ イ ク の

“
Sham 　dead

”
を理 解 し

， 静か に横 た わる の で ある 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 皿

　 『網 の 中』は
，

マ ー ドッ クが小説家 と して
，

こ とば とい うもの をど う考えて い るかを小説 に

よ っ て示 した作品で ある 。 ウ ィ トゲ ン シ ュ タ イ ン は ， 『論理 哲学論考』の 序文に，
“
What 　can

be　said 　at　all　can 　be　said 　clearly ；and 　whereof 　one 　cannot 　speak 　there　of　one 　must 　be　silent ．
”

（Wittgenstein　27） と書 き， 明晰 に こ とば に し得ない もの は こ とば に せ ず ， 黙 る しか ない と して

い る。 しか し，ヒ ュ
ーゴ ーは，こ とば に よ る コ ミュ ニ ケーシ ョ ン の 不 可 能性を肯定す る代わ り

に
， 行動の 重要 1生を言 う。

“
actions 　don ’

t　lie
”
（UN 　60） 「行動 は うそ を つ か な い 」か ら で ある 。

作家 に とっ て の 行動 とはすなわ ち書 くこ とで ある。ジ ェ イクが 自らの もの を書 い て い く決心 を

する こ とで こ の 作 品は 終わ っ て い る♂ そ して
， その 決心 を して い る ジ ェ イ クは

，
こ とば を取

り戻 し，再び歌 い は じめたア ン ナ の 歌 を聞 い て い る 。 ア ン ナが どの ように して こ とばを取 り戻

した の か は わか らな い
。 しか し，その ア ン ナ の 歌 の何 と心に しみ る こ とだ ろ う。

一
度 こ とば を

失 うこ とで彼女は新 し い 力を獲得 したの だ 。

　ジ ェ イ ク が書 い た 7he 鎧 eηcer は 失敗だ っ た 。 ヒ ュ
ーゴ ーの 考えを借 りるな ら

，
こ とば に し

得な い もの をこ とば に し よ うと して の 失敗 だ っ た
。 その 結果 ，

ジ ェ イク もまた
一

時こ とばを失

わね ばな らなか っ た 。 しか し
， 今 ， あ らたに その 本 を読み 直す と き

， 彼はそ こ か らあ らたな可

能性 を感 じ取る 。 そ の 可 能性 は ，The 　Silencerが書かれた こ とか ら生 まれて きた可 能性で ある 。

つ ま り， 書 くとい う行動か ら生 まれ て きた可能性 で ある 。 それは行動があ っ て は じめ て 生 じた

もの で ある 。

　 こ の 作品は マ
ー ドッ ク の 実質的 な処女作で あ り，作家 として の デ ビ ュ

ー
作で ある 。 彼女は ，

こ の あ と
， 30冊近 くの 作品を書い て い くこ と に なる 。 『網の 中』 は

， その よ うな マ
ー ド ッ ク の

処女作に い か に もふ さわ しい 作品で ある 。 ジ ェ イク は，の るか そるか の
“
1’

m 　George’

s　friend．
”

と い うこ とば を叫ぶ こ とに よ っ て 門 を開 くこ とに成功 した 。 マ
ー ドッ ク もまた

，
こ とば の 限界
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を しか と見据えた上 で
，

こ とば の 可能性 に か け ， 小説 を書 くこ とで あ らた な世界を切 り開 い て

い こうとする 。 『網の 中』は，小説家ア イ リ ス ・マ
ー

ド ッ ク の
“
Novelist　Manifesto

’
な の で ある 。

註

1　 も ちろ ん，認 識 に 関 す る こ とも関わ っ て い る が，こ こ で は扱 わ ない 。それ は稿 をあ らた め て 扱 い た い
。

2　 こ の こ とばは，22ペ ージ にあ らわ れ る
“
Hege1　says　that　Truth　is　a　greaしword 　and 　the　thing　is　greater 　still．

”
と い

　う部分 と呼応 して い る よ うに 思 われ る 。

3　 こ こ で
‘
naked

’
とい うこ とば が 使 われ て い る が ，　Jean−Paui　Sartreの Nausea の 主 入公 Anteine　Roquentin が ，

マ ロ ニ エ の 木の 根の とこ ろ で 感 じた f吐 き気」 を思 い 出 して い る と き に，それ は 「む き出 しの 現実」 との 対峙

　で あ っ た と す る と こ ろ で も英 訳 で は
’
naked

’
とい うこ とば を使 っ て い る 。マ ード ッ クが そ の 場 面 を意 識 して

　い た こ とは まちが い ない だ ろ う。 （Sartre　l83＞
4　 ジ ェ イ ク は，もう翻訳 は しない とい う旨の 決心をして い るが，こ れ はマ

ー
ドッ ク が 翻訳 を貶 め て い る と い う

　こ とに は必 ず し もな らな い だろ う。ジ ェ イ ク の 自立 を よ り明快 に 表現 す る ため の 作者 の 判断 で あ ろ う 。 翻 訳 と

　い うもの は
， 結局 は他者を基盤 と して い る。
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