
         関 係 世 界 の 創 出

    ― ア ネ ッ テ ・フ ォ ン ・ ド ロス テ ＝ ヒ ュ ル ス ホ フ の

                詩 人 像 と そ の 世 界 ―

                        田 辺  玲  子

             は  じ  め  に

 本稿 は,詩 人 自身 が作 品 に表現 した 詩人 像 と実 際の 詩作 との 関係 を,ア ネ ッテ ・

フ ォン ・ ドロス テ=ヒ ュル ス ホ フ(Annette von Droste―H�shoff)の 場 合 を

例 に問 う もの で あ る。 ドロ ス テの 生 きた19世 紀 は また,詩 人詩(Dichtergedicht)

が数 多 く書 か れ た時 代で もある が,そ れ らの詩 に は共 通 し た詩 人 像が み とめ られ る。

この よ うな事 情か らは,詩 人 とは一 人 の 個人 で あ る と同 時 に,す で に類 型 と して 与

え られた 存在 形 態で もある ことが理 解 され る。 そ こで 本 稿の 第1章 で は,ド ロス テ

が 同時 代 の詩 人 と共有 してい る類型 と しての詩 人像 をま ず明 らかに して ゆ くが,そ

の 際 に,詩 人 像 自体が,特 に 社会 内存 在 と しての 詩人 とい う観 点か らみて,歴 史的に

負 つて い る問題 性 を も合 わ せ て考 察 をすす めた い。

 ま た,ド ロス テの 詩人詩 に み られ る一 人称の 発 話 や伝 記 的一 致,あ る い は詩人 の

自己 弁 明 を 目的 と した論争 的性 格 な どは,ド ロステが 自身 に直 接 関与 す る問題 とし

て 詩 人像 に 拘泥 してい た こ とを うかが わせ る。 時 代が 与 える詩 人の 類 型 に はま りつ

つ も,い か に して一 人 の社 会 内存 在 と して,自 己 の詩 人意 識 を形 成 して ゆ くか,そ

う して何 を もつて詩 人 と しての 自己 の使 命 と考 えるの か 。 これ を ドロス テの 詩人 詩

に即 して間 うて ゆ くのが,第 皿章の 課題 で あ る。

 つ づい て第 皿章 では,第 皿章 で明 らかに なつた ドロ ス テの 詩 人 と して の使 命意 識

が,ど の よ うに実 際の 詩作 に 反映 され て い るの か を考 察す る。 だ が,言 動 面 に直 接

あ らわ れ た実 践 は本 稿の 主 要 な 関心 の 対象 では ない。 こ こで 問 題 とした いの は,詩

人 像 に表現 され た もの が詩 を構成 す る 原理 として,お そ ら くは 明確 に 意 図 され る こ
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とな く,詩 の な か に あ らわれ るの で はな い か,と い う点で あ る。 この よ うな 観 点に

もとつい て この 章で は,ド ロステ の好情 詩 の 代表 的 な もの とい え る連作 『荒野 の 情

景 』(Hei debi lder)の 詩 に表現 され た もの と詩 人 像 との 関係 を探 つてゆ く。

 最 後 に第N章 で は,第1～ 第 皿章で の 考察 を ふ ま えて,も う…度 詩 人像 と実 際 の

詩 に表 現 され た もの との関 係を,今 度 は類 型 と して 与 え られ た もの との 関連 で と ら

え薗 して み る。 そ の と き,r情 意 』(Gem�)と い う詩が 重 要 な手 が か りとな る だ

ろ う。

                  1

 空 高 く太陽 の もとに ま で羽 ば た き

 鷲 と翼 を連 らね 雲 の 冷 気 を つ きす す み

 霧 さす谷 に ひ と り 立 つてみ たい のです         (卜384)

 初 期 の ドラマ断 片Pベ ル タ 』(Berta)(1813/14)の 中 で ドロ ステ は,高 み へ

と駆 りたて られ る精神 の あ こが れ を こ う表 現 してい る。 それ か ら25年 の の ちに も

や は り ドロス テ は,竈 に巣 作 る,ｺb=よ りは 『翼 の折 れ た鷲で あ りたい 』(1-138)

と望 むの で あ る。 この よ うに 「鷲 」とい う,疾 風 怒 涛 の 時代 に 「天才 」の 概念 に と
             zl
もな って あ らわ れ た詩 人 の表 象 が 受容 され てい た ことは,ド ロ ステ もま た何 らか の

形 で,神 的啓 示 を うけた 巨人 とい う優越 した詩人 観 を 受 け継 い でい た こ とを示 して

い る。 実 際 ドロ ステの 詩 に は,rモ ー ゼの ごと く約 束 の地 を見 』(1―108)る とい

う,あ るい は 『人 の 手 に は な らぬ神 殿 をま も り/漬 され た壁 を詩 句 で飾 』(卜20)

る とい う,神 と人間 を仲介 す る 予 言者 ま た祭 司 とい う詩 人 観 が み られ る ほか,ド ロ

ス テ 自身 が早 産の 子 ど もだ った こ とを背 景 とした詩,『 誕生 がfitす ぎた詩 人 』

(Der zu fr� geborene Dichter)は,前 衛 と しての 詩 人像 を も打 ち出 し てい

る。 さ らには 詩人 と して生 まれ た のは 『神 の恩 寵 』(1―83)だ と主 張 され て,詩 人

と一般 の人 々 との 間 に は 明確 な境 界 線 が引 かれ る ことに な る。 世 の人 々が 口常 の 安

逸 に な じみ物 質所有 に 甘 ん じるの に対 し,詩 人 はrあ ざみ を手 折 って 薔 薇 とな し/

瞳 に わ く泉 を吸 つて/珊 瑚 や 真珠 と なす 』す べ を心 得 た,『 灯 を点 もす には/雷 電

を掴 み よせ る 』よ うな 『精 神の 王 」(皿―20)な ので ある。 この よ うに詩 人 には 聖 別

され た選 民 とい うア ウラが付 され て,精 神 的 な変 容 力 お よび存 在圏 の超 越 性(雷 電)
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が標 榜 され て い る。 だが 詩 人 は 人 々 とは異 質 な存在 で あ るた めに 他の 人 々の認 しみ

や羨 望の 的 とな り,孤 独 に耐 えね ば な らな い。 それ ば か りか 『な るほ ど詩 人 は真 珠

宝 玉 を釣 りあ げ るが/そ の代 償 は ほか な らぬ 己が魂 』(皿一20)で あ る と,詩 人 のい

とな みは 命 を も賭 す もの だ とい う。 しか もその 使命 は 他の 人 々の 救 済で あ る。 ドロ

ス テは,詩 人の 隠 喩 として,人 々 を癒 や す た めに 自 らは喰い 荒 ら され た薔薇,と い

う表 象 を もちい て い る。 『あ ざみの 神 秘 な薔薇 』(ll―21)と よば れ る この 『薔 薇 』

と は,当 時 の民 間 医 療で 知 られ てい たあ ざみ の一 種 を さ して い る。 これ は あ ざみの

中 で も とくに美 しい 大 輪の 花 を咲 かせ,甘 い 芳 香を 放つ た めに,薔 薇iと も呼 ばれ る

の で あ るが,こ の花 の基 底 部 に は あ る種 の蛆 の卵 が産 み つ け られ て,花 は蛆 に喰 い

荒 ら され る。 だ が花 に溜 め られ た蛆 の分 泌 物 が,薬 として 利用 され たの で あ る33こ

の 花 が,自 己 を犠 牲 に して 他者 を救 済 す る者の 隠喩 として詩 人 に 重 ね合 わ され る と

き,『 ああ,わ た しは薔薇 で あ らねば な らぬの か/他 の 人 々 を癒 や す ために 喰 い荒

ら され た 一 」(皿 ―21)と い う嵯 嘆 の声 は まさに悲劇 的 で あ る。 ここに い まひ と り

の偉 大 な る予 言 者 に して受 難 者 の姿 が 彷彿 と しは しない だ ろ うか。
4}

「模範 像 キ リス トの イ ミタ チ オ 」と もい うべ き,神 的出 自で あ りな が ら地 ヒに 繋

縛 され る孤 独 な 異邦人,そ して救済 の 使 命 を受 難 に よ つての み 果 た し うる悲 劇的 な

予 言 者 とい う逆 説に 満 ち た この 詩人 像 は,実 は ドロステ独 自の もの で は な く,19
5)

世 紀 に共 通 した詩 人像 なの であ る。 それ で は この よ うな詩 人 観 は 文学 史上 の 常数 だ

ったの だ ろ うか 。

神 々の 言葉 の 仲介 者 と い う,予 言 者 あ るい は見 者(vates)と い う詩 人 観は 遠 く古

典 古 代 に さかの ぼる もので あ る。 バ ロ ックの ドイ ッに あ って もなお,詩 芸 自体 の 神

的 起源 観 は継 承 され て お り,詩 人 は 神に 霊 感 を乞 い,作 品 は永 遠 不滅 の 神の 領域 に

帰 属 させ られて い た。 だが その…一方 で,死 すべ き肉 体 存在 た る詩 人 は あ くまで も地

上 の 存在 に とど ま り,「 い か な る 自惚 者 とい え ど も,我 こそ は天 の学 識 者 に して 神

の ご と き詩人 な り,な どと思 い あが っては い け ない 」とい う よ うに,詩 人 を神 に比

す な どは法 外の 侶傲 と し て厳 し く戒 め る風 潮 が 支配 的で あ った。 と ころが ドロステ

な どの19世 紀の 詩 人詩 に は,作 品 か ら詩 人 へ と神性 が 移行 し た跡 が み とめ られ る

の で あ る。

バ ロ ックの 時代 に あ って は詩 と は基本 的 に は特 別の 機会 に むす ばれ 目的性 を そ な

えた磯 会諭 で効 詩 作 とは社会的行為1、ほかならず,xmさ れるの もまた

「社 会 の集 合 精 神内 容 」以外 の 何 もの で もなか った。 した が つて詩 人 は 社会 との 連

帯 感 に は欠 けてい な か った の で ある 。 だが,ド イツで は クロ ップ シュ トックが先 鞭
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をつ け た よ うに,詩 人 が 王 候 貴 族 な どの 経 済 的 精 神 的 庇 護 の 羅 絆 を断 ち切 り自

由 な 職 業 人 と し ての 独 立 を,そ れ が現 実 に どの 程 度 実 現 され た か は 別 と して,

試 み て ゆ く過 程 が次 に あ つた 。 こ の過 程 に は,感 情 や 体 験 な ど の個 人 の 主 観 が

表 現 の 対 象 と され る よ う に な つた,拝 情 詩 の 変 革 が 対 応 して い る。 この 変 化 に

つ れ て 詩 人 像 もま た変 換 す る の で あ る。個 人 の主 観 が 発言 の基 準 とな つた結果,

詩 人が もはや 社会 的機 会 に奉 仕 す るの で も共通 の 我 を 語 るの で もな くな った と き,

詩人 に 与 え られ てい た 社会 内で の安 定 した地 位 もまた 躍 鄭され たの で あ り,ま さに

その とき こそ ほか な らぬ詩 人 自身 に とつて も詩人 存 在 と い うもの が 疑わ しい もの と

な りは じめ る。 詩 人橡の 変 遷 とは詩 人 に よる新 しい 自己理 解 の試 みで もあるが,上 の

よ うな事情を考慮 するな らば,新 た な る存在 の場 と形 態 との 模索 は,理 想 へ の 高揚 感に

支 え られ る反 面で,足 場 の ない不安 定 感 に も規 定 され てい る と考 え られ る。 こ う し

た 自己理 解 の 試 みの 記念 碑 と もい うべ き作 品 と して,シ ラーの 詩 『地 の分 配 』(Die

Teilung der Erde)を ここで と りあ げ てみ た い。

 この詩は,そ の昔 ゼウスが地上界 を人 間 に 分配 した 時の 情 景 を えが い てい る 。農 夫,

領 主 貴 族,商 人,僧 院長,王 の それ ぞれが 相応 の 配 分 を賜 つたあとになって,詩 人

が ひ と り遅れ て 参上 し た。 しか し地 上 の取 り分 は もは や何 も残 され て い ない。 今 ま

で ど こに いた の だと遅 参 を 替め る神 に対 し て詩 人は こ う答 え る。 『み そばに 』い た
                            10)
た めに 『精 神 』が 『み ひか りに 陶 然 として/地 ―ヒの こ とを忘れ て 』い たので す,と 。

その 意 を汲 んだ 神 は思案 の 末 に こ う決定 す る。

 わが 天域 に わ し と共 に棲 ま うか ―                           
10)

 天 は いつ な りと お まえの来 るた び ご とに 開 かれ て い よ うそ

神 は,自 身の ために保 留 して おい た 天 の 領域 を詩 人 と分 か つ こ とに決 め た,と い うの

で あ る。

 この 詩で は,詩 人 が 身分 階級 の パ ラデ ィグ マ とされ てい る こ とに留意 しよ う。 す

る と,詩 人 は 社会 を構 成 す る四身 分 か ら完 全に は み出 してい る とい う意 識 が 読み と

れ る。 その 異 分子 意識 が,神 に よ って 神 と対等の 位 置 に まで 引 きあげ られ るとい う

手 続 きを経 て,詩 人 を なか ば神 格 化 し特 権化 す る もの とな つて い る。 ここで 社 会内

に お け る詩 人の 場 に 関す る先 の 事 情 を思い 出す な らば,世 俗 か らの決 定 的超越 こそ

が 詩人 の 言 葉の 有 効 性を 根拠 づ け うる だろ うこ とは想像 に か た くない 。 こ こに,
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『地 の 分配 』に隠 され た構 図の 由 々 しさが 窺わ れ よ う。

 み ず か ら進 んで 社会 内の場 を放 棄 し,い か な る地 上 の 権力 も遥 か 及 ば ない,詩 人

に の み開 かれ た天 の領 域 を設 定す る この試 み は,意 地悪 く言 うな らば,実 社会 にお

け る 詩 人 の 無 力 感 の 逆 投 影 と もい え る だ ろ う。 た し か に シ ラ ー は この 詩 が

書 か れ た の と 同 じ1795年 に,ヘ ル ダ ー に宛 てて,「 現 実の 世 界 か ら退 くよ りほ                           
u)

か に,詩 的 ゲ ― ニ ウスに と っての 救 い をわ た しは存 じませ ん 」と書 き送 ってい る。

現 実 世界 の彼 方 に,そ の 世界 の 一 切の 価値 体 系 や規 範が 無 効 とな る よ うな 美の 自治

領 を創 出 し開示 す る こと,こ れ を詩 の 本質 とす るな らば,詩 人 とは 完壁 な 自律 世界

の 創 造 主 と い う,神 に も比 肩す る 巨人 で あ る。 その 巨人 の 内的 衝 動 とい う個人 的 な

必 然性 に した が って構 築 され る世界 は まさ しく 日常 世界の 外 部 に 位 置す るた めに,

詩 人 は ま す ます この世界 で の足 場 を失 な ってゆ か ざる を得 な い。 新 しい可 能性 を求

め ての 理 想へ の 飛 翔は,果 て しな き疎外 の 循環 を も生 むの であ る。 社会 の意 味 体系

内で の 自己理 解 が 不可 能 とな った と き,作 品の 神 聖 は もは や無 力 で あ り,「 神 」に

よ る神格 化 が 詩人 存在 を保 証 す る唯 一 の拠 り所 とな る。 この よ うに して 詩人 を 社会

の外へ,上 へ上へと押 し出し,遊 離 させ,絶 対 化させ よ うと作 用 す る力,こ の 力 こそ社

会 的 といえるだろう。 神 意の強 調 は,結 果 的に は 詩 人 を特 権 存在 として反 駁 不 可能 に

権 威 づけ,外 部 に 対 し予防 線 を張 る 行 為 ともな る。神聖なアウラを帯びた新 しい詩 人像

は,た とえば 「シラーの」詩人橡 とい うに と どま らず,詩 人 とい う もの が歴 史 的 社会 的

に 負 わ された 問題 性 を かか え こん だ 類型 とな り,後 々受 け 継がれ てゆ く こ とに な る

だ ろ う。

 さて,こ の 章の は じめ に 略述 した,ド ロステ の悲 劇 的詩 人像 は,19世 紀 の 詩人

詩 の 共 通 項 を もな して い る もの で あ るとは先 に も触 れ た通 りで あ る。 つ ま り,こ

の よ うな詩 人 像が 類型 として広 く普及 して いた 事 情が 窺 え よ う。 ここで詩 人意 識が

形 成 され る プ ロセ スを 考 えて みた い 。い ま,超 越 的な詩 人 像 は先 行 してい る。 意識

は多 分 に既 存 の 模範像 に な らって形 成 され る だ ろ う。 具体 的 個 人 と しての 詩人 は し

か し抽象 存 在 で はあ りえ ない ため に,抽 象理 念 像 は最 初の 同 化 の試 み が あ って しか

るの ちに現 実 に 即 し相 応に 修 正 されて ゆ こ う。 だが 社会 構 造 か ら乖 離 した詩人 像 は

す でに,詩 人 存在 につい て の 詩人 自身 の 問 題意 識 を も内包 して い るの で あ る。 その

た めに,詩 人 を 自覚 した人間 は,自 覚 の その 瞬間 か らこの 問題 性 を容 赦 な くぶ つ け

られ る ことに な る。― 方 この詩 人 像 は,こ れ にたい して どの よ うな立場 が と られ る

に せ よ,社 会が 共 有 す る類型 で もあ る。 社 会の方 もま た,詩 人 と名 の る人 間 にたい

し て,既 存の 詩人 像 を 基盤に,期 待 な り非難 な り要 請 な りを絶 えず つ きつ けて こよ
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う。この とき詩人像 は,同 化の 目標 で あ る理想 像 で あ る と と もに,社 会 内存在 で あ る

一 人の 人 間 が そ の存在 を 主 張す るた めの武 器 で もあ り うる
。 ドロス テの詩 人 像に

「模範 像 キ リス トの イ ミタチオ 」をみ る と き,そ れ が い かに 類 型に 堕 して い よ うと

も,受 難 者 キ リス トの 姿 が,社 会 を超 脱 し た詩人 嫁 に 社会 内意 味 を 与 え うる最 も強

力 な 模範 像 で あ りえ た こ と も考慮 せ ねば な らない。 受 難の 詩 人 像に,悲 壮感 にわ れ

か ら陶酔 す る空 疎 な身 振 りが感 じ られ よ うと も,そ の 身 振 りの背 後 に詩人 自身の 意

志 を つ きとめ よ うと試 み るの も,あ なが ち無 益 な試 み とは い えな い だ ろ う。 こ うし

た 関心 に もとつ いて,ド ロステ の詩 人 像 を さ らに検 討 して ゆ くこ とに す る。 その際

に 問題 とな るの は,自 己主 張 と 自己防 衛 との 絡 み合 いの 中で の,社 会 にお け る使 命

意識 の形成 で あ る。

ll

 ドロ ステに は,教 会 暦 の 各祝 日に 寄せ て,そ の 日に因 ん だ聖 書 の 出来 事 か,福 音

書 か ら随 意 に選 ん だ 章句 か に もとつ い て書 かれ た詩 か らなる,『 聖暦 」(Geistliches

Jahr)と い う詩 集 があ り,こ の 中 に も詩人 の 問題 を扱 つた もの がみ られ る。

 家 を一 軒 あ が ない,妻 をめ と りま した

 そ れ ゆ え主 よ わ た しは 参れ ませ ん

 家 と は地 上の わが 肉体

 詩 こそわ が妻 女 …… …             (I-640f.)

この 詩 に は,ル カに よ る福 音 書の14章16～24行 が モ ッ トー と して付 され て お

り,い ま 引用 し た詩の 冒 頭は,こ れ を ほぼ その まま 繰 り返す もの で あ る。 そ うして

聖書 の 記述で イ エスの 会食 を断 わ る 口実 とされ る こ とで,神 の恩 寵 を 妨 げ る ものの

比喩 と な ってい るr家 』,『 妻 』に は,そ れ ぞれ 『肉 体 』,『 詩 』とい う新 しい意

味が さ らに か け合 わ されて い る。 この よ うに して,詩 は 神の 恩寵 を 妨 げ る もの,と

い う命 題 が提 示 され て,『 わ た し 』す な わ ち詩 人 が抱 え る切実 な 問題 が浮 か びあが

るの で あ る。 こ の 『詩 』と い う美 しい が災 い の妻 に は さ らに 『生命 を 畷 り尽 くす 』

よ うな 『厳 し く無慈 悲 な運 命 の女 神 』(1―641)と い う異 教の イ メー ジがか け合 わ
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され る。 そ うし て詩の 厄難 は極 限化 さ れ て,も は や何 の救 い もない か と思わ れ るの

で あ る。 と こ ろが最 後 に神 の 声が こ う告 げ る。rか の 妻 女 と と もに力 を 合 わせ/施

しを 奈 落 を越 えは こぶ/天 の 息 吹 きに 変ぜ し め よ 』(1-642)と 。 災 いで あ つた

詩 は 宗教 的 使命 を課 され て 救い を もた らす もの とな り,問 題 は解 決 され る。

 この 詩 は非常 に 複雑 な展 開 を みせ る。 聖 書の 比 喩 に,聖 書 とは 異 質の 擬人 ア レゴ

り豫 や 「齢 の女神 』とい う「驚 くべ き新解釈'コ較 錯させて臨 を生み,詩 に

脈 動 を与 え る。 それ と同時 に,そ の 都 度 新 しい局 面 を開 示 して,反 転 を繰 り返 しつ

つ も唯 一 可能 な解 決 法 を 目 ざして ゆ く の で あ る。 この 手の こん だ過程 は,こ の 詩 の

問題 設定 と 解決 法 とが,カ ト リックの 詩 人 で あ る ドロステ の 個人 的 な葛藤 に もとつ

い て い る,と 示唆 す るの だ ろ うか。 けれ ど も 『聖 暦 』とい うのが16世 紀 中 葉 に 端
                          13)
を発 す る歴 史 的 ジャ ンルで あ る点 に も留 意 せね ば な らな い。 す な わ ち これは 特定 の

展 開様 式を 持 ってい る ので あ り,聖 書 の 言 葉の 真 を証 明 し伝 達 す る とい う必須の 義

務が 課 され てい るた め に,内 容の独 自性 よ りも命題 の 効 果的 表 現が 優先 され るの で

あ る。 さ らに この ジ ャンルが 世俗 化 され て きた歴 史 を辿 るな らば,聖 書の 神聖 不 可

侵 な言葉 の 簡 潔 に対 す るそれの 変 形 で あ る美 的表現,あ るい は絶 対の 真 を伝達 す る

とい う義 務 が要 求 す る客 観性 に対 す る 個 人 の表 白と い う主 観性 な どとい つた,形 式

内 部で の矛 盾拮抗 が尖 鋭化 され て きた過 程 も跡 づけ られ る。 す る と この 詩の 構 図 は

そ もそ も形式 に内 在す る もの と考 え られ る 。そ の うえ解 決 法 が,詩 は神 学 の 脾女 で
              14)あ

る とい うバ ロ ックの 伝統 詩 観 を継承 し てい る こと を も想 起 す る な らば,こ の詩 の

主 張 を ドロ ス テの 生 の 声に 帰す の は 性 急 に す ぎよ う。 加 えてr聖 暦 』の 場 合,「 有

益 な 考 え 」(SKB I―397)を 重 視 し優先 す るの だ とい う詩 人 自身の 表 向 きの言葉 が

示 してい る よ うに,こ の 詩 集が 持 って い る公的 発 言 とい う性 格 も見 逃 す わ けに はい

か な い。 したが つて この 詩 に うた われ た 詩 の災 い と使命 に して も,周 囲 に対 して 周

到 に 配慮 され た 表現 で あ る と も考 え られ る。詩 人 の 問題 を 問い,そ れ に使 命 を 与 え

て正 当化 す る この構 図に は す る と,形 式 に 内在 す る矛 盾 もさ りなが ら,意 識に 内 化

され た 社会規 範 とそれ か ら脱 しよ うとす る個人 との 葛藤 お よび その 解決 とい う過程

が 照 らし 出され て い る ので は ない か。 この よ うな規 範 と個人 との 対 立が よ り直接 に

投 射 さ れ るな らば,詩 人 の 問題 を扱 う詩 も明快 な論 争 的 性格 を帯 び る こと にな る。

 『わが 天 職 』(Mein Beruf)で 詩 人 は こ う口火 を切 る。

 わ た しの 領 分か ら 館 の 平穏 な部 屋 か ら

 何が わ た しを駆 り出 した のか 一
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 あ なた方 は ま るで わ た しが 盗人 よ ろし く

 パ ル ナ スの 山 裾に 押 し入 った かの よ うに 尋ね るので すね

 よ ろ しい で はお 聞 きな さい …… …          (1-83)

つ ま り,『 わ た し 』が 詩人 で あ るの は不 法 に も等 しい逸 脱 だ とい う,人 々の 非難 に

対 す る反駁 が この詩 で 試み られ るわ けで ある。 まず 「わ た し 』は,自 分 が詩 人で あ

るの は 『わ が 権 利 』だ と,す で に 『誕生 の 折 』に負 わ され た 『神の 恩寵 によ るわ が

力 』なの だ と,し か もそれ はr時 』に要 請 され た もの だ と主 張 して,人 々の 非難 を

退 け る(【-83)。 い ま と い う時 代 は 『腐 っ た切 株 に 死 ん だ仮象 が/ひ しめ きあ

う』(1-83)よ うな,腐 敗 と ま やか しの状 況 に あ る。 その 中で 真の 関係 を忘 れ て 自

閉的 な 夢に身 をまか せて い る人 々に 対 してr目 覚 め よ 』(1―84)と 呼 びか け る警醒

の 使者 を 『時 』は求 め,rわ た し 』はその 召喚に 応 じて 詩 人 とい う天職 を担 って生

まれ た のだ とい う。

 この よ うな経 緯 で授 か った詩 人の 職 は,詩 の 後 半 で はrわ が 勤 め 』(I―84)と,

社会 内で の 責務 とい う次元 に な らされ,活 動の 場 も当然 『暖 い生 の 中 』(1―84)と

い うよ うに地 上 の人間 社会 に定 め られ てい る。 冒 頭の 『パ ル ナス 』が 示唆 す る脱 俗

の仙境 に遊 ぶ詩 人 像は,詩 人 の社 会 内 存在 としての 意 義 が求 め られ る と きに は否定

され ざるを得 ない 。い ま や時代 社 会 に 対す る批 判に 立 脚 し た使 命意 識が 詩 人 を生 む

の で あ り,一 度 は 社会 を超 越 せ られ た 詩 人像は 再 び社 会 内の 有益 性 とい う意 味体 系

に 回収 され た の であ る。 か とい って 詩 人存在 は他の 職業 レヴ ェル に均 質 化 され た わ

け で は ない。

 時代 状況 下 の 詩人の 役 割 は この 詩の 結 びで,灼 熱の サハ ラ砂 漠 に ひ と り咲 く花,

とい う隠喩 を得 てい る。 その花 は 『色 もな く香 もな く た だ/き よ らか な露 を たた

え/渇 えるひ とに そ っと 薯 を さ しだす よ りほかに 何 も し らな い 」(1-85)。 そ う

して 『た だ巡 礼 だ けは この花 に感 謝 し祝 福す るだ ろ う』(1―85)と い う。 この 隠喩

は一 体何 を意 味 す るの だ ろ うか 。

 まず 『砂 漠 』の表 象性 を考 えて み よ う。 地 理 的な イメ ー ジか ら,荒 蓼 と した苛烈

な生 活 環境 が 想起 され る。 砂漠 は また,『 聖 暦 』の なか の 『聖 霊降 臨 祭の 日曜 日 』

(Am Pfingstsonntage)の 情 景で もある。 この 詩 で は,キ リス ト昇天 に 際 して約

言 され た もの の,い つ 実現 す る と も しれ ない 聖 霊降 臨の 時 をま ち こがれ る人 々が,

信心 と疑念,期 待 と諦 念 の は ざま に動 揺 し煩 悶す る情 景 と,よ うや く訪 れ た聖 霊降

臨の 歓 喜の 光 景 とがえがかれ る。 ところが聖書 において は これ は屋 内 の 出来 事で ある
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のに1ジこの詩では焦熱の砂漠へとわざわざ舞台が移され,し かも砂漠の情景と人々

の無言の苦悩とが並列されている。

 聖霊はいったい どこに 一  だが口はつぐんだまま

 魂が血を滲ませて語つているのだ

 砂塵は巻きあがり 虎は坤 き

 息を切らし 砂の潮をのた うちまわる

 蛇は喘いでいる               (I-635)

連辞のない並列という構文によって,砂 漠の生物の苦しみが人々の内面の懊悩に連

繋されているのである。すなわち砂漠には肉体的生と内面の生との二つの次元の苦

しみがかけ合わされていると理解できる。この苦しみがキリス ト昇天から聖霊降臨

までの空白に起因することを考えるならば,砂 漠が表象するのはまさしく「神から

の 疎隔'ヨの 状 況 だとわ か る。 しか もこの詩 の視 点 は,こ の 情 景が 聖書 の時 代 とい う

過 去 に は と どま らな い こ とを 明 らか に してい る・ この 詩 は まず,第 三 者の 視点 か ら

過 去 形で 語 られ は じめ る。 けれ ども随所 に現 在 形の 発話 が 割 り込 み,第 三者 で あ る

語 り手は,聖 書の 情 景 を現 在の 現 実 で あ るか の よ うに体 験 し,苦 悩 と重苦 しい時 の

流 れ と を聖 書 の 人 々 と共有 す るの であ る。 やが て聖 霊 が 訪れ て,極 限 に まで 張 りつ

め られて い た人 々の 苦悩 は至 福の 歓 喜 に一 転す る。 その と き,語 り手 は その歓 喜 を

も共 有す る とみ えて,実 は聖 書 の 情景 に 全 く同 化 しては い ない。 い まや 『わ た し 」

は 前景に 歩 み 出て,聖 書 の人 々が あず か つた 幸福 と 自身 の現 実 との 間 に横 たわ る,

厳 然 た る差 を嘆 くので ある。

 おお光 よ おお 聖 霊 よ あ なたは あ あ

 か の時 代 か の人 々4rの み約 され たの で しょ うか

 わ た した ち にで は 魂 が ひ とつ 目覚 め

 慰 め もな くい る ところ なべて にで は ない ので しょ うか

 重苦 しい夜 にわ た しは恋 い こがれ て い ます

 お お 眼が ま った く盲 い て しま わぬ うちに 輝 きいで た ま え

 この 眼 は泣 き 目覚 めてい るので す            (1-636)

こ うして み る と現 在形 での 情 景の描 出 とは,情 景 を生 き生 きと現 出す るレ トリック
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で あ る以上 に,『 わ た し 』の状 況 を聖 書 の人 々の状 況 に通 底 させ たの ちに,彼 らの

幸 福 に対照 させ,そ れ だけ一 層 鮮烈 にrわ た し 』の 苦 境 を際 立た せ る手法 だ とい え

る。 こうして 砂漠 に は,聖 書 の 情景 か ら転 じてrわ た し 』の 内的 苦悩 お よびPわ た

し 』を取 り巻 く環 境 とい う意味 が持 た され る こ とに な る。 この よ うな砂 漠 の 時代 に

あ って 詩人 は こ う語る。r苦 難 の と きの 砂 漠の 布 告官/わ た しは声 高 に呼 ば わ ろ う

/目 覚 め よ 眠 れ る人 々 よ 仰 ぎ見 よ/』(1-628)と 。

 警 醒 とい う詩 人 の 使命,こ れ はい つた い 何を意 味 す るの だ ろ うか 。この 答 は 『眼 』

の表 象 が与 えて くれ る。 『聖暦 』に は,石 の よ うに硬 直 して動 かな い眼,閉 じた 瞼
                                 1η
な どの表 現 が み られ,い ず れ も神 に対 して 心 を閉 ざ した状 態 を表 象 してい る。 これ

に 対 して眼 を ひ らき天 を仰 ぎ見 る とい うの は,神 に 対 して 心 を開 く ことで あ る。す

なわ ち これ が覚 醒の 意 味 す る とこ ろであ り,詩 人は,神 との 関係 にr目 覚 め よ 』と

呼 ばわ るの で あ る。

 こ こで砂 漠 の 花の 隠 喩 に戻 ろ う。 その花 は きよ らか な(fromm)露 をた た え る と

い う。元来 露 とは,キ リス ト教 エ ン ブレムの伝 統 に おい て は神 の恩 寵 を意味 す る も
   18)
ので あ るが,ド ロ ステ の場 合 も,天 の草原の 露(1―619)と い う表 現 が み られ るな

ど.や は り宗 教 的意 味 を持 って い る。 そ うす る と,砂 漠 をゆ く巡 礼に 露 を差 しだす

花,と い う隠 喩 の 持つ意 味連 関の 網 の 目が 見 えて こよ う。露 もまた砂 漠 と同 じ よ う

に宗 教的 ― 内的 領域 に お け る意 味 を持 つの であ る。 この 露 とは,詩 人 で あ る花 が そ

れ をたた えて い る た めに,詩 に ほか な らない。 そ して 詩人 の い となみ が神 の 恩 寵で

あ る な らば,詩 もまた神 の 賜物 で あ り,そ の真 価 を知 るの は 巡礼,も と より神 との

よ り深 い交 わ りを求 め る ひ とで あ る。 その 巡礼が 旅 す る砂 漠 とい う,神 か ら疎 隔 し

てい るゆ えに荒廃 した 時代 にあ って,詩 人 は渇 え苦 しむ 人 々に ひ としず くの露 を,

生 命の癒 え を供 す る。 それ は神 へ の 覚醒 を促 す 声で ある。

 以 上で明 らか にな つた ように,ド ロス テの 詩人 意 識 は濃 い 宗 教色 に 色 彩 られ て い

る。 カ トリック の詩人 として これ は当 然で あ ろ うが,宗 教的 な方 向 に考察 を 進 め る

の は ここで は差 し控 え たい 。本 稿 で は,こ の 警醒 とい う詩 人 の使 命 が時 代社会 に 対

す る批 判的 立場 を前提 と してい る こ とに視 点を据 えて,「 神へ の覚 醒 」とい う概念

の持 つ 社会 的 な 意味 を探 ってゆ くこ とにす る。

 も う一 度r聖 霊 降臨 祭 の 日曜 日 』の詩 を思い 出 して み よ う。 聖 霊降 臨 を待 つ 人 々

は一 っ 所に 固 まって は い るが,言 葉 を交 わ し不要 を慰 め あ うこ と もな く,疑 念 に ゆ

らめ く心の 葛藤 が 表面 に現 われ るの を恐 れ て各 々殻 を 閉 ざ し,個 々 ば らば らに祈 り

をつ ぶ やい てい る。人 も,ま た虎 も蛇 もなに もか もが孤 立 して苦 しんで い る。 け れ
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ど も聖 霊到 来 の 予兆 が感 じ と られ る と,r株 欄 は身 をか た く して 驚 い て聞 き耳 を

た て てい る よ うだ 』(1-635)と 自然 景物 も聖 霊 降 臨の 意味 連 関の 中 に 引 き入れ ら

れ るの をは じめ,人 々 もまた 『燃 え る眼 差 しを か わ 』(I-635)し て,個 を隔 てて

い た壁 が消 え,相 互 の交 流 が生 まれ る。 あ るい は 『わ が天 職 』の 『目覚 めよ 」とい

う呼 び声 も,人 間 同士 あ るいは 外 の世 界 に対 しての 直接 の,み す み ず しい交 流 を と

り戻 す よ うに と促 して い る。 だが こ こに,ま さに 「覚 醒 」 を主題 と した詩 があ る。

 『遅 き 目覚 め 』(Sp舩es Erwachen)は,人 生 を根 底か ら覆す よ うな転 機 を もた

らしたr目 覚 め 』の以 前 と以後 を うた う。 「以前 」は 『池 に 映 る 自分の 鏡 像が 妹 』

(1-430)で あ り,『 わ た しは閉 ざされ たま ま だ つた 自分の/夢 の 魔 法 の塔 に

こ もつ て 」(1-431)と い うよ うな 自足 した閉塞 の状 態 に あ った とい う。 その 申 に

あ つては 人 々との 真の 交 わ りは 持て ず,か す か に触 れ 合 うと思 うや す れ違 って し ま

う。守 られ た心 地良 さは あ って もこれ は 『しか し楽 園で は なか った 』(1―431)の

で あ る。 だ が 「以後 」は,

 今は どん なに感 じ とれ る こ とだ ろ う

 暖 い 手 にかす かに 打 つ脈 を

 ま な ざ しの 慎 ま しゃ か な依 頼 を

 塞 い だ胸 の 嵯 嘆 を            (卜432)

とい う よ うに,他 者 に 対す る関係 が根 底か ら変 化 したの で あ る。 以前 は道 を 見て も

その 行 く先 に は何 の興 味 も抱 かな か った のが,い まや道 が あれ ば 『生 き生 き と した

心 臓 が脈 打 ち/生 き生 きと した 息の あふれで る家 』(【 ―432)の あ りか をたず ね よ

うとす る。 この よ うに 自足 の状 態 が破 られ,外 部 に対 して心 が 開 かれ て,無 関 心 が

機 微 を弁 え た関心 に 変 じた と き,『 わた し 』は こ う呼 び か け る。

 わが 心の 中 に楽 園 は 開かれ た

 さあ み な 入 り来 たれ         (1-432)

『わ た し 』は 関係 の中 心 と な り,関 係 を生 む ゆ えに 『楽 園 』となる とい う。 この よ

うな変化 を もた らした 『目覚 め 』とは 何 だろ うか 。

 あな た の眼 を正 視 して か らとい う もの

                一75一



 今や なん とすべ て が 変わ った こ とだ ろ う     (卜432)

『あな た 』との この 出会 い に秘 めや か な愛 を読 み とる こ と も可能 だ ろ う。 け れ ど も

また,「 眼 』の 表 象 は わ た した ちに もう馴 染 みの もので もあ る。 「神へ の覚 醒 」,

これ が 『遅 き目覚 め 』で あ る。

 ここに 「神へ の覚 醒 」が 持つ 社会 的な意 味 が み と め られ よ う。神 に 目覚 め る こと,

これ は す な わ ら世界 に 目覚 め る こ とで あ り,そ の と きに人 と人 との 間の 生 き生 きと

した関係 性 の楽 園が 開示 され るの で あ る。 警醒 の使 命 を詩 人 と しての 自 らに課 す と

き,ド ロス テは,平 た く言 うな らば 人間 の疎 外状 況 が克 服 され た,関 係性の 世界の

創 出 を思 い え がい てい た と考え られ る。

 と ころで 警醒 の使 命 を 表 明 した詩rわ が 天 職 』を ドロステが 多 くの人 に読 ん で き

か せ た と こ ろ,好 評 を得 た と い う(SKB D―272)。 これ は この詩人 像 が ドロ ステ

の周 囲 に と って は妥 当 な もの で あつた こ とを裏付 け てい よ う。 一方 ドロス テ は,詩

人 と しての 活 動 に おい て 「貴族 」(SKB I-199f.),「 カ トリ ック信 者 」(SKB I

―312f
.)そ して 「女性 」(SKB[-322f.)と し ての 制 約 を意 識 し,そ の 制 約 内 に

と どま りっ つ も,外 的 ま た 内的 規制 の網 の 目を周到 に 押 しひ ろ げ,そ の 努力 の 結果

と しての 「あれ ほ どに 時間 をか けて 苦労 してか ち とった 自由 」(SKB l―542)を

大切 に した詩 人 で もあ る。 こ うした 事情 を 考 える な らば,詩 人 像 の表現 は多 分 に戦

略的 意 図 を もつて なさ れ た,既 存 の 観念 的 類型 と具 体 的 個人 との 間 隙 を埋 める作 業

で あ つた と考 え られ る。 す る とこれ は,社 会 との妥 協 点 を探 り,自 己 理 解を 求 め,

自己形 成 しつ つ詩 人 と しての 礎 を一 つ 一つ 確か に し て ゆ く過 程 で もあ った だ ろ う。

その と き,主 張 され た詩 人 像 は逆 に 詩人 に その 実践 を要 求す る こ とにな る。

 ドロ ステが 考 えた詩 人 の 使命 が,時 代 に 対す る批 判 的見 地 に もとつ いて い た こ と

を 思い 出 そ う。 そ うす れば ドロ ステ に はP時 代 諸相 』(7eitbilder)と い う標 題の

もとに集 め られ た十編 の 詩 群が あ る ことに 思い あ た る。 これ らの詩 は,ド ロ ステが

当時 の 社会 風 潮 一 た と え ば青 年 ドイ ツ派 の活 動,女 性作 家 た ちの 行 動,ケ ル ン大

聖堂 完成 運 動 を推 進す る過度 の ドイッ ・ナ シ ョナ リズム な ど ― に対 して 広範 な 関

心 を抱 いて い た だけ で は な く,社 会 に対 して 積 極的 に発 言 し働 きか け よ うとい う意

志 を も持 ってい た こ とを示 す もの で あ る。 この意 味 で,こ れ らの詩 は,詩 人像 と実

際 の詩 人 と して の活 動 との一 致 を表 わす もの とい え よ う。 だが これ らの詩 の考 察 は,

さ しあ た って の 本稿の 目的 では ない 。 い ま問題 に したい の は,次 の ことで あ る。

 詩 人像 の 実 践 とい うと き,意 識 的 に言動 と して表現 さ れ るの とは異 な った面 が 考
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え られ るの で は ない だ ろ うか。 す なわ ち,詩 人像 に 表現 され た もの が 意 識 に 内化 さ

れ て,作 品 の申 に構 造 と して あ らわ れ る場 合 が あ るので はな い だろ うか。 い ま,

「神 へ の覚 醒 」とい う概 念 で 関係 性 の 世界 の 実現 が求 め られ る と き,あ る現 実 認 識

が 背後 にあ る。 す な わ ち,関 係 の創 出が 必要 とされ る と きに は,関 係 の 欠 落が 前 提

と して あ る。 それ は どの よ うな世界 観に もとつい て い るの だ ろ うかg「 神 」とい う,

近 代 の 世 俗 化の 時 代 以 降 失な わ れ て しま つた 絶 対 的な 「中 心 」を回復 す る ことで,

近 代 以前 の 世界 へ の 回帰 を望む の だ ろ うか。 この よ うな問 題 を考 える と き,一 見何

らの社 会 性 を も持 た され て い ない よ うな 作品 に も,詩 人像 に表 明 され た 姿勢 が 表現

され て い る 可能 性が 追 求 で きるので は ない だ ろ うか。 この よ うな視座 に 立 って,次

に,ド ロステの 自然 詩 を代 表す る連作r荒 野の 情 景 』(Heidebilder)の 考察 へ と

移 る こと にす る。

                  皿

 霧雨 は あ が り あ た りは け ぶ ってい る

 雲の 間 か らゆ った りと

 貴人 太 陽 が清 新 に 歩み で る

唐 檜 が うす 霜 の な か に

 緑 の とげ をつ きの ば して い るの は

 見 目麗 し き女 人が 縫 針 を

 レー スの ヴェ ール に 刺す か の よ う

 荒 野 は光 の なか に あ る

杜 松 の枝 で さ ざめ きゆれ る

数 しれ ぬ しず くの 輝 きは

 シ ャ ンデ リアの ガ ラ ス飾 りの よ う

 さ さや き声 が ひ とつ 大地 をお お い

 草 は それ ぞれ 頭 を もたげ る

そ して大 また の足 ど りで

小 径の 砂 地 を急 い で通 りぬけ てゆ く

 玉虫 の 黄 金 の鎖 かた び らは

す る どい光 を は な ってい る 草の 茎 に とま った
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 コオ ロ ギは 水の つぶ を 緑色 し た

 ガ ラスの翅 か らは らい落 とす

 草 の茎 は 白刃 の よ うに きらめ き

 そ して 小 さ な蝶た ちは

 青 ・榿 ・黄 ・臼と

 輪 をか き旋回 しなが ら追い か け あ う

 あ らゆ る輝 き あ らゆ る光

 山岳 の森 も 波 と て も

 か ほ どの色 調 は知 らぬ だ ろ う

 雨あ が りの 荒野 が みせ る ほ どに は      (1-35f.)

 ま こ とに豊 か に 自足 した 自然 の 情景 で あ る。 この 一 節 を ふ く む 『鳥 屋 』(Die

Vogelh�te)が 収め られ てい る連 作 『荒野 の 情景 』(Heidebilder)を 中 心 と し

た,自 然 を 主題 とす る ドロステ の好 情 詩 に おいて は,一 つ の 語 は厳密GL-一 つの 対 象

に対応 し,何 らの 残響 を も許 さな い。 連想 の比 喩 な どが 発 話主 体 の 存在 を透 視 させ

は して も,発 話 主 体 と表現 され る 自然 との 間に は何 の 内的照 応 もみ られ ず,経 験 の

「主観 性 」が一 切 捨象 され て,具 体 的 な 自然風 景 その もの が えが きだ されて い る。

「独 立 した 」自然描 出が,い わ ゆ る ビー ダー マ ィア ー期の 詩 人 に 共通 してみ られ る

特徴 で あ る よ う6z,ド ロステ もま た この時 代の 詩人 とし て 「細 密描 写 」を し,「 装

飾 」で も「情 緒 を醸 しだ す書 き割 り 」で もない,あ るが ままの 風 景 を忠 実に 写 し と
                        19)
り,自 然 を それ 自体 と して捉 え よ うと したの だ ろ うか 。詩 人 と して の 自分の強 み は

「詩 想(Poesie)に よ って 醇化 され た,自 然 に忠 実 な もの だ け 」(SKB I-317)

だ とい う ドロ ス テの 言葉 も,こ の 意 味で はひ とつの 時代 性 を証 言す る もの とい え よ

う。 だが こ こに疑 問が 生 じ る。 ドロス テの 自然詩 と は,特 定の 現 実 の風 景 を「主観 」

を排 除 して,厳 密 な意味 で 「客観 的 」に言 語像 に移 しか える試 み なの だ ろ うか 。

 詩 的(lyrisch)な 発話 は,潜 在 顕在 にかか わ らず,「 わた し 」とい う主 体が 発話

す る とい う構 造 と な って い る。 この構 造 にお い て 「物 象 は ……客 観 的な現 実連 関内

の拘 束か ら解 き放 たれ 自由と な り,発 話 す る主体 に よ つて 全 的 に と らえ られ,生 命
          a)}
を与 え られ,変 容 され る 」ので あ る。 した が って詩 の 世界 は,た とえ詩 作 に あた つ

て意 図 され た と して も,実 在 の 現 実風 景の あ りの まま の写生,忠 実な再 現 で は あ り

えない 。表 わ され るの は,発 話 主 体 に よ つて は じめて 現前 させ られ 詩の 世 界に お い

ての み 存続 を保 証 され てい る,い わ ば擬似 現実 た ら ざる を えない 。 これ を考慮 す る
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な らば,発 話 主 体 「わ た し 」の 表現 の 内 容 と その 表現 衝 動 が考 察 の 対象 とな る。

 さて先 に触 れ た よ うに,ド ロ ステの 詩の 自然 は,内 的 体 験 とい う意味 での 「主 観

性 」が排 除 され て,感 官 に よ って 直接 知 覚 され るま まの 「客観 的 」な姿 で 表 わ され

て い る。 す なわ ち,主 体 の主 観 に左 右 され る こ とな くそれ 自体 と して存 在 して い る

「客観 世界 」と して,自 然 は表 現 され て い るの で あ る。 この よ うな表 現 が 可能 と な

るの は,自 然が 「外 部 」と して 「わ た し 」の内部 と明確 に区別 され て い る場合 に 限

られ る。つ ま り,発 話 主体 内部 と外 部 世 界 との 疎外 が 発話 の 前提 とな ってい る わけ

で あ る。 本稿 で は この 意味 で 客 観世 界,外 部,自 然 とい った語 を同意 語 として用 い

る こ とにす る。

 さ て,こ の 章の 冒頭 に引 用 し た一節 が すで にそ の一 端 を示 してい る よ うに,ド ロ

ステの えが く自然の 多彩な 豊 か さに は誰 し も瞠 目せ ざるを えな い だ ろ う。 この 豊か

さは,植 物 や昆 虫 な どが それ ぞれ 個別 の 名称 で 差異 化 され て お り,し か もその ひ と

っ ひ とつ が入 念 に微 細 を きわ め て観 察 され てい る こと に よ る。 眼 は どんな微 小 な も

の の どん なす ば やい 動 きを もと らえ,耳 は どん なか す か な音 も逃が さず,擬 態 語や

擬 声 語 が 多用 さ れ て,そ れ ぞれ の 印象 が 非常 に 具体 的 に伝 え られ る。 この よ うな具
                    zq
象 性 は,自 然 観察 を好 ん だ ドロステ 自身 の経 験 以上 に,実 は知 識に よ る ところ が大

きいの で あ る。 知識 とは,こ の 時 代 に は広 く民衆 一 般 に まで 浸 透 し,特 に博物 学 の

教 養 に重 点 を置い て い た啓 蒙主 義 の教 育が もた らした 福音 で あ り,ド ロステが 同 時
                  zz)代

の 詩人 や 作 家 た ち と共有 す る財 であ る。

 啓 蒙主義 の合 理 精神 お よび平 等博 愛の 精 神 に支 え られ た博 物 誌の 知 識 は,従 来 の

規 範 的美 意 識 を 覆 して 新 しい世 界観 を生 む礎 をつ く る ことに なった 。 以前 な らば興

味 の 対象 にす らな りえ なか った ものの 真価 が,微 小 な ものの 微 小 なが らの生が,醜

く見 えた ものの 本 来の 美 しさが,異 形 異様 な ものの独 自性 が,新 た に発見 され 認 識

され て驚 嘆の 的 とな り,詩 的表現 に も取 りい れ られ るよ うに な った 。 こ うした知 識

の 重要 な源 の ひ とつ に,精 密な 図版 を満 載 したベ ル トゥフの 『子 どもの ための 図鑑 』

全 十巻 が あ り,ド ロステ もまた この 図鑑 か ら多 くの知 識 を得 て 作品 に も取 りいれ て
              23)
い た こ とが 明 らか に されて い る。 この よ うに 知 識が 文学 に 摂取 され た結果,詩 の 世

界 への 参 入 を許 され るの は もは や 旧来 の 伝統 的 価 値秩 序 に もとつい て 「選別 」され

た もの では な く,日 常 あ りふれ た,あ る意 味で は 「詩的 」とは言い がた い,雑 草 や

小 動物 な どであ る。 だが ま さに こ うした雑 多 な もの た ちが 自然 の実 体 を成 してい る

の で あ り,詩 の 対 象 の 「民主 化 」は や は り,あ らゆ る個 の存 在 の 重み を 認 め よ うと

す る近 代 の 精 神に 支 え られ てい る。 知 識 は こ うして 詩の 対 象 を多様 化 す るこ と とな
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ったが,こ れ が ドロ ステの 詩 の なか で どの よ うに用い られ て い るか を考 えて み よ う。

 まず ドロステ の 自然 「描写 」に は,明 らか に図 版に 触 発 され たと思 われ る表現 が

多くみ られ る。 た と えば 『かれ(カ ラス ー筆 者註)は 眼 を閉 じ,〈 カ ァー〉 と長 く

ひ と声 な いた/舌 をつ き出 し,晴 をあ け て 』(1-53)と い った 「描 写 」は図鑑 の 挿

絵を 思わ せる。 それ だけ で は ない 。砂 利 石の ひ とつひ とつ の 種 類 を見分 け,色 彩 り

ゆた か な斑 文 や縞 模様 を認 めた り,コ オ ロギが鳴 く動作 を えがい た りす るた めに は,

拡 大鏡 が 必要 と され る だ ろ う。 図版 を参照 す る こ とによ って,肉 眼 の 「目に見 える」

世界 が 突 破 され てい るので あ る。 これ は 『風船 藻 』(Wasserfaden)と い う詩 で ひ

とつ の頂 点 を きわ めて い る。す なわ ち,肉 眼 に は きた な ら しい泥 と しか映 らない こ

の 水中 植 物が,顕 微鏡 下 で は じめて あ らわ に す る,繊 細 な美 しさと生 態が表 現 され
                               鋤る

の で あ る。 これ もまたベ ル トゥフの 図鑑 か ら得 た知 識 をふ ま えてい る。 この よ う

に微 細 な もの は,ド ロス テ 自身 顕微 鏡 な どを の ぞいて 観察 す る機 会 もあ つた こ とだ

ろ う。 だが 知 識 は さ らに,経 験 世界の 枠 を も払 い の け る。 実際 に は体験 した こ とが

ない もの も,詩 に表現 され う るので あ る。 『荒 野 男 』(Der Heidemann)の 極 光
        xs)
がそ の好 い例 で あ る。 その ほか,ド ロステの作 品 に書物 に もとつい た知 識 が取 りい

れ られて い る例 は枚 挙に い とま が な い。 しか し注 意 す るべ きなの は,こ うした知 識

が ま った く 自然 らし く経験 的に 詩の 世 界に 組 み こまれ てい る点で あ る。 す な わ ち ド

ロ ステの 「描 写 」す る 「目に見 え る 」自然 は知識 に よ って 補 われ,仮 構 の 肉眼 を 通

して巧 妙 に 自然 らしく構成 され た,い わ ば人工 の 自然 と もい えるの であ る。肉 眼 に

映 る ま まの 「あ りのま ま 」の 自然の 姿 態 が表現 衝 動 をか きたて た と い うよ りは,む

しろそ れ と は逆 に,目 に見 え る自然 はそ の ま まで は 不足 で あ り,何 らか の補 完 ない

しは補 強が 必 要 とされ てい るの では ない だ ろ うか。 知 識 が詩 に 摂取 され る裏 に は,

世界 に 対 す る不 足感 が隠 されて い る と考 え られ る。

 も う一 度 この 章の 冒頭 に 引 用 した 『鳥屋 』の 一 節に 戻 ろ う。 ここで は,駅 雨の あ

が った 荒野 の 情 景が ま ず遠 望で と らえ られ,続 い て視 点 が接 近 され て,こ の 広大 な

荒野 を埋 めて い る個 々 の生 物の 営 みが 表現 され てい る。 この よ うな全 体 →個 とい う

視 点転換 の 手法 は,ド ロステに独特 の非人称esを 用 いた表 現に も認 め る ことがで き る。

Da krimmelt, wimmelt es im Heidgezweige, 

Die Grille dreht geschwind das Beinchen um, 

 Streicht an  des Taues Kolophonium, 

Und spielt so schäferlich die Liebesgeige. 

—8 0—



 Ein tüchtiger Hornist, der Käfer, schnurrt, 

Die Mücke schleift behend die Silberschwingen, ......

 す る と ピース の小 枝の 中で ごそ ごそ が さが さ

 コオ ロギは す ばや く脚 をね じ り

 露 を これ 松 やに とば か りにな す りつけ

 それ はの どかに 愛の ヴ ァイオ リンを奏 で る

 た くま しい ホル ン奏 者の 甲虫 はぶ ん ぶん うな り

 羽虫 は さや さや と銀 の 羽 をす りあわ せ る

                         (卜30)

r荒 野の 情 景 』に と りわけ顕 著 な非 人 称のesは,「 何 らの 作 用主 体 も存 在 しない 作
     _                                      26}用 連 関 」を

rし,「 視覚 的 ・動 的現 象 を,自 律 して みえ る実 体 として 」と らえ表 現

して い る。 だが 上の 引用 が 示す ように,「 自律 して み え る実 体 とし て 」知 覚 され た

動 きの総 体 は ま た た く間 に無 数の 個に 解 体 され て しま う。 い ま,こ の手 法 を現 実 の

分 析 と呼 ん でお こ う。 この 手法 は ひ とつ に は,先 に 触 れ た顕微 鏡 世 界の 認識 に通 じ

て い る。拡 大鏡 や 顕微 鏡 は肉眼 に見 え る世 界の 一 部 をそ の まま拡 大す るので は な い。

顕 微鏡 下 に 開 け るの は肉 眼 に映 る の と はま った く相 貌 を異 に した世界 で あ り,微 細

な ものが 幾 重 に も重 な って それ ぞれ 独 自の 姿 を現 す の で あ る。 殺 風 景 とみえ た荒野

もまた,こ の 認識 を持 って見 た瞬 間 に,微 細 な生 物 が無 数 に轟 き :qす る,驚 くべ

き充 溢 の 光 景 に一 転す る。

 この 分 析の 手法の 考 察 を 続け よ う。r鳥 屋 』の ―節 を再 び例 に とる と,太 陽,唐

檜,灌 木,杜 松,甲 虫,コ オ ロギそ の 他の 個 々の対 象 は,全 体 か ら切 り離 され て そ

れ ぞれ 個 別 に取 りあ げ られ て お り,そ れ らを相 互 に結 ぶ 関係 が 何 もな い こ とに気 づ

か れ る。す なわ ち,あ る完 壁 な情 景 が ま とめ あ げ られ るので は な く,分 析 の 手法 に

よ って全 体 はむ しろ個 へ と拡 散 し てゆ くの で あ る。 これ は も うひ とっの 引用 例 に も

該 当す る。 楽士 と い う役 割 を与 え られて はい て も,コ オ ロ ギや 甲虫 や羽 虫 は実 際に

は それ ぞれ 勝 手に 動作 して い るにす ぎな い。分 析 の 手法 は,自 然の 多 様 性 を えが き

出す一 方で,自 然 の総 体的把 握 が 断念 され て い る こ とを も語 って い る。 「千 ものい

ろ い ろな草 ……草 の 茎 の 間に ある小 世界 の蚕 き,数 しれ ぬ羽 虫 た ちの 究 めが たい形

姿 」にい つばい に満 た され た 自然 は,「 ヴ ェル ター 」の よ うに よ り高 次の 秩序 に 関

連づけられて「万能のかたの現存 」や「万物を愛するかたの息吹ぎ伍を体感する媒
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体 とな り,ひ とつの 絶 対 的 な中 心 を さ し示 して はい ない28)0自然 は 自然 それ 自体 の 次

元 に と どま って い るので あ る。 それ は,関 係 の収 劒 点 と な って全体 を統 合す る よ う

な中心 秩序 の ない,ア ナー キ ―な状 態 と もい え よ う。 多様 な充 溢の 背 後 に あ る関係

性の 欠落,こ れ も発 話 内 容の ひ とつ で あ る。

 このように,自 然の 現象が何 らの関係性でとらえ られ るので もな く,発 話 主 体 に と つて

何の 特 別 な意 味 内容 も帯 びて は いな い と き,あ る特定 の 対象 が 選 ばれ る必然 性 もな

い 。 す な わ ら,詩 の 世 界 に 呼 び 入 れ られ た 対 象 は,原 則的 には等 価で ある ば

か りで な く,置 換 が 可能 なの で もあ る。 そ うす る と選択の 基 準 は偶 然 性 と なる 。 個

々の 対 象ば か りで は な い。 雨 あ が りの荒野 の光 景 もまた,『 わ た し 』が た また ま遭

遇 した 自然 の一 断面 で あ り,変 化 しゆ く ものが 偶然 見 せ た一 瞬 の相 貌 で あ る。

 この 偶然性 の原 則 を見事 に映 し 出す ひ とつの 例 に,『 狩 』(DieJagd)と い う詩

があ る。 この 詩で は,「 狩 』と い う主 題 に もとつい た対 象の 取 捨選 択 は なされ てい

ず,た また ま近 くで放 牧 され て い た家 畜 の群 れ に も関 心が 向 け られ るばか りか,銃

声 に続 い て さえ も,そ の 家 畜の 動揺 が えが か れて い る 。つ ま り,狩 が偶 然 巻 き起 こ
                             29)
した影 響 に注 目 され て い るので あ る。 当 初 この詩 は 『狩 と放牧 家畜 』と題 されて い

た。 この題 か らして明 らか だが,題 名が 変 更 され て か ら もな お 内容 は 修正 され ず に

お かれ た こ とに,統 ― 的 な 中心秩 序 の観 念 が 欠 けて い る と窺 える。すなわち,本 質 的

・重要 ・必然 に対す る非本 質 的 ・項 末 ・偶 然 とい った価 値体 系 を生 む よ うな秩 序観

か らは 自由 な と ころ に ドロス テは立 ってい るの で ある。 この よ うに,規 範的 な価 値

体 系が もは や発 動せ ず,あ らゆ る もの に同 等の 重 みが 認 め られ てい るか ら こそ,自

然 は変 化に 満 ちた躍 動 的 な姿 で表 わ され るの だ とい えよ う。

 以上 の よ うに と らえ られ た 自然に 対 して,さ らに あ る働 きか けが 試み られ て い る。
                             3U)
そ れは,へ ―ゼ ルハ ウスが 「白 日夢 の構 造 」(Wachtraumstruktur)と 呼 ん だ,

『荒野の 情 景 』に独特 の,現 実 と幻想 の 二 重構 造で あ る。

     湿 地 の 少 年

 あ あ 気味 悪 い 湿地 を通 ってゆ くの は

 荒野 の 露 で あ た りが う ごめ き

 ガスが お ばけ の よ うに巻 き

 蔓 が ま とわ りつ き

 ひ と足 ご とに足 の下 で小 さな 泉 が 噴 きだ し

 裂 け 目か らし ゅう し ゅう 音 や 歌声 のす るよ うな と きに は 一
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 ああ 気味 悪い 湿 地 を通 つて ゆ くの は

 薄霜 にか くれ て葦 原 が ざわ つ く と きに は!   (I-60)

 こ こに えが き ださ れ るの は,非 常 に 多様 な,し か し湿 地6Lは あ りふれ た事 象の 数

々であ る。 だが,そ れ 自体 は何の 意味 もない動 きや もの 音が,そ れ ぞれ生 きた実 体

で あ るか の よ うに と ら え られ てい るた めに,底 気味 悪 さが そそ られ,し か も,そ れ

ぞれ具 体 的に緻 密 に 表現 され て い る こ とで,全 体 と して の不 気 味 さ は一 層強 め られ

て い る。 とはい え この第一 聯が あ くまで も現 実の 次 元 に と どま って い るの に対 し,

第 二 聯以 下,r初 級教 科書 を しっか り抱 えて 』「ま るで 追 われ る よ うに駆 けて ゆ く』

(卜60)子 ど もが 登 場す る と,新 しい次元 が 開 かれ る こ とにな る。

 何 だ ろ う あ の 垣根 で か さこ そい うの は ―

 それ は 墓堀 り人 夫の 亡霊 だ

 とび き り上 等の 泥 炭 を親 方 か らくすね て 飲 み代 に した奴 だ  (1-60)

 現 実 の もの 音 に 迷信 の亡 霊 が連 想 されて,幻 想の 領 域が 開か れ るの で あ る。連 想

と い うよ りは む しろ,『 それ は …… だ 』と い う言い方 は意 味 を与 え る行 為 だ と言 っ

た 方が 正確 だろ う。第 一 聯 の 『お ば けの よ うに 』とい う直喩 は,比 喩 と比 喩 され る

もの と との 両 領域 の 分離 が 前 提 とな ってお り,気 味 悪 い現 象 も実際 は 単 な る 自然現

象 に す ぎない と示唆 してい る。 だが 第 二聯 以 下で 具 体的 な亡霊 が 連想 され る と,湿

地 とい う現 実の 場に は,罪 深 い死 者 た ちの 巣 窟 とい う幻 想の 領域 が 重 ね合 わ され る。

す る と今 度は た だ の切 株 や木 も 『岸 辺で は切 株 がの びあ が つて凝 と睨 み/ア カマ ツ

は薄 気 味悪 く うなず いて い る 』(卜61)と,あ たか もこの 子 ど もに 襲い か か ろ うと

身 構 えて い るよ うに体験 され るの で あ る。 しか し擬 人 化 されて はい て も,自 然 は や

は り 自然の 領 域 に と ど ま つてい る。 と ころが 湿 地 を越 えて ゆ く少年 の不 安が刻 々 と

っ の り,緊 張 が極 度 に 高 ま る と,自 然の もの 音 を聞 い て それ に 亡霊 を連 想 す る,と

い う順 序 が,す なわ ち現 実 と幻 想 との 関係 が 転倒 して,亡 霊の 声が 直接 幻覚 さ れ る。

 そ の と き湿地 は は じけ 口 をあ けた

 空 洞 か ら た め 息が ひ とつ 洩 れ る

 万事休 す だ お ぞま しい マル グ レ ー トが 呼 んでい る

 「ほ,ほ,可 哀 そ うな子 だね え 」          (1―61)
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 この 詩で 亡霊 が 果 た して い る役 割 は何 なの だ ろ うか。亡 霊 とは恐 怖 をそ そ る もの

で あ る。逆 に 言 えば,亡 霊 とは恐 怖 とい う内面 を外 在 化 させ た 幻想 像で は な い か 。

この詩 の亡 霊 像 はそ うす る と,外 部 に対 しての 『気 味 悪 い 』とい う内 面 の反 応が ふ

た たび外 部 に 投 射 され た と きに,両 領 域 の交 点 に結 ぶ もの で あ ろ う。 その亡 霊 像 が

幻覚 され る白 日夢 が,す なわ ち内部 と外 部 を媒 介 す る第 三 の 次元 なの で あ る。

 これ と同 じ作 用 を担 って い るの が 『荒 野 男 』(Der Heidemann)と い う,同 名

の詩 の 魔物 で あ る。 ドロ ステ は この詩 にr荒 野男 』と は 「秋 と春の時 季 の タ刻 に荒

野 をお お う霧の 層 」(1―56)で あ るとい う註 をつ けて,こ の詩 では 現実 の気 象現 象

が表現 され るの だと明 記 してい る。す なわ ちr荒 野 男 』の 像 は,「 子 ど もた ち,あ

ま り湿地 の奥 深 く行 つて は い け ない よ 』(1―56)と 注 意 す る と きに,子 ど もた ちを

威 す ため の方 便 に用 い られて い る。 そ うす る とや は り 『荒野男 』も また,霧 深 い湿

地 の 危険 に対 す る恐 怖 とい う内 面の 具 象像 で あ る と同 時 に,霧 とい う客 観外 部 の 比

喩 とな る こ とに よっ て,内 部 と外部 の 両 領域 を媒介 す る もの なの で あ る。

 この よ うに疎外 を解消 す る とい うほか に,亡 霊 像 が 持つ も うひ と つの作 用 が あ る 。

意 味の 付 与が そ れ で ある 。 『湿地 の少 年 』を思い 出 そ う。 『か さ こそい う 』(1―

60)音,rさ らさ らぱ ちぱ ちい う 』音, rぴ 一ぴ ―い う 』(1―61)音 に, r墓 堀 り

人 夫 』(t-so),『 糸 紡 ぎの レ ノ― レ 』,「 泥 棒 の ヴ ァイオ リン弾 きク ナウ フ 』

(1―61)と い う外 在の 意味 が 与 え られ る こ とに よ って 湿 地 は亡 霊 た ちの 巣 窟 とい う

相貌 を得,そ の結 果,湿 地 に み られ る それ 自体 は何 の意 味 もな く,ま た相 互に 何 の

関係 もない さ ま ざまな 偶然 の事 象 が,亡 霊が 持 っ てい る意 味 領域 に 引 き込 まれ て 魔

性 の 自然 とい う全 体 に統 合 され,不 安 の心 理描 写 との 相 乗 効果 で圧 倒 的 な脅 威が 表

現 され るの で あ る。 『荒 野男 』で 自然の 多様 性 を垣間 見せ る種 々の動物 や植物,そ れ

に 自然現 象 もや は り,ば らば らに存在 し てそれ ぞれ の 生 を営 ん でい る にす ぎない 。

と ころが 「霧 」に 『荒 野男 』と い う,災 い を もた らす 魔物 とい う意味 が 与 え られ る

と,『 おず おず と兎が 藪 の 中か ら 目をみ は ってい る 』(1―57)あ るい は 『っ ぐみ は

巣の 中 か ら うめ き声 を あ げてい る 』(1―57)と い うよ うに,小 動 物 た ちはr荒 野 男』

の 出現 に怯 えてい るか の よ うな 印象 を 与え る。 さらに 霧 が深 ま り荒 野 を おお い つ く

して し ま うと,『 地 面 にい つわ りの火 が漂 つてい る/荒 野 男 が の ぼ つてゆ く よ/」

r鬼 火 が火 を と もし/蛙 が膨 らみ 蛇 は葦 の なか/お もてに い るの は気 味 が 悪い/

荒野 男が 動 き出 した よ/』(1―58)な どと,鬼 火 や 蛙 や蛇 な ど,気 味 が 悪い に して

も湿地 に はあ りふれ た,ま た霧 とは本来 関 係の ない もの た ち も 『荒 野男 』の意 味 領

域 に吸 収 され て 自然 の 不気 味 さ を増 すの で あ る。 それ だ けで は ない 。 『か すか な泡
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立 つ音 が湿 地で わ きた って い る/弱 い 甲 高い 音 し ゅ うしゅ うい う音 が/低 地 か ら

わ きあが る 』(卜58)と い うもの音 も,な に もか もが 『荒野 男 』の 持 つ恐 しい 魔 性

の 意味 領域 に統 合 され るので あ る。 「荒野 男 」は す なわ ち意 味 を持 っ申 心 として,

自然 にあ ってば らば らに存 在 す る もの の間 に関 係 性 を生 む 。 しか もそれ らはみ な,

本 来霧=『 荒 野 男 』とは関 係 の ない,非 本 質 的 な偶然 の 現 象で あ?た 。 こ うして 多

彩 だが 拡 散的 な 自然は,現 実 と幻 想 が 重ね られ,白 日夢 とい う幻覚 の第 三の 次 元が

設定 され る ことに よつて統 一 的 な全 体像 に 転換 され たの で あ る。

 この よ うに迷信 の妖 怪 を現実 の 自然 に重 ね合 わせ てゆ く手法 は,一 面 にお い ては

啓 蒙主 義 の脱 神 秘 化,す な わ ち迷 信の 合理 的理 解の 試 み と も受 け とめ られ よ う。 だ

が その 反面 これ は,「 自然 は,ど ん な に接近 し よ うと試 み て も結 局は 近 づ きが た く
                            3且}
不 気味 で あ る よ うな,神 的 な もの,魔 性の もの と合 わせ 見 られ た 」とい う時代 の 傾

向 を も反 映 してい る。 だが どち らにせ よ,自 然 の脅 威 が 自然 外 在の イ メー ジを与 え

られ て表 現 され るとい う事 実は 看 過で きな い。 ま た 自然の 事 象が この 二っ の 詩の な

かで持 つ 意 味 も,そ れ 自体 と して よ りはむ しろ,亡 霊 や魔 物 の 不気 味 さを負 荷 され

て い る こと にあ るの も忘 れ ては な らな い。す べ ての ものが 対等 の重 み を持 って存 在

す る豊 か な 自然 は,や は り何 らかの 介 入 を必 要 と してい るので あ る。

 しか しその よ うな,い わ ば不 完 全な 自然 が なお も繊細 な感覚 を もって 緻 密に 描 出

され るのは なぜ だ ろ うか 。 ここに ひ とつ,そ れ を解 く鍵 が あ る。 「ビー ダー マ イ ア

ーにお いて は事物 は ことの ほか 迫 真の 具象 性 を そな えてい る
。 それ らは美 的(象 徴

的)に 関 連 づ け られ てい る ので は な く,ま ず 第 一に,非 常 に密 で あ り,時 と して 息

苦 しい よ うな圧 迫 感 を与 え るほ どで あ る。 だが 真の ビー ダーマ イ アー詩 人 がみ ずか

らに課 す の は,そ れ らを超 越 的に す る ことで あ る。 …… 世界 は,現 実 の超 越 性が ま

ったく自然にかつ避けがたく感じられるように描出されるべ きなのであ調 超越性

の 問題 は別 に して も,ド ロ ステの 詩 に み える詳 細 な 自然 描 出 もや は り,幻 想像 の 出

現 に確 実 な 土台 を与 え るた めの 「前 景33)の役 を 果た してい る と理解 で きよ う。 しか

し 自然 は 「前 景 」と して の 機能 に解 消 され るので は な く,そ れ 自体 自律 した 固有 の

生 を調 歌 してい る こ と も忘 れ て はい け ない 。 と もか く も,先 の 二 つの 詩が 明 らか に

した よ うに,幻 想 像 は常に 正 確 な現 実 の観 察 を土 台 に して,い わ ば 白 日夢 を見 るか

の よ うに 幻覚 されて い る 。内 部 と外 部 の疎外 が解消 され,ば らば らな ものが 意味 あ

る全体 に統合 され る第 三の 次 元,そ れ が 臼 日夢 で あ る。 この 構 造 はr巨 人岩 』

(Der H�enstein)お よ び 『泥 灰 土 採取 坑 』(Die Mergelgrube)に も うか が

え る。
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 r巨 人岩』では,当 時論議を賑わしていた巨石群に関する二通 りの解釈,す なわ

ち前史の巨人族の墳墓とい う説と古代ケルト族の ドルイド僧の神殿および祭壇とい
  騒}う説が背景

となつて,巨 石群のなかに迷いこんだ「わたし』の見た異教古代の幻想

が表わされる。しか もその際に「神経質な時の心理描写,巨 人墳墓の前史時代の表
                            35)
出,近 づ くタ 立の 気象 学的 模写 」とい う 「少 な くと も三つ の 主 題 」が統 合 され,内

部 と外 部,現 実 と幻 想が 白 日夢に おい て複 雑 に 錯綜 す る ので ある 。

 一方 『泥 灰土 採取 坑 』で は,土 中 に 埋 もれ て いた 砂 利が 冒 頭 で観 察 され,そ れ が

幻 想 への 引 き金 とな ってい る。 こ こで この詩 に お け る現 実 と幻想 との 関係 を詳 し く

追 っ てみ よ う。 まず 冒頭 の 石の 観 察 に続 いて これ らの 石が 経 て きた遍 歴 の道 程 が想
                   36}起

され る。 す る と地 質 学の 洪積 世理 論 の 知識 に もとつい て,そ の遍 歴 の 原因 とな つ

た ノ アの 大洪水 の幻 想 が め ぐ らされ る。

 猛 り狂 っ た波 涛 が これ らを追 い たて た の だ

 巨大 な鱗 の レヴ ィア タ ンが

 し ぶ きをたて て シナ イ半島 を越 え

 天 の 水門が 三 十 日間 あ け放 た れ

 山 々が氷 砂糖 の よ うに溶 けて な くな り

 そ して ア ラ ラテ山に 箱舟 が 止 ま った と き

                         (1-45)

それ か ら 『わ た し 』は現 実 に 戻 り,風 を避 けて坑 内 に 降 りてゆ く。 今度 は 坑 内で

r捨 て子石 』(1―46)を 手に再 び大 洪 水が幻 想 され る 。 この と き,r雲 が 切れ 風

が やわ らい だ 』(1-46)と い う現 実の 天候の 変化 に も,大 洪水 の雨が 降 りやん だ時

の 情 景が 重ね られ,『 わた しは 最 初の 人 間 だ つたの か はて また最 後の 一 人だ ろ う

か 』(1-46)と い う。 『わ た し 』は さ らに 『腔腸 動 物 』(1-46)の 化石 を発 見す る 。

そ うして再 度 大洪 水 に よ る世界 消 滅 の光 景 が幻想 され た の ち,今 度 は 『わ た し 化

石 は 』(1―47)と 『わ た し 』が 化 石に 同 化 して しま う。 その途 端 に幻想 の 意味 領域

は大 洪水 か ら死 ―墓 場 へ と移 行 し,『 わた し』は 化 石の 重 み を抱 え こんだ かの よ う

に 『地下 納 骨堂 』(I-47)の 壁 ぎわ に 「沈 み こむ 』(I-47)。 砂 が くず れ 落 ちて く

る と 『わ た し 』は 『カ タコ ンベ の遺骸 よろ し く灰 色 』(1-47)と な り,足 元 で は

『棺 の 中 に真 新 しい屍 を隠 した ばか り』の 『しで む し 』(I-47)が もの 音 をた てて

い る。 だが 最 後に は 『わ た し 」は エジ プ トの ミイラ とな り,先 ほ どの 『しで む し 』
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は 死者 の 副葬 品 で あ る 『ス カラベ碧(1-47)と な る。

 なん と わ た しの 上 に屍 骸 が あ るの か ― た つ たい ま

 ビシ ュス の 糸玉 が 膝 の上 に ころが り落 ちて きた

 い や これ は毛 糸 だ 正 真正 銘 の 羊 毛 だ 一      (1―47)

『ビ シ ュス 』とは,古 代 エ ジ プ トで 死 者の 埋葬 に 用 い られ て い た亜 麻 布 の織 糸で あ

る。羊 飼 い の 毛糸 玉 は まず,エ ジ プ トの ミイ ラとい う幻 想 の 意味 領 域 の 中で 体験 さ

れ,『 ビシ ュス 』と幻覚 され るわ けで あ る。 し か しす ぐに 「正 しい 」現 実が 認 識 さ

れ,そ れ によ って 幻想 の 世界 は 跡形 もな く消 えて し ま う。 ミイ ラの 墓 室で あ った泥

灰 土 採取 坑 も,い まは もうただ の 『あ な ぐ ら 』(卜47)で しか ない 。

 この よ うに 現 実 と幻 想 が 混湧 す る なか に もひ とつ の原 則が 働 い て い る 。す なわ ち,

現 実 の正 確 な 観 察が つ ねに幻 想 へ の 発条 と な つて い るので あ る。rわ た し 』はあ り

の ま まの 自然 に は満 足 せず,幻 想 へ の欲 情 にか られ て 『恐 怖の 甘露 を貧 り吸 い 』

(1-43)あ る いはr陶 酔 し た耳 で一 心 に聴 』(1-46)く の で あ る。

 幻 想の 内容 は ど うだ ろ うか。 今 まで の例 を見 るな らば,幻 想 は発 話 主 体の 内面 の

発現 で もな く,純 粋 な 内 部 世界 と して の 完 全 な空 想 の 産物 で もない とわ か る。 こ こ

に 知 識の 持 つ,目 に見 える世 界 を 突破 す る役 割 が 問 題 とな る 。 どれ ほ ど荒唐無 稽 に

思 わ れ よ うと も,幻 想 の 内容 を な して い るのは,迷 信 を も含 めて 既 存の 知 識,し か

もr巨 人岩 』 『泥 灰土 採取 坑 』で は 対象 に 関す る正 確 な知 識 とい う,「 客 観 的 」な

もので あ る。 す る と幻 想 とは,「 た だの 」自然 の背 景に,対 象 とな ってい る 自然に

内在(巨 石 群 の 解 釈 ・大 洪 水)す る か 外 在(亡 霊,地 下 墓 地,ス カ ラベ,ビ シ ュ

ス等)す る か にか か わ らず,何 らか の意 味 を探 し求 め る行 為 と考 え られ る。 しか

もその 意 味 は,無 関 係 な ものの 間 に 関係 を 生む 。 た とえ ば偶 然 の 集 ま りにす ぎな い

『しで む し9,『 毛 糸玉 』,そ れ に 坑内 で砂 をか ぶ って灰 色 に な つ た 『わ た し 』が,

屍 衣 を ま とい 副 葬品 と 共に安 置 さ れ た ミイ ラ と い う関連 の 中で 相 互 に 関係 づ け られ

るの で あ る。

 以 上 を ここで 一 度 総 合 してみ る と,ド ロス テの 自然詩 にお け る 「主観 性 」とは 主

体 の内 面で は な く,意 志の 能動 性 で あ る と考 え られ る。 内 面 とい う意 味 で の主 観 を

排 除 して表 出 され る 「客 観的 」な 自然 情景 も この あ らわ れ とみ る ことが で きる。 す

な わ ち,主 観 を捨 て て 自然 その もの を表 出 し よ う とす る こ とは,自 己 を 放棄 す る こ

                一87一



とで 自然 と一 体 と な り,そ うして 自然 を逆 に完全 に 自己の もの に し よ う とす る試 み,

内部 と外 部の 合 一一を求 め る主観 の働 き と理解 され るので ある。 ドロス テの 自然 詩 に

おけ る主 観 とは したが つて,内 部 と外 部 の疎 外 を解 消 し,さ らに即 物 的 自然 に意 味

を付 与 し,あ るい は本 来の 意味 連 関を 取 り戻 してや るこ とに よ って,ば らば らに 存

在 す る ものの 間 に関係性 を生み 出す 能 力 とい うこ とがで き る。 この よ うな主 観 性 が

作 用 して,意 味 に充 溢 した 関係 性の 世 界が 実現 され る の が,白 日夢 とい う,現 実 と

幻 想の 二 重構 造 を 持つ場 で あ る。 この 構造 が 最 も明確 にあ らわれ てい る例 とし て次

に,『 草原 』(Die StepPe)お よび 『雲雀 』(Die Lerche)を み てゆ く こ とにす

る。

      草   原

 君 は 海辺 に 立 った こ とが あ る か

 昼 と夜 が釣 り合 う時刻 に

 そ して泥 や砂 を縫 って

 雨の 溝が 這 うの をみ た か 一

 数 え知 れ ぬ隠 れ 噴泉 を

 それ に 黄 色 い灰 汁 に

眼 の と ど くか ぎ り

 色 染 め られ た海 の波 をみ たか 一

 これ が砂丘 その む こ うは

 海 大砲 に似 た 羊飼い の

番 小 屋 が い くつ かあ る ― 火 縄 は

火 も消 えて地 面 に引 きず られ てい る

 は ため く カフ タ ンを ま とつた

 海賊 の よ うで は ない だ ろ うか

 黄 色 い 大洋 の ただ なか に

 この眼 に映 るあ の男 は

 彼 は索 を 張 っ てい る よ うだ

 その 船 は砂丘 に隠 され て い る

                  .:



 だが そ び え立つ マ ス トは み え る ―

 枯 れ た唐 檜 の 大木 だ

 橋 桜の 糸 紡 ぎ竿 か ら 綱 が 幾本 も

 ぴ ん と張 ってい るの は 枝の よ う

 暗色 の頑 丈 な 見張台 は

 鳶 の 巣に そ っく りだ/一         (1-44f.)

 r草 原 』とい う題 名 が い だか せ る予測 は欺か れて,第 一 聯 で は雨 の 海辺の 情景が

えがか れ て い る。 第二 聯 で,こ れ は 雨の草 原 の情 景 に誘 わ れ た幻 想 の 光景 だ と明 か

され る ものの,現 実 風 景 と幻想 風 景 との 関係 は この 詩 の 最後 の 二 行 では 逆転 して し

ま って いる。 この 詩の な か で は何が 生 じてい るの だ ろ うか 。

 現 実の風 景 に お い ては,羊 飼 いの 番 小屋,羊 飼 い,鳶 の 巣 を頂 い た唐 檜 の木 は 草

原 に散 らば る点 景 で あ る。 それ らを発話 主 体の 想 像 力が孤 立 の 状 況 か ら救 い出 し,

それ ぞれ が大 砲,海 賊,マ ス ト,綱,摘 桜 と して欠 けが えの ない 意味 機 能 を担 つて

い る よ うな,「 海賊 船 」に 統 合す るの で あ る。 この よ うに意 味 あ る全体 と して 体験

され る幻想 は。現 実 を押 し返す ほ どに強 力で あ る。 しか しそれで も現 実 と幻想 の両

領 域は独 立 して お り,重 な り合 うに して も一致 は しない 。 日 日夢 の 陶酔 は,そ れ が

束 の間 の 幻覚 に す ぎ ない とい う不安 定 感 を孕 ん で もい るの で あ る。 同 じこと は 『雲

雀 』に もみ とめ るこ とがで きる。

 荒野 の朝の 情景 を えが く 『雲 雀 』で は,ひ な ぎ く,睡 蓮,こ ば んそ う,り ん ど う,

あ るい は コオ ロギ,甲 虫,蜂,蟻,蜘 蛛 な どの,驚 くべ き多様 性 を みせ る無 数 の生

物 が,日 の 出 と と もに 目覚 め て活 動 をは じめ る光 景 が 繰 り広 げ られ て い る。 しか も

太 陽が 女王 と され,草 花 に は女 官 や廷 臣,昆 虫 に は楽 士 や 商人,職 人 とい う意 味役

割 が 与 え られ る ことに よつて,荒 野の 風 景 に は,朝 の 引見 の 儀 に活 気 づ く宮 廷 の壮

麗 な光 景 が二 重 映 し に され てい る。 この 手法が 何 を語 るか は も う繰 り返 す 必要 はな
                              鋤
い だ ろ う。 た だ ひ とっ,こ の詩 で ア レ ゴ リー的 に用 い られ てい る宮 廷 とい う像 に つ

い て注 意 して お きた い。 絶 対主 義 を思 わせ る この全 体 像 は,個 の疎 外 とい う問題 を

バ ロッ ク的秩 序 への 回 帰 に よ って解決 し よ うと い う,復 古 の姿 勢 を うか がわ せ て い

る よ うに思 われ る。 た しか に こ の宮廷 の 情景 は,太 陽=女 王 とい う 「中 心 」が あ ら

わ れ て は じめて 活 気 を 呈 し,太 陽 が隠 れ ると と もにか き消 え る。 た しか に草花 や昆

虫 は,雲 雀=『 日の伝 令官 』(1-26)に 勤 めに つ く よ う促 され,ア レゴ リ―の 世界

に 召 喚 され て は じめて,夜 の 硬 直 か ら解 き放 た れ,生 命 を享 け,活 動 を は じめ る よ
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うで あ る。 この よ うな 自然=宮 廷の 表 出は た しか に,「 中心 」を得 て は じめ て各 部

分が生 命を 授か り,生 きた 全体 とな って 動 き出す よ うな有 機 体の 観 念1こ支 え られ て
        3D)
いる よ うに 思わ れ る。 けれ ど もその 一方 で,個 々の生 物 が決 して ア レゴ リー 的宮 廷

像 に お け る役割iL解 消 さ れ て はい な い こ とを 見過 ご して はい け ない 。 個 々の 生 物 が

それ ぞれ 自律 して い るか らこ そ,こ の全体 像 もま た 多様 性 を孕 んだ 充 溢 の 相で表 わ

され るの で あ る。 こ こGL,ド ロス テの 詩 にお け る関 係性 の創 出 の 試みが 持 って い る

志 向が あ らわれ てい よ う。

 と こ ろで この ア レ ゴ リーの 手法 に 注 目して,「 事 物の無 常 を見 て と り,事 物 を永

遠 の相 に 救い 上 げ よ うとす る配 慮,こ れ が ア レゴ リー 的な もの を生 む最 も強力 な動
   40)

機の 一 つ 」で あ るこ とを 考慮 す るな らば,ド ロステの 詩 が持 た さ れ てい るい まひ と

つの 表現 衝 動 が 明 らか に な る。 『荒 野の 情景 』の 詩 をみ る な らば,必 ず 時の 経 過が

表出 されて い る こ とに気が つ く。す なわ ち,出 来事 が す べ て時 間 の 経過 に そ って描

出 され るた めに,時 間 の 体験 もまた表 現 され て い る ので あ る。 この こ とは,荒 野 の

情景 が静 止 した永 遠 の 相で は な く,変 化の 相で と らえ られ てい る こ とを 示 してい る。

ま た,万 物が つ ねに 変転 に さ ら され てい る か ら こそ,こ の世 界 が未 知の 美 し さや 多

様 性 をみ せ る どんな一 瞬 を も見 逃す ことの な い よ うに と,鋭 敏 な観 察 眼が め ぐら さ

れ る ので もあ る。 と ころが ア レゴ リーの 手 法に よ って 「永 遠 の 相に 救 い 上 げ 」られ

たか に見 えた荒 野 の 情景,宮 廷 の幻 覚 は,太 陽が 昇 り き り,そ の高 揚 感 が頂点 に 達

した か と思 うその 瞬 間に か き消 え て し ま う。

 雲が ひ ろが り 風が 鋭 くなで

 雲雀 は沈 黙 し えに しだの 茂 みの なか に落 ちてい つた    (1-31)

『ご らん よ な ん と ま あ もぞ もぞと 大地の ふ とこ ろか ら出て くる こ とだ 』(1-31)

な ど と直 接に 感 動 を 表わ してい た発 話 主 体の 高揚 は,も うその 痕跡 もな い。

 こ の ように現 実 が介 入 す る こ とに よって 白 日夢 が唐 突 に 破 られ るの は,『 巨人 岩』

や 『泥 灰 土採 取 坑 』と も共通 してい る。 この と き白 日夢 の 陶然 と した発 話 と 「正 し

い 」現 実 の 認識 との著 しい 対照 は,「 正 しい もの 」が必 ず し も 「真実 な もの 」とは

限 らな い の だ と暗 に灰 めか すので あ る。 『一 お まえの 荒 野 に と どまるがい い。 お

ま えの 幻 想 が無 数 の糸 を お ま えの 池の水 底深 く垂 らす に まか せ,幻 想 を,神 秘 の 睡

蓮の ご とく池 に 浮 か ばせて,ゆ らゆ ら漂 わ せ る の だ。ひ とつの 全 体 であ れ 。 た とえ

それ が束 の 間の 夢想,理 解 し きれ ぬお 伽 噺 にす ぎぬ と も。 一 それ で もなお,認 識
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の 木の味 気 な い果 実 よ りは貴 い のだ 』(ll-354)と 。そ うして この 『束 の 間 の 夢想 』

なが らも関 係性 の世 界 を創 出 し よ う とい う試 みを ドロステの 詩 の構 造 に み とめ る と

き,わ た した ち は第 聾章の 考 察で 明 らか に な つた詩 人の 使 命意 識の 反映 を見出 す と

ともに,ふ た た び 「露 」の 表 象 にた ち返 る こ とにな る。

IV

情 意

 耕 地 は緑 な し 空は 青

 だが 千 もの 色 を露 は うっす

 それ は 大 地が 墓 場 に いた る と きまで

 空の 青 に咲 き誇 るに いた ると きまで 望 む こ と

 さあ お しえて お くれ お ま えの 恵 み は何 な のか

 情意 よ 魂の 虹 彩 よ

 お まえ 雲 の 露 の しず く よ 天 の

 い ち ばん 愛 らしい 詩 に よ つて

 大 地 を天 に 親 しませ る た めに

 耕地 の 毛穴 に しみ ゆ く もの よ

 お ま え 涙 の ご と く この 世 の 神聖 を

 光 の ごと く天 上の神聖 を お び る もの よ

 ほん の ひ とつ ぶの しず く ひ とつの 反映

 けれ どお まえ は あ らゆ る驚 異を 吸 う      (1-470)

 耕 地 は緑,空 は 青 とい うの をは じめ として,自 然 は様 々な 色彩 を みせ て い る。 そ

の一方 で す べ ては,耕 地 と空 が そ うで あ る ように,分 か た れて ば らば らに 存在 して

い る。 そ うし た なか でr露 』は 『千 もの色 』を,そ の 反映の 作 用 に よ つて,し ず く

の 小世 界 に融 合 す る 。 これ は 『大 地 』が 『空の 青 に咲 き誇 る 』 と き,天 と地の 分離

が 解消 され る その と きまで露 に 課 され た使 命 だ とい う。 こ う した露 の 反 映 とい う作
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用 が,「 魂の 虹 彩 』で あ る 「情意 』の,そ して 「天 の い ちば ん愛 らしい 詩 』の作 用

で あ る と この詩 は うた う。 こ う してみ ると この 詩は ま さに,関 係 性 の 世界へ の覚 醒

を使 命 とす る詩 人が 人 々に差 し だす露,す なわ ち詩の 精 随 を表 わ してい る もの とい

え るだ ろ う。

 露 は まず,自 然の 現 象 を ひ とつ に融 合す る。 融合の 場 で あ る露 は また,r魂 の虹

彩 』の 「情意 』で もある た めに,外 部 と内部 も同 時に 融 合 され て い る。 その うえ こ

のr雲 の露 』は,物 理 的 な意 味 ばか りでは な く,宗 教 的 ・精 神 的 な意 味 に おい て も

天 と地 の 間 にあ って 両 の 領域 を媒 介 し融 合 す る。 しか もr毛 穴 』とい う語は 人 間 を
                        41)
も連 想 させ る。 「地 上 に繋 縛 され た人 間 と天 との 結合 」もまた 実現 され るの で あ る。

この よ うに露=情 意e詩 は,個 々の 現 象 だけで はな く,外 部 と内部,現 実 と宗 教 的

・超 越 的次 元,さ らに は此 岸 と彼 岸 とい う,本 来 は 相 反す る様 々 な次 元 を も一 つ に

融合 して,そ れ らが混 然一体 とな つた 「関係 性 の 世鼻2ムを 創 出す る もの で ある 。 この

とき反 映 とい う鏡の作 用 は,研 ぎ澄 ま され た感 覚 に相応 し よ う。反映 は しか し,現

象 そ の ま まの 再現 で は ない 。

 お ま え には 小 枝 の葉が 広間 とな り

 苔 の繊 毛 が ビ ロー ドと な り

 貝 殻の 破 片 や小 石 は洗鉱 され て

 オパ ール や き らめ く金属 と なる

 病 んだ葉 の赤 味が か った緑 は

 お ま えの額 に 紅 玉を 押 しつけ る

 枯 れ た葉 叢 の ふ る えで さ え

 おま え に は褐 色 をお びた現 珀 に み え る      (1―471)

 対 象 は変容 さ れ屈折 され て反映 像 として 反射 され るの で あ る。 この 屈折 の 作用 を

経 るな らば,無 価値で 環 末 な もの も高 貴 な もの に,今 に も滅 ば ん とい う無 常の 相 を

宿 した もの も宝石 や金 属の永 続 す る美 に変 化 され る。 受容 され た もの は,反 映 す る

もの の 内部す な わ ち情 意 に よ つて魔術 的 に変 容 され,新 たな形 姿 と なって 反射 され

る。 この変 容 の 過程 が 「詩 想に よ って醇 化 され た,自 然 に忠 実 な もの 」とい う ドロ

ステの言 葉 に相 応す る と考 え られ る。
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 そ して太 陽 の灼 熱 が 消 え た と きで さえ

 お ま えの 真の 装 束

 お まえの 湖の 昼 気 楼 光 の夢 が い ま や

 お ま えとい う珠 の まわ りを飛 び まわ り

 華 奢 な 幻影 を 水 晶 に 閉 じこめ られ た

 精 霊 た ちを 揺 り動 かす

 す る とお まえ は眠 る わ れ と 自らに と らわれ て

 眠 りつ隠 され た力 を ふ るわ せ る

 天 も知 らず 地 も知 らず

 た だお まえ の創 造 物 ばか りが 知 ってい る

 い ま だ存在 せ ず 決 して成 る こと もない

 お ま えの胸 の 胎 児 を

 お お 微 笑 むが いい 夢 を見つ づ け るが いい

 魂 の虹 彩 し ず くであ るお ま え よ

 森 は騒 ぐに ま かせ 星 々の連 な りは

 群れ 煙 め くに まか せ るが いい

 お ま えは 地を 有 し 天 を有 し

 その うえ おま えの精 霊 た ち を も有 す の だか ら    (I-471f.)

 情 意 の 『隠 され た力 』で ある反 映 は,世 界 との 直接 の 対 峙 を必 ず し も必 要 と はせ

ず,そ れ どころか 夢の なか で こそ,そ の 力は何 の 妨 げ もな く完 全に 発 揮 され るの だ

と うた われ る。 この よ うな 自足 した 夢の 陶酔 は,『 胎 児 』とい う表 現 が さ らに引 き

継い で いる。 これ は,未 だ生 まれ ざる,可 能性 とし ての 世界 を表象 す る だ けで な く,

世界 との 分裂 を知 らず,意 識 に よる疎 外 の彼 方 に あ る とい う,原 初 の 全一 の 幸福 を

体 現 す る もの で もあろ う。 その ような 始源の ま どろみ を叶 える のが や は り夢 なの で

あ る。 だが その 際 にr華 奢 な幻影 』ま たr水 晶 に閉 じ こめ られ た精霊 た ち 』とい う,

否定 的 な色 調の 表現 は 見逃 せ ない。 完 壁 な反 映 界 を 実現 す る夢の 限 界 が ここに 暗示

され てい る ので あ る。 白 日夢の と どめ が た さ も,こ れ に通 じて い よ う。 そ うして情

意 のr隠 され た力 』はや は り,秘 め られ た ままに終 わ ら ざるを 得 ない 。 「わ れ と自

らに と らわれ 』た 眠 りの なか に現 われ る夢,す なわ ち情意=詩 の創 出 す る幸 福 な 関
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係性 の 世界 は,現 実 には何 らの 変化 も もた ら し得な い徒 花 で もあ る。世 界 の変 容 は

『お まえ 』,す なわ ち情 意 自身 に と っての み 「主 観的 」に実 現 され る にす ぎない 。

「森 』,「 星 』 とい う,天 と地 とに遠 く隔て られ た現 象 が 何の 連 辞 もな く並列 され

てい る よ うに,現 実の 世 界 は依 然 として分 断 され た まま なので あ る。 この詩 はす る

と,詩 にお い て 開示 され る関係 性 の 世界 の 陶酔 を表現 す る と 同時に,現 実 を前 に し

て の 詩人 の無 力 を も吐 露す るの だ ろ うか。

 こ こで,詩 人 像が ふた た び問題 とな る。 ドロステが えが き出 した像 は,詩 人 を超

越 存在 とす る考 えが 受 容 され た もの で あ った。 この超 越 的詩 人観 は,詩 人が 構 築す

る世界 を現 実 社 会の 外部 に定 め る もので もあ った こ とを も思 い 出そ う。 つま り,現

実 に対す る詩 人の 無 力 と は,実 際の 事実 関 係を示 す 以上 に,詩 人存 在が 社会 を超 脱

させ られ た時 点で す で に,詩 人像 の 内部 に構 造 化 され て い るの で あ る。 この よ うな

詩人 像 を一 旦受 容 した か らに は,そ して 意識形 成 の 指針 とした か らに は,そ れ に い

かに 修 正 を ほ ど こし,ま たい か に詩人 の使 命を社 会 内の 有益 性 に定 め よ うと も,そ

の詩人 像内部 に構造化 され ている,現 実 に対 しての詩 人 の無 力 を も,否 応 な く受 容 せ ざ

る を え ない 。 これ は詩 人 で あ ろ うとす る個 人の 意 識 に も内化 され る もの に は違 い な

いが,『 情意 』に表わ され る詩 の限 界 は,ド ロス テ 自身 の 思 い を反映 する以 上に,

詩 人 とい う類型 化 され た存在 形 態が 持 つ枠組 を も反 映 し てい るの で あ る。実 際 に あ

る詩 人 ― こ こで は ドロス テ ― が 社 会 的 な影 響 力 を持 つか否 か,そ うしてか れ が

それ を どう考 えた か は また 別の次 元の 問題 とし てあ る。 ま た,詩 人 とい う種類 の 人

間 があ る共同 体 内で 使命 を持 つ とい う考 え 自体,内 容 的 に は大 きな変遷 を辿 って き
                                43)
た ものの,枠 組 として は 古典 古代 か ら脈 々 と継承 され て きた もので あ る。 これ が

19世 紀 に もなる と,詩 人 は,社 会 的 使命 を持 つた 社会 的 に は無力 な存 在 と して,

逆 説 的に 祉会 の 内部 に 位置 づ け られ るこ とに なる。r情 意 』の 自足 した 夢の陶 酔 が

うかが わ せ る諦 念 もま た,ド ロステ とい う個人 の 力 を遥 か に うわ回 る,こ の よ うな

枠組 の 力が 強 力 に作用 して表現 され た もの で もあろ う。 た しか に,関 係性 の 楽 園へ

の 世界 の 変容 は,所 詮 は 詩人 の 内部 の 出来 事,詩 とい う 自己 完結 的 な世 界 内 部の 出

来事 に す ぎず,新 た な る 世界 も現 実 に は その 根 を下 ろす 場 もな く宙 宇 を漂 うしか な

い のか もしれ な い。 だ が関係 性 の 世界 を創 出す る使 命 が 詩人像 に もとつい て い る よ

うに,詩 の 限 界 もまた詩 人 像 に 由来 す るので あ って,詩 が 実 際 に持 ち うる力 を 否定

してい るわ けで は ないの で ある。 そ うして 一方 が類 型 と して与 え られ た もの に,も

う一 方 が 詩人 ドロステの 意識 に もとつい て い る こ とを考慮 す る な ら ば,ど ち らの 表

現 が よ り強 力 かは い う まで もな いだ ろ う。
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