
リ ル ケ の 詩 『 偶 像 』 に つ い て

      金 子 孝 音

     IDOL 

 Gott oder Göttin des Katzenschlafs, 

kostende Gottheit, die in dem dunkeln 

Mund reife Augen - Beeren zerdrückt, 

süßgewordnen Schauns Traubensaft, 

ewiges Licht in der Krypta des Gaumens. 

Schlaf - Lied nicht, —Gong! Gong! 

Was die anderen Götter beschwört, 

entläßt diesen verlisteten Gott 

an seine einwärts fallende Macht.( SW. II. S. 185f.)

      偶  像

  猫の眠りの男神あるいは女神,

  味わつている神,暗 い口の内部で

  熟した眼の実を押し潰す神,

  甘 くなった観照の葡萄酒,

  口蓋のクリプタの内部の永遠の光。

  子守歌ではなく,一 議1 晶薩1

  ほ かの 神 々を 呼 び 出す もの も,

  この 賢 しい 神 に対 して は

  内 部 へ と落 ちて い く彼の 力 に まか せ てい る。

 詩 『偶 像 』は,1925年 の 夏 に パ リに おいて1行 目 だけ が 書か れ,同 年の11月

に ミュゾ ッ トにお いて 全体 が 完 成 した。 詩人 の死 のお よそ1年 前に書かれ た作品 であ
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る。

 リルケ の晩 年 の詩 は いず れ も難解 で あ る。 それ は,詩 人の 長年 にわ た る芸 術的 探

究の 豊 か な成 果が,短 かい 詩 の中 に 非常 に 凝 縮 され た 形で 表現 され てい るか らで あ

る。ひ とつの詩 の 中 に 詩人 の様 々な 詩想 が 濃縮 され て こめ られ る こ とに よ って,個

々の 詩 語の 意 味 は非常 に 重 い もの,多 層 的な もの とな つて い るの で あ るが,そ の意

味 の 重 さを し っか り と受 け とめ,そ の 多層 性 を充分 に読み とる ことは,リ ル ケを専門

に研究 する者に と って も容 易 な ことで はない とい える。 しか しなが ら,晩 年 の 詩 に,リ

ル ケの 芸術 上の全 体験,全 思索 が圧 縮 され て表 現 されて い るとい うこ とは,我 々 が

詩 人の 晩年 の 詩 を読む と き,彼 の全 詩業 の エ ッ セ ンス だけ を味 わ うことがで き る と

い うこ とを意 味 す るの で あ る。 リル ケの 詩 的世界 の全 体 像 を,我 々 は一 望の もとに

み て と るこ とが で きるの で あ る。

 そ の よ うな性 質 を もつ 晩 年の 詩 の 中で も,と りわ け この 『偶 像 』の詩 は,リ ル ケ

の芸 術 上の最 も本 質的 ない くつ かの 間題 を 数少 ない 詩 行 の中 にあ ます と ころ な く集

約 的に 表現 して い る点で,内 容 の 密 度 の 最 も濃 い作品 の ひ とつ で あ る とい うことが

で きる。表現 の 極度 の凝 縮 性の故 に 著 し く晦渋 な作 品 では あ るが,我 々 は この詩 を

読む と き,リ ル ケ独 自の芸 術 的 世界 観 を総 括 的 に と ら える こ とが 可能 とな るので あ

る。

                  1

 詩 『偶 像 』は,1行 目Gott oder Glittin des Katzenschlafsか らす でに 難解

で あ る 。まず 「猫の 眠 りの神 」とは い つた い どの よ うな 神 なの か とい う疑問 が 湧 い

て くる。 そ して なぜ そ の 神 は 「男 神あ るい は女 神 」とい うよ うに その 性 を決 定す る

こ とが で きない の か とい う こと も問題 とな って くる。 さ らに この詩 の 出 発点 は,題

名 をみ る とわか る よ うに,実 は 「猫の 眠 りの神 」その もの で は な く,そ の神 の 「偶

像 」な ので あ る。 これ らの ことは い つたい どの よ うに理 解 した らいい の だろ うか。

 しか し,そ れ らの問題 に つい て 考 察す る前に 触れ て お か な くて は な らない ことが

あ る。 先程 も述 べ た とお り この 詩の1行 目 だ けは1925年 の 夏 にパ リに お いて 書 か

れて い たの で あ るが,実 は その す ぐあ とに リルケ は 今度 は フ ランス 語 に よって 改め

て 「猫 の 眠 りの神 」をテ ーマ とす る 詩 を作 る こ とを試 み てい たの であ る。 この フラ

ン ス語 詩の1行 目は,ド イッ語詩 の1行 目 とほ と ん どそ の ま ま対 応 してい る もので
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あ る 。

Divinité du sommeil des chats, 

sous un ciel sans fentes 

 j'aurais été celui qui édifia 

ton temple aux voûtes lentes. 

Ton sanctuaire je l'eus construit( SW. H. S. 724 )

 この フ ラン ス語詩 の 後 半 にお い て は,詩 想 は もつ ば ら 「猫 の 眠 りの 神 」に捧 げ る

「神 殿(temple)」 を 「建 て る 」こと に向 け られ て い る。 しか しその 詩 想 はそれ

以 」二の 展開 をみ せ る こ とな く,こ の フ ラン ス語 に よ る詩作 の 試 み は未 完成 に 終 わ り,

結局 「猫 の 眠 りの 神 」を主 題 とす る詩 は,詩 人 が その年 の 秋 に ミュゾ ッ トに戻 って

か ら再 び ドイッ 語に よ って書か れ て 完 成す るに 至 つ たわ けで あ る。 この フ ラン ス語

草 稿 詩 は未 完 に残 され た もの の,ド イ ッ語の 完 成 詩の1行 目 を理解 す る上で,我 々

を助 け て くれ る もの で あ る。

 さて,1行 目のKatzenschlafの 神 は,も っ とわ か りやすい 表現 にパ ラ フ レー ズ

して み るな らば,猫 の よ うに 眠 って い る神 とい うふ うに 言 い換 え る ことが で きるだ

ろ う。 これ と対応 してい る フ ラ ンス語の 草稿 詩 の1行 目Divinite du sommeil

des chats「 猫 た ちの眠 りの 神 」とい う表 現 を み て も,猫 が は つ き り と複 数 で う

た わ れ,一 般 化 され て い る こ とが わ か るの で,ド イ ッ語詩 の1行 目 も,一 般 に猫

た ちが 眠 る よ うに 眠 つてい る神,あ るい は 「猫 た ちの眠 り 」とい う性質 を備 えて い

る神 とい うふ うに 読 んで いい の で は な いか と思 わ れ る。 す る と,そ の よ うに猫 の よ

うに 眠 って い る とい うイメ ー ジ を我 々 に与 える神 と して,ま た その 性 が男 性 か 女性

か決 定 し難 い神 と して,さ らに その神 に は,崇 拝 の具 体 的 な対 象 とな る 「偶像 」 が

存 在 して い る とい う ことか ら,そ の他,こ の 詩 の2行 目以 下 に あ るい くつか の表 現

を も考 え 合 わせ る と き,我 々は この 「猫 の眠 りの神 」 とい う表現 で,ス フ ィン ク

ス を思 い 浮か べ る ことが で きるか もしれ な い。 その よ うな連 想 は,唐 突 な印象 を与

え るか もしれ ない が,か とい って ま った くの 強 引 な結 びつ きで あ る とい うこ と もで

きない の で あ る。

 まず,ス フ ィン クスの 身体 を 作 って い る 獅子 は,そ もそ も猫 科の 動物 で あ り,実

際に 両 者 は,そ の 姿,ま たそ の 性質 に お い て非常 に 似 か よ つてい るの で あ る。 そ し
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て,猫 とス フ ィン クス との 結 び つ きは,ボ ー ドレ ー ルの有名 な詩r猫 」(Les

chats)に おい て もみ られ る もので あ つた。 この詩の 第3連 に お いて,ボ ― ドレー

ル は次 の よ うに うた って い る。

  猫 が 夢 想 して い ると きの姿 は,

  孤 独 の 底 に長 々と 身 を横 た えて 果 しない 夢 の中 に眠 ってい る よ うに み え る

  巨大 な ス フ ィン クス像の 高 貴 な姿 その ままだ 。

 ボー ドレール の熱心 な読者 で あ り,ま た 彼 の詩 か ら多大 な影 響 を 受け てい る リル

ケ は,こ の 「猫 の 眠 りの神 」の詩 を作 る と きに,ボ ー ドレールの 『猫 』の 詩 を脳裡

に 浮か べ てい た とい うこ とは 充分 に 考 え られ る ことで あ る。 そ れ に実 際,猫 が 前足

をつ きだ し,身 体 を長 く して,静 か に じつ と寝 てい る姿 は,ま さ しく堂 々 と威 厳 に

み ち て身体 を横 たえ て休 らつ てい るス フ ィンクスの 姿 を 思わ せ るの で あ る。

 ま た,ス フ ィ ン クスは 古代 エ ジ プ トが 発祥 の 地で あ るが,古 代 エ ジ プ ト人 た ちに

とっ てス フィ ン クス は,聖 な る 神 で あ つた 。 そ して古代 エ ジプ ト人 た ちは,彼 らが

崇拝 す る際の 具 体 的 な対象 にす る た めに,お び た だ しい数 にの ぼ る ス フ ィン クス神

の偶 像 を作 つた の で ある。 それ らの ス フ ィン ク スの 偶像 の うちで,最 も古い とされ,

最 も大 きく,そ して最 も有名 な のが,ギ ザに あ る大 ス フ ィン クスで ある。 先程 の ボ

ー ドレール の 「猫 」の詩 の 中 にで て きた 「巨大 な スフ ィン ク ス 」 も,こ の ギ ザの 大

ス フ ィンク スの こ とをい ってい る と 考え られ る。 リルケ は,1911年 に エ ジプ トに

旅行 した 際に この ギザの 大 スフ ィン ク スを訪 れ てい る。 この 巨大 な神像 は リル ケ に

非常 に 深い感 銘 を与 えた 。 リル ケ は,1914年2月1日 付 のベ ンヴ ェ ヌ― タ(マ グ

ダ・フ ォン・バ ッテ ィングベル ク夫 人)宛 の書簡で,そ の と き の 感 動 を詳 し く語 って

い る し,ま た,第7悲 歌 や第10悲 歌 を読 む と き,我 々は リル ケが その 巨像 か らい

                        ll
か に 強 い衝 撃 を うけた か とい う こと を窺 う ことがで き る。 だが,我 々は,1925年

に書か れ た この 『偶像 』の 詩 に も,彼 の エ ジプ ト旅 行 の 際の 強 烈 な ス フ ィン ク ス体

験が 反映 され てい ると考 えて もよいの では な いか と思 われ るの で あ る。

 さて,古 代 エ ジ プ トに お いて は,ス フ ィ ンク スは,神 聖 で,無 敵の 権 力を もつ王

の顔 と,動 物 の 中 では 最 強 の力 を もつ とさ れ る獅 子 の 身体 とが 結合 して で きた 神で

あ った。 そ して,ス フ ィン クス神 は,古 代 エ ジプ トの 人 々 に よ って,彼 らを襲 う外

敵 を駆 逐 し,ま た死者 た ちの墓(と りわ け王 の 墓=ピ ラ ミッ ド)を 守 つて くれ る,

無敵 の 力 を もっ た守 護 神 と み なさ れて,数 多 くの 「偶像 」が 作 られ,彼 らの熱 烈 な

                一44一



崇拝 の 対 象 とな つ てい たの であ る。 だが 我 々 に と って な に よ りも重 要 な の は,古 代

エ ジ プ トで は ス フ ィンクス は男 性 と して み な されて い た とい うこ とで あ る。 と ころ

が,ス フ ィン クスは,エ ジプ トだ けに と どま らず に,そ の 後小 ア ジア と ミュケナ イ

を 経由 して ギ リシ ャに渡 り,そ して そ こで 大 きな 変 貌 を とげ る こ とに な った。 ギ リ

シャ人 た ちが 考 え た ス フ ィン ク スが どの よ うな もの で あ ったか とい う ことは,オ イ

デ ィプ ス伝 説が 我 々に 明 らか に して くれ る。 そ こに 登場 して くるス フ ィン クスは,

人 面獅 子身 で あ る こ とに変 わ りはな いが,翼 を生 や して お り,そ れ にな ん と い って

も胸 に乳 房 を持 つて い る こ とか ら もわ か る よ うに,女 性 なの で あ る。 彼 女 は,テ ―

バ イ附 近 の岩 の 上 に坐 って,す べ ての 通行 人 に謎 を かけ て,そ れ に答 え られ ない 者

を 殺 し て しま うとい う恐 ろ しい 怪物 なの で あ る。

 この よ うに,ス フ ィン クスは,そ れ が エ ジ プ トの もので あ るか,あ るい は ギ リ

シ ャの もの で あ るか に よって,そ の性 が 違 って くるの で あ り,そ の 性 格 も異 な って

くるの で あ る。 ス フ ィンク スに は互 い に異 なる 二 つの イメ ー ジが あ る ので あ る。詩

『偶 像 』に で て くる 「猫 の 眠 りの 神 」は,我 々 に ズ フ ィン クスの イ メー ジを 喚起

させ る もの で あ る が,そ の 際,そ の イメ ー ジは,必 ず し もエ ジプ ト由来 の もの だけ

で は な く,ギ リ シャ由来 の もの も多分 に 入 りこんで い る と い うこ とがで きる。 この

詩 の2行 目以 下 に み られ るい くつ か の表 現 一 眼の 玉 を潰 して食 べ て しま う(3行

目)と い うよ うな恐 ろ しい怪 物 の イ メー ジ,あ るい は8行 目のverlistet(こ の語 に

つ いては注7を 参照)と い うよ うな 「賢 しさ」(ギ リシャ起源の スフ ィン クスは,後 世

に おいては次第 に悪 の イメー ジが払拭 され て,知 恵 あ る存 在 の象 徴 と して み な され る

よ うに もな ったの で あ る)の イ メ ージ,さ らに9行 目に ある,オ イデ ィプ スに謎 を

解 か れ て岩 の 上 か ら落 ちてい く情 景 を思 わせ るfallenと い う表 現 一 は,ギ リシ ャ

の ス フ ィンク スの イ メー ジで あ る。 リル ケ は この詩 を書 く と き,お そ ら くエ ジプ ト

とギ リシ ャの 両方 の ス フ ィン ク スの イ メ ー ジを思 い浮 か べ てい た と考 え られ るので

あ る。そ の よ うな 事情 か ら,リ ルケ は,こ の 詩の 「猫の 眠 りの神 」を,た だGott

と呼 ぶ だけ で な く,oder G�tin とい う表現 を もつけ加 えて呼ぶ こ とに したので は

ないだろう力塁

 以 上の よ うに 「猫 の眠 りの神 」を ス フ ィ ンク スにつ な げ て考 え ると き,我 々が1

行 目 にお い て出 会 う問題 ― この 神 と 「 猫 」と の 関 係,ま た この 神の 性が決 定 し

難 い とい うこと,さ らに 「偶 像 」の 問題 一 が うま く解 決 され る とい え よ う。

 しか し,「 猫 の 眠 りの 神 」(の 「偶 像 」)は ス フ ィ ン クス 神(の 偶 像)が そ

の原 型 とな っ て い るの で は な い か とい つた だ けで は,我 々 は まだ この 詩の1行
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目の 内容 の 半 分 も説明 した こと には な ら ない と いえ る だろ う。 確 か に我 々は この 詩

に おけ るい くつ かの 暗 号め い た表現 か ら,「 猫 の 眠 りの 神 」の 具体 的な 形姿 とし て

スフ ィンク スの 姿 を思い 浮 かべ る こ とが可 能で あ る し,ま た リルケ 自身 その よ うな

意 図 を もって い た と推 測 され るの で あ るが,し か し,だ か ら とい つて この 神 を完 全

に ス フ ィンク ス と同 一視 して この詩 を読 も うとす る と き,我 々 は著 し く偏 った読 み

方 をす るこ とに な るの で あ る。 この 詩 を読む と き最終 的に 重 要 なの は,「 猫 の眠 り

の 神 」とい う詩 的 形象 が この詩 の内 部 に おい て どの よ うな詩 的意 味 を担 っ てい るの

か とい うこ と,そ の詩 的 形 象に よ って リルケ は この 詩 を読 む者 に何 を伝 えよ うと し

てい るか とい う ことをつ きとめ る ことな ので あ る。

 た と えば,第10悲 歌 に おい て く りひ ろげ られ た 壮大 な 「嘆 きの 国 」の 幻 想 的 な

イメー ジは 明 らか に エ ジプ トの 風景 に由 来 した もの で あ るとみ な さ れ るが,リ ル ケ

自身,1925年11月13日 消 印の フ レヴ ィッチ宛 の 「悲 歌 』自解 の 書簡の 中 で,

「『嘆 きの 国 』は エ ジプ トと同一 視 され て はな らな い 」と述 べ て い る よ うに,我 々

は 「嘆 きの 国 」とい う リル ケ独 自の 詩的visionを,現 実の エ ジ プ トに ひ きつ け て解

釈 しよ うと して は な らな いの で あ る。確 か に 「嘆 きの国 」の イメ ー ジの原 型 は エ ジ

プ トとみ な され る が,リ ル ケに とって,そ して我 々読 者 に と って重 要 なの は,詩 の

素材 で は な く,あ くま で も リル ケが それ か ら作 り出 した 詩 的なvisi㎝ の 方 な ので

あ る。 それ と同 じ ことが,こ のr偶 像 』の詩 の場 合に もい うこ とが で きる だろ う。

この 詩 で うた われ る神は 我 々 に ス フ ィン ク スの イ メ ー ジを喚 起 させ る もので あ るに

して も,し か し それ は ス フ ィンクス と 完 全に 「同 一 視 さ れ ては な らない 」ので ある 。

リル ケ は もと も とこの詩 で ス フ ィン クス その もの を描 写,あ るい は讃 美 しよ うと し

て い るわ けで は ない か らで ある。 「猫 の眠 りの神」 は,確 か に ス フ ィン クスの イメ

ー ジを浮かび上 が らせ るが,だ か らとい つて我 々は この詩 で うたわれ る神 をす っか りス

フィンクスにひ きつ けて読 もうとす るな らば,大 きな誤 りをお かす こ とにな るの で あ

る。 「猫 の眠 りの 神 」はあ くまで も リル ケの 想 像力 に よって 作 られ たfiktivな 詩 的

形 象 と して受 け と られ な けれ ば な らな いの で あ り,我 々に と つて最終 的 に重 要な こ

とは,リ ル ケ が そのfiktivな 詩 的形 象 を作 り出す こ とに よ つて我 々 に い ったい どの

よ うな ことを 表現 しよ うと してい るの か とい うことで あ る。 換 言 すれ ば,「 猫 の眠

りの神」 とい う詩 的形象 に リルケは どの よ うな詩的 な意 味 をこめ よ う としたの か とい

うこ とを探 る こ とが我 々 に と って最 も大 切 な ことな ので あ る。

 その ために 我 々は こ こで 一 旦 「猫 の 眠 りの 神 」をス フ ィン クスの イ メ ージか ら切

り離 し,1行 目の,神 を直接 修 飾 して い るKatzenschlafと い う表現 に つ い て考察

                一46一



す る こ とに した い。 「猫の 眠 り 」と は,リ ル ケに と って い か な る詩 的意 味 を もっ も

の で あ つた の だ ろ うか。

 猫 は生 物 学 的 に は1日22時 間 眠 るの が 普通 とされ る動 物で あ る。 しか し,猫 は,

燗 が 田8時 閥 ほ どぐっす り眠 り続1ナる よ うに 眠 つて い るの では ない 。1苗の眠 り

は,浅 い眠 り,い わ ば うと うと とま どろみ 続 け てい るよ うな眠 りで あ る。 す なわ ち,

先 程 の ボー ドレール の詩 『猫 」にお い て うた われ て いた ように,猫 は常 に 「果 し な

い 夢の 申 に眠 つ てい る 」の であ る。 猫は い つ も夢 をみ て い る状 態 に あ るので あ り,

眠 って い なが ら,同 時 に 目覚 め て い る よ うな存 在 な ので ある 。猫 は 常 に覚 醒 と眠 り

の 中 間 に 身 を置 き,意 識 と無意 識 の 境界 に 横 たわ って い る存在 で あ る とい え よ う。

と ころでそ の よ うな 境 界状 態 こそは,一 般 に詩 人 に とっ て,素 晴 しい創 造 を生 み だ

す こ とを可 能 にす る最 も理 想 的 な精 神 的状 態で はな か つた だ ろ うか 。完 全に 目覚 め

てい る と きは,余 計 な 日常 的意 識が働 いて い る ため に,人 間 は世 界の 真 実を あ りの

ま まに 見た り,語 つた りす る ことが で きな い。 眠 る ことに よって,そ の 余計 な意 識

の 働 きは 止 ま る。 しか し,か とい って完全 に朕 り込ん で しま っては,人 は もは や何 も

見 る こ と も,語 る こ と もで きな いの であ る。 そ れ 故,真 実 をあ りの まま に 見つ め,

語 る こ とが で きるの は,眠 りつつ 同 時 に 目覚 め て い るとい うよ うな状 態,意 識 と無

意 識 の 間 に あ る と き だ け な ので あ る。 「猫 の 眠 り 」は,そ の よ うな 覚 醒 と眠 りの

中 間 にあ る状 態 なの であ り,故 に リル ケに と つて は,常 に理 想 的 な 詩 的創 造 の状 態

に あ るとい う こと を意 味 して い る と考 えて よい と思 われ る。 覚 醒 と眠 りの 同 時 存在

は,ま た りルケ に と つて宿 命的 と もい え る詩の モテ ィー フであ る薔 薇 の 花 に おい て

もみ とめ る ことが で きる もの で あ つた。 リルケ は,晩 年 の フ ラン ス語詩 集 『薔 薇 』

の最 初 の詩 にお い て次 の よ うに うた って い る。

 Si ta fraîcheur parfois nous étonne tant, 

heureuse rose, 

c'est qu'en toi - même, en dedans, 

pétale contre pétale, tu te reposes. 

Ensemble tout éveillé, dont le milieu 

dort, ...( SW. II. S. 575 )

この よ う な 「全 体 は す っか り目覚 め て い るの に,そ の 内奥 の 申 心で は 眠 って い る 」
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とい う,覚 醒 と眠 りが 同 時 に存 在 して い る状 態 は ま さ しく,リ ルケが 自己の 墓碑 銘

に定 め た,薔 薇 を うた った 三行 詩 の中 に み られ る 「純粋 な 矛盾 」(SW. II. S.185)

の 状態 に ほか な らない が,こ の矛盾した状態こそ,純 粋 な真の 創 造 が 可能 とな る状態

な の であ る。 「猫 の 眠 りの 神 」とは,覚 醒 と眠 りの 両方 に ま たが って横 た わ って い

る神,「 純 粋 な矛 盾 」の秘 密 を 心得 て い る神で あ り,結 局 リルケ に と って芸 術 的創

造 の奥 義 を きわめ てい る神 を意 味 して い る とい うこ とがで きるので はな い だ ろ うか 。

 Katzenschlafと い う言 葉 を め ぐ って さ らに イ メー ジを ふ く らませ て み る こ とに

し ょ う。Schlaf「 眠 り 」は昔 か ら〈 死〉 に通 ず る もので あ る とみ なさ れて きた。

それ故 我 々は この 「眠 りの 神 」を〈 死 〉の 神 と呼 ぶ こと もで きよ う。 しか し この 神

は 「猫の 眠 り 」を眠 つてい る神 で あ った 。 す なわ ち,眠 って い る と同 時 に生 き生 き

と目覚 めて い る神 なの で あ る。 故 に,死 の 状 態 に あ る と同時 に生 の 状態 に もあ る神

とい うこ とに な る。 「猫 の眠 りの 神 」は また,生 と死の 両 方 に ま たが つて い る神 で

あ る とい うこ とがで きるの で あ る。 そ もそ も猫 とい う動 物 が生 と死 の両 方 の 領域 に

住 んで い る存 在 であ ろ う。 猫は 夜の 暗闇の 中 で も眼 が み え る故 に,暗 黒 の 世界 を 自

由に俳 徊す る こ とので きる存 在で あ る。闇 の 世 界は 死の 世界 に 通 じ る。猫 は普 通 見

る こと ので きない死 の 世 界 を見 る ことが で き,そ の 中 に入 り こむ こ とが で きるの で

あ る。 しか し一方 猫 は また昼 の 世界,明 る い生 の 世界 に も住ん でい る。 す な わ ち猫

は死の 世界 と生 の 世界 の 両方 に 住ん で い るの で あ る。 そ うい うわ けで,「 猫 の 眠 り

の 神 」は,生 と死の 両 方 の 国に住 み,二 つ の国 をゆ き きす る ことが で きる神で もあ

る とい うこ とが で きるだ ろ う。 ま た そ うで あ る な らば,こ の 神は,リ ルケが 讃 えた

あ の歌 神オ ル フ ォイ スの存 在 とつ なが って く るので ある。 なぜ な ら,リ ル ケ によれ

ば,オ ル フ ォイス もそ の 「広 大 な本性 は二 つ の世 界(生 と死の 二つ の世 界 一 筆者

注)か ら生 まれて きた」(『 オル フ ォィ スへ の ソ ネ ッ ト」i-6)の で あ り,ま た 彼

は二 つ の国 を ゆ き きす る こ とが で き る存在 だか らで あ る。 オル フ ォイ スに は生 の国

と死の 国の 対 立 は もはや な く,彼 は生 と死が 一 つ に な って い る〈全 一 的世 界 〉の 中

に 入 り込ん で い るの であ る。 リルケ に とって この全 一 の 世界 の中 に参入 す る こと が

生 涯 の最大 の 課 題,最 高の 願 望で あ ったの で あ るが,「 猫 の 眠 りの神 」は,オ ル フ

ォイ ス と同様 に二 重の 本 性 を有 してい る故 に,生 と死 の 両方 に ま たが って 住 む 存在

であ り,す で に全一 的世 界の 中 に入 り込 ん で,そ こで安 らか に 憩 ってい る とい う こ

とが で きる の で あ る。

 さて,「 猫の 眠 りの神」は,猫 その ものでは ない に して も,猫 の 性質 を多 分 に備 えて

い る神 で あ る と み な され る と思 わ れ るの で,こ こで,リ ル ケ文学 におい て 「猫 」
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とい う存在 が 持 って い る意 味 に つい て考 察 して お く ことは,我 々の この 詩の 読解 に

奥 行 き を与 えて くれ る ことに な ろ う。

 リル ケに とっ て動物 的存在 は,第8悲 歌 で うたわ れ て い る よ うに,常 に 対 立 と葛

藤 を ひ きお こす 主 観的 「意 識 」とい う もの を働 か さず に はい られ ない 人 間 とは違 っ

て,(動 物 は その よ うな 自己中 心 的 な 主観 的 「意 識 」を所 有 して い な いた めに)

「無 限の 」「開か れ た 世界 」(生 と死 が 一つ に な ってい る全一 的 世界 の こと)を 見

て お り,ま た その 中に 「永遠 にす ごやかに」 と どま ってい る 存在 で あ つた 。 その よ う

な動 物の 一 員と して猫 もや は り,リ ル ケ文学 におい て は,全 一 の 世界 に休 らい,永

遠 を見 て い る存在 で あ るこ とは い うまで もない 。 リル ケが猫 を モテ ィー フに して作

った詩 作 品 は それ ほ ど数が 多 い とは い えな いが,た と えば 『新 詩集 』の 中の 『薔薇

窓 」(SW.1. S.504)や 『黒猫 』(SW.1, S.595)で は,猫 の 神 秘 的 な眼 が うたわれ

て お り,我 々は それ らか らリル ケの猫 観 を 察す るこ とがで きる。 リル ケ は いず れの

詩 に おい て も,あ らゆ る もの を 「意 識 」の 働 きに よって対 象 化 し よ うとす る人間 の

悪 し き視 線 を,猫 の 眼は そ の強 い 力で捕 えて無力化 し,冒さ らに は人 間 の意 識 の働 きを

止 ま らせ,つ い に は 人 間 の 心 を つ か ん で 神の 内部 に連 れ て い つて しま うと うた っ

て い る。 猫 の眼 は,人 間が 意 識 を 持 つて以 来 久 し く忘 れて いた,神 の住 む永 遠の 世

界へ人 間 を深 く吸 い込 んで しま う力を持 つて いる とい うのであ る。猫 の眼は,人 間に と

って,そ こか ら 「開か れた世界」 に入 る こ との で きる 「窓 」,そ れ も美 し く神 秘的 に

輝 く 「薔 薇 窓 」の よ うな もの だ とい うの で あ る。 ま た,リ ル ケ が1920年 に,当 時

彼 の恋 人 で あ った バ ラデ ィー一ヌ ・ク ロソ ウス カの二 番 目の 息 子 バル チ ュ スが 画い た

猫 の 絵 を集 め た 画 集 『 ミッ 」の た め に 書い た序 文(SW.VI. S.1099ff.)も,彼 の

猫 に対 す る見方 を知 る 上で 見過 ごす ことので きない もので あ る。 そ こで リル ケ は.

猫 が毎 日人 間 た ちと交わ つて生 きてい るに もかかわ らず,決 して人 間 的 な もの に染 ま

る ことな く,人 間 的世界 と はま った く異 つた,人 間 に は理 解 で きない 猫 の世 界 の 中

に頑 固 に住 み 続 け てい ると述べ てい る。 リル ケに と つて猫 は,人 間界 の 申に あ っ て

も徹頭徹 尾 始源的 な〈 自然 〉の 中の 住 人で あ り続 け る存 在 なの であ る。 この 詩 に う

た わ れ る,猫 の よ うに 眠 って い る と され る神 も,以 上 の べ た よ うな卓 越 した性質 を

備 えてい るとみ な され よ う。この 神は,猫 と同 じ よ うに,人 間界 を超 え た,永 遠の 全

一 的世 界 の 中で 安 らかに眠 っ てい るの で あ る。

 従 つて 「猫 の 眠 りの 神 」と は,リ ル ケ に と つて,眠 りなが ら同時 に 生 き生 きと 目

覚 め てい て,生 と死の 両方 の 国 に住 んでい る存在,リ ルケ が憧 れ る永遠 の 「開かれ

た世 界 」の 中 です でに休 らって い る至福 の存 在 であ る。 ま た,常 に全 一 的世 界 を純
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粋 に表 現 す る こ とが で きる とい う,芸 術 的創 造の 奥 義 を きわ め てい る神 で もあ る。

H

 次 に2行 目か ら5行 目 まで をみ るこ とに しよ う。 第1行 で 「猫の 眠 りの神 」と呼

ばれ た 神は,第2行 にお い て今 度 は 「味 わ って い る神 」と性 格 づ け られ てい る。

「猫 の 眠 りの 神 」は繊 細 な 味覚 を備 えて い る神 の よ うだ(こ の 神 は最 高の 芸 術家 で

もあ った こと を忘 れて は な らな いだ ろ う。 その 感覚 は純 粋で,す べ て の もの をあ り

の まま に と らえ る こ とが で きたの で あ る)。 そ して この 神 は,そ の 「暗 い口の 内部 」

にお い て 「熟 し た眼の 実 」を 「押 し潰 」して 「味 わ って い る 」の で あ る。す る と,

口の中 で潰 され た 「眼の 実 」は 「甘 くな った観 照 の 葡萄 酒 」に 変わ る(「 甘 くな つ

た 」とい う形 容 詞 は,意 味の 上 で は 「観 照 」だ けで はな く,「 葡萄酒」 の方に もかか

って い る とい え るだ ろ う)。 そ して さ らに,神 の 「暗い 口 」は 「口蓋の ク リプ タ 」

と呼 ばれ,そ の 内部 にお いて 「永遠 の光 」が生 ず る とい うの で あ る。

 こ この部 分 も,き わ め て少 な い詩行 の 中 に様 々 な詩 想 が 盛 り込 ま れ,そ して また

そ の た めに 表現 の 思 い き った省 略 ・凝 縮が お こなわ れ て い る故 に,理 解 す るの は

容 易 で は ない 。一 義 的 な 明確 な解 釈 が 不可 能 な ところ,論 理 的 な説 明 を拒 否す る箇

所 もあ る。 だ が この部 分 に おい て詩 人 が うた お うと して い る こ との 大筋 は我 々に も

と らえ る ことが で きるだ ろ う。

 2行 目か ら5行 目に おい て詩 人 が何 をい お うと して い るのか とい うこ とを探 る前

に,ま ず こ こに 出て くるい くつ か の表 現 に つい て 説明 して お くこ とに した い。

初めに3行 目にあ るAugen-Beerenで あ るが,大 胆 な 言 葉の 組 み 合 わせで あ る。

Beereは 一般 に漿 果を意 味 す る が,4行 目にTraubensaft(詩 語 として は 「葡 萄

酒 」を意 味 す る)と い う表 現 が あ るの で,こ こで は特 に葡 萄 の 実 の ことを さ して い

ると考 えて よい だ ろ う。Augen-Beereと い うのは,た と えばErdbeereと か

Stachelbeereと い うよ うにBeereの 前 に様 々な 言葉 をつ けてBeereの 種 類 をあ ら

わす 造 語方 法 が あ るが,そ れが 応用 さ れ て,そ れ とまた 葡萄 の粒 も眼 もどち ら も

〈球 〉の 形 を し てい る こと か ら,つ な ぎ合 わ されて 生 まれ て きた表 現 で あ る と思 わ

れ る。

 次 に5行 目のewiges Lichtに つ いて 。 カ トリッ ク教 会に お いて,聖 体 を入 れ る

聖 櫃 の 前に置 い てあ るく 常 明燈 〉(ewige Lampe)― キ リス トの現 前 を象 徴 し
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て い る ― の こ とをま たewiges Lichtと 呼 ぶ こ とが あ る。 しか し こ こで は

ewiges Lichtを そ の意味 に限 定 して は な らな いで あ ろ う(同 じ行 にKryptaと い

う宗 教 的 な表 現 が あ るに して もで あ る)。 我 々 は,「 光 」 と い う もの が 一 般 に担

つて い る象 徴 性 一 生 あ る いは 神 的 な もの な どの象 徴 一 を念 頭 に入 れ なが ら,リ

ル ケの 文 学 世界 の 内容 に沿 つて,こ の 表現 が何 を さ してい る のか とい うこ とを探 ら

な けれ ば な らない だ ろ う。

 同 じく5行 目に あ るKrypta des Gaumensと い う表 現 は,ロ マ ネス ク式教 会の

Hallen―kryptaの 丸 天井 が 口蓋 の 丸 み を想 わせ る ことか ら両者 が結 びつ け られ て

で きた表現 であ ろ う。Kryptaは,聖 人 を葬 った り,聖 遺 物 を保 管 す る 教会地 下堂

(納 骨 堂)の こ とで あ るが,そ の 語 源 は ギ リ シ ャ語のkryptein(=verbergen,

隠 す)で あ り,そ れ 故 ク リプ タは本 来 人 の眼 に は見 え る こ との ない 隠 され た ところ

とい う意味 で あ る。 そ の語 源 的意 味 か ら も,我 々は ここの ク リプ タを,リ ルケ が よ

く口に して いた,人 の 眼 には 普通 見 え る ことの ない あの 「不 可視(unsichtbar)の

領 域3〕と結 び つ け る こ とが で きるの で は ない だ ろ うか 。 またGaumenは,口 蓋 と

い う物理 的 な意味 の ほかに,〈 美 食 を味 わ う感 覚 〉 とい う比 喩 的 な意 味 もあ り,味

覚 を感 じる場所 で もあ る。 従 って,丸 天 井 の暗 い地 下納 骨堂 で あ る神 の 「口」 は,

まず第一 に はそこで ものが朽 ちて ゆ く暗黒 の く死 の空 間 〉 を意 味 して いる 。 し か し

ま たそ れ は,普 通 に は 見 る こ とので きない,リ ル ケの い う隠 された 「不可視 の領域」

を暗示 する もので もある。 さ らに その神 の 「口」 は繊 細 な味 覚 が働 く,そ こで 美味 な

もの が純 粋 に味 わわ れ る場所 で もあ るの で あ る。

 さて,葡 萄の 「熟 した 実 」は 「猫 の 眠 りの 神 」の 「口 」の 内 部で 「押 し潰 」され

て,甘 い 「葡 萄酒 」に 変わ ると うた われ た。 葡 萄酒 は,葡 萄の 実の 純 化 され た もの,

その精 髄 で あ る。 神 は その至 高の 葡萄 酒 を賞味 してい るの であ る。 だ が葡 萄の 実 が

潰 され,形 を 失 つ て溶 けて葡 萄 酒 に 変わ る と同 時に,「 熟 した眼 」 も「観 照

(Schauen)」 に 変 わ る とい うの で あ る。 ここでSchauenと い う言葉 は,リ ルケ独

自の意 味 に お いて 受 け と られ な けれ ば な らない 。 リルケ の 文学 に お いて は,Schauen

は通 常 のSehenと 違 い,た と えば動 物 が 世界 を み る よ うな 見方,つ ま り主観 的 な

「意識 」に よって 世界 を対象 化 ・歪 曲 化す る こ とな しに,世 界 をそ の あ るが ままに,

始 源 的 な 「開か れ た もの 」として 「観 照 」す る,純 粋 に〈 直観 〉 する,と いうこ とを
       4)
意 味 す るの で あ る。別の言 い方 をすれぱ,Schauenは,人 間 的な 自己中心 的 「意 識 」

を克服 した見方,世 界 を生 と死の対立 を超 えた,永 遠の 全一的 世界 として直観 する ことが

で きる見方 とい うことがで きよ う。 またそ うであ るな らば,Schauenは,結 局 「猫 の眠
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り」の 態度で 世 界 をみ る見 方 に ほか な らない とい えるの で は ない だろ うか。 「猫 の

眠 りの 神 」は,「 熟 した眼 」を 自分 の 口の 内部iL入 れて 「押 し潰 す 」こ とに よって,

熟 して はい る ものの,ま だSehenに と どま つて い る眼 をSchauenに 高め る神 とい

うこ とにな る 。

 だが,「 猫 の 眠 りの神」の 「口の 内 部 で」,い つたい どの よ うに して,つ ま りどの

よ うな過程 を経 て,葡 萄の 「実 」が 甘い 「葡萄 酒 」に,そ して 「眼 」が 「観 照 」へ

と変 わ る(高 ま る)の だ ろ うか。 この問題 を解 くために,我 々は 第5行4z目 を向け る

こ とに し よ う。5行 目 では,そ の よ うな変 化が起 こ る神の 「暗 い 口 」は.「 ク リプ

タ」 で あ る と うたわれ て い た。 この 暗い,人 間 の眼 に は見 えな い 「ク リプ タ」 で あ

る神 の 「口 の 内部」 とは,っ ま り,先 程 ものべ た よ うに,そ こに おい て もの が朽 ち

て い く<死 の空 間〉 に ほか な らな い ので あ る。 すな わ ち,「 猫 の 眠 りの神Jの 「暗

い 口 の 内部」 とは,死 が支 配 す る空 間 で あ り,そ の 中 に入 つて い った もの は すべ て

死ん で い くの であ る。 「眼 」も葡萄 の 「実 」も,そ の 「口 」の 中に 入れ られ て潰 さ

れ る こ とに よ って 死ん だ ので あ る。す なわ ち 「眼 」は 「押 し潰 」され て 盲 に な り,

「実 」も同 じく 「押 し潰 」され て,葡 萄の 実 と して の形 は 跡 か た もな く消 え失 せ て

しま ったので ある。 だが,そ の〈解体 ―死〉 を経験 す る こ とを通 して は じめ て,そ れ

らは永 遠 の 世界 を直観 す る 「観 照 」とな り,ま た 至 高の 甘 さを もつ 「葡 萄酒 」とな

る ことがで きるの で あ る。 それ らは いずれ もく 解 体 ―死 〉 に よ つて,か え つて よ り

高い存 在へ 〈変 容〉 す る とい う ことがで きるだ ろ う。

 い ま や我 々 は詩人 が2-4行 に おい てい わ ん と してい る こと を ま とめ るこ とがで

きるだ ろ う。熟 した葡 萄の 実は 神の 口の 中 で押 し潰 され,す な わ ち一 旦跡 かた もな

く解体 され,〈 腐敗 〉 に まか され る。 っま り一 度 死ぬ ので あ る。 しか しその解 体 と

死の 過 程 を通 って こ そ,葡 萄の 実 は さらに 素晴 しい 味 と香 りを有す る葡萄 酒 と して

生 ま れ変 わ るので あ る。 〈 腐敗 〉 す る とは 実 は〈発 酵 〉す る こ とに ほか な らな いの

であ り,そ れ に よ つて 高め られ た存在 に 変 化す る ことが で き るので あ る。 また 同 じ

よ うに,成 熟 した眼 も神の 口の中 で押 し潰 され るこ とに よ って 死 ぬ,つ ま り盲 目に

な るが,そ れ に よって か え って よ り高度 に 世界 を見 る こ との で きる 「観照 」の 能力

を獲得 す るに 至 るの で あ る。 リルケの 考え に よれ ば,盲 目に な った とい うの は,人

間 に特 有の,世 界 を 自分 勝 手に 対 象 化 して なが める 悪し き眼 差 しを捨て 去る こ とが

で きた ことを 意 味す る 。す なわ ち,盲 目の 方が は るか に鋭 く,純 粋 に世 界全 体 を直

観 す る ことが で きるとい うことにな るのである5)0眼を潰 して食べ て しま うとい う 「猫 の

眠 りの 神」 は,恐 ろ しい破 壊 と死 の 神 一 この性格 はギ リシ ャの ス フ ィンク ス を想
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わ せ るが 一 と い うこと もで き るが,最 終的 に は その神 は,自 己の 内部 に と り入 れ

た もの を よ り高度 な存 在形 式 へ と生 成 ・変 化 させ て い る生 産 的 な神 な の で あ る。

神 の 口の 内部の 繊 細 で純 粋 な感 覚で 味 わ われ た もの は,さ らに甘 い もの に なるの で

あ り,よ り高 い存 在 へ と〈 変 容 〉す るの で あ る。

 さて5行 目に お い ては,神 の 暗い ク リプタの よ うな 口の 内 部で 今度 は 「永 遠の 光 」

が生ず るとうたわれてい た。 この 「永遠 の光」 については,一 義 的 な解 映 をお こな うこ

とは不 可能 であ る といわ ざる を えない 。一 つ の解 釈 として,神 の 口の 内部 で発 し た

「永 遠 の 光 」を,前 行の 甘 くな った 「葡 萄酒 」に つな げ て,共 感 覚 的 表現 として 読

む こ とが で きるか も しれ な い。 つ ま り 「永 遠 の光 」とい うの は,葡 萄酒 の 芳醇 な 香

りが 神 の 口の中 で漂 うさま を,視 覚 的な表現 に 置 き換 え た もの と考 えるの で あ る。

あ るいは,「 永遠 の光」 を,前 行 のSchauenと 結 び つ け て,盲 の 暗 闇 の 世界 の 中

に お い て も猫 の 眼 の よ うに は っ き りと見 るこ との で きるSchauenが 「永 遠 」 に向

か つて投 げか け る明 るい視 線 を さ してい るとみ なす こ とがで きるか も しれ ない。 つ

ま り,Schauenが 「永遠」 に向 か って発 す る,暗 闇 を透 明 に照 ら しだす 「光 」 で

あ る と読 むの で あ る。 あ るい は,暗 黒 の 口の 内部 で 生ず る 「永 遠 の光 」 は,「永 遠」

を うた う最 高 の詩 の メ タフ ァー として 読 まれ る こと もで きる か もしれ ない。 リル ケ

の かな りの詩 は またく 詩 につ い ての 詩 〉で あ る とい うこ とが で きるの で あ り,一 見

詩 作 と何 の 関 係 もない よ うな内容 を うた って い る と きで も,そ の 背後 で は 詩作 を問

題 に してい る とい う場合 が よ くみ られ るの で あ る。 「猫 の眠 りの神 」 は 最高 の 芸術

家 の象 徴 で もあ つた。 ま た 「口」 とい うの は そ もそ もそ こにお い て詩 の 言葉 が発 せ

られ る場 所 で あ る。 そ して 「猫 の眠 りの神」 の 「口」 は,事 物 が よ り高 い 存 在 に

く 変容 〉 す る空 間 で あ つた。 それ らの こ とを考 え合 わ せ る と,芸 術 家 で あ る神 の 口

の 内部 で 生 じた とい う 「永遠 の 光 」 は,事 物 が 永遠 の 存在 へ と変容 され た姿 を純 粋

に表 現 して い る最 高 の詩 の メ タ フ ァー と して 読 む こ と もで き るので は ない だ ろ うか。

                 皿

 さ て,こ れ ま で味 覚 と視覚 の 面 か ら うたわ れ て きた 「猫 の 眠 りの 神 」は,第6行

に お いて 聴覚 に 関係 づ け られ る こ とに な る。 この芸術 家 的な 「猫 の 眠 りの 神 」が何

か 音 楽 を聴 く とす れ ば,そ れ はあ りふれ た穏 や か な 「子 守歌 」な どで は ない 。

Katzenschlafの 神 だ か らとい って, Schlaf―Lied(連 字 符で 結 ばれ て い る こと

に 注意 して お きたい)を 聴 くこ とを望 むわ けで は ない ので あ る。 なぜ な ら,「 猫の
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眠 り 」は,同 時 に 生 き生 きと覚 醒 し てい る眠 りで あ り,普 通 の 眠 りとは異 な る もの

だか らで あ る。 この 「猫 の 眠 りの 神 」に ふ さわ しい の は,五 官 を弛 緩 さ せ,感 性 の

働 きを鈍 らせ る ような 「子 守歌 」で はな く,逆 に感 性 を― 段 と活 発 に 働 か せ る 鋭

い 刺激 とな る よ うな,激 し く轟 然 と鳴 り響 く 「銅鍵 」の音 な ので ある。(た だ し,そ

の よ うな激 しい音 を 鳴 ら して も,そ の神 はす っか り目を覚 ましてしま うような ことは

な いの で あ る。 ただ 内奥 に おけ る覚 醒が い よい よ生 き生 きと鋭 く 目覚 める だ けで,

外か らみれ ば,神 は相 変 わ らず静 か に ま どろみ続 けて い るの で あ る 。)

 『偶 像 』の 詩 とほと ん ど同 時期(1925年11月)に,r銅 鍵 』とい う詩 が 書か

れ てい る。 『偶 像 』の 第6行 を よ りよ く理 解す るた め に,少 し長 くな るが,引 用 す

る こ とに した い。

   GONG 

 Nicht mehr für Ohren ...: Klang, 

der, wie ein tieferes Ohr, 

uns, scheinbar Hörende, hört. 

Umkehr der Räume. Entwurf 

innerer Welten im Frein..., 

Tempel vor ihrer Geburt, 

Lösung, gesättigt mit schwer 

löslichen Göttern ...: Gong! 

Summe des Schweigenden, das 

sich zu sich selber bekennt, 

brausende Einkehr in sich 

dessen, das an sich verstummt, 

Dauer, aus Ablauf gepreßt, 

um— gegossener Stern ... : Gong! 

Du, die man niemals vergißt, 

die sich gebar im Verlust, 
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nichtmehr begriffenes Fest, 

Wein an unsichtbarem Mund, 

 Sturm in der Säule, die trägt, 

Wanderers Sturz in den Weg, 

unser, an Alles, Verrat ...: Gong!( SW. II. S. 186f. )

 リル ケは この 詩 にお い て,銅 鍵 の 音楽 的 な音 と も雑 音 と も きこ える,な ん と も形

容 し難 い響 きを,大 胆 で鮮 烈 な 比喩 を次 々に連 ね て い く こと に よ つて 語 ろ うとして

い る。銅 鐸 の 音 は,た とえば 「自分 自身 へ の 信仰 を告 白す る 」(V.10)も の で あ り,

「自己 の 内 部へ 激 しい 音 を た てて 回帰 す る もの」(V.11)で あ る とされ る。 これ

は,銅 鋸の 音が それ 自体 の うち で完結 して い る全 一的 存 在で あ る ことを い って い る

と 考 え られ よ う。 りル ケは さ らに銅 鋸 の 音 を,「 沈 黙の 総 体 」(V.9),「 誕生 す

る前の 神 殿 」(V.6),「 溶 け 難 い神 々が 溶け てい つばい に なっ てい る溶 液 」(V.

7-8),「 もは や と らえ られ な い祝 祭 」(V.17),「 支 えて い る円 柱の 内 部で 渦

巻 く嵐 」(V.19)と 呼ん で い る。 これ らの表現 か ら浮か び上 が って くる イ メー ジは,

世 界が 人 間 の意 識 に よ って 分裂 させ られ,硬 直 化 され る以 前の 生 き生 きと した始 源

の 姿,神 々が姿 を現 わ して い る,言 語 を超 えた太 古 の 世界,豊 か で混 沌 とした エ ネ

ル ギー にみ ちてい る祝 祭 的 世界 で あ る。 銅鋸 の 超絶 的 な響 きは,そ の よ うな始源 的

空 間 を現 出 させ るので あ る。 ま た,銅 鋸 の音 は その 激 しい音 の 力 に よ つて我 々の 周

囲 の 日常 的 な「空間 を次々に裏 返 して い き」(V.4),我 々の まわ りに 始源 的 な空 間

こ 世 界 の真 実 の姿 を顕 現 させ る,あ るい は,銅 鋸 の 響 きが 流れ てい った場所 は そ の

激 しい音 の波 の力 に よ つて 「裏返 」 され,次 々 に始源 の 空 間の 内部へ と り込 まれ て

い く。 す なわ ち銅 辮 の音 は 日常 の空 間 を始 源的 な空 間へ と〈変 容 〉 して い くの で あ

る。 この〈 変 容〉 を 自在 に な し とげ るこ とが可 能 で あ る とい う点 に おい て,銅 鋸 の

音 は リル ケが 求 め てい る〈 完全 な る詩 〉の メタ フ ァー とな る ので あ る。 なぜ な ら,

リル ケ に と ってく 完 全 な る詩〉 とは,銅 鋸 の音 の よ うに,我 々 を普 段 と り囲 ん でい

る 日常 的 空 間 を 「裏 返」 す こと によ つて,そ れ を我 々に と つて 本源 的 な全 一 的空 間

へ とく 変 容 〉 させ る こ とが で きる詩 を意味 す るか らで あ る。

 その 内部 が す で に永 遠 の 「開 かれ た世 界 」,始 源 的 な空 間で あ る 「猫の 眠 りの 神 」

の 場合,そ の 神が 自己の 内 部 に聴 き入れ て,「 味わ う」 ことを望 む音 は,日 常 的 な

「子守 歌 」な どで は な く,永 遠 の 始源 的空 間か ら鳴 り響 い て くる よ うな 「銅 鍵 」の

音 な ので あ る。 それ 自身全 一 的 存 在 であ り,ま た まわ りの 事 物 を も全一 的 世界 へ と
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〈 変 容〉 させ る 「猫 の眠 りの神 」 が聴 くに ふ さわ しいの は,や は り全 一 的 世界 の 響

きで あ り,ま た 同 じよ うに周 囲の もの を〈 変容 〉 させ る力 を もつ 「銅鋸 」 の音 以 外

に は な いの で あ る。

                 IV

 最 後 の7m行 に 移 ろ う。 この3行 の 中 に は,リ ル ケ文 学 の根 幹 を なす い くつ か

の 重 要 な思 想 が例 に よ って きわ めて凝 縮 され て表現 され て い る。 ほ とん ど説 明 もな

しに,そ れ らの思 想 の核 をな す語 だ けが並 べ られ て い る故 に,理 解 す るの は きわ め

て 難 しい とい わ ざ るを え ないが,い ま まで に読 ん で きた詩行 と関連 づ け る ことに よ

って,内 容 の大 要 に つい て はつ か む ことがで きるだ ろ う。

 7行 目の 「ほかの 神 々をbeschw�en」 とい うの は どの よ うに 解 釈す れ ばよい の

だろ うか。beschw�enは,な ん らかの 魔 術 的 な力 に よ って(霊 な どを)支 配 した

り,操 る こ と,そ の 場 に 呼び 出す こ と,姿 を現わさせ る こ との意 で あ る が,こ こで は,

8行 目のentlassenや9行 目のeinw舐ts fallenと い う表現 と対 照 的な 意 を もつ 表

現 と して使 われ てい る と考 え られ よ う。 リルケ に と って 「神 々」 とは 世界 の 「根 源 」
   8)
であ る。彼 らが住 ん で い るの は,始 源的 世界,つ ま り 「内部 世界 」(こ の言 葉 に つ

いて は後述)で ある。 従 って,beschw�enは,本 来 内部 世界 に 存在す る神 々を,

なん らかの 魔 術 的 な力 で呪 縛 す る こ とに よ って,不 可視 の 内部 空 間 か ら我 々 が住 む

可 視 の外 部 空 間へ 引 きず り出す とい う意 味 に読 む こ とが で き るの で は ない だ ろ うか。

と こ ろで,こ の詩 行 はwasと い う不 定 関係 代 名 詞 に よ つて始 ま つて い るの で,こ

の 行 は お よそ 「ほか の神 々 を呼 び 出 す もの 」 すべ て は とい うよ うな 意味 に な るが,

しか し リル ケ は その よ うに神 々 を外部 に 呼 び 出す もの と して た とえ ば どの よ うな も

の を思 い浮 かべ てい た のだ ろ うか。 ごく素 朴 に,民 間 に伝承 され て い る魔術 的 な 呪

文 とか あ るい は降 神術 の よ うな もの が 念 頭 に あ っ た の だ ろ うか 。 いず れ にせ よ そ

れ は,我 々 の人 間 的世 界 とは別 の始 源 的 世界 に住 む神 々 を,我 々 が住 む 日常 的 な 世

界 の 圏 内へ と無 理矢 理 に入 れ込 め て しま う 「もの」 の こ とで ある とい え る。 リル ケ

に と つて い わ ゆ る〈 人 間的 な〉 世界 とは,人 間 の 自 己中心 的 な主観 が,ひ たす ら自

分 に と って のみ 都合 の い い よ うに勝 手 に作 りあげ た,虚 偽 の 世界 で あ る。 人 間 の主

観 は,つ ね にあ らゆ る もの を,人 間 自身 の根 源 で あ る神 々 を も,自 分 の作 り出 した

い わ ゆ るく 人 間 的 世界 〉(そ れ は主 観 の幻 想 の産 物 にほか な らない が)の 中 に と り
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込 ん で支 配 しよ うとす るの で あ る。 その よ うに考 え る な らば,7行 目で 思 い浮 かべ

られ る もの が な にで あ ろ うと も,そ れは 結局 は人間 の 主観 につ なが る もので あ る と

い え るの で は ない だ ろ うか。 た とえ ば降 神術 な どは その肥 大 した主 観 の妄 想 に ほ か

な らな い とい え るので は な いだ ろ うか 。

 さて,し か しその よ うな 「神 々を 呼び 出す もの も 」「この 賢 しい 神 」だ けは 日常

的な外 部 空 間 へ呼 び 出 した り,支 配 す るこ とは で きず,こ の 神 の 「内部 へ と落 ちて

い く力 」に 向 か って,entlassen(行 くの を許 す,解 放 す るの 意 一beschwb'ren

の 反 意語 とみ な され る)し か ない と うたわ れ る。 「猫 の 眠 りの 神 」はいか な る もの

に よ つて も支配 され た りす るこ とは な く,虚 偽 の外 部 空間 へ 引 きず り出 され るこ と

もな い ので ある。 とい うの もこの 「猫 の 眠 りの 神 」は,外 部 へ と誘 い 出 され るか も

しれ な い 「ほか の 神 々 」と比 べ て 「賢 しい(verlistet)」 か らで あ る7t「 猫の 眠 り

の 神 」は,神 々の 申で もそ の 「賢 しさ 」の 故 に特別 の存 在 な の で あ る。 この 神の も

つ 優れ た知 恵 と はな ん であ ろ うか 。 それ は まず なに よ りも全 一 的 世界 に つい ての 深

い知 恵で あ ろ う。 この 神 は眠 りと覚 醒,死 と生,暗 闇 と光 の 両 方 を よ く知 ってい る

神で あ り,広 大 な 世界 のす べ て を心 得 てい る全知 の 神で あ る 。 ま た この 神 は,い か

な る もので あ つ て も,そ れ を 自分の 「内 部へ 向か って(eimぬrts)」 引 き入れ て し

ま う 「力 」を もって い る とされて い る(V.9)。 すなわ ち これは,ど の よ うな もので

も永遠 の内部 世界 の 中へ 〈変 容 〉 させ る 「力」 を も つて い る とい うことで あ ろ う。

そ して,こ の 内部 世界へ の 〈 変容 〉 につ い て熟知 して い る とい う ことが,「 猫 の 眠

りの 神」 の もつ最 も偉大 な知 恵 で あ る とい えよ う。 その よ うに ひ たす ら純粋 に 「内

部 に 向 か つ て」 い る神 が,ど う して 逆 の方 向へ,す な わ ち永遠 の内部 世 界 か ら有限

で 卑 少 な外 部 世界 へ 向 か うこ とがあ るだ ろ うか 。

 と ころで りル ケは 第9悲 歌に お い て,我 々人 間が な すべ き最 高の 課 題は,事 物 を

「不 可 視の 心 の 内部 で 」「無限 に」深 い内部 へ と 「変 容 」させ るこ とであ る と うた

って い た。

 ... wir sollen sie ( Dinge ) ganz im unsichtbarn Herzen verwandeln 

in—o unendlich—in uns! Wer wir am Ende auch seien. 

( SW. I.S.719)

「猫 の 眠 りの 神」 は,そ の深 い知 恵 と強 い力 に よ つて,あ らゆ る もの を 自在 に 「不

可 視」 の 「内 部」 へ 「変 容」 させ ることがで きる神 で あ る。 それ 故,そ の神 は人 間 に
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と つての 最高 の 課題 を,つ ま りあ らゆ る事物 を無 限 の 内 部空 閻,永 遠 の全 一 的 世界

へ 「変 容」 させ るとい う課題 を,「 悲 歌 』の 中 の 「天使 」 と同 じよ うに,す で に そ

の 内部 に おい て 完壁 に成 し遂 げ て い る存在 で あ る とい う ことが で きる。

 さて リルケは第9悲 歌 において,'事物 の 「変容」が行 なわ れ るの は 「我々の 心 の 内部

に おい て 」で あ る と うた ってい た。 ここで,「 我 々の 心の 内 部 」とか,あ るい は リ

ルケ の い う 「内 部 世界 」につ いて 少 し説明 してお く ことに した い。 それ らの 概念 は

よ く誤 解 され て受 け と られ てい るか らであ る。 リル ケの い う 「我 々の 内 部 」は,決 し

て 人間 の 主観 性 とか,あ るい は内 面 性 とかの 意 味 に と られ ては な らない。 それ は我

々 の主 観の 所 有物 で もな けれ ば,我 々が勝 手 に 統 御 した りで き る もの で もな い 。

「内部 」 とは,『 マル テ の手 記 』の 中 の表 現 をか りて い えば,人 間 の心 の 「知 られ

て い ない 内奥 」,「 そ こで何 が起 きて い るの か 知 る こ との で きな い 」 領 域 で あ り

(SW. VI. S.711),ま た1924年8月11日 付 の ノー ラ ・プル チ ャー=ヴ ィー デ

ン ブル ック宛 の書 簡で いわ れ る 「我 々 の内 部 の深層 の次 元 」,「 意 識 の ピラ ミッ ド

の基底 」 の 「広大 な」 領 域 で あ る。 それ は,人 間 の主 観 的 意識 の作 用 が 及ば ない 領

域 なの であ り,あ の純 粋 な 「開 か れ た世 界」,〈 全一 的 世 界〉 と同 じ もの を さ して

い るの であ る。 それ は確 か に我 々人 間の 「内部 」 に もあ る。 しか しそれ は,我 々 の

通 常 の意 識 の場 で あ る 「内 面」 よ り も さ らに ず っ と奥 深 い と こ ろ に 至ってよ うや

く見 出 され る もの なの で あ る。 そ の 深 層 ま で 降 りて い く と,そ こは 我 々の 内 部

で あ りなが ら,も はや 我 々の もの で はな く,す で に我 々を は るか に超 え る もの で あ

り,か え って 我 々 を包 み込 んで い る もので ある こ とが わか るので あ る。 自己 の主観

的 な世界 に の み閉 じ籠 ろ うとす る もの に とつ ては,こ の よ うな我 々の まわ りに無 限

に広が って い る 「内 部世界 」,真 実の 世 界 はみ えて こな いの で あ る。

 そ の よ うな,あ らゆる ものを対 象 化 し歪 曲化 しよ うとす る 主観の 作 用 な どが及 ば な

い 無限 の 「内部 世 界」 へ 「変 容 」 され る こ とに よ つて,事 物 は真 の存 在 を獲得 す る

こ とがで きる とい うの が リルケ の考 えで あ る。 彼 の 最 後 の完 成 詩 とされ る 『誕 生 』

(1926年6月 の 作)に お いて は,事 物 の変容-・―内部 化 を め ざして いる詩人 で あ る

「私」 自身 も,「 内部 へ と向 け られ る」,す な わ ち変 容 され る ことに よ って は じめ

て真 実 の 「存 在」 へ と到 達 す る とい うことが うたわ れ て い る。

 so, nach innen  geschlagen,  werd  ich erst  sein. (SW.  II. S. 188)

r偶 像 』と ほ ぼ同 じ時 期に 書 か れ たあ る草稿 詩 に お いて は,ひ と りで に 「内 部 に
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向か って(einwlirts)」 変 容 して い く事 物 が うたわれ て い る。

Flammen schlagen einwärts, Wege rollen 

 sich in dein Nach- Innen- gehen ein, 

Blumen stürzen in die Wurzelknollen ...( SW. II. S. 507 )

 明 るい 「焔 」が次 々 に空 中に 燃 え上が ってい き,そ して ま た次 々 と消 えて見 え な

くな って い くと き,「 道」 が最 後 に跡 切 れ て消 え る と き,ま た 美 しい 「花 々」 が萎

れ て散 る と き,そ れ らは しか し実 はく 消滅 〉 したの で は ない。それ らはみな 「内部」

へ と 「変 容 」 され たの であ る。 それ らは,お の お のが そ こか ら燃 え 出 した,ま た は

出発 し た,あ るい は 立 ち昇 って きた根 源へ と返 つて い つた ので あ る。 ま た新 たな 開

始 を そ こか らお こな うため に,そ れ らは 自分 たちが生 まれ た故郷へ と返 ったのであ る。

 この よ うに,事 物 は 本来 ひ と りで に 「内 部 」へ と 「変容 」してゆ く もの なの であ

る。 なぜ な ら,あ らゆ る ものは この地 上の外 部 世界 か らい っ か は 必ず消 滅 してい く

定 めにあ るか らであ る。だが,事 物 のその必然的 な根源へ の回帰=「 変容」 を 邪魔 し よ

うとす る ものが あ る。 人間 の主 観 で あ る。 それ は,自 分 の 作 り出 した,自 分が 支 配

権 を握 る外 部 世 界の 中 に事 物 をい つ ま で も引 きとどめ て,そ れ らを支配 し よ うとす

るの で ある。 だ か ら,我 々 に よ って 引 き と どめ られ て い る事物 が 本 来 どお り「内部 」

へ と帰 る こ とがで きる よ うに,我 々は 自分 の主観 の 世界 か ら事 物 を解放 し,「 内部

世界 」へ と 「変 容 」させ な けれ ばな らないの であ る。事 物 は み な そ うす る こと を人

間 に 望ん で い る ので あ り,ま た それ は人間 がなす べ き当然 の義 務 で もあ るので ある。

先 程 の 第9悲 歌 か らの引用 箇 所 にみ られ る"wir sollen(Dinge)_verwandeln"

とい う表 現 は そ の よ うに読 む ことがで きるので はな い だ ろ うか 。

 さて,こ の 詩の 一番 最 後に お かれ たfallende Machtと い う表現 に つい て考 えて

み る こ とに し よ う。 この二 つ の言 葉の 結 びつ きは我 々に違 和感 を与 え る よ うに 思 え

る。 それ は,fallen(落 ちて い く.没 落 す る,衰 滅 す る…)と い う普 通 ネガ テ ィ

ブ な意味 をあ らわ す 言葉が,ポ ジテ ィブな意味 あ い の強 いMachtの よ う な言 葉 と

結 び っ いて い るか らで あろ う。 だがfallenは 果 して ネ ガ テ ィ ブ な 意 味 にしか とれ

ないの だ ろ うか 。 答 えは否で あ る。 リルケ の 文学 にお いて は,fallenは 決 して ネ ガ

テ ィブ な もの と して と らえ られ て はい ないの で ある 。なぜ な らfallenは あ らゆ る事

物 に と って 必 然で あ り法 則で あ る と リルケ は考 えてい るか らで ある。1900年 に リ

ル ケはfallenを モ テ ィー フに して一 っの 詩 を書い てい る。 『秋 』とい う題 の つ いた
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有名 な詩で ある。

     HERBST 

Die Blätter fallen, fallen wie von weit, 

als welkten in den Himmeln ferne Gärten; 

sie fallen mit verneinender Gebärde. 

Und in den Nächten fällt die schwere Erde 

aus allen Sternen in die Einsamkeit. 

Wir alle fallen. Diese Hand da fällt. 

Und sieh dir andre an : es ist in allen. 

Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen 

 unendlich sanft in seinen Händen hält.( SW. I. S. 400)

 リル ケ の初 期 の作品 で あ る 故に,表 現 は い ささか 感傷 的で,ま た情 緒 に流 され て

い る ような と ころ もあ るが,リ ルケのfallenに 対す る考 え方 を我 々は この 詩 にお い

て もは つ き りと窺 うこ とがで きる。 この 詩で はfallenと い う語が7度 も出 て きて強

調 され てい る。 「木 の葉 」も「地 球 」も 「我 々 」人 間 も,あ りと あ らゆ る もの は

fallen「 落 下 」 して い く。 あ るい は,消 滅 してい く,死 ん でい く とい つて もよ いだ

ろ う。 「木 の 葉」 は 「否定 の身 振 りで」 落 ちてい く と うた われ て い る。 しか し,落

下 して い くこ と,あ るい は死 んで い く ことは本 来 嘆 くべ き ことで あ ろ うか。 この詩

に うた われ て い る とお り 「落 下は すべ ての もの の 中 にあ る」 の で あ る。 す なわ ち,

それ は あ らゆ る もの に と って必 然 の 定 め なので はな い だ ろ うか 。 ま た そ うで あ る

な らば,そ れ は本 来悲 しむべ き ことで は ないの で は ない か。
                  8)
 fall enと は,リ ルケ の 晩年 の ある献 呈 詩 の中の 表現 を使 ってい えば,自 然界 をつ

らぬ く 「法 則 」で あ る 「重 力 」に 素直 に 従 うこ と,宇 宙 空間 を統 べ る 「純 粋 な力 」

に身 を委 ね る ことで あ る といえ よ う。 我 々は その 宇宙 の至 高 の法 則 で あ る落下 を拒

ん だ り,嘆 い た りした とて何 に な るだ ろ うか。 ところで,事 物 が宇 宙の 「純粋な力 」

で あ る 「重 力 」 に従 って落 ちて い く先 は,宇 宙 の 「中 心」 で あ ろ う。 「中心」 が あ
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るか ら こそ 「重 力」 は 生ず る もの なので あ る。 先程 の 詩 『秋 』でいえば・Einerが そ

の 「中心 」 に あ た る。 落 ちて い く もの は,そ の 「中心 」におい て 「無 限 にや さしく 」

「うけ とめ」 られ る ので あ る。 リルケ の 晩年 に書 かれ た詩 『果 実 』に お い て は,果

実 が 完 全 に熟 し た と きに は,

  ...st�zt es, verzichtend, innen in der Schale

  zur�k in seinen Mittelpunkt.         (SW. II. S.149)

と うた われ て い る。 「皮 の 内側で 」 「申心 」へ と 「落 ちなが ら帰 って い く 」とい う

の であ る。 そ うす るとfallenと は,大 宇 宙 の法 則であ る 「純 粋 な力 」 に従 つて 「中心 」

へ と 「帰 ってい く 」ことで ある と もい え る だ ろ う。 この 「中心 」は また,あ らゆ る

ものが そ こか ら生 まれ て くる 「根 源 」で もあ るが,そ こか ら生 まれ た もの はす べ て

い っか は再 びその 「根 源 」へ と 「落 ちなが ら 」戻 ってい くの で あ 魂 この 世 に現 に

生 きて い る ものの 立 場 か らみ れ ば,死 へ の 落 下,現 世 か らの消 滅 は ネガ テ ィブな も

のに ちが い ない 。 だが,永 遠 の視 点,生 と死の 対 立 を超 越 し た全 一 的 世界 の 視点 か

らみ れ ば,個 体の 死 に 向か っての 落 下 は,必 然の法 則 に 従 って 根 源 へ と回 帰 した と

い う ことなの で あ る。 りル ケ 文学 に お いて,「 内 部 世界 」,「 中 心 」,「 根 源 」は

同 じ一つ の もの を意 味 して い る とい え るが,「 落 下 」とは そ こに向 か つてつ き進 む

こ と,す なわ ち 「変容 」 して い くこと にほ か な らな いの で あ る。

 最 終 行 にで て く る,「 猫 の眠 りの 神 」が もって い る 「内 部へ と落 ちて ゆ く力 」は,

事 物 を 「内部 世 界」 へ 「変容 」 させ る 「力」 の こ とにほ か な らな い とい え るが,そ

れ は,決 して その神 の 恣意 的 な力 な どで は な く,宇 宙 の至 高 の法 則 で あ る 「重 力」

と同 じ 「純 粋 な力 」 な ので あ る。 「猫 の眠 りの神 」 の 「内部 」 は,そ の 純 粋 な 自然

の法 則 が守 られ て い る空間 で あ り,そ れ 故 いか な る事物 もその 中 に入 る と き,外 部

に い る と きに受 けて い た歪曲 す る人 間 の 主観 の 支配 か ら解 放 され,そ れ 本来 の 姿 で

「存 在」 す る ことが で きる よ うに な るので あ る。

 眠 りと覚 醒の 中 間 に ま どろみ,死 と生が 一 つ に な ってい る 「開か れ た世 界 」を深

く知 る神,全 一 的存在 の象 徴で あ る 「銅 鍵 」の 音 を聴 く 「猫 の眠 りの神」 は,あ らゆ

る もの をその 「内 部 」へ と りこんで 「味 わ つて い る 」。 す べて の もの は,そ の神の

「内部 へ と 落 ちてい く力 」に 従 うの で あ る。 そし てそれ らは 神の 「内部 」に おいて

く解 体 一死〉 を経験 す る。 しか しその 経験 はネ ガテ ィブ に と ら え られて はな らない 。
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とい うの は,そ れ は永 遠 の 相 への 「変 容 」だ か らで あ る。

「猫の 眠 りの 神 」と は,ま ず な に ょ り も 「純 粋な力 」が働 いてい るその 「内部 」に

おい て あ らゆ る もの を 「変 容 」させる神であるとい うこ とが で きる。 そ して 「変 容 」

こそ リルケ に とって 芸術 上 の最 高の 課 題で あ った。 その 「変容 」の 行為 にす で に熟

達 し,あ らゆ る もの を 自在 に そ して 完 壁 に 「変 容 」させ るこ との で きる 「猫の 眠 り

神 」は,そ れ 故,「 悲 歌 』の 「天 使 」,「 ソ ネ ッ ト』の 「オル フ ォイス 」と並 んで,

リルケ に とつて 詩人 の理 想 像,す なわち彼にとって崇拝すべ き〈アイドル〉=Idolに ほか

な らな い とい え よ う。 古代 エ ジプ ト人 た ち に とって ス フ ィン クスが 彼 らの守 護神 と

して 偶 像崇 拝 の 対象 とな ってい た よ うに,リ ル ケに とっては 「猫 の眠 りの神」 が彼 の

芸術 上 の最 高 の 模範像 と してIdolと なつて い る とい う ことがで きるので はな いか 。

この 詩の 題 名 。Ido1"は またそ の よ うな意味 で も読 む ことが で きる よ うに 思われ る。

付 記

リルケの作品か らの引用はすべて次 の全集を使用 した。

 Rainer Maria Rilke, Sämtliche Werke. Hrsg. vom Rilke- Archiv. 

In Verbindung mit Ruth Sieber - Rilke. Besorgt durch Ernst Zinn, 

Bd. I.-VI. Frankfurt am Main 1955-1966.

各引用箇所の終わ りの括 弧の中に記載されているSW.は 上 の 全集の略号であ り,続 くロ

ーマ数字はその巻数を示す。

書簡は主に次の ものを使用 した。

 Rainer Maria Rilke, Briefe. Hrsg. vom Rilke—Archiv. Besorgt durch 

Karl Altheim. Wiesbaden 1950.

註

1)リ ル ケは,1914年2月111付 の ベ ンヴ ェヌー タ宛の 書簡(BriefwechselmitBen-

venuta,hrsg.vonMagdavonHattingberg.EBlingen1954,S.22ff.)に おい

て,1911年 の エジ プ ト旅 行 中 ギザ の 大 ス フ ィンク スを 訪れ て 深い 感 銘 を受 けた こ とを詳

し く書 き送 つて い る。第7悲 歌 で は,い っさい を破 壊 す る運 命の ただ 中 に あ りな が ら,確

か に 存 在す る もの と して 力強 く餐 え立 ってい る スフ ィン ク スが 讃美 され(SW.I.S.712),

ま た第10悲 歌 に おい て は,「 嘆 きの 国 」(死 者の 国)の 中心 的 な形象 と して,崇 高 な ス
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 フ ィン クス が登場 して きて い る(SW.1.S.72妊)。

2) Gocc oder G�tin des Katzenschlafsは,両 性 具 有の 神で あ り,リ ル ケは そ れ に よ

 っ て この 神の 〈始源 性 〉 ・〈 全―性 〉 ―それ 自身の み で性 的 に完全 に充 足 してい る ことか

 ら― を明示 し よ うと し たの だ とい う考 え方 もあ るか も しれ な い 。 しか し,そ の よ うに 読 む

 こと は無 理で あ るよ うに 思 われ る。 とい うの も,こ の詩 の残 りの8行 に おい て,両 性 具有

 の思 想 は なん らの展 開 もみ せ ては い な い し,ま た この詩 の フ ランス 語 に よ る草 稿(特 に1

 行 月)を みて も,こ の 神 が 両性 具 有 の神 で あ る こと を示 す よ うな表現 は ひ とつ も見 出 す こ

 とが で きない か らで あ る。

3)た とえ ば第9悲 歌 の クラ イマ ック スの 部 分 にお いて はunsichtbarと い う語は4回 もた

 て つ づ けに 登 場 して き てい る(SW-1. S-719-20)。 あ るい は1925年ll月13EI消 印

 の フ レヴ ィ ッチ 宛のr悲 歌 」自解の 書簡 中で も,unsichtbarは リルケの 文学 世 界 を特 徴

 づけ る重 要 な基 本 語 と して何 度 も繰 り返 し て使 われ て い る。

4)Schauen(あ るい はAnschauen)と い う動 詞 は,リ ル ケの 文学 に おい ては たい てい の

 場 合特 別 な詩 的意 味 が こめ られ て 使 われ て い る とい うこ とが で きる 。 こ こでは,我 々 に と

 つて最 もわ か りやす い 例 と し て,「 セザ ン ヌ書簡 」にお け る リル ケ のSchauenの 使 い 方

 をみ てお く こ とに し よ う。 リル ケは セ ザ ン ヌに,世 界 を 「あ りの ま ま(sachlich)」 に と

 らえ る 「芸術 的 直視(das k�stlerische Anschauen)」 をみ とめ る。それ は,恣 意的 な

 主 観的 「自己 」を 「克 服 」 し,す べ ての 事物 をあ りの ま まの 「存 在 者 」と して 純粋iLみ る

 ことの で きる能 力で あ る(1907年10月19日 付,ク ラ ラ ・リルケ宛)。 ま た リルケ は セ

 ザ ン ヌに,主 観 に よ って 「支 配 され ないSchauen」 を み る。 そ して それ は 「動物 的 な 注

 視 」に似 てお り,「 即 物 的 な覚 醒 」で あ ると も述 べ て い る(同 年 同 月23日 付,同 人 宛)。

 す な わ ち,主 観 を 混 え ず に世 界 をその 本 来の あるが まま の姿 で み る こ とがSchauenな の

 で ある。

5)盲 と世界 の 純粋 把握 の 関係 に つ いて は,IJル ケが 盲 人 を うた った 『盲 目の 女 』(SW.1.

 S.465),『 失 明 して い く女.1(SWI.s.516)な どの詩,あ るい は 『マル テの 手 記 』

 の リ ュクサ ン ブー ル 公 園 の盲 目の新 聞 売 りの 男 につ い て の手 記(SW. VI. S.8gg ff.)な ど

 を参照 。

6),,Jetzt w翫e es Zeit, daB G�ter tr舩en.--'`で は じま る詩(SW. II. S.185)を 参

照 。 なお この詩 はr偶 像 』の 詩 と ほと ん ど同時 期 に書 か れ てい る 。

7)前 綴 りver― は,名 詞に添 え られた場合,名 詞 の示 す事物 を く付与 ・添加 〉す る, とい う意

 味 の動詞 を作 り出 す 。 た と えばvergolden(金 め つ きす る),verschleiern(ヴ ェー ル

 を 被 せ る)な ど 。 故 にverbstetは,〈List(賢 明 さ)を 付 与 され た〉=「 賢 しい」

 と い う意味 に な る。Listは 普通 は策 略 ・好智 とい う意味 だが,古 くは 「賢 明 さ」の 意味

で も使 わ れ た。 こ こ も古 い意 味 で使 わ れ てい ると思 わ れ る。

8)F�Hellmuth Freiherm I,ucius von Stoedten(SW. IL S.261)。1924年6

 月n口 の 作 。
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9)「 落下 」 ・「消滅 」が,「 根源(Ursprung)」 への 回帰 で あ る とい う詩 想 は,リ ルケ

が1926年6月9口 に,ロ シアの 詩人Marina Zwetajewa―EfronK宛 て 書い た 「.悲歌 」

の中 に もみ られ る。 そ こでは,

   Jeder verzichtende Sturz st�zt in den Ursprung und heilt.

                                (SW. II. S.271)

と うた われ てい る。 そ の他 「落下 」が,ネ ガ テ ィブな こと,嘆 くべ き こ とで は な く,「 根

源 」へ の 回 帰 で あ る とい う詩 想は,詩 『無 常 』(SW.II―S.159),ま た第10悲 歌 の 最終

連(SW.1. S.726)な ど,リ ルケの晩 年 の 詩に お い て頻 繁 に み る こ とので きる もの で あ る。

                   .・


