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 ムー ジルの 『特 性の ない 男 』(第 一巻1930年,第 二 巻1932年 〔未 完 〕)を 論

じる際,既 に定 式 と化 した枠 組 の 一つに<Ratio und Mystik>が あ る。 この 二 分

法 の 枠 組 は作 晶 の主 人 公 ウル リ ッヒの二 面 性に 由来 す る もの であ り,こ れ を どう解

釈 す るか は ム ー ジル研 究の 当 初か らの 大 きな 問題の 一 つ で あ った 。

 作 品 遣 稿 部の 編集 に 関 す る1960年 代の 原典 批判 論 争 も,一 見 して 文 献学 的 な 形

を と りなが ら,実 は未 完 に終 わ った この 小説 が究 極 の と ころRatioとMystikの ど

ち らに 傾い て い るの か をめ ぐって 争わ れ た もの で あ った と言 える し,そ の場 合,問

題 は 更に ム ー ジル は合 理主 義 者か,そ れ と も神秘 主 義 者か とい う,よ り根 源 的 な 二

者 択 一 を内 包 して いた 。 しか し初期 ム ー ジル研 究 が孕 んで い た豊 か な 混沌 とで も 言

うべ き この 二 者択 一 は,問 題が 原典 批 判 と絡 み合 って いた た めか,そ の 最 終 的決 着

が つ け られ ない ま ま融 和 的中 聞 者の 裁断 を仰 ぐに到 った。60年 代 後 半の ほ ぼ同 時

期,W. RaschとE. A lbertsenに よ って 相次 いで 為 され た 「RatioとMystikの

関 係は(…)二 者択 一的 な 関係 で は なく,(…)両 者の ジンテ ーゼ を 目指す 相 補 的
      Y)                3)
な関 係で あ る 」とい う裁定 がそ れ で あ る。 この裁 定 は70年 代 半 ば,〈Ratio und

Mystik>を め ぐる研 究 史 を 総 括 し たD―Goltschniggに よって 最終 的 な承 認 を

受 け た形 と な り,以 後 公 式 的見解 と な る。

 だが 一 見 明快 な弁 証 法 的 図式 に もかか わ らず,こ の 公 式の 意 味す る と ころは 必ず

し も明 晰 で は ない 。例 えばAlbertsenが この 結 論に 達 す るの は,ま ず 作 品に お け る

RatioとMystikの 現 われ を それ ぞれ 別 個に抽 出 し考 察す る こ とに よ って,両 者 が

厳 密 に 区別 され る もの で は な く,Ratioの 申 に はMystikが, MystikのFpに は

Ratioが 潜 ん で い るの を 認 めるか らで あ るが,そ れ 故 に 両 者 を 「相 補 的 」とい うこ
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とはで きる と して も・何 故 相補 的 な 二 者が 「ジ ンテ ―ゼ 」に 向 か うと言 える のか
。

素朴 に 考 えれ ば ジンテ ―ゼ とは ・相 対立 す る 二者 の 緊 張の 上 に成 立 す る もので あ ろ

う・ そ うで はな くRatioとMystikの 境 界 が曖 昧で あ り ・両 者が 相 補 的関係 にあ る

の な らば ・ そ もそ も ジン テ ―ゼ を求 め る必 要 は ない ので はな い だろ うか 。 我 々は こ

の第 一 の 公 式 を ひと まず括 弧 に 入 れ る ことか ら出 発 しよ う。

 と ころで〈Ratio und Mystik>は 又,作 品 の構 成 上 の 問題 と共 に語 られ る と

き,「 小 説 の第 一巻 で は ウ ェ― トはRatioの 領域 に あ り,第 二巻 で はMystikが
                     5)
〈 別の 状態 〉 とい う形 を と って よ り強 く現 われ る 」(Goltschnig9)と い う第 二の
      B)

公 式 を生 み 出す 。確 か に第 一巻 と第 二 巻 との 間 には,断 層 と も呼 び うる落差 が認め

られ る。〈 平 行 運動 〉 の場 でRatioの 行使 に よ る社 会批 評 を主 た る任 務 とす る第 ―

巻の ウル リ ッ ヒは,第 二巻 で は 一転 してMystikへ の沈 潜 に入 る よ うに 見 え るの で

あ る。 で は何 故 そ うな るの か 。・ohne Eigenschaften"を,個 々人の 同 一性 が その 社

会的 役割 に の み帰 せ られ る時代 の 危 機 と結 びつ け る論 旨の 中 で,B.F. Hyamsは

次 の よ うに述べ る。

 ウ ル リ ッ ヒは こ の 問題 を(第 一 巻 で は)"ratio"に よ って克 服 し よ うとす る。

 が,成 功 しな い。第 二 巻で 彼 は,幼 年期 以来 「失 われ て い た 」妹 に 出会 う。(…)

 その 妹 を通 し て宗教 的 感 情の 要 素 と愛 とが ウル リッ ヒの生 の 中に 入 って く る乙)

HyamsはGolts(hniggの 措 定 し た 第 二 の 公 式 を一 層 簡 略化 した 上で,第 一 巻

か ら第 二 巻 への移 行 の 理 由 を,Ratioの 破産 とそ れ に続 く妹 アガー テ との 再 会 に帰

して い る。 だが 問 題の この よ うな図 式化 に は疑 問 を 呈 さ ざるを得 ない 。 まず第 一 に,

Goltschnig9が 慎 重 な留保 を付 け て いた よ うに,第 一巻 で のRatioはMystikに 比

べ て よ り強 く現 わ れて い る ので あ って,そ れ の みが発 動 されて い るわ けで は ない 。

この と き,第 一 巻 をRatioに よ る試 み の破 産 と要 約 し うるで あ ろ うか 。 第 二 に

Mystikに 関 して も,我 々 は と もす れ ば第 二巻 の ウル リ ッ ヒ/ア ガ ーテ に よる〈 別

の状 態 〉 の探 究 に 目を奪わ れ が ちで あ るが,そ の 要素 は 既 に第 一巻 にお いて,ウ ル

リッヒの 二 面 性 も しく は分裂 とい う形 で示 され て い るの で あ って,ア ガ― テの 登場

に よ って突 然 現 われ るの で は ない 。で あれ ば,何 故 ア ガー テ は第二 巻 の 開 始 と共 に

呼び 出 され ね ば な らなか っ たの か。

 私 は 以 下の 小論 の 中 で,上 の 二つ の 問 い に答 えて い きた い と思 う。 その 際私 は 考

察 を第一 巻 に 限 定す る こ とに よ って,RatioとMystikを 観 念 的 抽象 の レヴ ェルか
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ら引 き下 げ,も う一 度 この小 説 の持 つ具 体 的 構造 の 中で捉 え直 してみ たい。Hyams

に 限 らず,公 式化 され た見 解 に従 って<Ratio und Mystik>の 問題 を考 えよ う

とす る と き,作 品 内部の 重 要 な連 関が 見 失 われ る よ うに 思 え るか らで あ る。 第一 巻

にお け るMystikの,目 立 た ない が確 実 に存 在 す る流 れ に 着 目 し, RatioとMystik

の 根 底 に潜 む もの を探 り出す こ と。 その と き開け て くる第 一巻 内部の 構 造 か ら,表

面 上 の 断層 に よ って 隔 て られ た第 二巻 を直 接第 一巻 に接 続 す る,言 わ ば深 層の 回 路

を発掘 し,そ こに 託 され た ムー ジルの願 望 を読 み とる こと。 そ れが本 稿 の 目的 で あ

る。

            1. 批 判 の 精 神

 『特 性の な い男 』第 一巻 は二 部 に分 れ て い る。 最 初の19章 か ら成 る第一 部 は,

「一種 の序 文 」と題 され て い る こ とで わ か る ように,〈 平行 運 動 〉 を中 心 とす る物

語が 始 ま る前 の,小 説 全 体 に対 す る導 入部 の 役 割 を果 して い る と考 え られ る。 こ こ

で ウル リッ ヒは ま だ 目立 った動 きは して い ない 。 が,既 に彼 を規定 す る種 々の 状 況

は 示 され てい る。

 パ ロ デ ィーの 手法 で で は あ るけれ ども,「 注 目す べ き こと に こ こか らは何 もわ か

らない 」と題 され た第1章 か らは,小 説の 冒頭 を規定 す る時 間 と場 所が 「1913年
                                    8)
8月 の あ る晴 れ た 日 」の 「首都 に して帝都 た る ヴ ィ― ン 」で あ る ことが わか る し,

以下 次 々 と 「特性 の ない 男 」が少 し前外 国か ら帰 っ て きた ばか りで,現 在32才 で

あ る こ と(第3章),ボ ナ デ ア とい う恋人 を持 つに 到 り(第7,12章),幼 な 友

だ ちで あ る ヴァル ター/ク ラ リ ッセ夫 妻 と交 際 してい る こと(第14章),過 去 に

おい て 士官 ― エ ンジ ニ ア ―数 学 者 とい う経 歴を辿 った あげ く目標 を見失い,自 分 に ふ

さ わ しい 生の 対 象 を探 す た めに 「人 生 か らの 一年 間 の 休暇 」を 取 った こ と(第9-

11,13章)等 々の 情 報が 与え られ る。 なか ん ず く重 要 なの は,ウ ル リッヒが 数 学

者 た る こ とを放 棄す る に到 る事 態が 語 られ る件で あ る(第13章)。 あ る 日彼 は 新

聞の 中 に 「天 才 的競 走 馬 」とい う言葉 を発 見 して驚 愕 す る。 一 頭の 卓 越 した競 走 馬

が そ の 勝 利の た め に発動 され る諸特 性 の故 に天 才 と呼 ばれ るな らば,こ れ まで スポ

ー ツの 流 儀で あた か も記 録 を 更新 す るか の よ うに業 績 を積み 重 ねて きた ウル リッ ヒ

の 学者 として の特 性 は,い か に 秀れ た もの で あろ うと,そ の価値 に お い て一頭 の 馬

の それ に等 しい と見 做 され るこ とに なる 。 しか しウル リッ ヒは その よ うな もの の考
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え方 を受 け入 れ た結 果,数 学か ら降 りるので はな い。 第99章 で は この 種 の思 考法

に潜 む 省 略 と不 正確 が 指 摘 さ れ る し,だ い い ち価値 の 喪失 を認 めたの で あれ ば 何

をや って も同 じなの で あ って,こ と さ ら数学 を斥 け る根 拠 は ない はず で あ る。 そ う

では な くウ ル リッヒ を真 に打 ち の め したの は,学 問 を 「一種 の トレー ニ ング 」と見

做 して きた彼 の内 に 潜む 目標 の不 在 性 の 発見 で あ り,そ の衝 撃 か ら数 学 を放 棄 す る

の も,現 在 の 自分 が 「本 来 そ うあ りたい と願 って い た 自分 」か ら逸 脱 してい る こ と

に気 づ くか らに他 な らな い 。注 目すべ きは それ が 「若 い 頃 」と比 べ られ て 一 層の 逸

脱 であ る と され て い る点 であ るが,少 な くと も上述 の経 緯 か ら,人 生 か らの休 暇 を

取 る に至 った ウ ル リ ッ ヒが,何 もの か,仮 に 本 来 の 自己 とで も呼べ る もの を求め て

ヴ ィー ンに帰 つて きた こ とは認 め られ るで あろ う。

 以 上が 第 一 部 で予 め示 され た ウル リッ ヒの 内 的状況 で あ る 。何 もの か を求 め る者

とい う初期 条 件 を背 負 って,彼 が〈 平行 運 動〉 の場 に 送 り込 まれ る こ と を確 認 して

お きた い。 で は第 二 部 の枠 を形成 す る平行運 動 は,ど の よ うな状況 の 申 に ウル リソ

ヒを取 り込 む ので あ るか。

 基 本 的 スケ ッチ か ら始め よ う。平 行 運動 とは,と きの オ ー ス トリア皇 帝 フ ラ ンツ

・ヨー ゼ フー 世の 治 世70周 年 を 記念 して1918年 に 催 され る式典 に 向 け ての 愛 国

運動 で あ る。同年 に行 な われ る ドイ ッ皇 帝 ヴィル ヘル ムニ 世 の 治世30周 年 記 念 祭

に対抗 して,そ れ とパ ラ レル61行 な われ るため,こ う呼 ばれ る。そ の 目的 は,発 案

者 ライ ン ス ドル フ伯 爵の意 図に よれ ば,「 唯 物論 的民 主 主義 の渦 」の 中 に巻 き込 ま

れて い る ヨー ロ ッパ諸 国 に 対 し,「 平和 皇 帝 」を中 心 と す る 「真の オー ス トリア 」

を開 示 す る ことに よって,祖 国 を世界 の範 た ら しめ るこ とに あ る(第21章)。 ラ

イン ス ドル フは1879年,多 民 族国 家 オー ス トリア ・ハ ン ガ リー二 重帝 国 を皇 帝 の

もとに 一 つ に結 びつ け た 「マ カル ト ・パ レ― ド」(563)の 再現 を求め て い るので

あ る。 しか し平行 運 動 が具 体 化 し,そ の実 践の 場 が デ ィ オテ ィー マの サ ロ ンに移 さ

れ た と き,運 動の 目的 は微 妙 な 変化 を生 じる。 デ ィオ テ ィー マ は唯 物 論 的民 主 主義

に抗 して とい う現 実 政 治の 視 点 を,一 挙に 「文 明 とい う名 の同 時代 人 の 病 」(103)

の救済 とい う形 而 上学 的視 座 へ と転 換 す るの で あ る。 以 後 平行 運動 は,そ の ため の

主導 的理 念 を求 め 始 め る。 デ ィオテ ィーマの サ ロ ンに は実 業 界 及 び精 神 界の 名士 た

ちが 招 かれ,そ こで 時 代の様 々 な思想 が 開陳 され る。 サ ロ ンの外 で も平 行運 動に 連

動 して様 々な理 念が うごめい て い る。 この ことか ら,平 行運 動 を め ぐっ て 「20世
            B)
紀 初頭 の 思想 史の パ ノ ラマ 」が 繰 り広 げ られ る と言わ れ る わけ だが,そ のパ ノラマ

が どうい う色 合 い に染 め られ て い るの か を具 体 的 に 問 う こと は,第 一巻 に お ける ウ

                ー 4 一



ル リ ッヒの 言動 を理 解す るた め に必 要な こ と と思 わ れ る。

 平行 運動 の中 軸 を 形成 す る ア ル ンハ イム とデ ィオ テ ィーマ に照 準 を 合 わせ て,こ

の 二人 と ウ ル リッヒ の 関 係 を 見 よ う。 デ ィオ テ ィー マの 言 う 「文明 」とは何 か 。

それ は 「石 鹸,無 線電 波,数 学及 び化 学 の 公式 に現 われ る尊大 な 記号 言 語,国 民 経

済 学,実 験 的研 究 」(103)で あ り,又 「無神 論,社 会 主義,そ して実 証主 義 」

(1o6)で あ る。 そ の よ うな現 代 文 明 か らの解 放 を求 め る デ ィオ テ ィ ― マ が 平 行

運 動 の 精神 的指 導 者 と して 見出 した のが,プ ロイセンの 「大 富豪 」(97)ア ル ンハ イ

ムで あ つた。 魂 の 欠 如 態 と して の 合理 主 義 を 嫌悪 す るデ ィオ テ ィー マ に と って,世

界 的大 企業 の嫡 子 であ りなが ら同時 に ゲ ーテ を手 本 とす る 「大文士 」(429)で も

あ り,自 らの 著 書 の 中で 「魂 と経済 の結 合 」(108)を 告 知 す る彼 は,そ の全体 性

の 故に 魂 の救 済 者 た るべ き人物 とな る。 アル ンハ イム を時代 の寵 児 た らしめて い る

「全体 の 秘密 」とは何 か(第48章)。 彼 は どん な分 野の 専 門 家 と も話 ので きる博

識 家で ある 。勿 論,個 々の専 門 領域 においては所詮 アマチ ュ.アに す ぎ ない が,一 個の

精 神 が 通常 その 対 極 に位 置す る と思 われ て い る 「経済 」と結 び つ き,更 には 本人 の

口か ら 「事業 と文学 」(269)と の 相似 が 語 られ最 も現 実的 な問 題が 神 秘 化 され る

と き,全 体 と して作 用す る偉 大 さの 印 象は 人 々 を圧倒 す る もの と なる。 アル ンハ イ

ム は 「専門 人 」に対 して 「全人 」と して振 舞 うことに よって成 功 を か ちえて い るの

で あ る 。

 ウル リッ ヒは しか し,ア ル ンハ イ ムの全 体 性 もし くは 「石炭 価格 と魂 の結 合 」の

中 に 「一 つ の ペ テ ン 」を見 る(第67章)。 何故 な らこの 結合 は 「精 神 人間 」と

「現 実人 間 」の分 離 の上 に成 り立 って お り,彼 は両者 を そ の と きど きの要 請に 従 っ

て 使 い わけ て い るの だか ら。 それ は換 言 す れ ば 「分 業 」で あ る(第106章)。 ア ル

ンハ イムは 実 業家 と して は理 性の 声 に従 う。 しか し仕 事か ら離 れ る や,そ の 埋 め合

わ せ をす るか の ように 「神 話,単 純 へ の 回帰,魂 の国,経 済 の精 神 化,行 為 の本 質 」

へ の信 仰 告 白 を行 な う。 彼 の現 実 を形 成 してい るのは 「不 快 に も合理 的 な金 」で あ

っ て,「 彼の 非 合理 的 な ものへ の 崇拝 」は金 銭 とい う資 本主 義 的現 実 に 根 ざしてい

る,と い うこと は つま り,現 実 を隠 蔽す る 機能 を果 して い る と言 え るで あ ろ う(第

112章)。 ア ル ンハ イムの理 性 へ の敵 対 は それ 故,言 わ ば干 か らびた 合理 性 か らの

救済 を求 め て の,魂 へ の逃避 行 なの で あ る。

 ア ル ンハ イム よ り素 朴 に,遙 か に直線 的 に魂 を希 求 す るデ ィオ テ ィー マ も又,救

済 を求 め てい る。 彼 女 に と って の 現 実 が い か に も官僚 的 な外 務 省局長 トゥツ ィと

の 夫 婦生 活 で あ る こ とが示 され る と き(第25章),平 行 運 動 の中 で運 命 的 に出 会
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った ア ル ンハ イムと 共 に 「プ ラ トン的 な魂 の 共同 体 」(281)と い う 「一 種 の 聖 性 」

(575)の 中へ 参 入 しよ うと す るデ ィオ テ ィ―マ の願 望が,や は り干 か らび た合 理

性か らの脱 出 を意 味 す るの で あ る こ とは 容易 に 見 て取 れ よ う。 アル ンバ イム とデ ィ

オテ ィー マ,こ の社 会的 立場 の 異 な る二 人 ― 片 や既 に 時代 を 代表 す る綜 合の 具 現

者で あ り,一 方 は素 朴 な一 市民 の 妻 に す ぎな い 一 の 願 望 は,現 実 か ら 分 離 さ れ た

「第 二 種の 現 実 」(575)を 求 め る とい う構 造 に おい て,完 全 に相 似 形 な の で あ る。

 ウル リッヒの,個 々 に切 り離 して 論 じ られ るこ との 多 い独 創 的な 理 念 の 一 っ で あ

る 「現 実 を廃 止す る 」と い う考 え も,そ の よ うな非 合理 主 義者 の 願 望 との コ ン トラ

ス トの 中 で,そ の 内部 に潜 む 裂 け 目 に打 ち込 まれ た楔 と して 読 ま れ ね ば な らな い

(第69章)。 この考 えが 出 され る 直前 に,デ ィ オテ ィーマ との 対話 の 中 で ウル リ

ッヒは言 ってい る。 「現 実 の 中 に は非現 実を 求 め る ばか げた 願 望 が あ る 」と。 この

言 葉 を手 が か り としたい 。 これ まで 現 実 を否 定 し,現 実 の 彼 方 に あ る もの を求 め よ

うとす る運 動 は数 多 く存 在 し た し,今 も存在す る。 例 え ば 「神の 国 」を求 め る カ ト

リック教 徒,厂 未来 の国家 」を求 め る社 会主 義 者 。 ウル リ ッヒが 挙 げ るの は この―二

例 だが,「 真 の オ ー ス トリア 」とい う魂 の 国 を求 める 平 行運 動 も又,そ の 一形 態 で

あ ろ う。 だ が彼 らは もし突然 自分 た ちの 求 め る もの が 実現 した とす れ ば途 方 に くれ

るの で は な いか,と ウル リッ ヒは 言 う。 何 故か 。 彼 らの 求 め た もの は 「非 現 実 」で

あ って,現 実 と の分 離 の 上 に,現 実か らの離脱 と して夢 想 され た 「第 二 種 の 現 実 」

に他 な らない か らで は ない だ ろ うか 。 この脱 現 実の 夢 想 は,不 如 意 な 現 実 に 拘 束 さ

れて い るこ とに 対 して 交 付 され る一 種 の 免罪 符 であ り,ア ル ンバ イム の場 合 に そ う

で あ った ように 精神 の ペ テ ンで あ る。 この 夢想 す る魂 は,荒 涼 た る現 実の 彼方 に 幻

の 美 しい 花 を咲か せ るこ とに よ って 自 ら陶 酔 し,た めに 現 実 に 対 す る安 全 弁 と して

作 用 し,逆 に現 実を補 完 して しま う。 そ れ は 「現 在 あ る もの を際限 な く過 大 評 価 す

る 」こ と と,結 果 的 に は イ コー ルな ので ある。 だか らこそ,で は一 日だ け 世 界 を統

治 で きた と して 何 をす るか,と デ ィオテ ィー マに 問わ れ た と き,ウ ル リッ ヒは 「現

実 を廃 止 す る 」と言 うの だ と私 は思 う。夢 想 の母 体 で あ る現 実 を廃 止 す れ ば,非 現

実 への 願 望 は宙 に 浮 いて しまい,自 ず と その虚 妄性 を露 呈す る だ ろ うか らで あ る。

非現 実 を捏 造 す る ので は な く,そ れ が現 実 の中 に予 め仕 組 まれ た 「ば か げ た 願望 」

で あ る こ とを認 識 せ よ,と ウル リッ ヒは 言 うので あ る。

それ故例えばR.v.Heydebrandが 「現 実 を廃 止す る 」とい う考 え に つ いて,こ れ

は現 実 へ の敵 対で も純 粋 な可 能性 へ の 逃避 で もない と言 うと き,そ れ は 正 しい が

一 何 故 な らこれ こ そ デ ィオ テ ィ― マ た ち の願 望の 構 図だ か ら 一 ,続 けて ウル リ
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ッヒの 厳 密 さ を求 め る科 学 者 と しての姿 勢 と関連 づ け て,「 そ うで は な く別の よ り

よい生 の現 実(Lebenswirklichkeit)の ために為 され る,現 在の 悪 し き生 の現 実 へ
      io)

の挑 戦 で あ る 」と言 うと き,Heydebrandは この ウル ―,ッヒの 言葉 が,彼 の批 判 す

る デ ィオテ ィーマ との 対話 の 中で 発 語 され た,非 現 実 を願 望す る人 々に対 す る徹 底

した挑 発 で あ る こ とを 見落 して い る よ うに思 われ る。

 この場 合 だけで は ない。作 品中 に頻 出す る ウル リッ ヒの 過激 な発 言 も しくは提 言

は,多 くの場 合,対 話の 中 で 相手 の 非 合理 の迷 妄 を衝 く とい う形 で 為 され て お り,

それ 自体 の意 味 の重 要性 も さる こと なが ら,大 胆 な 挑発 の 持つ 面 白 さが 際立 って い

る。_,三 例 を 挙 げれ ば,あ らゆ る もの を合 理化 し専 門化す る 時 代 に あ って 全 体

性 を志 向 す る アル ンハ イムの 中 に 「新 しい 精神 」の 誕生 を 見 る ヴ ァル タ ーに対 して,

人間 存在 の 諸 問題 に関 して も専 門 家 と しての 科学 的 人 間 を要 請 し,「 人 生 の意 味 」

な ど一体 何 のた めに必 要な の か と反 問す る ウ ル リ ッヒ(第54章)。 ニ ーチ ェの 思

想 に鼓舞 され て 議 論 よ り も行 動 に 走 ろ うとす るク ラ リ ッセ に対 して 言 われ る 「積

極 的消 極主 義 」,更 に は 「世界 史 の 代 わ りに理 念 史 を生 きる 」とい うプ ログラム

(第82―84章)。 「資本 主義 に よ ってば らば らに され た 時代 の機 械的 思 考様 式 」

を拒 否 し,「 究極 的 な 価値 」に基 づ い た 「す べ て を抱 擁 す る愛 と共 同体 」を志 向す

る反 ユ ダヤ主 義 者 ハ ン ス ・ゼ ップに 対 して,彼 の 志 向す る中世 は 「最 高の 認識 」な

どと い う究 極 的な 価値 を求 め た か らこそ無 知 に 留ま ったの だ と 言 うウル リッ ヒ(第

102章),等 々。

 以 ヒ,ア ル ンハ イム,デ ィオ テ ィー マに 始 ま り,ヴ ァル ター,ク ラ リ ッセ,ハ ン

ス ・ゼ ッ プ等,平 行 運動 の 内外 で 「20世 紀 初頭 の思 想 史の パ ノ ラ マ 」を形成す る

人 物 群 を 見 る と き,彼 らに 共通 す るの が反 物 質文 明,反 理 性,反 進 歩等 に集 約 され

る非 合理 主義 で あ り,そ の 中 に潜 む ロマ ン主義 的幻想 を ウル リッヒが繰 り返 し批判

し,そ の 虚妄 性 を暴 くと い う構 図が 明 瞭 に浮か び上 が って くる。 そ れ は非合 理 主義

の 陣 営 に 属 さな い人物 群に 対 す るウル リッヒの態 度 と対照 させ られ ると き,一 層 明

らか に なる。 理 性 と進 歩を 信 じるユ ダヤ人 の 自由主義 者 レオ ・フ ィッ シェル,ま た

実直 に平 和の た めの 軍 備拡 張を 主 張す る シ ュ トゥム将 軍 一 この 二 人 に注 がれ る ウ

ル リ ッ ヒの 目差 しは暖 か い。 それ ぞれ の立 場 か ら平行 運動 の成 行 き を疑 惑 の 日で眺

め る現 実 政治 家 ラ イ ンス ドルフ 及び 官 僚 的合理 主 義 者 トゥツ ィに対 して も,彼 の攻

撃 は向 け られ な い 。 トゥツ ィが 世俗 的欲 求 の欠 如 が もた らす 危険 につい て 述べ た と

き,ウ ル リッヒは そ こに 「素 朴 な客 観 性 」か ら立 ちの ぼ る 「イロ ニーの 香 り 」を感

じ取 り,「 コ ー ヒー豆 をか じつたか の よ うな 」(595)さ わ やか さを覚 えさ えす る
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の で あ る。 これ らそ のま ま肯 定 され るわ けで は ないが,と もか く も合 理主義 的 と呼'

んでい い 陣営 に属 す る人 々 と,先 に 述べ た非合 理 主義 者 たち とで は,そ の描 かれ 方
                    12)が 著 し

い 対照 を為 して い る とQう ことがで きる。

 そ うな る理 由 は ウ ル リ ッヒの 時 代把 握に 求 め られ る。 ウル リッヒの 見 る と ころ,

世界 史 は これ まで 「二 つの 精 神 制度 」(248)の 間 を揺 れ動 く振 子運 動 であ った 。

一 つ は正確 で あ るだ けで 満 足 し
,人 間 性 の 諸問 題 に は関 わ ろ うと しない 。他 方 は 全

体 性 と永 遠の 真 理 を求 めて,正 確 さ をな いが し ろにす る 。時 代 の振 子 が 大 き く後者

へ と傾 いて い る今,合 理 主 義 を時代 の病 と言 う人 々 を前 に し て,彼 は逆 に そ の よ う

な思 潮 を こそ 「神 秘 な 時代病 」(56)と 見做 す ので あ る。

 この 時 代把 握 は ム ージル の共 有 するもので もある と考 え てい い だろ う。作品 の 起 点

として設 定 され た1913年 は,ヴ ァンダー フ ォーゲ ル運 動 を母 胎 とす る 各地の 学生

組 織 が カ ッセル 近郊 の ホ ー エ'マ イ ス ナ ーに集 結 し,そ こで 「自由 ドイ ツ青年 」

が生 ま れた年 に あ た っ てい る。 グ ス タフ ・ヴ ィ ネケ ン らが中 心 とな って組 織 した こ
                          13)
の 青年 運 動 体が 「反資 本 主 義,反 技 術 文 明,進 歩へ の 懐疑 」等 を ス ロー ガ ンbz掲 げ

て い る のを 見 る と き,ハ ンス ・ゼ ップ らの青年 運 動 も,そ こか ら派生 した民族 主 義

的一 分派 を モデ ル と して い る こ とが 推 測 で きる。 又 ア ル ンハ イム をめ ぐって 形 成 さ

れ る 全 人 対 専 門 人 も し くは デ ィレ ッタン ト対 専門 家 とい う二 項 対立 の背後dLは,

1910年 代 にゲ オル ゲ ・ク ラ イス と ヴ ェーバ ー ・ク ライス の間 で交 され た学 問 の 専

門性 に 関す る激 しい 議 論が透 け て見 える。 それ だけで は な い。先 に 挙げ た非 合 理主

義の 陣 営に 属 す る人物 群 は お しなべ て,「 行動 」,「 魂 」,「 体験 」とい った 言 葉

が流行 し,「 精神から魂への転換箔が叫ばれた時代の刻印を帯びているのである。

彼 らに 対す る ウル リッ ヒの 対応 を見 る と き,ム 一 ジルが どの よ うに時 代 を受 け とめ,

それ を 『特 性 の ない 男 』とい う作 品の 中で批 判 的 に形 象化 し たか が うかが わ れ るよ

うに思 う。

 G.M�lerは 作 品 に こ め られ た同 時代 批 判の 姿勢 を,モ ン タ― ジ ュ技 法 の視 点
                   15)__　
を導入 す る ことに よ つて く つ き りと炙 り出 す。M�lerに よれ ば ア ル ンバ イ ム以 下

の人物 群は,そ れ ぞれ 直 接及 び間接 の 引 用 を確 定で きる 同時 代 の,も し くは同 時 代

に尚 も影 響 を与 えて い る思想 家 を背 景に 持 って お り,前 者の 言動 は モ デル た る後 者

の思想 を戯 画化 した もので あ る。精緻 な考証 を経て,例 えば ア ル ン ハ イムが ヴ ァル

ター ・ラ ーテ ナ ウ と,デ ィオ テ ィ― マが モ リス ・メ ―テ ル ラ ン クと,ハ ンス ・ゼ ッ

プが オ ス ヴ ァル ト・シ ュペ ング ラー と,と い うふ うに 結 びつ け られ,そ こか ら 『特

性 の な い男 』は 「モ ン ター ジュ技 法 」に よって成 り立 って お り,そ の意 図は 「イデ
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オ ロギー 批判 」に あ る と言 われ る とき,M�lerの 見解 は極 め て説得 的 であ る。が

又,引 用の 織 物 として の作 品の 持 つ批 判の射 程 は,M�lerの 指摘 す る個 々の非 合

理 主義 的 イ デオ ロ 一 グを垂 直に 貫い て,彼 らの 共有す る同 時 代 の土壤 に まで達 して

い るこ と も確 認 してお かね ばな らない 。第113章 で,時 代 に現 われ た各 種の 青年 運

動,更 に は表現 主 義 や 郷土 芸術 を も一 括 して ウ ル リッヒは 言 う。 これ ら 「白昼 の中

に 迷い 込 ん だ夜 鳥の よ うに我 々の 時代 を硝 回して い る,多 様 な形 態の 非 合理 的運 動

の 魂 を形 成 して い る 」の は,「 神秘 主義 的 な捉 わ れ とい う根 本 体験 」で あ り,こ の

神 秘 主 義 は 「粗 野 な形 而 ヒ学的 欲 求 」に よ って動か されて い るの だ,と 。

 ウル リッヒの生 を二 本 の樹 木 へ の分 裂 と い う比 喩 で 示す 第116章 で,〈 力 の樹 〉

と しての 生 は次 の よ うに総 括 され て い る。 これ まで 彼 が 語 って きた様 々 な理 念 や要

求,

 こ れ ら,異 常 に 尖 鋭 化 さ れて,反 現実 の 形 を取 って き た彼 の思 考の 枠組 はす べ

 て,見 紛 うべ く もない 苛 烈 さで現 実 に影 響 を及 ぼそ うとい う願望 を 共有 して いた

 ので あ る。(592)

こ こで 言 われ る 「現 実 」は,こ れ ま での考 察 を振 り返れ ば,既 存 世界 の総 体 とい う

一 般 的な意 味 だけで は な く
,ウ ル リ ッヒが 絶 えず 批 判 と挑 発 を繰 り返 して きた 非 合

理 主 義 的 同時 代 とい う具 体 的 な意 味 を も持 っ,と 解す る こ とがで きる。 同時 代 と し

て の現 実 に 「影 響 を及 ぼ 」す とは,そ の徹 底 した 批判 の 精 神に よって,時 代 を覆 い

つ つ あ る神秘 主義 的思 潮の 仮 面 を は ぎ,そ れが いつ わ りの神 秘 主義 で あ る こ とを暴

露 しよ うとす る意 志 なの で あ る。 そ して〈 力 の樹 〉に 集 約 され る この 側 面が 従 来 ウ

ル リッヒのRatioと して 捉 え られ,第 一巻の 主 要 な性 格 を担 うと され て きた。 しか

し同 じ章 で続 けて も う一 っ の く 愛の 樹 〉 にっい て 語 られ,そ こで はく 力 の樹 〉の と

りあ えずの 有効 性が 確 言 され てい るので ある。 に もか か わ らず ウル リ ッヒは何 故,

時代 の 神 秘主 義 を似 非神 秘 主義 と して 否定 しなけれ ば な らなか つた の か。 あ るい は

否定 で きたの か。

 前 出の,時 代 の根 底 に 潜む 神 秘主 義 的根本 体験 が 指 弾 さ れ る章,言 わ ば結審 的同

時代 批 判が 為 され た第113章 に注 目 した い 。そ こで ウル リ ッヒは ハ ン ス ・ゼ ップに

対 して 「一 つの 物 語 」を語 る。そ れ は過 去の 恋 愛体験 の 物 語 で あ り,そ の 体験 に よ

って彼 は,ゼ ップ た ちが 「大 い な る秘密 」としてい る こ とをすべ て 知 つたの だ とい

う。 ウル リ ッ ヒは 神秘主 義 の 秘密 を体 験 に 基づい て知 つてい る よ うなの だ。 その 物
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語とはく少佐夫人の物語〉である。

            且, 深 層 の 物 語

 く少佐夫人の物語〉は,イ ロニーの文体を基調とする第一巻の中にあって,例 外
       16)

的に 「抒 情的 散 文 」で 語 られ る ウ ル リッ ヒの 過 去 の体 験 で あ る(第32章)。 彼は

当時 二 十歳 の少 尉 と され て い るか ら,第 一部 で 示 された 三 つ の経歴 の第 一 段 階 にあ

った と言 える。 青年 士官で あ った ウル リ ッヒは,年 上の あ る少 佐 夫 人 と恋 に陥 る。

が,あ ま りに も大 き くあ ま りに も観 念 的 な愛 か ら逃れ る た め に旅 に 出 て,偶 然辿 り

着い た島 で不 思 議 な体験 を す る。太 陽 と海 に 囲 ま れ た島で の 生 活 が 続 く うちに,次

第 に事 物 間の 差異 が 消 えて い き,

 彼 は 風 景 の 中 へ 沈 み込 んだ 。が,そ れは言 い よ うの ない 運 ばれ で もあ った 。 そ

 して 世界 が彼の 目 を踏 み 越 えて い くと きに は,世 界 の意 味 が 内部 か ら,音 の ない

 波 とな って 彼の 方 へ と打 ち寄 せて きた。 彼は 世 界 の 心臓 部 に流 れ 着 い て いた。 彼

 か ら遠 く離れ た恋 人 の所 まで は,す ぐ近 くの 木 まで と同 じだ けの 隔 た りが あ った。

 内 部 感情 が 空間 も な く存 在 を結 び つ けた 。夢 の 中 で二 つの 存 在が ま じり合 うこ と

 な く通 り抜 け る よ うに。 存在 の あ らゆ る関係 が 変 え られ た ので あ る。 この 状 態 は

 しか し,そ れ以 外 に は何 も夢 と共有 す る もの は なか った。 明晰 な 状 態 であ り,明

 晰 な 思想 に あ ふれ て い た。 た だそ の 中で は,何 一 つ原 因 ―目的,肉 体 的欲 望 に よ

 って は動 か ず,す べ ての もの は 絶えず 新 た な円 環 を描 いて 拡 が っ てい くの で あ つ

 た。噴 水が 無限の 円 環 を描 いて 水 盤に 落 ちて い くよ うに 。(125)

この 体 験 を 特 徴 づ けて い るの は 「運 ばれ 」(Getragenwerden)と い う受動 態 で

あ り,ま た 自己 と世界 を隔 て る境 界 の消 滅(「 世 界が 彼 の 目を踏 み越 えて い く 」)

であ る。 その とき 自己 と世界 の 融 合 の中 で,「 世 界の 意 味 」が 波 動 と して 「内部 か

ら 」開示 され る。 求 め たわ けで はな い 。 ウル リ ッヒは無 意 志 的 に 「世 界 の心 臓部 」

へ と引 き寄 せ られ る ので あ る。気 づ いた と き既 に彼 は世界 内 に包 み 込 まれ て い る。

空 間的知 覚の 変 容 は夢 の中 での 体験 に 似 て い るが,「 明 晰 な 思想 」に支 え られ てい

る故 に幻 想 で は ない 。 因果 律の 風 が や み,欲 望 の一 か け らも失 われ た 世界 で,あ ら

ゆ る もの が 「噴水 」の よ うに無 限 の 「円環 」を描 いて 内部 か らふ く らんで い く。 こ
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の と き時 間 は永遠 の 一 瞬へ と止揚 され,ニ ル ヴ ァー ナ体 験 に も比 すべ き静謐 な 至 福

が ウル リ ッ ヒの存 在 を包 むので あ る。そ れ は 「比 較 し よ う もない 穏 やか さ,柔 か さ,

静 け さ 」とい う「一 つ の状 態 」の体験 で あ った。 この 神秘 的状 態 の体 験 が,ウ ル リ
                     17}
ッ ヒに よつて 語 られ る〈 少佐 夫人 の 物 語〉 で あ る。

 だが この 〈少 佐 夫 人 の 物語〉 は 「忘 れ られ てい た 」物 語 と して 唐突 に 思 い 出さ れ,

「極め て重 要 な 」物 語 と言 わ れ てい るに もか かわ らず,こ の章 が 終 わ る と共に 再 び

忘れ 去 られ て しま う。 その た め であ ろ う,重 要 では あ るが 単 に一 つの エ ピ ソ― ドと

して扱 われ る ことが 多 い。 例 え ばAlbertsenが 〈 少佐 夫人 の 物 語 〉 を取 りあ げ る

の は,Ratioに 続 い てMystikの 領 域の 検 討に 入 り,そ の際 設 け られ る種 々の項 目

の ―一っ"Die Fernliebe"1こ お いてで あ り,し か もその うちの 一例 と してに す ぎな
 is)
い 。む し ろ幼 児体験 が 重視 され てい る ほ どで あ る。 しか し上 に見 た よ うに,後 の

「白 日の神 秘主 義 」(1089)に も通 じる重要 な神秘 体 験 で あ る〈少 佐 夫 人の 物 語〉

が 単 な る エ ピ ソー ドに 留 ま る とい う ことが考 え られ るで あ ろ うか190)たと えそれが 第

113章 にお け るハ ンス ・ゼ ップ との会 話 まで忘 れ られ て しまい,体 験が 為 され た島

に も似 て,作 品 空間 の 中 で孤 島 の よ うに切 り離 され て い る に して も。

 だが 厳密 に 言え ば,〈 少佐 夫人 の物 語〉 は 第 一巻 初頭 部 の 一 章 に孤 立 してい るわ

けで は ない。 第68章 で は話 者 に よ る言及 と してで は あ るが,「 精 神の メ ロデ ィー

が 自然の 楽器 か ら立 ちの ぼ る瞬 間 」あ るい は 「身 体 が 神秘 な飲 物 に 充 た され た杯 の

よ うに な る瞬 間 」の こ とが 少佐 夫人 と関連 づけ て語 られ,し か も少 佐夫 人体 験 は そ

の 唯 一の 例 で あ った と言わ れ て い る。 それ だけ では な い。 ハ ンス ・ゼ ップとの 第

113章 以後,二 本の 樹 木に よ って ウル リ ッヒの 生の 分裂 が 語 られ る第ll6章,「 帰

路 」と題 され た第122章,「 転 回 」と題 され た第123章(第 一 巻 の最 終 章)と,そ

れ ぞれ 第一 巻 の 末尾 に あ た る重 要 な章 で〈 少佐 夫人 の物 語〉 は短 いな が ら想 起 さ れ,

更 には 第二 巻 に入 って も,「聖 な る対 話 」を構成 す る一 章 で あ る第12章,「 千年 王

国 」に つい て 考察 され る第22章 で引 き合い に出 され る。 それ は決 して 忘れ られ て

しま った 過去 の物 語 で は ないの で ある。

 で は 何故 〈 少佐 夫 人の 物 語〉 は表 面上隠 され てい るの か 。 第32章 の原 物 語の 辿

った経 緯 に ヒ ン トを求 めて み よ う。 体験 の後 の 少 佐夫 人 との 関係 が 語 られ る件で あ

る。少 佐 夫 人へ の 愛 の故 に 島iL逃 れ,そ こで神 秘の 体 験 に 出会 った ウル リッ ヒで あ

ったが,体 験 の後 その 愛 は終 わ りを,「 突 然 の 断絶 」を迎 え る。 そ して 言わ れ る。

夫 人 は 「非 個 人 的 な エネル ギ ー中 枢,彼 の 照 明装 置の,地 下 に埋 め られ たダイナモ 」

に な ったの だと。 「地 下 に埋 め られ た ダ イナ モ 」とい う言葉 は,『 特 性の ない男 』

                -11一



に おけ る〈 少佐 夫 人の 物 語〉 の 位 置 を考 え る場 合,か な り示唆 的で は ない だろ うか。

夫人 と体験 後 の ウル リッ ヒとの 関係 を,〈 少佐 夫 人 の物 語〉 と作 品 全体 との 関係 へ

とず ら して み る とき,前 者 を作 品全 体 に と って の 「地下 に埋 め られ た ダイナ モ 」と

して捉 える視 座 が 与 え られ るの で あ る。即 ち,〈 少 佐夫 人 の物 語 〉 は表 面上 孤 立 し

た エ ピ ソー ドで あ るかの よ うだが,実 は作 品の 隠 され た地 下に底 流 す る深層 の 物 語

であ る,と 考 え る視座 が 。 そ し て そ う考 え て 初め て,こ れ まで漠 然 とRatioと

Mystikの 二 面性 と して捉 え られて きた ウル リッ ヒの分 裂 を正 し く解釈 す る 可能性

も開 け て くる よ うに 思 わ れ る。

 〈 少佐 夫 人 の物 語 〉 が想 起 され た後の ウル リッヒに 目を 向 けて み よ う(第34章)。

外 出 の た め 自宅の 小 広間 を通 り抜 け よう とし た と き,見 慣 れ たはず の 部屋 が 異様 な

裸 形 を呈 して ウ ル リッヒ を立 ちす く ませ る 。 「我 々の周 囲 のあ らゆ る事 物 を貫い て

絶 えず流 れ て い る流 動 と鼓 動が,一 瞬 停 止 して い た 」。 「感 情 と 世界 の 間の滑 らか

でひ そ かな 平衡 が,一 秒 間 不安 定 に な つた 」。 この空間 の変 容 と時 間の 停止 は,他

に その要因 が見 出 せ な いな らば,直 前に想 起 され たく少 佐 夫人 の物 語〉 の影 響 に よ

る もの と推測 して いい だろ う。 これ まで ウ ル リッ ヒを 支 えて きた 理 性 を,12年 の

忘 却 を隔 て て甦 った 島での 体験 の 記憶 が揺 さぶ り,日 常 性 に ひ び を入れ た の であ る。

路 上 に出 て も尚,感 覚 の異 和 は続 く。 人波 の間 を さ まよい なが ら ウル リ ッヒは考 え

る。 美,真 理,目 的,見 解,現 実,こ れ ら我 々 を誘惑 して や まな い もの は 本 当の現

実 だ ろ うか,も しかす ると 「真 の現 実 」は 「呈示 された現 実 の ヒに捉 え難 く安 らつ

て い る息 吹 き 」と し てしか現 わ れ な い ので は ない だ ろ うか,と 。今 度は既 成 の 現 実

にひ び が入 るの だ が,そ れ 以 上 に注 目に値す る のは,こ こで 真の 現実 が 「息 吹 き 」

(Hauch)と して 捉 え られ て い る こと だ。

 とい うの も 「息 吹 き 」とい う現 象 は作品 の 申 で 何度 か,イ ロニ ー と 共にで は あ る

けれ ど も,あ るい は愛 と,あ るい は 世界の 変 容 と結び つ いて 語 られ て い るか らであ

る。 ラ ィ ンス ドル ブの 去勢 され た二頭 の 馬が,愛 を具 体 的 な欲 望 と して で はな く、

もは やた だ 「息 吹 き(Hauch)」(175)と して しか知 ら ない とい う例 。又,デ ィ

ォテ ィー マを軽 蔑 しつつ も,ウ ル リッヒの気 持 ちの 中 に二 人 を結 びつ け る 「純 粋 な

情 愛の息 吹 き(Hauch)」(277)が 入 り込 む とい う記述 。 更 には,善 官 に対 して

立 ちまわ りを演 じる一 人の 労 働 者が,世 界 を確 た る もの と してで は な く,「 絶 えず

変形 し輪郭 を変 え る不安定 な 息 吹 き(Hauch)」(157)と して感 じ取 る とい う例,

等 々。 この よ うな指 摘 は,あ るい は荒 唐無 稽 な記 号の 戯 れ と見做 され るか も しれ な

い。 しか し私 が これ らの 言 葉に こだわ るの は,第 二 巻遺 稿 部の 極 め て重 要 な 章 も又
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「あ る夏の 日の 息吹 き(Atemz�e)」 と題 され て お り,そ こで は千 年 王 国の 出現

bLも 似 た神 秘の 体 験 が 予感 され て い るか らで あ る。私 に は,ム ― ジル が 「息 吹 き 」

とい う現 象 に何 らか の意 味 を仮託 してい る と思 えて な らな いの だが,又 あ る箇所 で,

男 性 的 な肉 体 とは対 照 的に ウル リッ ヒが や さ し く柔 か にな る場 合 として,「 故郷 を

喪 失 した大 いな る愛の 息吹 き(Atem)」(159)に そ っと触れ られ た と きが 挙 げ

られ て い るの を読ん で,こ の 印象 は ます ます 強め られ る。

 息 吹 き とは,先 に挙 げた 例か ら もわ か る よ うに,確 た る もの を伝 え る もので は な

い 。 愛 も世界 の 変 容 も,確 かな もの と してで は な く,予 感 と して,あ るい は微 か な

記憶 と して 運ば れて くる。 そ うな るの は,運 ば れ て くる ものが 現 在 に よって認 知 さ

れ て いない か らで あ ろ う。 こ こで,運 ばれ て く る もの は 「故郷 を喪 失 し た大い な る

愛 」と 言われ て い る。 ウル リッ ヒに関 わ る愛 として 今 我 々が想 起 し うるの は,か つ

ての 少佐 夫 人 に 向 け られ た愛 だ けで あ り,そ れ は島 で の体験 に 裏 づ け られて,確 か

に 「大 い な る愛 」で あ った 。 しか もその 愛は,忘 れ られ る ことに よって ウル リ ッヒ

の 過 去 の中 に 安定 した場 所 を与 え られ てお らず,そ の意 味で 「故郷 を喪 失 し 」て い

る と も言 え る。 とすれ ば,こ こに 言 われ る 「故 郷 を喪 失 した 大 いな る愛 」とは,忘

れ られ た〈少 佐 夫 人の 物 語 〉の 中 に封 印 され た愛で あ る と考 える こ と も可能 とな ろ

う。 ウル リッ ヒが そ の息 吹 きを受 け て柔か くな るの も,そ の と き彼 の うちに,失 わ

れ た愛 の 記 憶が あ た か も予感 の よ うに 立 ちの ぼ るか らで は ない だ ろ うか。 そ して 今,

人波 を行 くウル リ ッヒが 「真 の現 実 」は息 吹 きの中 に あ る とい う思 い に捉 われ る と

き,真 の 現 実の 源 泉は,失 われ た 愛 と同 じ場 所 に あ る と思われ るの であ る。即 ち忘

れ られ た 〈 少佐 夫人 の 物 語〉 の 中 に。

 こ こで ウ ル リッ ヒの二 面性 もし くは分裂 にっ いて 考 え る手が か りが与 え られ る 。

「故郷 を喪 失 した大 い な る愛の 息 吹 き 」に ょ って 目覚 め るの は,男 性 的 な面 に 対照

させ られ た彼の 柔 か な面 で あ った。 直 ちに 第116章 の〈 力の 樹 〉 とく 愛 の樹 〉の 対

比 が 思 い起 こされ よ う。〈 力 の樹 〉 につ い て は前 章 で述べ た。 〈愛 の樹 〉 につ い て

は次 の よ うに言 われ て い る。

 世 界 に 対 す る 幼 児 の よ うな 関係,つ ま り信 頼 と献 身 の原 初 の記 憶が その根 底 を

 成 してい る よ うで あ った。(…)残 念 なが らい く らか滑 稽 なあ の 少佐 夫 人の 物 語

 は,疑 い もな く,彼 の 存在 の 柔 か な影 の 面で 起 こ った完 全 な生育 へ の 唯 一の 試 み

 で あ った し,同 時に もはや 終 わ るこ との ない 反撃 の 開始 の印 で もあ った 。(592)
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現 実 に 立 ち 向 か う意 志 的 な力 と,そ の 影の ような,世 界 に 対 す る 柔か な関係 とい

う二面性 が 一 人 の人 間の うちに あ る こと 自体 は不思 議 で は な い 。 だが それ が 分 裂 と

して 強 く意 識 され,〈 力 の樹 〉 と〈 愛の 樹〉 の 対 立の うちに尖 鋭 化 され る と き,そ

こには 分裂 を招 い た重 大 な事件 の存在 が 感 じ取 られ るの で あ る。 そ して こ こでく 少

佐 夫人 の 物 語〉 が 〈 愛 の樹 〉の 生育 の ため の 「唯一 の 試 み 」で あ った と して 呼 び 出

され,の み な らず 「もは や終 わ るこ との ない 反 撃の 開 始 」と も な った と言 わ れ る な

らば,〈 愛の 樹 〉 の尖 鋭 化 を もた ら し,ひ いて は ウル リッ ヒの 分 裂 を招 い た 分岐 点

にく 少佐夫 人 の 物 語〉 が 位 置 して い る こ と も察 知 され る。 更 に続 け て,「 葉 や枝 が

それ 以来樹 の 表 面 に生 い 繁 った が,樹 自体 は見 え な くな った ままで,た だ枝 葉 に よ

ってや は りま だ樹 の 存在 す る ことが わ か るだけで あ った 」(傍 点 筆 者)と 言 われ る

と き,表 面か らは見 えな くな った〈 愛の樹 〉 と,忘 れ られ たく 少 佐夫 人 の 物 語〉 と

の結 びつ きは もは や否定 し難 い 。結 論 づ け てい いで あ ろ う。 ウル リ ッヒの分 裂 は少
              201
佐 夫 人 体 験 に 由 来 す るの で あ る。

 だ が何 故 少 佐 夫 人 体 験 は,〈 愛 の 樹〉 の 自 立 に 伴 う く 力 の 樹 〉 との 共存 で は

な く,両 者 の分 裂 を もた ら したの だろ うか 。 「エ ッ セ イ主 義 」が 語 られ る第62章

を見 た い。 ま ず 初 めに 「仮 説 的 に生 きる 」と い う若 い ウル リ ッヒの 態度 が あ った 。

世界 史 が二極 間 の振 子運 動 で あ るな らば,現 在 とは まだ越 え られ ぬ 仮 説に しか す ぎ

ず,そ れ故 彼 は 世界 に 対 して 距 離を取 る科学 者 の 態度 を良 し と した ので あ る。 この

態 度 は後 に,振 子運 動 とい うr世 界 の この投 げや りな 意 識状 態 を ―一っ の 意 志 に 変

え 」よ うとす るエ ッセ イ主義 へ と発 展す る。 そ の際 問 題 とな る の は 中間 領 域 で あ る。

科学 と宗教 との,学 者 の 真理 と作 家 の主観 性 との 間に あ る もの 。 それ を 考え て い く

うち に ウル リッヒは 「一 つ の領域 」に 入 り込 む。

 そ の 中 で は す べ て が既 に決 定 され てお り,母 乳の よ うGL意 識 を 柔げ るの が 彼 に

 はわ か つた 。 しか し彼 にそれ を告 げたの は もは や思 考 で は な く,普 通 の 断 片的 な

 感 覚 で もなか つた。 そ れ は 「全 的 な 了解 」であ り,あ るい は又,た だ 風 が遠 くか

 ら一 つ の 知 らせ を運 ん で くる か の よ うで もあ った 。 そ して そ の知 らせ は,正 しい

 と も間違 って い ると も思 われ ず,ま た理 性 的 と も反理 性的 と も思 われ ず,あ た か

 もあ る静か な至 福の ふ くらみ が胸 の中 に 落 ちて きたか の よ うに,彼 を把 え たの だ

 っtこo (255)

こ の 領 域 を 告 知 す る の は思 考 で も感覚 で もな く,息 吹 きに も似 た風 に乗 って 遠 く
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か ら運 ばれ て く る 「あ る静か な至 福の ふ く らみ 」で あ ると され る。又,こ の領 域 は

続 けて 「状 態 」で あ ると も言 われ て い る。 これ が 若い ウル リ ソヒの 島で の体験 を暗

示 す る もので な くて 何で あ ろ う。 だが この よ うな状 態 か ら 「一 つの 確 信 」を得 る た

め に は 一度 そ れ を放 棄 し な けれ ば な らな い,と 彼 は考 える。 「愛 す る者が その 愛

を描 くため に は,愛 か ら去 らね ば な らな い よ うに 」/ ウル リッ ヒは 「感 情 に語 ら

せ る前 に まず知 ろ うとす る 」の で あ る。知 るた めの 手 がか りと して 彼 が 選 んだの は,

自然 科 学で あ り数 学で あ った。

 ここで,ウ ル リ ッヒが 軍人 を やめ工 学 に 向 ったの は少 佐 夫 人 体験 の直 後 で あ る,
              21j
とい う時間上 の 対 応 に注 目 したい 。第 一 部で 三つ の経歴 として 語 られ る表 層の 物 語

の 中で は,そ れ につい て触 れ られ てい な い 。が,同 じ出来事 を深 層 の 物語の 中で 読

む とき,こ の 職 業の 転換 は少 佐夫 人 体験 と関連 した行 為で あ る ことが わ か るの であ

る。 ウル リ ッヒが 自然科 学 者 とな り,更 に は数 学 者 とな った の は,島 で の体 験 に 酔

う代 わ りに それ の 持つ 意味 を厳 密 に 考 察す るた めで あ った 。数 学 の論 文 を書 い て い

る彼 が も し もそ の 日 的 は と聞か れれ ば,「 正 しい生 の 聞題 」だけが 考 え るに 値す
                  ・       22)
る と答 え たで あ ろ う,と 言われ るの もそれ 故 にで あ る。 それ は い つか 再 び〈 少佐 夫

人 の 物 語 〉に 辿 り着 くため の 長 い迂 回の 始 ま りで あ った。

 だ が この 迂 回に は 一つ の 落 し穴 が あ る。 迂回 を始 めた 時点 の ウル リ ッヒに と って,

数 学 に 象徴 され る厳密 さへ の要 求 は,〈 少 佐夫 人の 物語 〉 に含 まれ た 「正 しい生 」
                      23)
に 到 達す る た めの,あ く まで 手段 だ った はずで あ る。 しか し手 段 と は,と もすれ ば

それ 自体 ひ と り歩 きを始 め る もの で はな か ったか。 ま してあ る要求 が何 の 成果 も得

られ ぬ ま ま長 期間 掲 げ られ 続 け れ ば,「 長 い間 何 か を 持 ち上 げ て い る腕 が 麻痺 す る

よ うに 」当初の 意 図 もまた麻痺 して しま う。 こ うして 数学 に向 け られ た厳密 な考 察

の 要 求 は,い つ しか 自 己 月的化 しく力 の樹 〉 へ と成 長 す る。 それ と 共に,そ れ に よ

って,〈 少佐 夫 人 の 物語 〉 は忘れ 去 られ,無 意 識 の 層 へ と抑 圧 され るの で あ る。 フ

ロ イ ト以 降 の 我 々は しか し,無 意 識層 へ追 い や られ た もの が どの ような力 を意 識 の

上 に及 ぼ す か を知 ってい る。 数 学 の 道 に 進 ん だ ウル リッヒでは あ つたが,研 究 へ

の 集中 を妨 げ る ものが あ り,そ れ は 「あ る地下 の 運 動 」で あ った と言 われ る とき,

我 々は そ れ を 「地 下 に埋め られ た ダ イ ナモ 」と して のく 少 佐夫 人の 物 語〉,深 層 へ

と抑 圧 され た〈 少 佐夫 人の 物 語 〉 と結 び っ けて 考 える こ とが で きるの であ る。 ここ

に おい て ウル リッヒの 「分裂 」の 実態 は 明 らか にな る。 それ はく力 の 樹 〉 に よ る

〈 愛 の 樹 〉 の抑 圧 で あ り,同 時 に深 層が 表 層 に与 える 反圧 なの だ。

 ウル リ ッヒが 自 らの 〈 少佐 夫 人の 物 語〉 を いか に 抑圧 して い るか は,そ れが 昏 い
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記憶 の 淵か ら不 意 に甦 って きた と きの,彼 の 感情 の 両 価 性に も示 され て い る。

 一 瞬,二 十 歳 の 青年 の 心臓 が 彼の 胸の 中 で 高鳴 った 。 その 毛の 生 えた皮 膚 は,

 あの と き以来,年 と共 に厚 くな り粗 くな って い た とい うの に。 三 十二 歳の 男 の 胸

 の中 での 二 十歳 の 青年 の 心 臓 の 高鳴 りは,彼 には 少年 が男 に 与 え る不 道 徳 な 接吻

 の よ うに思 われ た 。(123)

こ の 屈 折 し た 不 快 感 「に もか か わ らず 」,〈 少 佐夫 人 の 物 語 〉 は語 られ ね ば な ら

なか った。何 故 か。 そ の存 在 を知 る こと な しに ウル リッ ヒの生 の 分 裂 を理解 す る こ

とはで きないか らで あ り,同 時 に 『特 性 の な い男 』とい う作品 もまた存 立 しえな い

か らだ と私 は思 う。 だ が作 品 の 不可視 の 中 心 と も言 うべ き〈 少佐 夫人 の 物 語〉 は,

あ くまで 隠 され て い る。 孤 立 を装 い 底流 す る こ とに よ って,表 層の 物 語 を脅 か す 。

 〈 少佐 夫人 の 物 語 〉が 想 起 され た 日の 路上 の ウル リッ ヒに 立 ち返 っ て み よ う(第

40章)。 想 起 の イ ンパ ク トは まだ衰 えて い ない 。 夕暮 れ の街 を歩 きなが ら彼 は

「自分 で も何 故か は わ か ら な か っ た が 突 然 悲 し く な り 」,そ して 思 う。 「っ ま

り撲 は,自 分 で 自分 を愛 して いな い の だ 」と。 これ は想 起 に よって活 性 化 され た深

層の 物 語 に突 き動 か され て の 言葉 だ と解釈 で き る。 ウル リ ッヒは 〈力 の 樹〉 に 基 づ

い た表 層 の生 活 を 営 む 自分 を愛 す る ことが で きないの だが,そ れ が何 故か は 自分 で

もわ か らない の だ。 更 に これ に先 立つ 箇 所で は こ うも言 わ れ てい る。 「ウル リッ ヒ

は何 か あ る もの に強 い られ て,自 分 自身 に 反 して生 きてい る人 間 で ある 。見 た と こ

ろ何 の抑 圧 もな く振舞 ってい る よ うで はあ るが 」と。 この よう な事態 か ら生 じる の

が 「二 人の ウル リッ ヒ 」へ の分 裂 で あ る。一人 は現 実 の ウル リッ ヒ,も う一 人 は…

 彼 は も っ と 見 え に くい ウル リッ ヒだ った。 彼が 思い を こ らして いた の は,一 っ

 の 呪 文 を見 出す こ と,も しか して把 む こ との で きるか もしれ な い手が か りを,精

 神 の 真の 精 神 を,裂 けた円 環 を閉 ざ して くれ るあ るい は ほ んの小 さな,し か し今

 は 欠 け てい る一 片の何 か を見 出す ことだ った 。(…)地 面が 彼の 足 の 下で 流 れ て

 い た 。 目は ほ とん どあ けて い られな か っ た。 あ る感 情が 嵐 の よ うに吹 き荒 れ なが

 ら,そ れ でい て 嵐 の よ うな 感情 で は 全 く ない,と い うことが あ り得 よ うか 。

 (…)そ れ は しか し,表 面は 完全 に静 寂 を 保 った嵐 だ った。 た だ回 心 の状 態,転

 回の状 態 だ け が それ に近 い 。(155)
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何 もの か を 懸 命 に求 め よ うとして い るウル リッ ヒの姿が 読 み取 れ るが,こ の 変容

し た状態 を譬 え る のに 「回 心 」(Bekehrung)と 「転 回 」(Umkehrung)と い う

二 つ の 言葉 が 並 置 されて い るの に注 日 した い。Heydebrandが 「転 回 」とい う言葉
                               24)
の 中 で は感 覚 の 経験 と魂 の 経験 が一 つ に融 合 して い る と指 摘 す る よ うに,本 来 空 間

の 反 転 を意 味 す る この 言葉 の うちに は,何 や ら ウル リッヒの 内 的転 回が 示唆 され て

い る よ うで あ る。 これ まで の状 況 か ら判 断 して,こ こに生 じた空 間の 転 回 は,ウ ル

リ ッヒを〈 力 の樹 〉 か らく 愛 の樹 〉 へ と転 換 させ るべ く作 用 して い る と考 え られ,

同 時 に それ は 宗教 的 な回心 に も比 せ られ るべ き もの と見 做 され て い るの であ る。 そ

れ に 応 えて ウル リ ッヒ も,「 運 ば れ て きた この 場所 」に 留 ま って み よ うと決 意 す る

の だが,ま さに その とき彼 はあ る騒動 に巻 き込 まれ,そ の ま ま平行運 動 の只 中 へ と

連 れ去 られ る。 平 行運 動の 中で の 彼 は,前 章で 見 た よ うに く力 の 樹〉 の 専制 支 配 と

も言 うべ き同 時代 批判 に駆 り立 て られ,よ って一 度 見 出 され そ うにな ったく 少 佐夫

人 の 物 語〉 を一 層深 い 層へ と抑 圧 して い くので あ る。 それ は 二度 目の,そ して今 度

は作 品 の 相 に おけ る長 い 迂 回の 始 ま りで あ った 。

 以 後,〈 少 佐 夫人 の 物語 〉 は第113章 まで 伏流 す る こ とに な る。 とい って も完 全

に,と い うわ けで はな い 。 時間 的 に は過 去に 属す る とは い え,第62章 で は先 に見

た よ うに ウル リ ッヒの 分裂 の 生 じ る経緯 が語 られ る し,第68章 で は ウル リッ ヒの

女性 関 係 は少 佐 夫 人体験 以来,す べて 歪 な もの に な った と 言わ れ てい る。 もう一 例,

第112章 に お け る アル ンハ イムの 「あ る発 見 」を挙 げて お こ う。そ れ は ウル リ ッ ヒ

が 理 性 に よ って 使 い古 され てい ない 「魂 」を持 って い る と い う発 見 で あ り,ア ル ン

ハ イム は そ れ を ウル リッ ヒの 「秘密 」と見 做 し,自 分 は秘 密 を知 って い る唯一 の 人

間 だ と思 うの であ る。 我 々 は既 に この 「魂 」及 び 「秘密 」が 〈 少佐 夫人 の 物 語〉 に

根 ざした もの で あ る ことを知 って い るが,誰 もが ウル リッヒの 理 性 しか見 てい な い

中 で,ア ル ンハ イムの 示す 洞 察 は鋭 い と言 え る。 だ が と もか く も,誰 の 目に も見 え

る形 で く 少佐 夫 人の 物 語〉 が 再 び浮 上 して くるの は第113章 で あ り,こ の 章 を境 と

して明 らか に ウル リッ ヒは 変 化 し始 め る。そ の足 取 りを追 って みた い。

 第114章 で は ウル リッ ヒの 最近 の 軟 化が 語 られ る。 「彼 は柔か くな っ た。 常 に攻

撃 の 形 を取 ってい た内 部の 形 式が 弛 み,一 転 して 優 し さ,夢,血 縁,あ るい は知 る

由 もな い もの への 憧 れの 中 へ と移 行 す る気 配 を示 してい た 」。 「知 る由 もな い もの 」

と い う言葉の 背後 に潜 む もの を 彼 は まだ確 とは知 らな い。 が,そ れ を手探 りす るか

の よ うに,デ ィオ テ ィ―マ に向 か って 自 らの幼 年 期 の 記憶 を語 り始 め る。
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 あ な た は 信 じ な い で しょ うが,僕 は いい 子供 で した 。 あた たか い 月夜 の 風 の よ

 うに や さしか っ たので す 。一 匹 の犬 や一 っ の ナ イ フに ど こまで も夢 中 に な る こ と

 もで きた し…(575)

ウ ル リ ッ ヒが 幼 年 期 を回想 す るのは これ が初 め てで はない 。少 年 期 と呼 ぶ方 が ふ

さわ しい第99章 の 回想 は措 く と して も,し か し例 えば第69章 で 語 られ た記 憶は,

同 じく デ ィオ テ ィー マ と共 にい たと きの ものだが,こ の よ うに夢 幻 的な もの で はな

か った。 こ こで の 回想 には何 か 別の フ ァク ターが 介 在 してい ると考 え られ る。

 第115章 で事 態 は 更に進 む。 ボナ デ アが ウル リ ッ ヒに言 う。 「あ なた は なぜ,一

番 自然 な ことを な さ らないの 」と。 この 言 葉に 促 され る よ うに ウル リッ ヒは 一つ の

夢 を回 想 し,そ れ を手 がか りに 比喩 と現 実,比 喩 と夢の 関係 を 考察 す る。 「比喩 と

い う原初 の生 の状 態 」を,人 は 現実 や 真理 とい うf確 固 た る物 質 」と,夢 や予 感 あ

るいは 芸 術 とい う 「ガ ラス状 の 大 気 」とに 分 割 して きた。 だが その 中間 領域 に 厂第

三の 可 能性 」は 存在 し えな い の か,と 。 この 間題 が少 佐夫 人 体験 後の ウル リ ッヒを

襲 った,科 学 と宗 教,真 理 と主観 性 の間 に あ る もの への 問 い と同形 であ る こ とは 容

易に 見 て取 れ よ う。 今 彼 が 厂す べ て の道 が そ こか ら放 射 さ れ てい く中央広 場 」に 立

って い ると感 じ るの も,そ もそ もの 出発 点 に 立 ち戻 つた か らだ と 考 えれ ば納 得 で き

る。再 び ボナデ ア は言 う。

 夢 の 中 で は あ な た も考 えてい るわ けで は な くて,何 か ある物 語 を体験 して い る

 の ね 。(582)(傍 点 筆 者)

ボ ナ デ ア は ウ ル リ ッヒの 「秘密 」を知 っ てい るわ けで は ない 。に もか か わ らず そ

の言葉 は 「ほ とん ど真実 だ った 」の で あ り,ウ ル リッ ヒは この と き 「彼 の人 生 に入

り込 ん で きた 明 る さ 」(590)を 感 じ取 るの で あ る。

 だ か らで あ ろ う,続 く第116章 で,万 物 は 力 か ら生 まれ る と ウル リッ ヒが 言お う

と した とき,「 予期 せ ぬ別 の 言葉 」が 突 然介 入 して くる の は。 その 結果 彼 は 「万物

は力 と愛 か ら生 ま れ る 」と言 って し まい,そ こか ら 自己の 分 裂 を認 識 し,最 後 に

く 愛の 樹 〉の 基底 に〈 少 佐夫 人 の物 ―語〉 を発 見す るの で あ る。 そ れ は 平行 運 動の 中

で 抑圧 されて きたく少 佐 夫 人の 物 語〉 の 目覚 め であ つた 。 だがく 愛 の樹 〉 とい う

「彼 の 存在 の この 非活 動 的 な半 面 」が,〈 力の 樹〉 とい う活 動 的 な半 面 の持 つ 有用

性 は と りあ えず の もの にす ぎな い,と い う 「無 意識 の確 信 」を持 ち続 け て きた と言

                一18一



わ れ る と き,今 目覚 めた く 少佐 夫人 の 物 語〉 は地 下 へ と押 しや られ つつ,絶 えず ウ

ル リッ ヒの生 を規 定 し続 けて きた こ と もわ か るので あ る。即 ち,目 に 見えぬ深 層 の

物 語が 底 流 と して流 れ 続 け てい た こ とが 。

 事 態 が決 定的 と な るのは第120章 にお い てで あ る。 平行 運 動 は いつ しか多大 の 疑

惑 を国 民 間 に引 き起 こ し,つ い に ライ ンス ドル フ邸 に デ モが か け られ る。 この と き

窓 ガ ラス越 し に デモ隊 を見下 ろす ウル リッヒの 身 に 「奇妙 な 空 間の転 回 」が 起 きる。

 そ の と き彼 の 背 後 に あ る と思 って い た部屋 の 印 象が 収 縮 し,外 へ と折 り返 され

 た 。彼 を貫 い て,あ るい は何 か とて も柔 か い もの が 彼 を包 み 込 む よ うに して,傍

 らを流 れて い った ので あ る。(…)群 衆 が 彼の背 後 を通 り過 ぎて い き,彼 は 群 衆

 の 中 をつ き抜 けて 一一つの 無 に 達 して いた 。(632)

こ こ に 見 られ る 空 間 の 転回 は,第40章 に お いて生 じた 空 間の 変容 体 験の 再 現 で

あ る と考 え られ る。 か つ て 「二 人の ウル リッ ヒ 」に 分裂 した片 わ れが 経験 しつ っ,

平 行運 動へ の 加入 に妨 げ られ て果 され な か つたく 少 佐 夫人 の 物 語〉 へ の 回帰 の た め

の 機 縁 が,こ こで再 び ウ ル リッ ヒに 与 え られ たの で あ る。 そ して 今,も はや 彼 を 引

き留 める もの は な い。 「犯 罪 を 犯 そ う とい う決 意 」が 脳 裏 を よ ぎる。 犯 罪 とい う言

葉 に具 体 的な 内 実 はま だ ない が,そ れが 「m的 な もの,理 論 的 な もの 」の 拒 否で

あ り,「 自分 自身に 関 す る こと,行 為 を 伴 っ た こ と 」で あ る こ とはは っき りして

い る(同 時 代 批判 の理 論 闘争か ら〈 少佐夫 人 の物 語 〉 へ)。 ボ ナデ アの 言 葉が,幼

年 期 に つ い てデ ィオ テ ィ― マに 語 った言 葉が,再 び想 起 され る(第121章)。 何 か

が 起 こ る とい う予 感 に 充た され て帰 路 を急 ぐウ ル リ ッ ヒに は,夜 の 歩行 者の足 音 す

ら 「あ る重 大 な告 知 」の よ うに響 く(第122章)。

 家 に 辿 り着 い た ウ ル リ ッヒは 半眠 半覚の 状 態 で,忘 れ られ た恋 人の 幻 を追 う(第

123章)。 世 界 との 関 係が 弛 む。 それは 「地F水 の よ うに深 く広が った感 情 」の 変

化 に よ つて もた ら され た もの だ。 この よ うに 変容 し た空間 の波 間 を漂 い つ つ朝 を 迎

え た と き,

 不 意 に 彼 は 言 い 表 わ し難 い,潮 が 引いて い くよ うな具 合 に,つ ま りこれ以 上 そ

 れ を 否定 す る力 が尽 きて しま っ たかの よ うに,自 分 が既 に何 年 も前に 一 度い た場

 所 に 再び 立 つてい る こ とを悟 った 。(664)
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辿 り着 い た この状 態 を,ウ ル リ ッヒは 「少 佐夫 人 の 発作 」と呼 ぶ 。 しか も この 章 は

「転回 」(Umkehrung)と 題 されて もい る。 「転 回 」 とは 第40章 で 予 感 され た

ウル リ ッヒの内 的 回心 を 暗示 す る言 葉で あ つた。 即 ち,そ こで 予示 され て いたく 少

佐夫 人 の 物 語〉 へ の回帰 は,こ こに おい て 完 了 したの で あ る。

 以 上 見 た よ うに,第113章 に おい て第32章 以来 忘 れ られ てい た〈 少佐 夫 人の 物

語 〉が 再び ウル リ ッヒに よ つて 語 られ て か らとい う もの,ウ ル リ ッ ヒ自身 が 変 化す

るの み な らず,第 一 巻 は急 速 に終 結部4L向 け て流 れ 始め る。 「決 定 は近 い 」(599),

「何 か が彼 に さ し迫 って い る 」(653)と いった言蘖 が執拗 に繰 り返 され,ウ ル リ ッ

ヒを最 後の 「転 回 」の地 点 ま で運 んで い くの で あ る。 この 意 味 で 第113章 は 表層 の

物 語 と深 層 の物 語が 交差 す る場 と な って い ると言 え る。 ム ー ジル が この 章 を書 くの

に意 を用 い た こ とは,1930年1月13日 の 日記 に 「111章(ゲ ル ダ,ハ ンス ・ゼ

ップ,ウ ル リッ ヒ)〔 筆 者 註:草 稿 段 階で の 章番 号。 完成 され た テ クス トで は第

113章 に あ た る 〕の ため に た っぷ り一週 間 を使 っ た。 仕事 は 比 較的 順 調 に進 ん だ に
     25)
もかか わ らず 」と記 され て い る こと か らも察せ られ る。 し か もこの 章 を書 き終 え る
                      劉
と同 時に,ム ― ジル は第116章 に取 りかか って い る。第116章 が く 愛 の 樹〉 の基 底

に〈 少 佐夫 人 の 物語 〉 を見 出す 章で あ るこ と を考 えれ ば,第113章 以 降,〈 少佐 夫

人の 物 語〉 へ の 回帰 に 向 け て一 本 の線 が 作 者 に よ って 貫か れ て い る と推 測 す るこ と

も可能 で あ る。 更 にそ の一 週 間前 の 日記 には,「 な ん とか第111章(e第113章)

に取 り組 む こ とで,第 一巻 を終 わ らせ る見 込 み を得 てい なか った な ら,こ こ数 日,

私 は きつ と ひ どい虚脱 状 態 に 陥 った ことだろう」27)と記 され て もい る。この言 葉 は第

113章 が第 一巻の 終 了 と 密接 な 関係 を 持つ こ とを示 してい る。そ して事 実,第113章

以 降 が 再び〈 少佐 夫 人の物 語〉 を見 出 す過 程 で あ って みれ ば,こ の ムー ジル の 言葉

を,第 ― 巻 が〈 少佐 夫 人 の物 語 〉 への 回帰 と い う構 造 を持 つ ことへ の,作 者 の 側か

らの有 力 な 証言 として 受 け取 る こ と も許 され るで あ ろ う。

翻 って 考 え るに,ウ ル リソヒは 平行運 動 に引 き込 ま れ る以 前,第 一 部 にお いて 何

ものか を求め る者 と して 条件 づけ られ てい た。 そ して それ は仮 に本 来 の 自 己 と呼ん

だ ものか らの逸 脱 の故 にで あ り,彼 は 「若 い 頃 」の方 が 本 来の 自己 に よ り近か った

と感 じて い た 。 ウル リ ッヒが求 め てい たの は二 十歳 の時 の く少 佐夫 人 の 物 語〉 だ っ

たので あ る。
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            皿. 物 語 の 深 層

 前章 で 見た よ うに,『 特 性の な い男 』第 一 巻 は大 きな円 環 を描 い てく 少佐 夫 人の

物 語〉 へ 回帰 す るとい う構 造 を持 つ 。だが それ では,前 々章で 明 らか に され た ウル リ

ッ ヒ(eム ー ジ ル)の 非 合 理主 義 的同 時代 に対 す る苛 烈 な批 判 は ど うい う意 味 を持

っ てい たの で あ ろ う。〈 少 佐夫 人 の 物語 〉へ の 回帰 を遅 らせ るため の抑 圧 装 置 と し

て,あ るい は第 二 部 の標 題 に 示 され てい るよ うに 「同 じ よ うな ことが 起 こる 」表 層

の 物 語 と し て,否 定 され るべ き もの なの だ ろ うか。 もし仮 にr特 性 の な い男 』が 第

二 巻 を持 た ず,見 出 され た く少 佐夫 人 の物 語 〉 と共 に 幸福 な 終 幕 を迎 え る と した ら,

そ うい うこ と も言 え るか もしれ ない 。 だが 第 一巻 の 後 に は,遺 稿部 を も含 めれ ば そ

れ まで以 上 の 量 に達す る第二 巻 が続 くので あ り,更 には作 品 の 第二 の主 人 公 と も言

うべ き アガー テが 登場 す る の も,よ うや く第 二 巻 に して なの であ る。 我 々は 第I二

巻 か らや っ と本 来 の物 語が 始ま るの で あ り,第-巻 は それ に 対 す る 「一 種の 序 文 」

の 如 き もので は ない か とい う印 象す ら抱 く ほ どだ。 しか も重 要 な こ とは,〈 少 佐 夫

人 の物 語 〉 に回 帰 した ウル リ ッヒが そ こで そ れ まで の合 理主 義 的 姿勢 を捨 て,神 秘

家 に なって しま うの で は な い と い う点 で あ る。〈 少 佐夫 人 の 物 語〉 を見 出 した後,

窓 べ に 立 った ウル リ ッヒの 姿 は次 の よ うに描 かれ て い る。

 冷 気 が 彼 の こ め か み を洗 う間に,感 傷癖 に 対 す る ヨ ーロ ッパ 人の 嫌 悪が,彼 の

 心 を その 明 晰 な硬 さで充 た し始 め た。 そ して 彼 は,や む を得 ぬな らば 徹 底 して厳

 密4Lこ の 物 語 と向か い 合 って み よ うと決意 した。(664f.)

こ こで 表 明 さ れ て い るの は,あ く まで も厳 密 さに依 拠 しよ うとす る ウル リッ ヒの

意 志 で あ る。Hyamsの 言 うよ うな,第 一巻 に おい てRatioに よる 問題の 解 決 に失

敗 した が故 に 第二 巻 で ア ガ ーテが 要 請 され る とい う見 解 に照 らし合 わせ て,こ れ ほ

ど不似 合 い な ウル リッ ヒの 姿 は ある まい 。我 々は,ウ ル リッ ヒの同 時代 批 判の ため

に 第一 巻が 大 きな円環 を描 か ざる を得 な か つた理 由 を求 め て,物 語 の深 層 に分 け入

らね ば な らな い。

 深層,と 言 うと,あ るい は精 神分 析の 応用 とい う連 想 が働 くか もしれ ない 。実 際
                                28)
K.Laermannは その 手法 を用 い てく 少 佐夫 人 の物 語〉 を解 読 して み せ る。

Laermannに よれ ば,少 佐 夫人 が意 味 す る のは 「母 親像 」で あ る。 その 根 拠 として

まず第 一に,少 佐 夫人 が ウル リッヒ よ り年 上で あ り既 婚者 で あ る こと,第 二に ウル
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リッ ヒは少 佐 夫人 を愛す る あま り彼 女 か ら逃 れね ばな らない こ と(Fernliebe),

が挙 げ られ る。即 ちLaermannは,少 佐 夫 人が 母 親 像で あ るた め そ こに近 親姦 タ ブ

ーが 働 き,ウ ル リ ッ ヒは恋 人の 性 的 所 有 を回避 す るた め に彼 女 と の間 に 自ら空間 的

距 離 を置 かね ば な らない(フ ロ イ トに よれ ばFernliebeは 抑 圧 され た近親姦 願 望の

代 理形 成で あ る),と 言 うの で あ る。 しか し,そ の 愛の 観 念性 の 故 に性 的結 び つ き

を怖れ,対 象 か ら逃 れ去 る こと に よ って 却 って観 念 的 な愛 を 増幅 させ る とい う若者

に特 有 の愛 の か た ちの 中に,近 親姦 願 望 を 読み取 る 必要 が 果 してあ るだ ろ うか。 そ

れ に もし〈 少 佐 夫人 の 物語 〉 に お け るF'ernliebeの 側面 を取 り上げ るな ら,ム ー ジ

ルの 他 の作 品 に見 られ るFernliebeを も考 察の 視 野 に入 れ な くては な る まい 。

Fernliebeは ム ー ジル 文学 を特 徴 づ け る重 要 な モテ ィー フの一 つ だか らであ る。 だ

が 『愛の 完 成 』に お け る ク ラ ウデ ィー ネ,『 静 か な ヴ ェロ ーニ カの 誘惑 』に おけ る

ヴ ェロ 一ニ カ,『 グ リー ジ ャ』にお け る ホー モ等,そ れ ぞれ夫,恋 人,妻 か ら離 れ

て初 め て神 秘の 愛を 経験 す る人 物達 の中 に,近 親姦 タ ブ ー故の 愛の 対象 か らの逃 れ

を読 み取 る こ とは難iしい 。 で あれ ば,Fernliebe故 に少 佐 夫 人の 中 に母 親 像 があ る

と言 う ことはで きな いで あ ろ う。 第 一の根 拠に 関 して も,年 上 の 既婚 女性 が 皆母親

で ない こと は 言 うまで もな い。

 問 いの 方 向 を変 え,〈 少佐 夫 人 の物 語〉 の持 つ ム ー ジル に と って の意 味 を探 って

み たい 。す る と伝 記上 の 事 実の 中か ら,そ の源 泉 とな つた と思 われ る一 つ の体 験 が

浮 か び 上が って くる 。 ヴ ァレー リエ体 験 で あ る。 ヴ ァレ ー リエ とは,ム ー ジル の 若

き日の 恋 の 相 手 と 目され てい る女性 で あ る が,そ れが ど うい う人で あ った か は,研

究 者の 探 索 に もかか わ らず 長 ら く謎 であ った。 近年,パ ウ リー ネ.ウ ルマ ン とい う

当時 の 女 優 がそ の人 で あ る とす る説 がK.Corinoに よっ て出 され,そ の 人 とな りも

紹介 され たが,こ れ もまた推 測 の域 を出 て いな い29)0 わかっているの はた だ,こ の恋

愛 体験 が1898/99年 か ら1900/01年 に か けて の もの と推 定 され,そ れ は ム―ジル

が ブ リ ュン工科大 学の学 生 で あ った ほぼ二 十歳の 頃 に あた って い る こ とだ けで あ るo

だ が ヴ ァ レ ー リ エ が 誰で あ つた か とい うこ と 自体 は,さ して 重要 で はあ る まい。

何 故 な ら,ム ー ジルが ヴ ァ レ一 リエの 名 を 口 にす る とき,終 始 一 貫 して かつ て の 恋

人 その 人で は な く,ヴ ァレー リエ と共に あ った と きの 体験 が 問 題 と され ているか らで

あ る。 そ して それ は他 者 を愛す る こと稀で あ っ たム ージ ルが,1937年,生 涯 を振

り返 って例外 的に 愛 し得 た 四例 の一 つ として挙 げる ほ ど重 要 な体験 であ った。 そ れ

が どの よ うな体 験 で あ つた のか を まず 見 よ う。

 1901年 の ヴ ァレ ー リエ宛 て と推 定 され て い る手 紙の 草 稿 に は次 の よ うに 記 され

てい る。
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 僕 は 野 蛮 人 た ち の 中 を敬虔 に歩 き回 る。敬 虔 に,一 とい うの も撲 の魂 は 充 ち

 溢 れ て い るの だか ら 一 そ して それ を僕 は敬虔 とい う。 一 敬虔 に … それ は地 上
                        32)

 の 彼 方 に あ る国で は ない 一 が,こ の地 上の 彼方 に。

か な り高 揚 し た 気 分の 中 で 書か れ た と察 せ られ る文章で あ るが,恋 愛 感情 に よる

魂 の 充溢 が 「敬 虔 な 」(fromm)と い う言 葉 と結び つ いて い る ことに 注 目させ られ

る。恋 愛感 情 が その 情熱 の 極点 に お いて宗 教 的 敬虔 に通 じる もので あ る ことは,歴

史 上 様 々 な テ ク ス トの 上 で 反復 され て きた 考 えで あ るが,こ こでの ム ー ジル は,そ

の よ うに敬虔 な 愛 の境 地 が地 上 に存在 す るこ とを身 を も って 体 験 し,そ の秘 儀に 触

れ た喜 び を隠す こと なく ヴ ァレ ー リエに 伝 え よ うと して い るか の よ うで あ る。 この

と き世 界 は その 変容 した 相 を 開示 し,そ の 中で ム ー ジルは,地 ―ヒに在 りなが ら同 時

に現 実 の地 上 を越 え る とい う存 在様 式,と はつ ま り既成 の 現 実 に 引かれ た境界 線 が

消 滅 した 世界 で,充 ち溢 れ んば か りの魂 のふ く らみ と共に 直 接 世界 と結 びつ くとい

う神秘 的 な存 在 様 式 を知 ったの で は ない だ ろ うか。又1902年,日 記 の中 で 回想 さ

れ た ヴ ァレー リエ体験 は次 の よ うに言 わ れ てい る。

 別 の 種 族 を 形 成 す るの は偉大 な愛 す る人 々で あ る 一 キ リス ト,仏 陀,ゲ ー テ

 ー ヴ ァレー リエ を愛 した あ の秋 の 日 々の僕 。愛 す る人 々 は 真理 な ど求 め ない 。
                                  33}
 が,何 か が 自分の 内部で 全 体 的な もの へ とつ なが って い くの を感 じるの だ。

先 ほ ど の 手 紙 の 草稿 が,一 時 的な 興 奮状態 の 為 した もので は ない こ とがわ か る。
                       aa)

「ヴ ァレー リエとの突 然 の 破 局 」か ら「一 年た った 」この時 点 で 尚,ム ー ジル は ヴ

ァ レー リエ体 験 を広 義の 宗 教 的位 相 の もとに 見て お り,真 理 を求 め る こ とに よ って

で は な く,愛 す る こ とに よって 世界 の 全体 性 を把握 した偉 大 な 愛の 人 々 の系 譜 に,

「あの 秋の 口 々の僕 」を加 えて い るので あ る。 ム ー ジル に と って ヴ ァレー リエ体 験

と は,単 な る若 き日の 恋 愛 体験 に 留 ま る もの で は な く,そ れ に よって 自己 と世 界 と

の 関 係 が一 変 す る よ うな根 源的 体 験 で あ った と考 え られ る。

 この ヴ ァレー リエ体 験 を 〈少 佐 夫 人の 物 語〉 と結 び つ け る試 みは,既 に加藤 二 郎
           35)
氏 に よ って 為 され て い る。 両 者の 共 通項 として 氏が 挙 げ るの は,要 約す れ ば次 の 四

点 で あ る。(1}神秘 的 な愛 の 境地 に お け る世界 の 変容状 態の 体験,(2)当 時 の ム ー ジル

と ウル リッ ヒの年 齢(二 十 歳)が ほ ぼ一 致す る こと,(3)手 紙 を何 通 も書 いて 出 さ な

か った こと,(4)体 験 に比べ れば 恋 の 相 手の影 が極 め て 薄い こ と。以 上の 共 通項 を基
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礎 とした 「類 比 的方 法 」に ょって加 藤氏 は ヴ ァ レー リエ体 験 を〈少 佐夫 人 の 物語 〉

と結 び つ けて い くの だが,両 者 の 関係 を 実 証的 に示す こ と も又,現 在で は 可 能で あ

る。 既 に 以前 か ら,草 稿 段 階 で は少 佐 夫人 の 名 は ヴ ァレ ー リエで あ った,と い うE・

Wilki。 、の 報 告 は知 られ て いナ、カ～1}、978年 の新版 全集 に当 の 草勵 ・収 録 され るこ

とに よ って,そ れ は我 々に も確 認で きる もの と な った 。1920年 代 の 半ば に 成 立 し

た草 稿(s3+/n-1)の 中 で,ウ ル リッヒ と少 佐夫 人 の 関 係 は,ア ン ダー ス(eウ

ル リッ ヒの 前 身)と 騎 兵大 尉夫 人 の 関係 と して 語 られ て お り,騎 兵 大尉 夫 人 は確 か

                 37)
に ヴ ァ レー リエ と呼 ば れて い る ので あ る。 しか もそ こ にお いて 神秘の 体験 が為 され

たの は,ム ー ジル が ヴ ァ レー リエ体 験 の季 節 と して強 調 した秋 で あ った とされ て い

る。以 上の こ とか ら判 断 して,〈 少 佐夫 人 の物 語 〉の 背 景 に ヴ ァレ― リエ体験 が 位

置 して い る こ とは ほ ぼ確実 で あ る と思 われ る38)0

 と ころで,私 が 〈 少佐 夫 人 の物 語〉 との相 関関係 の 中 で 何 に もま して注 目 した い

の は,ヴ ァレ ー リエ体験 も又一 度 忘れ られ,後 に 再 び回 帰 さ れ るべ き場 とい う性 格

を賦与 されて い る点 で あ る。1905年4月2日 の 日記 に,ム ー ジル は次の よ うな 言

葉 を書 きつけ て い る。

 四 年 間 の 四 分 五 裂の 後,あ の 精 神的 発展 の ラ イン を再 び見 出す 機 会 を,こ こに

 設 け るつ も りだ 。あ の ラ イ ンが 僕 の もの だ。(…)あ の 僕の 大 い な る震撼 の 時 代
                            39)
 の 思 想 を再 び掘 り出 し,吟 味―して 更に発 展 させ ねば な らない 。

「 四 年 間 の 四 分 五 裂の 後 」と言わ れ てい るが,四 年 前 の1901年 と い え ぱ,ム ー

ジルが ブ リュ ン工科 大 学 の 学生 だ った頃 で あ る。 この 年 の7月,ム 一 ジル は技 師 国

家試 験 に パ ス し,翌 年10月 に は シ ュ トゥ ッ トガ ル ト工 科 大学 の無 給助 手 として 勤
                           40)
務 を開 始す る。が,一 年 後 に は 早 く も技 師生 活 に 愛想 を尽 か し,1903年10月,

再び 学生 として今 度 は 哲学 と心 理 学 を学 ぶため にベ ル リンに 赴 く。 この 歩 み と平行

して,処 女作 『生 徒 テル レ スの 惑 い 』(1906年)(以 下 『テ ル レ ス 』と記 す)が

書か れ てい る こ と も忘 れ て は な らな い。1902年 に 着 手 され た 『テ ル レ ス 』はベ ル

リンで も書 き継 がれ,そ の 完成 は1905年2月 頃で あ る。 上の 日記 が記 され たの が

そ の直 後の4月 で あ る こと を考 えれ ば,こ こで 言 われ る 「四 年間 の 四分 五裂 」と は,

工学 及 び哲学 の 研 究 に 従事 してい た期 間 を指 しつ つ,rテ ル レス 』と も密接 に関 係

してい る と推測 してい い だ ろ う。

 今 少 し 『テル レ ス 』を振 り返 ってみ る な ら,事 物 の 二 重 性 を 見て し ま うが 故に 惑
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い 続 け て きた主人 公 テル レ スが 最 後 に到 達 し たの は,「 死 ん だ思想 と生 きた 思想 が

あ耡 という識 であつた。「死んだ思想 」とは因果倒 、基づいた単に綱 的なだ

け の 思想 で あ り,ど うで もい い もの と して 否定 され る。 そ れ に 対 し 「生 きた思 想 」

と は一一―・

 偉 大 な 認 識 は,た だその 半 分 だ けが頭 脳の光 の 圏内 で為 さ れ,後 の 半分 は 内奥

 の 暗 い土 壤 で為 され る。 そ して それ は何 よ り も魂 の 状 態で あ り,思 想 は その 先端

 に た だ一 輪の花 の よ うに付 い て い るだけ な の だ。

  その 最 後の芽 を高 み に迫 り上 げ るため に テル レスに 必要 だ ったの は,た だ魂 の
       43)

 震 撼 ナごけ'ナごつナこo

こ の よ う な 認 識dL達 しな が ら,テ ル レスはそ れ 以 上先 に は 進 めなか った 。そ れが

この作 品 の 限 界で あ り,ム ー ジルは こ こで 「生 きた 思想 」の 構 想 を呈 示 す るに 留 ま

ってい る。 が,別 の見 方 をす れ ば,『 テル レス 』を 書 くこと に よ って 彼 は 「生 きた

思 想 」とい う構想 に辿 り着 い た の だ,と も言 え るだ ろ う。 とす れ ばム ー ジルの 次 の

課 題 は,構 想 を いか に して 実現 して い くか,で あ る。 既 に 『テル レ ス 』の 中 で その

た めの 手 がか りは示唆 され て い た。 「魂 の震 撼 」 一 この 言 葉 は 日記 中の 「僕 の 大

い な る震 撼 」と い う言い 方 と共 鳴 して,一 つ の方 向 を 指 し示 してい る。 日記か ら読

み 取れ るの は,1901年 以 降の 歩 み を 自己本 来の 「精 神的 発 展 の ライ ン 」か らの 逸

脱 と見 做 した ム 一 ジルが,そ れ 以 前 に存 在 した 「大 いな る震 撼 の時 代 」に立 ち返 っ

て そ こで体験 され た 「生 きた思 想 」を再 び我 が 物 と し,継 承 してい こ う とす る姿 勢

で ある 。 ム ージ ルは 今,「 四年 間 の 四分 五裂 」の中 で忘れ られ てい た 言 わば生 きら

れ た 時 間 を再 び見 出 し,そ こに回 帰す る こ とに よって 新た な出 発の 礎石 を築 こ うと

し てい る よ うなの だ。 この と き回 帰 され るべ き 「大 い なる震 撼 の時代 」と して考 え
                         49)
られ るの が,A. Reniers-Servranckxも 指摘 す る よ うに,ヴ ァレー リエ体験 の 時

代 で あ る。 その終 局が1900/01年 頃で あ る とい う時間 的 対 応 に加 えて,既 に 見 た

体験 自体の 持つ ムー ジル に と っての根 源 的 な意味 を 思 って も,他 に それ に代わ る重

大 な事 件が 見 出せ ない 以 ―ヒ,こ こで 「大 いな る震撼 の 時 代 」と言 った ム ー ジルの念

頭 に ヴ ァレー リエ体験 が置 か れて い ると推測 して,ほ ぼ間 違 い ない と思 わ れ る。

 事 実 それ を裏づ け る よ うに,1902年 時の 回想 以来 忘 れ られ てい た ヴ ァレー リエ

体験 へ の 言 及 が,こ の 年 再 び 日記 に現 わ れ る。1905年6月19日,『 デ ィ ・ノ イ

エ ・ル ン トシ ャウ 』6月 号 に 掲載 され たエ レン ・ケ イの エ ッセ イ 「生 活 術 に よ る魂
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の発展 」を読 ん だム ー ジル は,そ こに 「自分 自身の 過 去の 声 」を 聞 き取 り,同 時 に

思考様 式 の同 質 性 を認 め て 「ヴ ァレ― り工 伝統/」 とい う言 葉 を 日記 に 書 きつ ける
   覗}
ので あ る。 更 には その後 ほぼ一 か 月に わ た って,日 記に は この エ ッセイ か らの抜 粋

が行 なわ れて お り,そ こに 「ヴ ァレー リエ体 験 」,「 半 ば ヴ ァ レー リエ 」等 の 香 き
      45)

込 み が 見 られ る。 「僕 は道 徳 的 に繊 細 で あ る。 ヴ ァレ ー リエの 時代 以 降決 定 的 に 」

と記 され るの もこの 間 の こ とで あ る。 以 ヒの ことか らヴ ァレ ー リエ 体験 への 回帰が

現 実に 為 され つ つ あ る こ とが わか るが,作 家 ム ージル に とっ て よ り重要 な こ とは,

彼が この 時期,ヴ ァ レー リエ体 験 を もとに した創 作 の 試 み を行 な ってい る こ とで あ

ろ う。

 『ロ マ一 ンのた め の準 備 」と題 され た1905年 の もの と推 定 され てい る草 稿に お
 47)
いて,ム ー ジル と同 名 の 主人 公 ロ―ベ ル トは ヴ ァレー リエ と 目 され る一 人の女 優 を

愛す る。 その と きの ロ ーベ ル トの状 態 は次 の よ うに 描 かれ てい る。

 途 方 もな い 嵐 が 到 来 した。 初 めて彼 の感覚 は金 の 刺 繍 を した 赤 い 愛の マ ン トを

 ま とった。 彼 の 全 存在 が 変化 を受 け た。 善 意 に充 ちた 献 身 的感 情 が 彼 を襲 った 。

 遙 か な思想 の 拡 が り,精 巧 な 思想 の 絡 ま りが は っ き りと 見 えた 。 わず か数 週 間の

 うち に,彼 は 自己を 越 え出 て熟 してい っ た。 一 彼 の 思 想 と感 情 が 整 う。 静寂 と

 成 熟 の 哲学 が 形成 され る。 ― 姆

荒 削 りな 表現 で は あれ,ロ ーベ ル トの全 存 在 を 揺 がす よ うな 変 化,そ れ に 伴 う 明

晰な 思 考 の拡 が り と自己 を越 え 出てい く存 在 様 式の 体験 は,後 の 〈 少 佐 夫 人 の 物

語 〉に 発展 して い く萌芽 と して 読み 取れ る。 しか しこ こに は ま だ,作 者 と素材 との

間 の距 離が ほ とん どない。 あ くまで 「ロマ ー ンのた めの 準 備 」,即 ちス ケ ッチで あ

る。

 この 最初 の 小説 化 の 試み は断片 に留 ま りは した が,そ の 後 もヴ ァ レ ー リエ体験 は

ムー ジルの 創 作活 動 の 核で あ り続 ける 。1906年 の成 立 と推定 され て い る 草 稿rイ
          49')

ポ リ ッ ト日記 』を―見 よ う。主 人 公の 「僕 」(;イtリ ッ ト)は 社 交 上の 集 ま りの席

で マ ドレー ヌとい う女 性 と知 り合 い,心 ひか れ る。 マ ドレ ー ヌへの 急 激 な 傾 斜が 為

され るの は,あ る 日 イポ リ ッ トが彼 女 の前 で リルケ の詩 を朗 読 した 時 で あ った。 そ

の とき彼 は突 然 「あ る決 定 的 な転回 」,つ ま り魂 の 内部 に お け る回 心 に も似 た 状態

を経 験す るの で あ るが,こ の経験 はす ぐさ ま ヴ ァ レー リエへ の 記 憶 と結 びつ け られ,
                            5U)「

ヴ ァレー り工期 を再 び生 きた い とい う願 望 」が生 じ るの で あ る 。 た だ し今度 は マ
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ドレー ヌ と共 に。

 だ が この よ うに露 骨 な 回帰 願 望 は,い か に 切実 な もの で あれ,少 な くと も作 家 ム

ージ ルに と って名 誉 な ことで はあ る まい 。作 家 とは ,自 らの 願 望 を な まの形 で語 る

こ とを断 念 した 上で,そ れ を作 品 と して 形 象化 す る ことを選 んだ 者で あ るはず だ 。

そ の意 味 で この 時点 ま での ムー ジル は作 家で は なか った。 た と え処 女作 『テル レス 』

が,多 大 の誤 解 と共 に 好 評 を もって読書 界 に迎 え られて い た として も,で あ る。 勿

論 『ロ マー ンの た めの準 備 』に しろ,『 イt°リッ ト日記 』に しろ,あ く まで草 稿 で

あ り,最 終 的に作 者 に よ って 発 表 され た もの で はない 。 だが 同 じ く草 稿で あ りな が
                       SY)
ら,『 グ ラウ アウゲ の霧 深 き秋 』(1907年)か らは,そ こか ら一 歩踏 み 出 した,

作家 の 誕生 に 向 けての 胎動 が 感 じ取 られ る 。 とい うの も,こ の 草案 の 中 で主 人公 グ

ラ ウア ウゲ は,「 一 個の 人 間 を,完 全 に組 み換 え られ た感 情 の 諸前 提 に よって基 礎

づ け る 」こ と,鰭 す れ ば 「来 た るべ き燗 」の 有 り方 を呈 示 す る こ とを,自 らの
                      52)

使 命 と して 引 き受 け た人 間 とな って い るか らで あ る。 これ は 『テ ル レス 』を 書 く こ

と に よ って 到達 した 「生 きた 思想 」の 構想 を,作 品 の レヴ ェル にお いて 前 進 させ る

姿 勢 だ と言 え る。 ここで ム ー ジル は,ヴ ァ レー リエ体 験 へ の や み く もな回 帰 を,体

験 に 内在 した 「感情 の諸 前提 」に 基 づいて 「来 た るべ き人 間 」を描 く方 向 へ と転換

してい るので あ る。 この転 換 が な けれ ば,ム ー ジル の第 二作 『結 び つ き 』(1911

年)は 生 まれ なか った ので は ないか,と 思 う。

 1908年 に 着 手 され1911年 に 完成 した この 作 品 集に つ いて は,既 に 別の 場 で

く 男性 原 理〉 か ら〈 女性 原 理 〉 への 転 位 とい う視 点の もとに述 べ た ので,こ こでは
     53)

繰 り返 さ な い。 た だ本 稿の 文 脈の 中 で確 認 して お きたいの は,『 結 び っ き 』は,

1905年 以 降 辿 られ た ヴ ァレ ー リエ体験 への 回 帰,及 びそれ に 基 づ く創作 の試 み の

延長 線 上に 位 置す る ム― ジルの 一 つ の 到達 点で あ る,と い うこ とだ。 わ けて もその

完成 度 に おい て 比類 な き作 品 『愛の 完成 』は,『 テル レ ス 』の 限界 を乗 り越 えて

「生 きた 思想 」を 見事 に形 象化 してい る。作 品 の 末尾 に お け る ク ラウデ ィーネの 独

臼に,少 し だけ耳 を傾 けて み よ う。

 そ れ は 狭 い 峠道 を の ぼ って い くと きの よ う。獣 も人 も花 も,何 もか も変 わ って

 い く。 自分 自身 がす っか り別の もの に なって しま う。 その と き思 うの 。 もし最 初

 か らここで暮 し てい た と した ら,私 は これ を どう思 うか し ら,あ れ を ど う感 じる

 か しらって 。踏 み越 えな くては い け ないの が た つ た一本 の線 だな んて,奇 妙 な こ

 と。(…)こ の境 界 線 を踏 み越 え るた び に,私 は そ れ を も っとは っ き りと感 じて
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 い くに違い な い 。私 はだん だん 蒼 ざめ てい く。人 は死 んで い く,い い え,し おれ

 て い くの で し ょ う。樹 々 も,獣 た ち も。 そ してつ い にす べ ての ものが た だ一 す じ

 の 薄 い煙 と な って ・..続い て一 つの 調べ とな って …空 中 を流れ て い く…虚 無 の 上 を

 ..㍗1

花 も樹 も獣 も変 貌 し,事 物 を隔 て る差 異 が消 滅 した空 間で,ク ラ ウデ ィー ネ は輪

郭 の な い煙 とな り,目 に 見 えぬ 調べ とな って,世 界の 中 へ と溶 け 込 んで い く。 この

とき彼女 の 「愛 」は 「神 さま 」の よ うに大 きな 愛 とな り,す べ ての ものの 上 に漂 い

つつ遍 在す る ので あ る550)かつて ムー ジ ルは,ヴ ァレー リエ体験 に よって キ リス トや

仏 陀 らの愛 の 導者の 系譜 に 自 らも加わ った,と 日記 に記 した 。 この よ うな言 い 方 が

いか に若 さの気 負い に見 え よ うと も,少 な くと もム 一 ジルに と って,ヴ ァ レー リエ

体験 は そ う 自覚 させ る だけ の真 実 を含 ん でい た ので は なか ったか 。 だ か らこそ 彼 は

この 体 験 に こだわ り続 け,つ い には ク ラ ウデ ィー ネの辿 り着 い た愛 の か た ちの 中 に,

その理想 化 を果 した。即 ちム ー ジル は,ヴ ァレー リエ体 験 の 内 部に 秘 め られ た 真 実

を,言 語 化す る こ とに よ って,『 愛 の完 成 』とい う作 品 へ と 結晶 させ た ので あ る 。

 さて,再 び こ こで 『特性 の ない 男 』に 目を 向け てみ 珠 う。 す る と,ほ ぼ二十 年 の

時 を隔 て て,こ の 二 つの 作 品 が ヴァ レー リエ体験 を媒介 に結 ば れ てい る こ とが わ か

る。〈 少 佐 夫人 の 物 語 〉の 背後 に ヴ ァレ ー リエ体験 があ る こと は既 に 述べ た が,よ

り広 いパ ー スペ クテ ィ ヴの 中で 見 るな ら,〈 少 佐夫 人 の 物 語〉 に描 き出 され た神 秘

の 体験 は,『 愛の 完成 』の到 達 点 を引 き継 ぎ,そ れ を更 に 普遍 化 した 「抒 情 的 散 文 」

に よって 展 開 した もの と して 読め るの で あ る。 この 発展 的連 続性 を,『 特性 の な い

男 』が 死 の 直前 ま で 書 き継が れ たム ー ジル の ラィ フ ワ一 クで あ り,そ こ にお い て

〈 少佐 夫 人の 物 語 〉 は不 可視 の 中心 と も言 うべ き重 要な役 割 を 果 し てい る とい う既

に確 認 され た事 実の 中 で捉 え る と き,ヴ ァレー リエ体験 は ムー ジルの生 涯 を貫 い て

創作 の 源泉 で あ り続 け た,言 わ ば作 家 に と っての 原 体験 で は な か っ たか,と 思わ れ

て くるので あ る。

 で は 『特 性 の ない 男 』は 『愛の 完成 』の 変 癸 に よる ヴ ァレー リエ体験 の再 度の 作

品化 なの か,と 問 えば,否 で あ ろ う。 これ まで の考 察か らもこ の体験 を 背景 と した

く少佐 夫 人 の 物 語〉 の 重要 性 は明 らか であ るに もか かわ らず,そ れ は第 一 巻 におい

て,最 終 的 に 回帰 され るに せ よ,表 面 か ら隠 され た深 層 の 物語 とな って い る。 そ し

て〈少 佐 夫 人 の物 語 〉が 作 品 内で 底流 を強 い られ たの は,平 行 運動 の場 に おけ る ウ

ル リッ ヒの 同 時代 批 判 に多 大の エ ネル ギーが 注 がれ たか らであ った 。そ れ が 時代 の
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土 壤 に まで 及 ぶ徹 底 した 非 合理 主義 批 判 で あ る こ とは1章 で 述べ た が,で は何 故 ム

ー ジル は,彼 に と つて 極 め て重 要 な〈 少佐 夫 人の 物 語 〉 を忘 れ させ て まで,第 一 巻

の 大 半 を非 合理 主 義批 判 に 費 さな けれ ば な ら なか った のか 。

 こ こで ム ー ジルの 時代 との関 わ り方 に 目を向 けて みよ う。歴 史家の 教 える ところ

に よれ ば,世 紀 転換 期 に 既 に,「 実証 主義 への 反逆 」を公 分母 とす る広 義 の非 合 理
             JB}主 義

の 台頭 は見 られ る もの の,そ れ が ドイ ッ語 圏に おい て 精 神文 化 全般 にわ た る

「地す べ り的 な変化 」を 引 き起 こす に 到 るの は1910年 代 以 降で あ る57)0そして そ れ

まで 凡 そ時代 との 関わ りとは無 縁 だ った ム ー ジル が社会 批 評 的発 言 を開 始 す るの も,

『結 び つ き 』を書 き終 えた後,即 ち1910年 代以 降 の こ となの で あ る。

 1913年 に 発表 され た二っの エ ッセ イ 「数学 的人間 」と 「分 析 と綜 合 」を読 め ば,

何かにつけ 「空虚な合理主義智,「 不毛な合理主iだ葛といつた言葉を口にする同時

代 の作 家 た ちの 存 在 を,ム ー ジルが いか に 苦 々 し く思 って い たかが わ か る。 分 析 的

精 神 を謗 り綜 合 を求 め る と称 す る彼 らは,ム ― ジル か ら見れ ば 「知 性 の ない 感 情 な

ど(…)太 っち ょの モ プス犬 の ような もの だ,と い うこ とを忘 れ てい る 」にす ぎな

い 。だ か ら 「 ドイツの 小説 を二冊 も続 けて 読 め ば,そ の た び ご とに積 分 の 問題 を一

っ解いて減量に努めなければならなし珊 。このような挑発的発言は後の 『特性のな

い 男 』第一 巻 に 直線 的 につ なが って い く もの で あ り,作 品 に おけ る同 時 代批 判 が ム

ー ジ ルの 肉声 で あ る こ との 証左 ともな ろ うが,今 我 々の抱 えた問題 との 関係 か らと

りわ け注 意 を引 くの は,ヴ ァル タ ー ・ラー テ ナ ウの 著 『精 神 の 機構 の た めに 』

(1913年)へ の 書 評 として書 か れ た 「あ る超 心理 学 へ の註 釈 」(1914年)で あ

る。

 この エ ッセ イは,ラ ーテ ナウの 提 唱す る 「魂 に 充 ちた 人間 」とい う 「人 間 類型 の
                       81)
プ ログ ラム 」に対 す る徹 底 した揶 揄 で 始ま るの だ が,読 み 進 む うちに 我 々は一 種 奇

妙 な事 態 に気 づ く。 ラ―テ ナ ウの 説 く 「魂 に充 ちた人 間 」とは 「魂 あ るい は 愛の 体

験 」に基 づ い た 燗 の こ とで あ り,そ こで描 か れ る儼 は ム ー ジ岶 身 の 燬 と極

めて類 似 してい る よ うに思 え るの であ る。 例 え ば 「この愛 は 自然の 中 へ と沈潜 しつ

つ,自 己 を失 うこ とは ない 」とい う言い方,あ るい は 「倫 理 的行 為 があ るので は な
                     82)
い,倫 理 的 状 態だ け が 存在 す る 」とい う言 い方,こ れ らは ヴ ァ レー リエ体験 と〈 少

佐 夫人 の 物 語 〉 を結 ぶ線 上で,ム ー ジル 自身 に よ って 記 され た として も不 思議 で は

な い表 現 で あ ろ う。 に もかか わ らず ムー ジ ルは ラー テ ナ ウ を否定 す る。 その よ うな

「神 秘主 義 の 根本 体験 」か ら新 しい人 間 を創 造 しよ うとす る ラー テナ ウの 試 みに,

他 な らぬ 「体験 」が 欠 けて い るか らであ る830)ムージル の考 えで は,そ の よ うな試 み
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を行 な うた め には 「一つ の 体 験 か らそ れに 属 す る人間 の精 神 を構 成 し,理 性に 代 え

て この 精 神で 世界 を 考 える 」ことが 必 要で あ り,ラ ―テ ナ ウの試 み もそ こにあ る は

ず なの だ が,彼 は 「理 性 と分析 」を嫌悪 す る あま り,「 魂 」とか 「直観 」とか の曖

昧な,し か しそ れ 自体既 に合理 的な 概念 語 に 依存 す る こ とに よつて,体 験 を形骸 化
                           醐して し ま う

。 その 結 果後 に残 るの は 「体験 の抜 殻 」に す ぎない 。 その こと に気 づ か

ず無邪 気に魂 の 体験 を讃 美す る ラー テ ナ ウに,ム ー ジル は苛 立つの で あ る。

 この ラー テナ ウ批 判 か らわか るの は次 の二 点 であ る。第 一 に,ム ー ジル の批 判 が

向け られ て い る のは神 秘 の 体験 それ 自体 では な く(「 この状 態 は人 間 的 に重要 で あ
 65)

る 」),体 験 の 把 え方 で あ る こ と。 ラー テ ナ ウ的体験 讃美 は,一 方 で は体験 の 形骸

化を招 くが,同 時に 厳 密 な思 考 に よ る現 実へ の 媒介 を 欠 くこ とに よ つて,体 験 を現

実 か ら切 り離 され た夢想 的 か つ 美的 状態 に 固定 す る(「 この 書に お け る体験 の 描 写
    661
は 美 しい 」)。 この点 は 後にr特 性 の な い男 』に お いて,ラ ―テ ナ ウを モデ ル とす

るアル ンハ イム 及び デ ィオ テ ィー マの 抱 く「第 二種 の現 実 」願 望 批判 と して,よ り

明確 に され る こ とに なる。 第二 に,同 じ こ との 言い換 えで あ るが,ム ー ジル の批 判

は ラ ーテ ナ ウの 言 う神 秘の 体験 を 自 ら共 有 す るが 故 に為 され る こ と。 そ れ は純粋 な

合理 主義 の 側か らの批 判 で は な く,言 わ ば 内部 か らの 告発 なの であ る。

 ―ヒに 見 た ラー テ ナウ批 判 は,一 人 ラー テ ナ ウ だけ に 向 け られ た もの で はない 。

「精 神 と経験 。 西 洋 の没 落 を免 れ た読 者 の ための 註釈J(1921年)と い う イ ロー

ニ ッ シュな標 題 を持 つ エ ッセ イで も,シ ュペ ン グ ラーが 『西 洋の 没 落 』(第 一 巻

1918年)に お いて 用 い る 概念 の曖 昧 さ,と りわけ理 性 的 認 識 に対 して 持 ち 出 され

る 「直観 」(Intuition)と い う言葉 の曖 昧 さを ム ー ジル は 批 判す る。 ム ー ジル に と

って 「直 観 」とは,説 明 困難 な事 象 を 語 る と きの 重宝 な合 言葉 で あ り,そ こに含 ま

れ た理 性の 敵視 は,た だ理 性の 使 用 法 を知 らな いが ため の迷 妄 にす ぎ ない(「 常 に

                                 87)
百 われ る よ うに理 性が 過剰 なの で は な い。 理性 を適 切な 箇 所で 用 い ない の だ 」)。

必要 なの は 「類 比 的 な もの,あ るい は非 合 理 的な ものの論 理 を探 究す る試 み68)であ

り,そ れは 理 性 を斥 け ては不 可能 なので あ る。

 だが 時代 は 日一 日 と反理 性,非 合理 の 色 合い を濃 く しつ つ あ った 。指導 者 を熱 望

す る青年 層 を引 きつ け てい るの は,ゲ オル ゲ や ク ラーゲ ス らの 神秘 主 義 的教 義 で あ
                        69)
り,そ れ ら様 々 な ク ラィス に お ける 「精 神 的独 裁 者崇拝 」は,ム 一 ジルの 嫌 悪す る

もの で は あ って も,無 視で きない 影響 力 を時 代 に及 ぼ して い た 。 その よ うな時 代に

あ って,ム ー ジルは極 めて 非政 治 的 に非合 理 主義 批 判の 論 陣を 張 っ たので あ るが,

それ とい うの も彼 が 神 秘の 体験 を 自 らの 創作 の 源泉 とす る作 家 だっ たか らで あ る こ
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とは,こ れ まで の 考察 か ら既 に 明 臼で あ ろ う。 非 合理 主義 者 が 批判 す る よ うな 「た

だ の 合理 主 義者雪 は,ム ー ジル に と って 初 めか ら問題 で は な く,神 秘の 体 験 を歪 曲

して流 布す る人 々 に こそ鋭 い批 判 は向 け られ ね ば な らなか った ので あ る。そ れ と同

様 の こ とが 『特 性 の な い男 』とい う作品 の 上で も起 こ つたの で はな い だ ろ うか。 一

度 語 られ たく 少佐 夫 人の 物 語〉 は 同 時代 の神 秘主 義 との 類似 の 故に い ったん忘 れ ら

れ ねば な らず,そ れ が再 び正面 か ら取 り扱 われ るため に は同 時代 との 対決 が不 可避

だ つ た ― そ う考 えれ ば,〈 少佐 夫人 の 物 語〉の 置かれ た作 品 内での 碕妙 な位 置 も

納 得 で きる。 そして そ う考 える と き,第113章 にお いて,ウ ル リ ッヒの 結 審 的同 時

代 批 判 とく 少 佐夫 人 の物 語 〉の 再 浮上 が 同時 に 為 されて い るの も偶 然 と は言 えま い 。

〈少佐 夫 人 の物 語 〉 は,同 時代 の 非合 理主 義 へ の最終 的 な破産 宣告 と交 差 して,再

び 作 品の 表 面に 現 われ る ことを許 さ れ るので ある。

 だが その よ うな批 判 を 経 て見 出され た〈 少 佐夫 人 の物 語〉 が,果 して 無垢 の ま ま

で い られ よ うか 。 他者 に対 す る 攻撃 は,翻 って ム ージル 自身 を も撃つ もの では なか

った か。 『愛 の 完成 』は確 か に 神秘 の 体験 を描 い た,ム ー ジル の 指標 的 到達 点 で あ

る。が,形 而上学 的清 朗 と晦 渋 の溶 け合 った この作 品は,「 魂 の処 女 地 」の 発見 で

あ る として,二,三 の表 現 主 義者 力、ら称讃 され る要素,即 ち 「現 実の な い精 祷笥 ―

ム ー ジル は表現 主 義 を,そ の 内 実の ない抽象 性 の故 に こ う規 定 してい る-と 化 す

要 素 を も孕 ん で い た。 現実 か ら切 り離 され た所 に美 しい体 験 を浮遊 させ るこ との危

険 性を 絶 えず 告 発 して きた ムー ジル が,そ の過程 で 自らの 内 なる ロマ ン主 義 に 気づ

か なか つたは ず は ない 。 ヴ ァレー リエ体 験 は単 に描 写 され る だけ で はな く,そ の 内

部 に潜 む論 理 こそが 探究 されね ば な らないの で あ る。

 『別の 人 間 を 見 出す 試 み 』と題 され た作 品 の 構想 メモ(1921年)か らは,そ の

よ うな ム ― ジルの 乗 り越 えの姿 勢 が 見て 取 れ る。 こ こで ム ー ジルは,作 者 と登場人

物 の 混合 体 と して の 「私 」を設 定 してい る の だが,そ れ は 「別様 に 考 え る 」人 間,
                   T9)
即 ち思 考す る人 間 と規定 され てい る ので あ る。 続け て 「別 の人 間 」の モ デル として,
                             74)
キ リス ト,孔 子,老 子,ニ ーチ ェ等の 名 が挙 げ られ るの を見 る とき,「 私 」が や は

りヴ ァレー リエ体験 に 基づ いて 形 成 され た人物 像 で あ りな が ら(「 あの 秋 の 日 々の

僕 」),こ の 体験 に依 存す るの で は な く,そ こで得 られ た 厂倫 理 的 体験 」も しくは

「愛 の状 態7ヨを考 察 の対 象 とす る 人物 で あ るこ とが わ か る。 つ ま りム ー ジル は,自

己を反 省 し ヴ ァレ ー リエ体験 を検 証 し うる人 物 を構想 してい るの であ る。 この 「別

の 人間 」が 後の ウル リッ ヒに成長 し てい く ことは,今 問題 に してい る構 想 メモが

『特 性 の ない 男 』に 注 ぎ込 む支流 の 一 つ と見 做 され て い る こ とか ら も明 らかで あ ろ
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つo

 『特 性 のな い 男 』は ムー ジ ルに と っ ての 集 大成 で あ り,過 去 の 作 品の すべ ては こ

の一 作 に 向 けて 収斂 して い く,と は よ く言 われ る こ とで あ るが,そ れ は 過去 の 集 合

とい う意 味 に お いて で は な く,そ の乗 り越 え と解 して こそ正 しい 。 例 え ば1905年

時の エ レ ン ・ケ イの エ ッセ イ抜 粋に は,そ の 時期 は確 定で きな いが,そ こ こ こに

「デ ィオ テ ィーマ 」あ る に は 「 ラーテ ナウ 」とい う書 き込 み が追 記 され て お り,そ

の 内 容 は 『特 性 の ない 男 』の デ ィオ テ ィーマの 章(第25,94章)に 取 り込 まれ,
       77)
戯 画 化 され て い る。 か っ て ヴ ァ レー リエ体験 へ の回 帰願 望 を 託 した エ ッセ イが,こ

こで は夢 想 的 な もの と見 做 され てい るの で あ る。 ま た第86章 で は,『 結び つ き』

中 の他 の 一 篇 『静 か な ヴ ェ ロー ニ カの 誘惑 』か らの 一 節 が,若 干 の 省略 を除 い て ほ
                       78)
ぼ文字 通 り 「あ る詩 人 」の 文 章 と して 引用 され て い る。が,そ れ は デ ィオ テ ィー マ

との 愛 を通 して アル ン ハ イムの中 に 呼び 醒 まされ た 「夢 想 的予 感 」と関連 しての 引

用で あ り,「 あ る詩 人 」(=ム ー ジル)は 他 な らぬ その アル ンハ イムに よって評 価

され て い るの で あ る。 この よ うな手 の込 ん だ仕 掛 けの 意味 す る とこ ろに つい て は,

第二 巻 第11章 の ウル リッ ヒの 言葉 が か な り明確 に語 っ てい る。 この 章の 末尾 で,

フ ァン ・ゴ ッホ や リルケ,あ るい は ドイッ民族 の高 貴 な 自然感 情 を讚 え る人 々の 中

に 「あ る神秘 な 第二 の生 活 」の 名 残 を認 めて ウル リ ッヒは言 う。 「愛 していれ ば こ

そ,僕 は そ れ を嘲 るの だ 」 と。 この 言葉 を読 む と き,ム ー ジルの挑 発的 同時 代批

判 は,ヴ ァレ― リエ体 験に 根 ざした,自 らの 内 な る夢想 的神 秘 主義 に 対す る 批判 を

も内 包 してい るよ うに思 える。

 ル ネ ・ジ ラー ル は 『地 下 室の 批評 家 』の 中 で次 の よ うに述べ てい る。

 作 家 の 仕 事 は 科 学 者 と同 じ く,長 い年 月 に及 ぶのが 普 通 で ある 。 しば しば作 家

 の活 動期 間 は すべ て,彼 が絶 えず取 りあ げ る ごく少 数 の テ ーマ と間題 をめ ぐって

 費 や され る,あ るい は費 や され るか の よ うに思 われ る。 も し何 も新 し くい う こ と

 が な か った と した ら,作 家 は 同 じテ ― マの 繰 り返 しを必 要 とは判 断 しない だ ろ う。

 (…)作 家 は以 前 書い た作 品 に 不満 を覚 え る よ うに な ったの で,あ るい は最 初か

 ら満 足 して い なか った のか もしれ な いが,同 じテ ーマの 絶 え ま ない修 正 を行 な っ
           7g) 

てい るの だ と考 え られ る。

ジ ラ ― ル は こ の 考 えを,ド ス トエ フスキ ―等 を例 に して確 か めてい くの だが,同

じこ とはム ― ジルの 場 合 に も言 い う るので あ る。
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              結      び

 本 稿 の は じめ に私 は二 つ の 問 い を立 てた 。 その うちの一 つ は既 に答 え られ てい る。

ウル リ ッヒの 第一 巻に お け るRatioの 発動 は,同 時代 の 非合 理 主義 批 判 に 向け られ

た もの で あ り,そ れ は 破産 を宣せ られ て いる ので は な く,〈 少 佐夫 人 の 物語 〉 に回

帰 す るた めの不 可避の 迂 回 で あ った 。で は も う一つ の 問い,ア ガ ー テは何 故第 二 巻

の 開始 と共 に呼 び出 さ れね ば な らなか った の か。 これ につ い て も既 に明 らか に さ れ

た第 一巻 の 構造 自体が,そ の わけ を語 って くれ る。 アガ ーテ は〈少 佐夫 人 の 物語 〉

へ の 回帰 とい う構 造の 指 し示す 終結 点 に お いて要 請 され て い るの で あ る。

 第 一巻 の最終 章で 〈少 佐 夫人 の 物 語〉 の 地点 に立 ち返 っ た ウル リ ッヒは次 の よ う

に 思 う。

 彼 の 理 性 の 見 解 に従 え ば,危 険 は存在 しな か った。 とい うの も,そ の よ うな 愚

 行 を繰 り返す こ との で きる相 手が い な か ったか らで あ る。(664)

「 そ の よ う な 愚 行 」とは少 佐夫 人 との恋 愛体 験の こ とで あ り,そ れ を 「繰 り返す
                        80)
こ との で き る相 手 」 と は,N. H ayas akaが 言 う よ う に,ま た 第 二 巻 に 入 っ て ウ ル

           81)
リッ ヒが 自 ら悟 る よ うに,ア ガ ー テ を予示 す る もの 以外 の 何 もの で もない。 即 ら ア

ガ ーテ は,〈 少佐 夫 人 の物 語〉 を ウル リ ッヒに 再体 験 させ る ため に呼 び 出 され るの

で あ る。 ア ガ ―テが 初 めて 登場 す る第 二巻第1章 の 標 題 「忘 れ られ てい た妹 」に 注

目 し たい 。 第32章 の く少佐 夫人 の物 語 〉も又,そ の標題 には 「忘れ られ てい た」物 語

と記 され てい た 。遠 く離 れ,一 見 無 関係 を装 った二 つ の章 は,か く して 「忘 れ られ
                           82)
て い た 」(vergessen)と い う形 容 詞 に よ って 結 び合 わ され る。あ たか も符牒 を介

した継承 の秘 儀 の と り結 び で あ るか の ように 。 それ は と もか く,上 に 述べ た理 由 か

らアガ ー テ が要 請 され,二 人の 共生 に よ って 求 め られ る〈 別 の状 態 〉へ の 道程 が 第

二 巻 の主 要 な テ ーマ とな って い く と き,〈 別 の状 態 〉 と〈 少佐 夫 人の 物 語 〉 が通底

す る もので あ り,後 者が 〈 別の 状 態〉 に とって一 種 の モ デル も し くは原 型 と な って

い る こ と,第 二巻の 起点 に〈 少 佐 夫人 の物 語 〉が 位 置 して い る ことが わ か るので あ

る。 この と き,第 一 巻 と第 二巻 が,一 見 しての 断 層 の 存在 に もかか わ らず,〈 少佐

夫 人 の物 語 〉 と い う回 路 を 通 して,実 は直接 に接 続 されて い る こ と も明 らか に な る。

 しか し なが ら第 二巻 で,今 度 は ア ガ― テを相 手 に 〈少 佐 夫人 の物 語〉 の 再現 が直

線 的 に 求め られ るので ない こ とは 言 うまで もな い。 前 章で 述べ た よ うに,ム ー ジル
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が求 め るの は 過去 の乗 り越 えで あ り,そ の ため に こそく 少佐 夫 人の 物 語〉 は再 び 見

出 され ね ば な らなか った。 それ が見 出 され た と きの 状 態 を,ウ ル リ ッ ヒは 「少佐 夫

人の 発 作 」と嘲 笑 的 に呼 ん でい る。 〈少 佐 夫人 の物 語〉 の理 想化 を斥 ける この ウル

リッ ヒの背 後 に は,神 秘的 体験 の内部 に隠 され た論 理 を抉 り出 す ことに よって,自

らの ヴ ァレー リエ体験 を越 え出 よ うとす る ム ー ジルの 姿が 二 重 写 しに 透 け て見 える。

今,辿 り着い た場 所 か ら再 び 歩 き始 め よ うとす る ウル リッ ヒcz託 され て い るの は,

その よ うなム ー ジルの 願 望 な ので あ る。

 果 して,第 二巻 で 見 られ るの は,〈 別 の状 態 〉 とい うユー トピアに 通 じる道 を 可

能な限 り厳 密に 検 証 す る ウル リ ッヒの 姿で あ り,ア ガ― テ との愛 の体 験 は,そ のた

め に限 りな く彼 方 へ と引 き延ば され て い く。 この と き我 々は,ウ ル リッ ヒの検 証 と

い う姿勢 が 第一 巻 に お け る同時 代 の非 合理 主 義 批判 以 来,一 貫 して い る こ とに も気

づ く。 ただ そ こに お いて は距離 を取 り,否 定 の形で 行 な わ れて い たの が,第 二巻 で

は よ り真実 に 近 い と思 われ る領域 の 内部 に おい て為 され る に す ぎない 。例 えば神 秘

主 義 。 確か に第 二 巻 は神 秘 主義 的体験 の 予兆 に 充 ちてい る。ﾟ〉,実 際に体 験 が 為 さ

れ るわ けで は な く,主 と して そ れに つ いての 考 察 が行 な わ れ るの で あ る。絶 筆 とさ

れ ・ム ー ジル の この作 品 に おけ る究極 的 な到達 点 と見 做 され る ことの 多い 「あ る夏

の 日の息 吹 き 」の 章 にお い てす ら,よ く引 用 さ れ る庭 での 体験 は即 座 に 神秘 家の残

した言 葉 と比 較 され,更 にはアガーテの反省 と,ウ ル リ ッヒ/ア ガ ーテに よる対 話形

式 の 省 察 が続 く こ とに な る。

 あ るいは幼 児体 験 。 なる ほ どム ― ジルは 後年 の 日記の 中 で 「子 ど も部屋 の メ ラ ン

コリーにお し包 まれ た もの思 い 」で あ る よ うな幼 児期 体験 を取 り―ヒげ,「 こ こに は

a.Z―(=別 の状 態)の 理論 の(…)一 つ の根 が あ る8ヨと 言っ てい る。 それ 故に で あ

ろ う,幼 児 体験 の 重 要 性 を強 調す る研究 者 は多 い 。 だがHeydebrandが 鋭 く指摘 し

た よ うに,そ れ は 「一 つ の 根 」であ って,「 神 秘 的経 験 それ 自体 の源 泉『 で はない 。

神 秘主義 に しろ幼 児 体験 に しろ,見 落 して な らない のは,そ れ らが 第 一巻 に おけ る

〈 少佐 夫人 の 物語 〉 へ の回 帰 を通 して接近 可能 に な っ た こ と,言 い換 えれ ばあ くま
                                   85}
で も〈 少佐 夫人 の 物 語 〉に 類 似 した体験様 式 と して取 り上 げ られ る とい う点 で あ る。

これ らく 少佐 夫人 の物 語〉 とい う核の まわ りに集 め られ た 様 々の 体験 様 式 はす べ て,

それ 自体 が 目的 で は な く,〈 別の状態〉に到 るための手 がか りとして検証され るのである。

 その よ う に し て,総 じ て 神 秘 的 体 験 の 現 わ れ で あ る と要約 しうる領域 へ 踏

み 込 んで い くウ ル リ ッヒの 姿 は,あ た か もく 少 佐 夫人 の 物語 〉 を金 に 変 え る ための

賢者 の 石 を探 し求 め る錬 金術 師の よ うで あ るが,そ の方 向 は 「原初 の状 態 」(874)
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へ と 向 け ら れ て い く。 幼 年 期 は 個 人 史 に お け る 原 初 の 状 態 で あ り,ウ ル リ ッ ヒ/ア

ガ ー テ に 与 え られ た 両 性 具 有 の 意 匠,近 親 姦 の モ テ ィ ー フ は,人 類 史 に お け

る 原 初 の 状 態 た る 神 話 世 界 へ の 遡 行 を 暗 示 して い る 。 そ れ が 作 品 の 中 で ど の よ う な

意 味 を 負 わ さ れ て い る の か に つ い て 述 べ る こ とは 既 に 本 稿 の 枠 を 越 え て い るが,

円 環 を 閉 じ た 第 一 巻 に 続 く第 二 巻 が,〈 少 佐 夫 人 の 物 語 〉 を 起 点 と し つ つ,言 わ ば

そ の 更 な る 深 層 に 向 け て の 螺 旋 状 の 沈 下 運 動 を 行 な うで あ ろ う こ と は 予 測 で きる の

で あ る 。 これ をRa亡ioか らMys亡ikへ の 転 回 と 呼 ぶ こ と は,も は や で き ま い 。 又,

RatioとMystikの 綜 合 を 求 め る 行 為 だ と 言 う こ と も。 ウ ル リ ッ ヒは あ くま で 理 性

の 持 つ 厳 密 さ に 依 拠 し つ つ,非 合 理 的 な もの の 論 理 を 求 め て 始 原 へ の 旅 を 行 な うの

で あ る 。 第 一 巻 は そ の た め の 準 備 的 基 礎 分 析 の 役 目 を 果 し て い る と言 え る。

 本 稿 で使 用 した ム ― ジルの テ ク ス トは 次の 通 りで あ る。

Gesammelte Werke, hrsg. von Adolf Frisk, Reinbek bei Hamburg 1978:

-1=Der Mann ohne Eigenschaften , Roman.(GW Iと 略 記)

一 皿:Prosa und St�ke , Kleine Prosa, Aphorismen, Autobiographisches,

   Essays und Reden.(GW皿 と略 記)

Tageb�her, hrsg. von Adolf Frise, Reinbek bei Hamburg,1976:

-1:Tageb�her ―(Tgb lと 略 記)

― 皿:Anmerkungen , Anhang, Register.(Tgb皿 と略 記)

Briefe 1901‐192, hrsg. von Adolf Frise, Reinbek bei Hamburg 1981

―i:Briefe .(Bfe Iと 略 記)

‐ 皿 Kommentaz und Register.

 尚,引 用 文末尾 の 数字 はす べ てGWIの ペ ー ジ数 で あ る。 た だ し引 用 した 章 を明 示 し た場

合,原 則 と して ペー ジ数の 表 記 は省 略 した。 章数 は,第 二 巻 と断 った もの を除 い て 第一 巻 の

章 を示 し てい る。

                  註

 1) 『特 性 の ない 男 」第=巻 の出 版 年 につ い ては,一 一部 に混 乱 が見 られ るが, Hedwig

 Wieczorek-Nair:Musik Roman"Der Mann ohne Eigenschaften"in der

 zeitgen�sischen Kritik. Vergleich der Aufnahme von Band I und Band II.

 In:Robert Musil. Untersuchungen, K�igstein/Ts.1980, hrsg, von Uwe$aur/

 Elisabeth Castex, S,10ff.を 参照0)こ と。 尚.H.Arntzenも 巻 か ら成 る"Musil‐

 Kommentar"に お い て, Bd.1て は第 ―二巻 の出 版 を1933年 と してい るが, Bd.2で は
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