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ペ ー タ ー ・ ハ ン トケ の 文学的想像力 ：

『サ ン ト ・ ヴ ィ ク トワ ー ル の 教 え』が 意 味する もの

服 部 　 裕
＊

言語理 論か ら詩的世 界 へ

　ペ ータ ー・ハ ン トケ の 創作 の 最初 の 転換点 は ！971年 か ら 72 年に か け て 訪れ る 。 具体 的な

作 品 で み る と、71 年 の 夏 か ら秋 に か け て 書 か れ た 丁長 い 別 れ へ の 短 い 手紙 （Der　kurze

Brief　zum 　langen　Abschied ）』 と、72 年 1 月 か ら 2 月 に か け て 執筆 さ れ た 『満 ち足 りた不

幸 （Wunschloses　UnglUck）』が 、形 式的 に も内容的 に もそれ ま で の 作品 とは異 な る 文 学

的性格 を獲得 しつ つ あ る 。 rカ ス パ ー
（Kaspar ）』 （1967年）が 代表す る そ れ ま で の 言語批

判的な作 晶 が 、自由で あ る と信 じて きた 近代的人間の 主体 の 虚構性 を 、そ の 言語使用 モ デ ル

を提示す る こ とで い わ ば言語理論的 に 暴 くこ と を主 眼 に して い る の に 比 べ 1）
、

上 記 の 作品 は

そ う し た 入 間主体の 言語的拘束状態か ら人間が 如何 に 自ら を解放す る こ とが で き る か 、 さ ら

に は そ れ を可能 に す る 文学 とは
一

体 ど の よ うな もの な の か とい う文 学的に よ り発展的な問 い

を投げ か けて い る 2）。換言す る と、そ れ はネ ガ テ ィ ヴな 表現形式か ら ポ ジ テ ィ ヴな それ へ の

意識的な転換 の模索で あ る と も言 え る 。
い わば精神分裂症的 な パ ース ペ ク テ ィ ヴ に よ っ て し

か 自己 を 「本当 に 実在する も の 」
3）と して 捉 え る こ とが で きな か っ た 元 ゴ ー

ル キ ーパ ー
、

ヨ

ーゼ フ
・ブ 卩

ッ ホ の 知覚は 、『長い 別 れ へ の 短 い 手紙』 の 「わ た し」 が ジ 。 ン ・
フ ォ

ードの

「若 き 日 の リ ン カ
ー

ン ー」 を演ず る 「まだ木当 に 若 い ヘ ン リ
ー ・

フ ォ ン ダ の 、真似 で きな い く

らい 心 が こ も り、決 して 自分 自身 の た め で な く、つ ね に 無私 に 他者 に 向け られ た微笑み 」
4）

を 認め うる よ うな 「自分自身に 同意で き る 」
5）領域 に ポ ジ テ ィ ヴな

一
歩 を踏み 出 した の で あ

る。

　そ うした創作 の 転換を作家 に 促 した外的要 因 の
一

つ に 挙げ られ る の が
、
69 年の パ リへ の

移住で あ る 。 自 らの 作品 の 主人公 が 吐露する よ うに
、

ハ ン トケ は も とも と故国オ
ー

ス ト リ ァ

を は じ め と し て 自分が 身 を置 く集団 に 対 して 、何 ら の 帰属意識 も持た ない
。 否、む しろ 「そ

こ に 属 して い な い 」
6）とい う意識 こ そ が 、作家 ハ ン ト ケ の 創作 の 出発点 を成 して い る と言 っ

て もよい
。 そ れ は父 が ドイ ツ 人 （義父 も ドイ ツ 入 7）） で あ り、母 は ス ロ ヴ ェ

ニ ア 系 の オ ーX

ト リ ア 人で 、 そ の 父、つ ま り ・ ・ン ト ケ の 母方 の 祖父 は ［1920年 、 南 オ
ー

ス ト リ ア 地域 の 新

生 ユ ーゴ ス ラ ヴ ィ ア へ の 併合 に 賛成 し た た め 、 ドイ ツ 語 を母語に す る者達 に 撲殺 さ れ か か っ

た 」 （69） と い う個人 社会史的 に 境界領域 の 出自を ハ ン ト ケ が 持 って い る こ と と関 係 して い

る 。
ハ ン b ケ に と っ て 最 も疎遠な 国 が 故国 オ

ー
ス ト リ ア で あ り、少年期 に は 「ドイ ツ へ の 郷

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 190
愁 1 （70） さ え感 じ る ほ どで あ っ た 。 した が っ て 大学卒業後執筆生活 を始 めた ドイ ツ は、 ハ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （91）
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　　　 ン b ケ に とって 「自分 の 故国 に 比べ よ りゆ っ た り と して い て 、明 る い 」 （70） と こ ろ だ っ た 。

　　　　しか し、故国 に 比 べ れ ぼ住み 心地 の よい ドイ ツ で 執筆 した 作品 は、どれ も個人 を社会的な

　　　存在 に 「調教」 し
一

定 の 型 に は め 込 も うと す る言語 の 社会化機能 の 構造分析や 、個人間 の コ

　　　 ミ z ニ ケ ーシ ョ ン の 不確定性 と虚偽性 を暴 くよ うな ネ ガ テ ィ ヴな基調 を持 っ て い る 。そ こ に

　　　は 未だ 、一人 の 人 間の 生 の 息遣 い や発展 の 物語 を叙述する文学的表現 を見 出す こ とは で きな

　 　 　 v 、
o

　　　　
ハン b ケ に社会 や 時代 の 現状分析 を こ え る よ り創造的 な文 学世界 へ の 可能性 を開 い た の が 、

　　　パ リ とい う世界都市 との 出会い で あ っ た こ とは 想像 に 難 く な い
。 故郷 グ リ ッ フ ェン の 村や 高

　　　校 に 通 っ た ク ラ
ーゲ ン フ ル ト と大学時代 の グ ラ

ー
ツ の 田 舎町は 、ハ ン ト ケ の 文学 的想像力 に

　　　と っ て あ ま りに もそ の 枠組が 小 さすぎた に違 い な い 。 だ か ら こ そ当初 の ドイ ツ 生活 は ハ ン b

　　　ケ に それ な り の 開放感 を も た ら して くれ た わ けだ が
、

パ リ の 生活は ド イ ツ の 諸都 iliか らは得

　　　られ な か っ た ま った く別次元 の 開放感 と世界観 をもた ら した と考 え られ る 。 そ れ は まずは、

　　　白 らの 文学 の 批判 の 対象 で あ っ た ド イ ツ国家 とそ の 歴史 （オ ース ト リ ア の それ も含意 さ れ て

　　　い る の は 自明 で あ る）に 対 して 、新た な批判的眼差 し を向け さ せ る こ とに な る 。 第三 帝国 の

　　　所業に 関 して 「こ れ 以上 邪悪な もの は ない 」 （70） とい うこ とを知 っ て い た に も拘 らず、少

　　　年期 の ハ ン トケは 自ら経験 した戦後 の ベ ル リ ン の わずか な記憶 とナ チ ス
・ド イ ッ を結び つ け

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 カ イ slt

　　　る こ とは で きなか っ た 。 しか し ［パ リで は じ め て わ た しは群衆 の 息吹 を体験 し、喧 噪 の な か

　　　に 埋 もれ た 。 遠 く離れ た フ ラ ン ス の 地か ら、わ た しは こ れ まで 以．1一二に邪悪で 硬直 した連邦共

　　　和国 に 足 を踏み 入 れ た こ と を感 じた」。 （70）

　　　　母語で あ る ドイ ツ語文化 圏 の 内部で 感ぜ ざ る を え な か っ た 自らの 社会 と歴史 へ の 批判的意

　　　識は 、パ リ との 出 会い に よ っ て そ の 客観性を一層強め る 結果 に な る。 と同時に ハ ン トケ の 文

　　　学表現は初期 の 言語理 論的 な社会批判 モ デ ル を こ え て 、よ り個別的 な人間の 意識 の 領域 へ と

　　　踏み 出 し て 行 くこ とに な る。そ の 最初 の 代 表作が 、パ リの 町 を縦横 に 逍遥す る 主人 公 コ イ シ

　　　； ニ ク の 知覚 と意識 の 変 化 を克明 に 叙述 し た r真 の 感性 の 時問 （Die　Stunde　der　wahren

　　　Empnndung ）』 （1974年）で あ る 。
こ の 作品 は 一

人 の 人 間 の 内面 の 動 きを、そ の 知覚 と意

　　　識 と行為 の 相関性や 矛盾 の 中に こ れ で もか とい う く らい 徹底的 に 叙述す る こ とで 、入 間の 自

　　　己同
一

性 の 問題 を問い 直 し て い る
R）

。
い ささか 赤裸 々 で は あ る が 、 コ イ シ ュニ ク に は ヨ ーゼ

　　　フ
・ブ 卩

ッ ホ に 比 べ る と、よ り生 身 の 人 間の 性格が 付与 さ れ て い る こ とは間違 い な い し、こ

　　　の 主 人 公 は パ リ の 町 の
一 日 を通 し て 仮 令 わ ずか に し て も発 展 し よ う とす る い わ ゆ る

　 　 　 ビ ル ド ウ ン グ ス ロヨしン

　　　教 養小 説的 な性格 を持 っ て い る
9〕。 こ う した ポ ジ テ ィ ヴな表現形式 へ の 指向 も さ る こ とな

　　　が ら、 ハ ン ト ケ が パ リ の 町 を斯 く も克明に描写 し て い る と こ ろ に、 こ の 都市が 作家 に与 えた

　　　啓示 の 大 き さ が 読み 取 れ る 。
こ の 都市 の 描写 を、そ の 後の ハ ン ト ケ の 作品 の 中心 的 な モ テ ィ

　　　
ー

フ とな る 「白然」 描写 の 出発点 に 位置づ け て 考 え る こ とは 妥当 で あ り、そ う考え る とパ リ

　　　へ の 移住 が ハ ン ト ケ文学 に 与えた影 響が 如何 に 大 きか っ た か が わ か る 。（ち な み に 、ハ ン ト

　　　ケは そ の 後何 同か の 引 っ 越 しを経て 、現在 も パ リ郊外 に 居住 して い る。） また、本稿 で 取 り

　　　 Hげ る 『サ ン ト ・ヴ ィ ク ト ワ
ール の 教 え （Die　Lehre　der　Sainte−Victoire）』 （1980年） の

　　　なか で ハ ン トケ は、「（文化 と し て の ） フ ラ ン ス 語 が 」 自分に と っ て 「ふ さ わ しい 故郷 」 （51）

　　　で あ る と さ え書 い て い る 。
189
　　　 パ リ との 出会 い と並 ん で ハ ン トケ の 創作 を実験 モ デ ル 的な形式 か ら、自らの 個人 社会史的
（92）
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経験 に 基 づ い た よ り詩的な表現形 式 へ と 向 か わ せ る こ とに な る 事件 が 71 年 の 晩秋 に 起 こ る 。

そ れ は作家 の 母：親 の 自殺 で あ っ た 。思 い が け ない 母 親の 死 を前に し て 、ハ ン トケ は 自ら の 創

作活動 の 意味を問い 直す こ とを余儀 な くさ れ る 。 作家 として 書 くこ との 意味 へ の 自問 と、苛

酷 な現実 を前に して 文学的言語 を喪失 しか ね な い 状況 の 中で 、ハ ン トケ は 「無力感 を伴 っ た

激 しい 憤 りの 中で 、母 に つ い て 何 か を書 きた い とい う欲求 に 襲わ れ た」
10）

。 書 く こ と の 意味

を問い なが らも 、 作家に
一

人 の 生 きた人 間に つ い て書 こ うと最終的に決断 さ せ た の は 「情 け

容赦の な い 自然」
11）の 現前性で あ っ た 。

　 こ れ を境 に 、「も の そ の も の の 現前性 の ま え で 、人 間 の 存在 は如何 に不 明確 な も の と して

映 る こ とか 。 そ し て 『わ た し 』 は もの の 実在性 を、どの よ うに つ か む こ とが で き る の か jl2〕

とい うテ
ーゼ が 、一貫 して ハ ン トケ 文 学 の 基底 を成す こ とに な る 。

　パ リ との 出会 い
、 母親 の 死 、 そ して 自然 が 示す圧倒的 な現前性 。 こ れ らの 出来事が 70年

代初頭 ハ ン トケ を襲い 、創作 の 新た な方向性 を決定づ けた と言 っ て もよい
。 しか しこ の 文学

的課題 を満た す こ と は、そ れ ほ ど簡単な こ とで は ない
。

「後に わた しは す べ て の こ と に つ い

て 、も っと精確 に 書 くつ も り だ 」
13）とい う母親 の 物語 の 最後の 文は 、自分が 目指す 文学 へ の

決意 と ともに 、そ こ に 到達 する こ との 困難 さ を 自覚 した 表現 と理解す べ きで あ る 。

ハ ン トケ と絵画 　表徴 として の 自然

　『満ち足 り た 不 幸』 の 中で 予告 さ れ た ハ ン ト ケ の 自然 に 対す る 文 学的関心 は 、rゆ る や か な

帰郷 （Langsame 　Heimkehr ）』 （1979 年） を経 て 中心 的 な モ テ ィ
ー

フ へ と発展 し て 行 く。

こ の 時期に な る と、ハ ン トケ の 作品は い よい よ言語理論的性格 を脱却 して 、自然 と人間 の 意

識 が か らみ あ う独特 の 想像世界 を構築す る よ うに な る 。あ え て 卑近 な言 い 方 をすれ ば、『ゴ

ール キ ーパ ー
の 不 安 （Angst 　des　Tormanns 　beim　Elfmeter）』 （1969年） あ た りまで の 初

期 の 作 品 に 見 られ る 言語理論的 か つ 社会批判的な分か り易い テ ご
マ は 後退 し、言語的に もま

た主題的 に も現実世 界 に 対 して 自律的 に 対置 さ れ た 、き わ め て 難解 な文 学世界 が 誕 生す る こ

とに な る 。

　自然 に 対す る ハ ン トケ の 強 い 関心 は、造形芸術、と りわ け 絵画 へ の 関心 と重な りあ う。 ハ

ン トケが そ の 関心 の 所在を明 らか に しよ うとした の が 、本稿が 取 り上 げ る 『サ ン ト ・
ヴ ィ ク

ト ワ
ー

ル の 教 え』 で あ る 。 自然 と絵画 の 結び つ きは 、一般的 に 多 くの 絵画 が 自然 を主題 に し

て い る こ と に 求め る こ ともで き る が 、ハ ン トケ の 場合 、 む しろ 両者 の 結び つ き は よ り意識 的

で あ り、時期的 に も比較的 遅い
。

「わ た しは、絵 とい えば せ い ぜ い 教会 の 中や 路傍 の キ リ ス

ト十字架像 の 傍 ら に しか 見 る こ とが で き な い よ うな 、小 さ な 農村 で 育った 。だ か ら絵 は わ た

しに と っ て 最初か ら単な る付属品 で し か な く、絵か ら何か 特別 な こ とを期待す る こ とな ど な

か っ た 」 （14f．） とい うよ うに 、自分 を取 り囲む文字通 りの 自然は 了供 時代 の ハ ン トケ に と

っ て 、必然的 に 絵画 と結び つ くイ メ
ージ の 連関 を成 して は い な か っ た の で あ る 。

　 ハ ン ト ケ の 絵画 へ の 関心 は 、 む し ろ作家 と して 事物 を ど の よ うに こ とば で 表現す べ きで あ

る か とい う探究 の 中で 生 ま れ た と考 え ら れ る 。 1966年、つ ま り作家活動 を始めた ば か り の

頃、 ハ ン トケ は 同郷 の 画家ペ ー
タ

ー・ポ ン グ ラ ッ ツ の 絵画 の 意味を次 の よ うに 解説 して い る 。

188

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （93）
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ハン トケの 生 家 近 くの 「キ リ ス ト十字架像」 （20D4年 夏 撮影）

彼が 描い て い る も の は現実で は

な く、彼 の 中に 生 じた現実 の 作

用 で あ る。彼は 自分 の 作品 が 彼

自身 の 現実の絵、つ ま り真実の

絵で ある と確信 して い る と わた

しは思 っ た
14）。

　そ の 上 で なぜ 自分 が ポ ン グ ラ ッ ッ

の 絵 の 解説 な ど をす る か と言え ば、

そ れ が 「わた し自身に も妥 当す る こ

と」
15）だか らで あ る とハ ン トケ は主

張 して い る 。
つ ま り、ポ ン グ ラ ッ ツ

の 絵 と事物 （； 現実） と の 関係 は 、ジ ャ ン ル は 異な って も ハ ン トケ 自身 の 文学 と事物 （＝ 現

実） と の 関係 を表現 して い る の で あ る。

　 こ うした造形 芸術 へ の 関心 は、 ハ ン F ケ 自身が 絵画的な文学 作品 を書 い て い る か どうか に

関わ り な く維持 さ れ る 。 創作形式 の 最初 の 転換 を迎 え て い た 時期 の 74 年、ハ ン ト ケは 再 び

ポ ン グ ラ ッ ツ の 創作 と自 らの 文学 との 関係 に つ い て 次 の よ うに 述べ て い る。

絵 を描 く こ と と （文 学 を）書 く こ ととは確か に 比 較で きな い か もしれ な い
。 し か し、書

　 　 　 　 　 　 　 　 ソ．z マ　タ

く こ と と描 く こ と の 図式化 に 関 し て は 比較可能だ と わ か っ た 。
こ の 二 つ の 創作 の 類似性

は、一
つ ひ とつ の こ とば と

一
つ ひ とつ の 画筆 の タ ッ チ を吸 い つ くそ う とす る 図 式化を、

十分な意識 ともち ろ ん そ れ に加 え て 十分 な感性 を も っ て 回避す る と こ ろ に あ る 16）
。

　　　　つ まりこ こ で 比較 さ れ て い る 「書 くこ と」 と 「描 く こ と」 との 共通性は、そ の 表現 技法 の

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ビ　ル　 ト

　　　問題 で は な く、両 者が 表現 の 対 象 とす る 事物 （＝自然）と自らの 創作 物 と して の 表象17）との

　　　関係 に 関 して で あ る 。

　　　　そ の 上 で ハ ン ト ケ は、画家ポ ン グ ラ ッ ツ が 育 っ た環境 と 自分 の そ れ との 決定 的違 い か ら生
　 　 　 　 　 　 　 ビ ）レ ト 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ビ ノレ ト 　 　 　 ビ tレ ト

　　　ず る両者 の 表象 に 対する ア ブ P 一チ の 相違を指摘す る。 こ 二 に 、表象 （及び表象 と事物 ［＝

　　　自然］との 関係）に 関す る ハ ン ト ケ の きわ めて 繊細な理解が明 らか に な る 。
ハ ン ト ケ は都市

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ビ 　 ル 　 b

　　　で 育 っ た ポ ン グ ラ ッ ツ の 世界 は 「表象は 存在 しな い が 、絵画 に 満 た さ れ た 世 界」 で あ り、

　　　「そ こ に は何 も見 る べ き もの はな い 、 しか しそ の 代 わ り至 る所 に ペ ージ をめ く っ た り、鑑賞

　　　した りす る も の は あ った ．」
18）と指摘す る。つ ま りハ ン ト ケ が 言 う

“
Bild

”
とは 、 単 に 自然 の

　　　事物 を写 生 した作品 と して の 「絵画 」 で は な く、臼然 の 事物 を 「表徴 （Zeichen）」 として

　　　捉 え、表徴 に 触 発 さ れ た作家 自身 の 想像世界 として の 「内的現実」 の 表象 を意味 して い る の

　　　で あ る 。 そ れ を説明する た め に ハ ン ト ケ は 、自分 と 同 じ よ うな環境か ら生 まれ た画家 ピ ヒ ラ

　　　
ー

の ス ケ ッ チ の こ とを例 として挙 げ て い る。 ピ ヒ ラ
ー

や ハ ン トケが成長 した ような 「わずか

　　　な事物 しか な い （田 舎 の ）世界で は、事物は表徴、つ ま り 『表象 の 表徴』 （BILD −Zeichen）
187
　　　と して 想起 さ れ 、そ れ ら の 表徴 （木 の 葉で 葺い た 小屋 、家 の 前 の 腰掛 け、車軸 に 腰掛け た 男
（94）
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ペ
ー

タ
ー・ハン ト ケ の 文 学的 想像力 ：「サ ン ト ・ヴ ィ ク ト ワ

ー
ル の 教 え」 が 意 味す る もの 服 部 　裕

或 い は 木 の 槽）は 記憶 の 中で 世界 全体 を満 た し て い る 」
19）。そ れ に 反 し て

、
ポ ン グ ラ ッ ッ が

育 っ た よ うな 「市民社会 で は 、絵 は壁 に か か っ て い る か 、本 の 中に あ る ば か り だ 。 ［中略］

何 も の も そ れ 自体 と して 在 るの で な く、記憶の 中 で さえ何 もの も木 の 葉 で 葺い た 小屋 の よ う

な表微で はな か っ た 」
2°）。だ か ら、自律 した事物 そ の も の の 記憶 の な い 「ポ ン グ ラ ッ ッ は、

自分 に 欠 け て い た 表象 と表徴 を い ま 自分で 創作 し た 」
21）の で あ る。

　 ハ ン ト ケ の 記憶 に は 自分自身 の 「表象」 が 蓄積 され て お り、「わ た しが 体験 した 表象 を呼

び戻す に は、 ピ ヒ ラ
ー

の 単な る 表徴 こ そ が ふ さ わ しい もの な の で あ る 」
22）

。 言 い 換 えれ ば 、

ハ ン ト ケ に と っ て 「書 く」 とは、自 ら の 「内的現実 1 を 表象 と し て 呼 び 覚 ま して くれ る表徴

を見 つ け る こ とで あ り、呼び覚 ま さ れ た表象 に そ れ に ふ さ わ しい こ とば を見 つ け る こ と を意

味 して い る 。 そ して そ うした 表徴 は、予め意味 を付与 された現 実世界 の 「物語」 と して で は

な く、そ れ 自体 として 在 る事物そ の も の に 発見 さ れ る の で あ る 。

　以 一1：の よ うに ハ ン ト ケ に と っ て の 文学 とは 、 ポ ン グ ラ ッ ツ の 「真実 の 絵」 と同様に単 な る

現 実 の 写生 で も、 また 現実か ら目 を背 け た逃避 世界 で も な い
。 そ れ は表徴 に よ っ て 作家 の 中

に 生 じた現実 の 作用 で あ り、そ の 言語的表象 で あ る 。つ ま り、自らの 内面 に表象 を持た な け

れ ば 、ハ ン ト ケ は何一
つ 書 くもの が な い こ とに な る 。 だ か ら、「しか し自分 の 体験 か ら得 た

表象 で 十 分 な の だ ろ うか
。

一
生 涯そ れだ け で 間に合 わ せ る こ と は で きな い の で は な い か 」

23）

とい う 74年当時 の 自問は 、新た な創作 へ の 転換点を意識 した作家の 必然 的 な疑問で あ っ た 。

そ して 、ハ ン トケ の 答 え は明快 で あ っ た ：「わた し に は新 た な表象が 必 要な の だ 」
24）

。

セ ザ ン ヌ との 出会 V

　70年代 に 入 る と、 創作の 拠 点 をパ リに 移 した ハ ン トケ は ア メ リ カ を舞 台 に した 二 つ の 重

要 な作 品 を書 く 。

一
つ は r長 い 別 れ へ の 短 い 手紙』 で あ り、も う

…
つ は 『ゆ る や か な帰郷』

で あ る 。
ハ ン トケ は 前者 の 中で 、 ヨ

ー
ロ

ッ
パ に 対 して フ ィ ク テ ィ ヴな ア メ リカ を対峙 さ せ る

こ とで 、近代的主体意識 に 関 して ヨ
ー

ロ
ッ

パ の 価値観 とは 異な る新 しい そ れ を模索す る 。 も

ち ろ ん 、そ れ は現実 の ア メ リカ の 価値観 を受容す る こ と を意味す る の で は な く、近代 ヨ ー ロ

ッ
パ の 価値観が 決 して 唯

一
絶対 の も の で は ない こ とを文学的 に 問 い 直す こ とで あ っ た 25）

。 そ

こ に は、 ジ ョ
ン ・

フ ォ
ー

ド等 ア メ
1
丿力 入 との フ ィ ク テ ィ ヴな対 話 を通 して 、自分自身を 自省

的 に 捉 え 直す ととも に 、 ヨ
ー

ロ
ッ

パ とは 異な る個人意識 を文学的 に 表現 す る こ とで 、自分

（を は じめ とした 西 欧 の 人間） は ど の よ うな 人間 で あ り うる の か とい う可 能性 が 追求 さ れ て

い る。

　ア メ リ カ で の 体験 を終 え て 、 ヨ
ー

ロ
ッ

パ へ の 「ゆ る や か な帰郷 」 を果た す 主人公 ゾ ル ガ
ー

に と っ て 、帰郷は 「《何 が 自分 自身 の 様式 か 》を学ぶ こ とに な る 《は じめ て の 本当 の 旅》」
26）

を意味す る こ とに な る 。
ヨ ー ロ

ッ
パ に 戻 っ た ハ ン ト ケが 、明 らか に ゾル ガ ー

の 継承者 と思 わ

れ る 『サ ン ト ・ヴ ィ ク ト ワ
ール の 教 え』 の 主人公 に 向 か わ せ た地 は南 フ ラ ン ス の プ 卩 ヴ ァ ン

ス 地方 の 町 エ ク ス で あ る 。
エ ク ス に 向か う 「わた し」 は 、

シ ュ テ ィ フ タ ーが 『水晶』 の 中で

表現 し て い る 事物 と人 間 の 「不 変性」 を意識化 して い る 。
「そ の 色 は そ の 家 に とど ま っ て い

た 」 （9） とい うシ ュ テ ィ フ タ
ー

の 表現 に 、「わ た し」 は事物 が 色 と して 実在 し継続す る こ と　186
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （95）
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t　’tt …tt
　 を 認 め、「か つ て わ た し は 自

　　分 の 家で 色 の 中 に い た こ とが

　　あ っ た 」 （9） こ とを思 い だす 。

　　そ れ は 「自然 の 世界 と人間 の

　　世界が 交互 に 、わた しに 至 福

　　の 瞬間 を もた ら した」記憶で

　　あ り、「永 遠 の 瞬 間」 （9） と

　　呼 ば れ る も の で あ る 。
「半睡

　　状態」 で 見た 「至福 の 瞬間」

　　 の 事物は、それ ぞれ に色 とし

　　て実在する 。

　　ク
＿

ル ベ ： ド ゥ プ の 市場か ら帰 る フ ラ ジ ェ の 農民 た ち　　　　　　 藪は 黄色 の エ ニ シ ダ で 、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 まば らな木 々 は茶色 の 松

だ っ た 。 雲 は大地 の 靄 を とお して 青み をお び て 現われ 、空 は （シ ュ テ ィ フ タ
ー

が物語 の

中で あ の よ うに 穏や か に 書 きお く こ とが で きた よ うに）青か っ た 。（9）

　　　　こ の 絵画 の よ うに 色 と して 実在す る事物 の記憶 は、帰郷 した 「わ た し」 が い ま立 っ て い る

　　 「エ ク サ ン ・プ ロ ヴ ァ ン ス か ら東方 の ル ・ト ロ ネ の 村 へ 続 くポ ール ・セ ザ ン ヌ 通 りの 丘 の い

　　　た だ き」 （9f．） の 風 景 と直接結 び つ く。ゲ ー
テ の 「色 彩論」 に 倣 ッ て 同 じ色 を識別す る 「わ

　　　た し」 に は、「単な る 再認 識 を こ え て 、わた しの 最 も遠 い 過去 と現在 との あい だ に
一致 した

　　 表 象が 現れ た 。 《こ こ に あ る今》 の 次 の 瞬間 に 、わ た しは昔 の 人 々 　
一

　両 親、兄弟姉妹、

　　　そ れ に 祖父母 まで も　
一

　を見 る」 （10f．） の で あ る 。 事物 と人 間は 色 と して 在 り、不変 の

　　　実在 と して 時 空を こ え て 現 われ る 。 それ が 、ハ ン トケ が しば しば使 うフ ァ
ン タ ジ ー、つ ま り

　　 文学的想像世界で あ る 。

　　　 色 と事物 の 関係を シ ュ テ ィ フ タ ーや ゲ ーテ の 文学 の 中に 認 め て い た 「わ た し」 は、画家が

　　　ど の よ うに 事物 を捉 え よ う と して い る の か に 大き な 関心 を 示す。そ れ は ア メ リ カ の 画家 エ ド

　　　ワ
ー

ド・ホ ッ
パ ー

の 風景画 で あ り、19世 紀 中頃 の 農村 の 生活 を描 い た フ ラ ン ス の ギ ＝ス タ

　　　ヴ ・ク
ー

ル ベ で あ っ た 。
「わた し」 は ク

ー
ル ベ の 絵画 、特に 『ド ゥ ブ の 市場 か ら帰 る フ ラ ジ

　　　 ェ の 農民 た ち』 の 「圧 倒的な 沈黙 に 心 を ゆ さ ぶ られ 」、そ れ が 「真実 の 絵で あ り 1、そ の 真実

　　 性は 「自分
一

人 だ け の も の で はな い 」 （26）はず で あ る と感ず る 。 ク
ール ベ の 絵 が 持つ 実在

　　 性 と普遍 性 こ そ 、「わた し i つ ま り作家 ハ ン トケ が 自ら の 創作 に 求 めて い る もの だ か らで あ

　 　 　る 。

　　　　ク
ール ベ の 絵 画 との 出会 い の あ とで 、「わ た し」 は い よ い よ ポ ール ・セ ザ ン ヌ と出会 う こ

　　　とに な る。 ク
ー

ル ベ の 絵画 に対す る感動 は、「わた し」 が セ ザ ン ヌ の 絵画か ら受け る 多大な

　　 啓示 の 前兆で あ っ た 。 なぜ な ら 「セ ザ ン ヌ に と っ て ク
ー

ル ペ は 《偉大 な意思表示 で あ り、 壮

　　 麗な 作風》を 示 し た 」 （27）画家だ っ た か ら で あ る 。

　　　 iわ た し」が セ ザ ン ヌ の 絵画 と出会 っ た の は 、「1978年春 の 展覧会」 （28） で の こ と だ った 。

185
　　 1そ れ は セ ザ ン ヌ の 最後 の 十年 の 作品 で 、色 と形 が そ の 対象そ の もの を賛美 で き る くらい 、
（96）
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ペ ータ ー・ハ ン ］・ケ の 文 学的 想 像 力 ：『サ ン ト ・ヴ ィ ク ト ワ
ー

ル の 教 え己が 意味す る もの 服部　裕

彼が 追 求 して い た一つ ひ とつ の 対象 の 《実現》 に 限 り

な く近づ い て い た 。」 （29） そ の 瞬間、「つ ね に 師 を求

め て い た わた し」 （27） に と っ て 、セ ザ ン ヌ は偉大 な

先導 者 と な る 。
「常 々 、無 知 を 困 窮 と感 じ て い る 」

（28）「わ た し」 は、「目標 の 定 まらな い 知 識欲」 に 襲
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 イ　ア

　
わ れ な が らも 、

「そ こ か ら何 の 理 念 も得 られ な か っ た。

何 故な らそ の 知識欲 は そ れ が 《合致》 で き る よ うな

《対象》を 持 っ て い な か った か ら だ 」 （28）。 し か し

「ひ ょ っ とした ら あ る
一

つ の 事物 が 何か を 理 解す る き

っ か け に な り、い わゆ る 《は じ ま り の 精神》 を与 えて

くれ る か も しれ ない 」（28） とい う 「わた し」の 予感 は、

セ ザ ン ヌ の 絵画 と 出会 う こ とで 現 実 の も の とな る ：

「そ の よ うな は じま りの 事物 と して 、わ た し は セ ザ ン

ヌ の 絵 を体験 した 」 （28） の で あ る 。

　何か を学ぶ 予感 と と も に ヨ ー
ロ

ッ
パ に 戻 っ て きた 「わ た し」 は 、画家 セ ザ ン ヌ と そ の 絵 に

出会 うこ とで 、自ら の 文学表現 の 新た な可能性 を獲得す る 。そ れ は そ れ まで の ネ ガ テ ィ ヴな

自己及 び 世界 の 表現で な く、セ ザ ン ヌ の 『腕 を組 む男』 の 肖像画 の よ うに 、1わた しが 誰 か

を称賛 し賛美で き る よ うな解放」 （29） に 満 ちた ポ ジ テ ィ ヴな表現で あ る はずで あ る。 こ う

して 「ポ ー
ル ・セ ザ ン ヌ の お か げ で 、わた しは エ ク サ ン ・プ ロ ヴ ァ

ン ス とル ・トロ ネ の あ い

だ の か の 自由な場所 で 色彩 の 中 に 立 つ こ とが で き た 」 （14）。 い よい よ、セ ザ ン ヌ が 生涯 を か

け て 「実現 し よ う と した 白然」
27）の 中で 、「わ た し」 の 学習 が 始 ま る の で あ る 。

セ ザ ン ヌ の 教 え

さ あ 、い よい よそ の 時が き た 。 画家 ポ ール ・セ ザ ン ヌ が どの よ うに して 人 間 の 師　一

あ え て 言 えば、今 の こ の 時代 の 人 間 の 師 と して わ た し の 前 に 現 わ れ た が を語 る 時が 。

（59）

　「わた し」 が パ リの 「ジ ュ
・ド ・ボ ム 美術館」

2S）で は じ め て 見た セ ザ ン ヌ の 絵 は 『シ ャ ト

ー ・ノ ワ
ー

ル の 上 の 洞窟横 の 岩石』 で あ る 。
こ の絵 を見た 「

．
わた し」 は ク

ー
ル ベ の 絵 を見 た

時 と同様 に 、「そ れ が 画 家 で あ る彼自身だ け に 、また い ま こ こ に い る作家 の わ た しだ け に 関

わ る もの で は な い 一」（60） とい う感 慨 に 襲 わ れ る 。 こ れ は作 品が 持つ 普遍性 の 認 識で あ る 。

そ して こ の 「普遍性」 こ そ が 、芸術家 と事物、作品 と事物、そ れ に 作品 と鑑賞者並 び に創作

として 表現 され た事物 と鑑賞者 とを結び つ け る 芸術の 命綱 で あ る 。

　「わ た し」 が セ ザ ン ヌ の 絵か ら理 解 した の は 、「近接感 （NahegefUhl ）」 （61） で あ る とい

う。 で は 、そ の 「近接感」 とは い っ た い 何な の か ？ 「わた し」 自身、 セ ザ ン ヌ の 絵か ら 「自

分が 理 解 した こ とを説明す る の は 難 し い 」 （60） と述 べ て い る とお り、 こ の 「近接感」 を 合

理 的に定義す る の は難 しい 。 しか し、内的な感覚 で あ る 「近接感」 に 視覚的 な表象を与 え る　184

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （97）
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セ ザ ン ヌ ： シ
ャ ト

ー・ノ ワ
ー

ル の 上 の 洞 窟横 の 岩石

た め に 、
「わ た し」 は ジ ョ ン

・
フ t

一 ド

の 映 画 『怒 り の 葡萄』 の 中 の 、 ヘ ン リ

ー ・フ ォ ン ダ が 演 じる息子 と母親 の ダ ン

ス の シ
ー

ン を想起す る ：「危機、ダ ン ス 、

結束、心 か らの 情感 　
一

　それ が そ の 絵

を まえ に した わ た しの 近 接感 で もあ っ

た」 （61）。つ ま りそ れ は 、事物や 人間 の

表象 を現前 として 感 じ と る 感性 で あ り、

そ の 感 覚 を 意識 へ と高 め る 認 識 と理 解す

べ き で あ る 。「わ た し」 は次 の よ う に述

べ る 。

そ う、 こ の 近接感は
．・

つ の 認識 で も

あ った 。
こ の 絵が 成立 した 1904 ．年

に 、何か あ らが い が た い こ とが世界

的な出来事 と して 起 こ っ た。そ して

そ の 世界的な出来事 とは、 こ の 絵そ

の もの だ っ た 。（61）

　　　 セ ザ ン ヌ の 絵 そ の も の が 「世界 的 な出来事」 で あ る とい うこ とは 、
「セ ザ ン ヌ が 決 して

　　 《自然に 倣 っ て 》絵 を描 い て い る の で は な く、 彼の 絵は む し ろ 《自然 に 対 し て 並 立す る構造

　　 物 で あ り調 和》 で あ る と い う」 （62） こ と を意味 して い る 。それ は、セ ザ ン ヌ 自身が 書 き記

　　　し て い る とお り、「絵 を描 く とは 対象 を奴隷 の よ うに 模倣す る こ とを意味す る の で は ない 。

　　 つ ま りそ れ は数限 り な い 事物 の 関 係 の あ い だ に あ る調和 を捉 え る こ とを意味 し、 そ の 調和 を

　　 新 し くか つ 独 自の 論理 に 従 っ て 発 展 させ る こ とに よ っ て 、自らの 色調 に 移 しか え る こ とを意

　　 味して い る 」
29）の で あ る 。

　　　 「芸術は 自然に 対 して 並 立 す る 調 和で あ る 」
30）と 言 うセ ザ ン ヌ に と っ て 、自然 は唯一絶対 の

　　 「モ テ ィ
ー

フ 」 で あ る 。 なぜ な ら 「特 に 芸術 に お い て 、すべ て は 自然 との 接触 に お い て 発展

　　　し応用 9 れ た 理論」
31）で あ り、画 家は 「自然 を まえ に して 見 る こ とを学ぶ 」

32）か らだ 。
セ ザ ン

　　　ヌ に と っ て 入 が事物 を認識する こ と、つ ま り知的に 生 き る とい うこ とは、自然 を見る こ とで

　　　あ り、自然 が何 もの で あ る か を感ず る こ とを意味する 。 そ して 「自然 を見 る こ と」 の 難 し さ

　　　を次 の よ うに 言 う ：「長 い あ い だ、わ た しは サ ン ト ・
ヴ ィ ク ト ワ

ール 山 を描 くに は無力 で 無

　　 能で した。なぜ な ら、 もの を見る こ とを知 らな い 人 々 の よ うに 、陰影 の 部分 が 凹 ん で い る と

　　 思 い こ ん で い た か らで す 。と こ ろ が 、ほ ら よ く ご覧な さ い 。陰影 は実際 に は突出 して い て 、

　　　そ の 中心 点 か ら逃げ よ うと し て い る の で す」
33）、だ か ら、「農夫 た ち を見 て い る と、わた しは

　　　と き ど き、彼 らが あ る
一

つ の 風景 が何 で あ る か 、一本 の 木が 何で あ る か を知 っ て い る の か ど

　　　うか 疑わ し くな ります 。 ［中略］彼 （道 で 出会 っ た農夫 ）は サ ン ト ・
ヴ ィ ク トワ

ール 山を
一

　　 度 もきちん と見 ませ ん で した 」 とい うよ うに 、セ ザ ン ヌ は自然 を見 る こ とを意識化 で き な い

183　人 間は ま る で 「犬 が パ ン を見分 け る の と 同 じ よ うに 」
34）しか 事物 を感ず る こ とが で きない 存

（98）
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ペ ー
タ
ー・ハン トケの 文 学的想 像力 ：『サ ン ト ・

ヴ ィ ク ト ワ
ー

ル の 教 え』が 意味す る もの 服部　裕

在 だ と断ず る
。

つ ま り 、
セ ザ ン ヌ に と っ て 自然 を見 る こ とは 、 入間で あ る こ とを可能 に す る

最低限 の 行為で あ り、そ の ヒで
、 自らが 「知覚 した 自然 （gesehene 　Natur ）」 か ら 「意識化

した 自然 （ernpfundene 　Natur ）」35）を創造 し表現す る の が 芸術家で あ る と考 え る 。

　さ ら に セ ザ ン ヌ は 自ら の こ うした芸術観を 説明す る た め に 、カ ン トの 主観主義的な認識論

を引用す る 。

［前略］ こ の 二 つ 同時に 進行す る テ ク ス ト、つ ま り知覚 さ れ た 自然 と意識化 さ れ た 自然、

つ ま りあ そ こ の 外 に あ る 自然 （彼 は緑 と青 の 平地 を指差 した ） と、こ の 中に あ る 自然

（彼 は 自分 の 額 を指で つ つ い た ）。 こ の 二 つ が 両方 とも継続 し、半分人 間 的で 半分神的な

生 、つ ま り芸 術の 生命、い い で す か つ ま り神の 生命 を 生 き る た め に
、

互 い に 浸透 し あ わ

なけ れ ば な りませ ん 。 わた しの 中で風景は 反映 し、人間化 し、そ して 思 考す る の で す 。

わた しは それ を客体化 し、 描 きか え、わた しの カ ン バ ス の ．とに 定 着 させ る の で す。あ な

た は さ きほ ど カ ン トの こ と を
．
話 し ま した。ひ ょ っ とする とわ た しは 馬鹿 な こ とを言 っ て

い る か も しれ ま せ ん が 、わ た し は こ の 風景 の 主観的な 意識で あ り、わた しの カ ン バ ス が

そ の 客観的な意識で あ る よ うに 思 え る の で す 。 わ た し の カ ン バ ス と あ の 風景は 両 方 と も

わ た しの 外に あ る の で す 。 しか し後者は 混沌 で あ り、 うつ ろ い や す く、論理 的 な実在 も

な く、また如 何な る 理性 も な く錯綜 して い ます 。 前者は 持続的 で あ り、感情 に と っ て 親

しみ や す く、分類 さ れ 、存在 の あ り方 つ ま り理 念 の ド ラ マ に 関与 して い る の で す36）
。

　「画家 は 自然か ら見 る こ とを学ぶ 」 存在 で あ りな が ら 、 そ の 自然 に 対 し て 白律 した世 界 を

創造す る こ と を 目指す 。 さ も な け れ ば 、自然 は 「混沌」 で 厂うつ ろい や す い 」 もの に すぎな

い
。

っ ま り、「自然 は い つ も同 じ もの で あ る が 、そ の 目 に 見 え る 姿に は何
一

つ として 恒常的

な もの は な い 。 わ た したち の 芸 術は ［中略］ 自然 に 継続 とい う衝 撃を 与 え な け れ ば な らない
。

芸術は わた した ち の 表象 の 中で 自然に 永遠 を付与 しなけれ ば な らな い 」
37）の で あ る 。だ か ら

こ そ 「芸術 は 自然に対 して 並 立 す る調 和な の だ」。

　「そ う、 こ の 近 接感 は 一
つ の 認 識で もあ っ た 」 とい う先 に 掲げ た 「わ た し」 の こ と ば は、

セ ザ ン ヌ の こ う し た 芸術観 に 対す る 作 家 ハ ン トケ の 敬意 の 現 わ れ で あ る 。 さ らに 、「絵 の な

か の 絵 （das　Bild　der　Bilder）」 （58／63） と い う表現 （こ の 表現 に は 、真実 を表象す る絵そ

の もの を表象す る とい う意味が含意 さ れ て い る と考えら れ る た め 「表象 の 表象」 と理 解すべ

きか も しれ な い ）が 示 して い る よ うに 、ハ ン トケ に と っ て セ ザ ン ヌ の 絵画 は ま さ に芸術 の 規

範 を意 味 して い る 。
「それ は事物で あ り、表象 で あ り、文字 で あ り、画筆 の タ ッ チ で あ り、

そ し て そ れ らす べ て が調和 の 中 に あ っ た 」 （62） よ うな 「絵 の な か の 絵」 で あ る 。だ か ら こ

そ セ ザ ン ヌ の 絵の ま え で は 「善良な る わ た し」 （63）は 「今 も セ ザ ン ヌ の 《実現》、
つ ま り危

機に あ る 事物 の 変容 と救済 を兄 る、（そ の 結果、わ た し は そ の まえ に ひ ざまず く代 わ りに 、

た だ 背筋 を伸ば して 元気づ け られ る）」 （66） の で あ る 。
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サ ン ト
・ヴ ィ ク トワ

ール の 教え　表徴か ら想像へ

　「わ た し」 は 現実 の サ ン ト ・ヴ ィ ク ト ワ
ール を見 よ う と決断 した 理 由を次 の よ うに述 べ て

い る。

自然 の 中 の そ の 山 を見 よ うとい う考 え も、長い こ と単 な る戯れ に すぎ なか っ た 。それ は、

画家が 一度愛 した事物は、そ れだ け で それ 自体何 か 特別な も の を表現 し て い る とい う固
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 フアy タ ジ 　

定観念 で は な か っ た の か ？　 こ の 思 考 の 戯れ が あ る 日 想 像 に 移行 し た と き、そ の 決心

は 固 くな っ た （そ の 決心 と 同時 に そ う した い と い う気持 も生 まれ た）。そ う、わ た し は

サ ン ト ・ヴ ィ ク トワ
ー

ル 山 を近 くか ら見 て み よ う ！　 そ うして 、わ た しは すで に 使 い 果

た され て しま っ て い る こ とを知 っ て い た セ ザ ン ヌ の モ テ ィ
ー

フ を追求す る の で はな く、

自分 の 感性 を追い 求 め た 。 そ れ まで の 生涯 で 他 の 何 もの もない くらい 、わ た し を引 きつ

けた の は そ の 山だ っ た 。 （33）

　181

（100）

　ハ ン ト ケ は 現実 の サ ン ト ・ヴ ィ ク ト ワ
ー

ル を こ とば の 世界 に 書 き写すた め に 、そ の 地 を訪

れ た の で は ない 。そ れ は セ ザ ン ヌ の 絵 が 自然 の 模倣で はな く、自然 をま え に し た 画家 の 内面

に 生 まれ る 「主観的な意識」 の 表象で あ る の と同様で ある 。
セ ザ ン ヌ の 絵が 主観的 な 「理 念

の ド ラ マ 」 の 表象で あ る よ うに 、ハ ン トケ に と っ て の 自然は 、「わ た し」 の 中に 隠 さ れ て い

る 記 憶 を呼び覚 ま し、記憶 と想像力 の 交錯 した 白由な意識 の 世界 へ と突 き動か して くれ る表

徴 として 現 れ る。

　だ が 、 ハ ン F ケ の 「表徴」 が 何 を意味 して い る の か を考 え る ま え に 、ハ ン トケ が われ われ

読者 に 提示 し て い る意識 の 世界が どの よ うな テ ク ス ト として 表現 さ れ て い る の か に つ い て 触

れ て お く。な ぜ な ら、そ の あ り方そ の もの が ハ ン トケ の 文学世界、つ ま り主題 と形式 との 集

合 体 の 独 自性 を表現 して い る か らで あ る 。

　『サ ン ト ・ヴ ィ ク ト ワ
ー

ノレ の 教え』 の テ ク ス トを
一言 で 定義す る こ とは きわ め て 難 しい 。

純粋な物語で も、旅行記で もな く、
エ

ッ
セ ー

に して は ハ ン トケ 自身好ん で 使 う フ ァ ン タ ジ ー

の 物語性が勝 ちす ぎ て い る 。 そ こ に は
一

貫 した ス ト
ー

リ
ー

が 語 られ て い る わけ で は な い の に 、

語 り 手 で あ る 「わ た し」 の 意識 の 連続性は十分読み取 れ る の で あ る。それ に も拘 らず、そ の

意識 の
’
世界は 「事物 の 因果関係」 で 結ばれ て い る わ け で な く、「隣接す る もの 」

38）の ゆ る や か

な連続 に すぎな い 。そ うした あ る意味で 断 片的な意識 の 連続 の 中に 、作家 自身 の 経験的 な過

去 の 記 憶が呼び出 さ れ る 。 で は、そ の 呼び 出 さ れ た 記憶 が 因果関係 に支 えられ た物語 を形成

して 、作品全体 の 核 を成 して い る か と言えぱ そ うで は な く、最終的に は 作家自身 が 表現 者 と

し て 如何 に 書 くべ きか とい う創作 に 関 わ る 問題意識 に 収束す る 。 で は 、ハ ン ト ケ の 作家 と し

て の 問題意識は 読者 に は何 の 関わ り も ない 、い わ ば創作 の 楽屋話 に す ぎな い か と言えば、そ

れ も そ うで はな く、そ う した 作家 の 自問自答 の 中に 望 む べ き意識 の あ り方が 暗示 さ れ て い る

と理 解 して よい
。 表現形 式に つ い て 見れば、作品 を書 い て い る作者が

・一
人 称の 主 人公 と完全

に 合致 して 自ら の 意識 の 表 も裏 もさ らけだ して い る よ うに 装い な が ら、実は そ れ を一段高 い

と こ ろ に い る作家が 文学的な 表現 として 支配 して い る
。

つ ま り、作者 と語 り手が 一体 とな っ
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ペ
ー

タ
ー・ハ ン ト ケ の 文学 的 想 像 力 ：「サ ン ト ・ヴ ィ ク ト ワ

ー
ル の 教 え』 が 意 味 す る も の 服部 裕

て ノ ン ・フ ィ ク テ ィ ヴな心

情 を吐露す る エ
ッ

セ
ー

とは

違い 、作者 ＝ 語 り手 の 表現

に 作家の フ ィ ク テ ィ ヴな加

工 が 施 さ れ て い て 、 語 り手

「わ た し」 に 現 わ れ る 作者

の 社会現 実的な形象 も含め

て 、 ヒ ス ト リ
ー性 の 弱 い

「物 語」 が 成 立 して い る と

考え ざ る をえ な い 。

　 こ の よ うに 、サ ン ト ・
ヴ

ィ ク ト ワ
ール の 自然 とそ れ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 セ ザ ン ヌ ： サ ン ト ・ヴ ィ ク ト ワ ール 山

を 見 る 「わ た し」 の 意識、　　　　 　　　　　 、

さ らに そ こ に 甦る 記憶 と自由な想像世界、そ して そ れ らすべ て に 関わ る 「書 く」 こ と の 意味

へ の 問い か け、そ れ らの モ テ ィ
ー

フ が作家 の 内的な文脈 とか らみ あい な が ら
一

っ の 意識世界

と して 成 立 す る 。
つ ま りガ イ ス マ イ ア が 指摘す る とお り、「ハ ン ト ケ は ス ト

ー
リ
ー

の あ る 散

文 で な く、知覚 の 散文 に 重 き を置 い て い る 」
39）と言 っ て も差 し支え ない 。 文学作品 と して の

『サ ン ト ・ヴ ィ ク ト ワ
ール の 教 え』 をあ え て セ ザ ン ヌ の 作品 と比較 して み れ ば 、 それ は セ ザ

ン ヌ が 描 い た 数多くの サ ン ト ・ヴ ィ ク ト ワ
ール 山 の どれ か 一

つ の 作品 で は な く、画 家が ど の

よ うに して そ の 同 じ山を何度 も描 こ うとした の か とい う制作 の 過程 と、そ の 過程 に お け る画

家 の 意識 の 変化 の 記録 に 相当 する の か も しれ な い
。 或い は、一枚 の サ ン ト

・ヴ ィ ク ト ワ
ール

山の 絵が 、対象 をま え に した 画家 の どの よ うな意識 と画 筆 の タ ッ チ の 動 き との 関係 の 中で 実

現 して い くか を記録 した絵 と も言 え る。い ず れ に して も、 ハ ン ト ケ は読者 に 向 か っ て 統
一

的

な完成品 を示 して 、
こ の よ うに 考 え て 生 きれ ば よい とい うよ うな 「教 え 」 は示 さ な い

。 む し

ろ 「わ た し 」 が 自然 の 教 え を受け取 る意識 の 過程 を、断片的な表象 の 連 な り と して
一

見無秩

序 に 叙述す る こ と に よ っ て 、読者 に 共感 の 場 を与 えて い る よ うに み え る。そ れ は あ る 意味で 、

ブ レ ヒ トが 舞台 に お い て ス トー
リ
ー

の 統一性 も形式 の 統一性 も破壊 し、伝統的 な役者 の 役割

を疑問に 付 して しま っ た 「異化効果」 の 散文版の よ うで もあ る 。 ちな み に ハ ン トケ 自身は ニ

コ ル ・カ サ ノ ヴ ァ の イ ン タ ビ ュ
ーに答 え て 、作品の な か で も引用 して い る シ ュ テ ィ フ タ

ー
の

「穏や か な法則 （das　sanfte 　Gesetz）」 （59） とい う表現 を用 い て 、 こ の 作品 の 性格 を次 の よ

うに 定義 し て い る ：「こ れ は 文 学或い は書 く こ との 穏や か な法則 に 関す る エ
ッ

セ ーで あ り、

宣言 で す 」
40）

。

　 さ て 、い よい よ本題 に 戻 ろ う。サ ン ト ・ヴ ィ ク ト ワ
ール 山 に 登 っ た 「わ た し」、つ ま り作

者 ハ ン トケ に と ッ て も っ と も重要な問題 は、自分 に は 「書 く権利が あ る 」 （56）か ど うか と

い うこ とで あ る 。
こ の 表現は 、

こ の 作 品 の 中心部 を成 す 54〜58 ペ ージ の あ い だ に 二 度た て

つ づ け に 登場す る 。 山 の 最初 の 高原 の 「か の 道 か らわ た しは、rサ ン ト ・ヴ ィ ク ト ワ
ール の

教え 』 を書 く権利 が あ る こ と を導 い た 」 （54）。
こ の 「書 く権利」 が あ る とい う ポ ジ テ ィ ヴな

意識は、「わ た し」 が 「偉大な画家 の 国」 の 「事物 の 中に うま く隠 さ れ て い る 」 （54） とい う

意識か ら生 まれ る。い ま自分 を取 り囲 ん で い る 「セ ザ ン ヌ の 事物」 が 表徴 とな っ て 「わ た
180
（101）
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サ ン ト ・ヴ ィ ク トワ
ー

ル 山 （2004 年 1 月撮影 ）

し」 に、聖人 伝説 に よ っ て か け が え

の ない も の に な っ た 子供時代 の 「秘

密 の 事 物 （das　Ding 　der　Verbor−

genheit ）」 の記憶を甦 らせ る 。

そ の 事物 とは 「堆 く積 まれ た材

木」 で あ る 。 そ の 伝説は 階段 の

ドの 聖 ア レ ク シ ウ ス の 物語 で あ

り、「そ の 別 の 画家」 と は 困窮

の 中で 亡 くな り、今は有名に な

っ た最後 の ツ ァ
ー
時代 の グ ル ジ

ア の 農村画家 ピ ロ ス マ ニ で あ る 。

関連 は あ る が 、そ れ を説明す る

こ とは で きな い
。 しか し物語 る こ とは で き る 。（55）

　 とい うよ うに 、「わた し」 は祖父母 の 家 の 木の 階段
．
ドの 部屋 に あ っ た 聖 ア レ ク シ ウ ス と、

村 の 他 の 建物 の 外に あ る似た よ うな階段 とそ の 下 に 堆 く積み 重ね ら れ た材木 の 話 をす る 。そ

の 記憶は そ の 後ず っ とあ とで 、自分 の 先祖 は グル ジ ア 出身で あ る とい う空想 と結び つ く。 そ

し て そ の 空想 の 拠 り所 は 画家 自身 の 人 生 を物語 る ピ ロ ス マ ニ の 絵で あ o た 。 そ の 画家が 「誰

に も知 ら れ る こ とな く」 不遇 の 最期 を 過 ご した 木 の 小屋 は 、「わ た し」 の 空想 で は 「木 の 階

段 の ド」 に あ っ た 。 そ して そ の 空想は、作家で あ る 自分 の 理 想像 へ とつ な が る 。

作家 として の わた しの 理想像は、自分 が 書い た も の に よ っ て （そ れ は い つ も自分 白身 で

あ っ て もよい ）誰 か 他 の 人 の た め に 、い つ か 板敷 きの 道、或 い は ま さ に 整然 とぎ っ し り

と組 み 合 わ さ れ て 明 る く光 る 「堆 く積 ま れ た 材木」 に な る こ と だ ワ た。 （56）
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　自らの 文学 が セ ザ ン ヌ や ピ ロ ス マ ニ 等 の 絵 と同 じよ うに、他者 の 記憶 を呼び 覚 ます表徴 に

な る こ と。 そ れ が 作 家 ハ ン トケ の 文学的な理 想で あ る 。そ の た め に は セ ザ ン ヌ が 「事物 を実

現」 する よ うに、「こ の 大地 の こ とを、或い は こ こ の こ の 場所 の こ とだ けを話せ。そ れ 自体

の 色 で そ の 場所 を命名せ よ」 （56） とい う課題 を満た さ なければ な らな い
。 しか し、「画家が

デ ッ サ ン と色 の 助 け を借 り て 自分 の 感 性 と知覚 を具体化する一方で 、文学者は 抽象 に よ っ て

自己 を表現す る 」
4］）とセ ザ ン ヌ が 指摘する とお り、ハ ン トケ に と って 事物 の 色 を発見 し命名

す る こ とは 容易な こ とで は な い 。78 年 当時、セ ザ ン ヌ の 「腕 を組 む男』 が 、 こ れ か ら書 こ

う と して い た 『ゆ る や か な帰郷』 の 主人公 ゾル ガ
ー

そ の もの として 目 の まえ に 現わ れ た こ と

は、ハ ン ト ケ に事物 を物語 の 表徴 に高め る可能性 と重要性を衝撃的 に 教 え た 。

　 セ ザ ン ヌ の 肖像画 が 自 らの 物語 の 主入公 に の りうつ る よ うに 、過去 の 記憶 は表徴 と して の

事物 を と お し て 自由に 現在 に 甦 った り、他 の 空 間 の 記 憶 と結び つ い た りす る
。 例 え ば サ ン

ト ・ヴ ィ ク ト ワ
ール の 山道 に み とめ た桑 の 木 が 、「わ た しが は じ め て ま っ と うな喜び を感 じ

る こ とが で き る よ うに な っ た 1971年 の ユ
ーゴ ス ラ ヴ ィ ア の 夏 の 桑 の 実 の 赤色」 （57） を呼び
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ペ
ー

タ
ー・

ハ ン ト ケ の 文学的想像力 ：「サ ン ト
・
ヴ ィ ク ト ワ

ー
ル の 教 え』 が 意味す る もの 服部　裕

覚 ま し、「土埃 の 中の 桑 の 実 の 滴 を そ の 空 想 の 瞬問が ［中略］自分 臼身 の 無垢 な生活 の 断片

と結び つ け る だ け で な く、他者 の 見知 らぬ人生 との 新た な親近性 を わ た しに 開 き、不特定 の

愛 と して 作用 した 」 （57） の で あ る 。 こ の よ うに 自ら の 過去 の 記憶 と作家 と して の 創作 の 理

想 とを 、 同時に 表徴 として の 事物 を とお して 表 現 す る 独特な詩 的世 界 が 、 『サ ン ト ・ヴ ィ ク

ト ワ
ール の 教 え 」 を は じ め とした 80 年代以 降 の ハ ン トケ 文学 の 根幹 を成 して い る と言 え る 。

想 像力 に よ る和解

　ハ ン トケは表徴 と して 発見 し た 事物 を とお し て 、空想或い は想像 の 世界 へ と赴 く。 そ の 文

学的 な想像世 界は語 り手 に 円環 の イ メ
ージ と し て 現 れ る 。「風 景は 実際 に は平 ら な の に ア

ー

チ の よ うに 湾曲 して 主人 公 に 迫 っ た 」 （20） とい う よ うに 、冂環 の 形 を した想像 の 世 界は 語

り手 の 内的な表象世界で 「閉 じて い く円環」 （56）で あ っ た り、突然 拡大 した りす る 。
「わ た

し」 が サ ン ト ・
ヴ ィ ク ト ワ

ール 山 と そ の 周辺 の 自然か ら得た 想像 の 「円環」 は 、「わ た し」

をパ リ西方 の モ ン
・
ヴ ァ レ リア ン の 丘 か ら ブ ロ

ー＝ ユの 森 の モ ン
・
デ

・
フ ユジ イ ェ の 丘 の 風

景 と結ば れ た あ と 、 俄に 自らの 家族 と ドイ ツ の 記憶 を呼び 覚 ます 。

当時、わ た し は暴力 を理 解 し た 。 あ の 《合 目的 に 》機能 し、す べ て の も の に レ
ッ テ ル を

貼 り な が ら、同時に 完全 に こ とば と声 を失 って しま っ た世界は 正 し くな か っ た。ひ ょ っ

と した ら ど こ か他 の 所で も似た よ うな も の だ っ た か も しれ な い が 、あそ こ で わた しを襲

っ た 暴力 は あ ま りに む きだ しで 、わ た しは誰で もい い か ら殴 り倒 した い くらい だ っ た 。

わ た し は あ の 国 に 憎悪 を感 じた 。 （72）

　 は じ め て パ リ と出会 っ た 頃 の ハ ン ト ケ の 記憶 の 中 で 、 ド イ ツ は 1贖 罪 を忘れ た」 （72）

「寒 々 と した原野 （Das　kalte　Feld）」 の よ うな国 で あ り、父 も政治家 もす べ て そ の 国 に 存在

す る も の は 憎悪 の 対象 で あ っ た。「わ た し は ド イ ツ の 国 の 形 さ え嫌悪 した 」 （72）ほ ど で あ る。

　そ の ドイ ツ を ゾ ル ガ
ー

の 継承者で あ る 「わ た し 1 は再び訪 れ る。ア メ リ カ で の 旅 を終 えた

あ とペ ル リ ン に 束 の 間 の 居 を定めた 「わた し」 は 「ヒ
ュ

ペ ー
リオ ン を読み 直 し、 よ うや く

一

つ ひ とつ の 文を 理 解 し、 こ と ば を絵 の よ うに み な す こ とが で き た 」 （73）。 ドイ ッ の 詩人 を再

発見す る の と同様 に 、「わ た し」 は 「ベ ル リ ン の 町 が 大 き な 氷河 の 渓谷 の 中に 横た わ って い

る こ と」 （74） に は じめ て 気づ く。 こ の 遅 い 発見は む し ろ、「か つ て の 自分 な ら き っ と そ ん な

こ とに 興 味さ え持 っ て い なか っ た で あ ろ う」 （74） とい う表現 が 示 して い る よ うに、 ドイ ツ

へ の 昔 日 の 無関心 と憎悪 を裏づ け て い る 。 サ ン ト ・ヴ ィ ク ト ワ
ール 山や パ リ西 方 の 丘 で した

よ うに 、「わた し」 は は じめ て ベ ル リ ン の 町 を見下 ろす 高台 を歩 き、グ リ ム 兄 弟 の 名が 刻 ま

れ た 墓石 の 横 に 腰 を下 ろ して 谷 の 町 を一
望 す る 。そ こ に 叙 述 さ れ て い る の は、か つ て の 憎悪

か らは 想像 もで きな い 1
一
柔和 で 澄 み き っ た 感覚」 （75） で あ る。そ れ は こ の 作品 が 当初 か ら

暗示 して き た 、い わば 「和解 の 願望 」 （21） の 雰囲気 で あ る 。

　 こ の （ド イ ツ と の ）「和解 の 願望」 は 、同時 に 父親 と の 和解 の 物語 と し て 表現 さ れ る。久
　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 178
しぶ りに 再会 した 「父親 の 目の 中 に わた しは死 の 不安 を み とめ、遅す ぎた責任感 を感 じた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （103）
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　　　 わた しに は、父親が 誰 か の 息子 の よ うに み えた 」 （76）。重 い 過去 を背負 っ た ドイ ッ と父親は、

　　　 明 らか に 同 じ意味を担 っ て 「わ た し」 の ま え に 現 わ れ て い る 。そ れ は、憎しみ か ら和解 へ 、

　　　 そ して ネ ガ テ ィ ヴ な表現か らポ ジ テ ィ ヴな表現 へ の 克服を可能 に する モ テ ィ
ー

フ と して の 意

　　　 味を持 つ て い る 。

　　　　 「わ た しは別の ド イ ツ を み とめ た 」 （77） とい う表現 に 表 れ た和解 は、「わ た し一」 の 意識 の

　　　 変化 の 結果 で あ る 。 和解は 、父親 と ド イ ツ が 「わ た し」 の た め に 何 らか の 変化 を果た して く

　　　 れ た た め に 成 立 した の で は ない 。両者 は 以前 と変 らぬ もの で あ る が 、そ れ を知覚す る 「わた

　　　 し」 の 意識が 変化 した の で あ る ：「変化は当然だ っ た 。そ れ は 《他者 を欲求す る 欲求》 とい

　　　 う哲学 者 の こ とば に 由来す る和解 の 願望 だ っ た 」 （21） とい う風 に 。 そ して そ の 変化 を促 し

　　　 た の が 、「自然 に学 び 」、「自然 を実現す る 1 とい うセ ザ ン ヌ の 教 え で あ る 。 しか し、「わ た

　　　 し」 は ポ ジ テ ィ ヴ な表象 を セ ザ ン ヌ の 教え に 従 っ て 「創作す る 」 （80） の で はな く、自ら自

　　　 然 （＝ 事物） に 表徴 を読み と る想像力 に よ っ て 「実現す る 」 （80） の で あ る
。

サ ン ト ・ヴ ィ

　　　 ク トワ
ー

ル の 自然 に 学ぶ べ き は 、ま さ に 「自由 に 想像す る 」 能力 で あ っ た。厂自分 の 入生 の

　　　 どの 瞬間 も他 の瞬間 とつ な が っ て い る 、しか も補助要素 な しに 。直接的 な結合が 存在す る。

　　　 わ た し は そ れ を た だ 白由に 想像 す る だ け で い い の だ」 （79） とい う表現が 示 して い る の は、

　　　 こ の 「自由な想像 」 が 直接結合 し白由に そ の 大 き さ を変 え る 「円環」 の イ メ
ージ で あ る 。 肉

　　　 眼で は見 えな い サ ン ト ・ヴ ィ ク ト ワ
ール 山の 破断面 は、「そ の 部分 の 周 り を想像力 が 何度 も

　　　 ぐ る ぐ る と 円環 を 描 く」 （89） こ と で 、「徐 々 に わ た しの 中で 遠 い 稜線 の 上 に 立 ち現れ た 」

　　　 （89） の で あ る 。

　　　　 新 たな ベ ル リ ン の 風 景 も、父親 に み とめ た人間性 も、 こ の 想像力 の 円環 の 作用 と して 表象

　　　 さ れ て い る と理 解すべ きで あ る 。 そ れ は 必ず し も現 実 の ベ ル リ ン と父親の 姿と
一

致す る 必 要

　　　 は な い
。 そ こ に 表れ て い る の は、ハ ン ト ケ の 文 学的願望 で あ り 、 そ れ が 求め る 理 想像 な の だ

　 　　 か ら。

　　　　 ま さ に こ うした ポ ジ テ ィ ヴ な 表象世界 を 「実現す る 」 た め に 「わた し」 が 必要 とす る の が

　　　 「自由 な想像力 」 で あ り、そ れ を養 う場が サ ン ト ・ヴ ィ ク ト ワ
ー

ル で あ る 。
「自由な想像力 」

　　　 とは 書 くこ との ま っ た き自由を意味す る 。それ は従来 の 「物語」 や 「小説 」 に 形式的 に も主

　　　 題的に も課せ られ て きた ス ト
ー

リ
ー

の 整合性や 因果性、さ らに は 語 り手や作者 に 期待 さ れ る

　　　 機能 の 約束事な どか ら解放 さ れ 、読者 に も自分 自身 に 対 して も文字通 り思 うま まに 書 くこ と

　　　 を可能に す る も の で あ る 。
「《読者 の こ と》をわ た しは もはや 少 しも考え な か っ た 1（90） と

　　　 い う文 も、そ の 意味 で 諒解で き る 。 先 に こ の 作品 の 分類 の 難 し さ を指摘 し た が 、そ れ もま さ

　　　 に こ の 「書 く こ との 自由」 の 視 点 か ら見 れ ば 謎 は解 け る 。つ ま り、「物語 」 と か 「小説 」 と

　　　 か 、或 い は 「エ
ッ セ

ー
」 とか とい っ た ジ ャ ン ル に は め込む こ と自体 が 、す で に 「書 く こ との

　　　 自由」 を奪 っ て い る の で あ る 。 自由 に 書 くこ とを 自由に追求す る 「わた し」 の 試行錯誤 の 中

　　　 に こ そ、自分で 書 くか 書か な い か に 関わ りな く、すべ て の 人間の 自由な思考 と生 に 対す る 問

　　　 い か け が な さ れ て い る と言 え る 。 真 っ 白な 紙 を ま え に して 、何 で も好 きな こ とを自由 に書 い

　　　 て よい と言 わ れ た とき、人は如何 に 自分が 口に 見 え ない 諸 々 の 規 制 に 囚わ れ て い る か とい う

　　　 こ とに 気づ くは ずで あ る 。自由に 書 く こ とが 如何に 困難で あ る か ！　 自由 に 書 く と い う こ と

　　　 は 、ま さ に 自由に 生 き る とい うこ とと同義 な の で あ る 。
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ペ
ー

タ ー・ハ ン トケ の 文 学的想像力 ：「サ ン ト ・ヴ ィ ク F ワ
ー

ル の 教 え』 が 意味 す る も の 服 部　裕

きな犬が 登場す る 。 こ の 犬 の 存在が 現実 の も の で あ る か 、 フ ィ ク シ
ョ

ン で あ る か を問 う こ と

に意味はな い 。なぜ な ら こ の 犬は、「わ た し」 が 「再 び識別 した 」 （44） 旧来 か らの 「敵」 を

表象す る もの と して の 意味 しか ない か らだ 。 作者が表現 した か っ た こ とは、「わた しは憎悪

さ れ て い た 」 （45） とい うよ うに 、自らの 文学、ひ い て は作家 として の 自分 を杏定す る 「敵」

が 現実 に 存在す る とV う事実 で あ D、そ の 「敵」 へ の 憎悪を克服 しない 限 りい ま自分 が 目指

す ポ ジ テ ィ ヴな文学 の 完成 は な い とい う認識 で あ る
。

　そ れ に して も、そ の 犬 との 「対決」 は詳細 に 語 られ て い て 、そ の 犬が 表象する 「敵」 が 如

何 に や っ か い な存在 で あ る か とい うこ とが伝 わ っ て く る 。 そ の 犬は 単独 で は な く、他 の 犬 を

率 い る 「先導犬」 （45） で あ り、敵対す る集団 の 表象 と し て 現れ る 。 そ れ は 「死刑執行人 の

民 族 の 実に 立 派 な サ ン プ ル 」 （46） とい うよ うに 、こ れ以上 な くネ ガ テ ィ ヴな表象で あ る 。

そ もそ も凶暴 とは い え、た か が 犬 の 描写 に して は あ ま りに 過激だ 。 しか しそ れ が そ の 犬 そ の

も の で な く、そ の 犬 が 表 象す る （「わ た し」 に とって の ）現実 の 「敵」 の 邪悪性 と 凶暴性 を

表現す る の だ と し た ら、そ れ は き わ め て 強烈 な メ タ フ ァ
ー

で あ る。で は 、そ もそ もそ の 犬は

何 を表象 して い る の だ ろ うか 。「死 刑執行人 の 民 族」 とい う こ とば が ナ チ ス ・ドイ ツ、或 い

は ナ チ 的な人間の メ タ フ ァ
ー

で あ る こ とは明 らか で あ る 。 そ れ で は そ の 「敵」 とは 、 こ の 作

品 の 別 の と こ ろ で 言及 して い る ドイ ツ 社会 そ の も の の こ と な の だ ろ うか 。 そ れ に し て は、こ

の 犬が 表象す るも の は具体的す ぎる 。 例 えば、鉄条網 で 仕切 られた そ の 犬 と 「わ た し」 の 領

域に つ い て の い くつ か の 条は、作者 の イ メ
ージ が よ り具体的な人 物に 向け られ て い る こ とを

暗示 して い る 。

敷地 の な か の 番犬 で あ る彼 と、（彼 に と っ て の 現 実は唯一 自分 白身が い る遮断区域で し

か な い か ら 、 そ こ で は当然 の こ とと して ま っ た く見 る 目を もた な い ） こ ち らの 野原 に い

る わ た し （46）／そ うして わ れ わ れ は 互 い に、自分た ち が 誰で あ る か を知 っ た 。 わ た し

た ち は 永遠 に 宿敵 同士 で い る し か な か った 。 と 同時 に 、わ た し は そ の 犬が ず っと以 前か

ら気 が 狂 って い た こ とに 気 が つ い た Q （48）

　実は 、執筆 の とき こ の 犬 の メ タ フ ァ
ー

が誰 に 向け ら れ て い た か を、ハ ン トケ は ア ン ド レ ・

ミ ュ ラ
ーと の イ ン タ ビ ュー

の 中で 次 の よ うに は っ き り と告白 して い る ：「わ た しの 本 の どれ

に も、小 さな悪意 が こ め られ て い ます。『サ ン ト ・ヴ ィ ク ト ワ
ール の 教 え』に は 、

フ ラ ン ク

フ ル ト出身 の あい つ が 犬 として 登場する長 い 章が あ り ます」
42）

。
「フ ラ ン ク フ ル トの あ い つ 」

と は マ ル セ ル ・
ラ イ ヒ ・

ラ ニ
ッ キ の こ と な の か とい う ミ ュ ラ

ー
の 確認 を、ハ ン トケ は 何 の 躊

躇 も な く肯定す る。「ど ん な と きで も高貴 な気持 で 書 く とい うわ け に はい き ませ ん よ 」
43）とい

う こ とば が 示 して い る とお り、ハ ン Fケ を 「抹殺 しよ うと した 」
44 ）ラ イ ヒ ・

ラ ニ
ッ キ の 長 年

の 攻撃は 執拗で 、 ハ ン トケ は 自らの 文学に 対する そ うした圧力 を克服 しな い ま ま前進す る こ

と は で きな か っ た の で あ ろ う。

　 しか し、わ れ わ れ が こ こ で 問題 に す べ き は、作家 の 執筆 の 裏事情 で は な く、ハ ン トケ が 作

品 の 中で 自ら に 向け られ た凶暴性 を文学的に どの よ うに克服 しよ うとして い る か とい う こ と

で あ る 。 現実社会 の 圧 力 と闘 うハ ン トケ の 武器 は、 こ の 作品 の 中心 的 モ テ ィ
ー

フ を成 して い

る文学的想像力 の ほ か に な い 。 犬 の 攻撃 を か わ すた め に、石で な くて もい い か ら何か を拾 う
176
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振 りをすれ ば犬 は た じ ろ ぐ とい う祖父 の 教 え を思 い だ し、「わ た し 」は腰 を か が め て 上着 の

ポ ケ ッ トか ら落ちた パ リの メ ト ロ の 黄色い 切 符 を拾 い 、そ れ を囲 い 越 しに 犬め が け て 投げ入

れ る 。 す る と 「犬 はあ っ とい う問に、み ん な が よ く知 っ て い る雑食動物 の テ ン に変身 して し

まV丶 わ た しが投げ た紙 を飲み 込 ん で しま っ た 。 ま る で 自分 の 貪欲 と不機嫌 を飲み 込 む か の

よ　うζこ 」　（47）。

　 こ こ に 表れ て い る 牢 想 に よ る 憎悪 の 克服は 、 父 親 と ドイ ツ に 対する そ れ と同質 の もの で あ

る 。「い ま計画 して い る こ との た め に は、わ た しは 憎悪 して は い け な い 」 （48） と い う 「わた

しが 計画 して い る こ と．」 とは、想像力 に よ っ て ポ ジ テ ィ ヴ な文学世界 を構築す る こ とで あ る 。

憎悪 を克服 しない 限 り、「こ れ ま で の 道 の りに 対す る 感謝 の 気持 は忘れ られ て しまい 、か の

山の 美 し さ も無に帰 して 」 （48） しま っ て 、そ の 計画 の 実現 は あ り えない の で あ る 。

　 こ の よ うに 、自己 を解放す る 「自由 な想 像力 」 こ そ が 、「わ た し」 に 「偉大 な フ ォ ル ム の

精神」 を 備え た 「こ とば の 国 （Reich　der　W6rter ）」 （90） を 開 い て くれ る
。 そ の 「こ とば

の 国 」 に お い て 「わ た し は物語 の 真実 を、一
つ の 文が 静か に 次 の 文 を与 え、本 当 の こ と　一

つ ま り先行す る認識　
一

　を文 の 移行 の 中に何か穏や か な もの として 感ず る こ とが で きる 輝

き と して 経験 して い た 1 （78） の で あ る 。 理性的な因果関係 に 囚わ れ な い 自由な 想像力 こ そ

が 、
「読む者に 信頼の 精神 を与え る輝 き と高揚」 （80） の 表象世 界 を実現す る 。

つ ま り つ ひ

とっ の 事物 の 実在性 を 「悟性 は忘れ て しま うが、想像力は け っ して 忘 れ な い 」 （78） の で あ

る。

「穏 や か な 法則」 と して の 想像力

　『サ ン ト ・ヴ ィ ク ト ワ
ール の 教 え』 に よ っ て 、80 年代以 降 の ハ ン トケ 文 学の 方 向は定 ま ッ

た と言え る 。 そ れ は 言語理 論的な モ デ ル 世 界 を捨て
、 自然 （＝事物） の 実在性に 近づ く試み

の 中で 、自らの 意識 を確 か な形象 と して 言 語芸術的 に表現す る こ とで あ る 。 そ れ は 同時に
、

ハ ン トケ の 文 学表現 が こ の 時期 を境に 、初期 の そ れ に 対 して 比 べ よ うの ない くらい 難解に な

る こ とを も意味して い る。そ の 難解 さ は、 ハ ン トケ の 想像力が 自由に なれ ばな る ほ ど増大す

る 。 想像力は 物語 の 整合性 と因果性 を拒み 、時空 を こ えた 自由 な表 象 の 連鎖を つ く る か らだ 。

「サ ン ト ・ヴ ィ ク トワ
ール の 教え」 をめ ぐ る こ の 作品が 、17世紀 の オ ラ ン ダの 画家ヤ コ プ ・

フ ァ
ン ・ラ イ ス ダ

ー
ル の r大 きな森』 とい う絵 との 連想 の な か で ザ ル ツ ブ ノレ ク郊外の 森の は

な しで 終わ る の も そ の た め で あ る 。「わ た し」 の 想像 の 円環 は
、 知 る 人 も少な い モ ル ツ ク の

森 の 中の 「堆 く積 まれ た 材木」 を ［事物 ・表 象 ・文 字を ひ とつ に する 」 （62）表象 と し て 描

写す る こ とで 閉 じる。もち ろん 「堆 く積 まれ た材木」 は子供 時代 の そ れ の 再現 で あ る 。そ の

表現 は以下 の とお り散文で あ りな が らきわ め て 詩的 で あ り、 こ とば の 論理 だ け で 理解す る に

は あ ま りに 感覚的で あ る 。
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そ の 森 と村 の あ い だ の 境 目、 卩
一

マ 街道 の 石 が そ の 道 で あ ら た め て 光 る そ の 場所 に 、ふ

た た び プ ラ ス チ ッ ク の シ ー bで 覆わ れ，た 堆 く積 まれ た 材木 が あ る。鋸 で 切 られ た丸 い 切

断面 を み せ て い る そ の 四 角の 堆積 は、黄昏 を背景 に して 唯
一

明る く光 る も の で あ る 。 そ
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ペ ータ ー・ハ ン ト ヶ の 文 学的想 像力 ：『サ ン ト ・ヴ ィ ク ト ワ
ー

ル の 教 え』 が 意 味す る も の 服部 　裕

の 堆 く積 まれ た材木 を ま え に

して 背筋 を伸 ば し、た だ そ の

色彩 だ け が そ こ に在 る よ うに

な る まで そ れ を見 つ め る 。 す

る と形が そ れ に つ づ く。 そ れ

は観察者 を指 し示 す軌道だ 。

しか しそ の
一

つ ひ とつ は それ

ぞ れ 別 々 の 方 向を 目指 して い

る 。 息 を 大 き くは く 。 極度 の

沈潜 と極度 の 傾注 の
一暼 の 瞬

間、材木 の な か の す き間 は暗

く な る 。 す る と堆積 の な か は

ぐ る ぐ る と ま わ り始 め る 。 最
ラ イ ス ダ

ー
ル ニ大 きな森

初、そ の 堆積 は薄 く切 った 孔雀石 の よ うだ が 、そ の 後色弱検査 表 の 数字 が 現わ れ る 。堆

積の うえを夜 が 覆い 、また昼 に な る 。や が て 単細胞生物が 震 え る 。 見知 らぬ太 陽系、バ

ビ ロ ン の 石 の 壁 。 束 に な っ た ジ ェ ッ ト光線 を引 きなが ら包み こ む よ うな飛行、そ して 最

後 に
一度限 りの きらめ き の な か 、堆 く積 ま れ た 材木 を覆 う よ うに 色彩が 最初 の 人間 の 足

跡 を啓示す る。／それ か ら息 をふ か く吸 い 、森 を後 に す る 。 今 の 人間 の と こ ろに も どろ

う ［後略］（108）

　以上 の よ うに 、「わ た し」 は 表象的な想像世界 と 日 常 の あ い だ を 自由 に 行 き来 し、想像 の

世 界 の 円環は最終的 に 閉 じる こ とな く開 い た ま まの 印象 を 与え る。 それ は、 日常の 生 が 終 わ

らな い 物語の 連鎖で あ る こ とを暗示 して い る の だ ろ うか 。
ハ ン ト ケ が こ の 終わ りな き想像力

の な か に 、 シ ュ テ ィ フ タ ー
の ご と く 「人類が そ れ に よ っ て 導か れ る穏や か な 法則 を み と め よ

う」 （59） と し て い る こ と は 確か で あ る 。 しか し、想像力 の な い 読者 に と って は 、ハ ン ト ケ

の 言語 肚界 に ひ そ む事物 と人 間 の 物語 を読み と る こ とは きわ め て 難 しい 。わた した ち読者は

ハ ン ト ケ の テ ク ス ト をむ し ろ感ず る べ きな の で あ ろ うが 、そ れ も容易 な こ とで は な い
。 そ れ

は 、セ ザ ン ヌ の 「サ ン ト ・ヴ ィ ク ト ワ
ール 山」 の 絵 の 中に、画家の 物語を感ず る こ とが 決 し

て 容易 な こ とで は な い の と同様で あ る 。 しか し、ハ ン トケ の 詩的な こ とば が 、表象 の 余韻 を

心 に 残 して くれ る の は確か で あ る 。
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