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丸 山正 義
＊

訳

5 （承前）

過渡期

不 安定、貧困、情熱

ヨ ゼ フ ィ
ーネ ・ポイ ス ル

社会主 義者 ・菜食主義者 マ
ーラ ー

リ
ーピナ ーと の 出会い

（1878−1880）

　 ペ ル ナ
ース トル フ ァ

ー3ω は仕立屋 の 息子 として 生 まれ た が 、生 まれ る 早・々 孤児 とな り言 う

も無惨な貧困 の 中 で 育て られた 。 彼は 数年前か らす で に 彼 の 名前 を冠 した サ
ー

ク ル の 首謀者

で あ り、そ の 思想傾 向 は 社会主義的な も の で あ る と 同時に ド イ ッ 民族主義的な も の で あ っ た 。

また、い わば 18 世紀か ら続 い た伝統的な 自由主義で あ る 《ヨ
ー

ゼ フ 主義》 に 対 し て 、 また

他方 で は 、反動的 で す らあ る 断固 た る保守主義 の 方向を取 っ た タ
ー

フ ェ 首相 の 現 オ
ー

ス ト リ

ア 内閣 の 政治に 対 して 反抗 した 。 は じ め ペ ル ナ ース トル フ ァ
ー

とそ の グル
ープ は ＝

一
チ ェ や

ワ
ー

グ ナ
ー

の 作品 を研究 し論評を加 え る だ け の も の で あ っ た が 、 次第に は っ き り と政治的な

方向性 を取 る よ うに な る 。し か しな が らペ ル ナ
ー

ス トル フ ァ
ー本人は 決 して 芸術 に 対す る 興

味 を失 うこ とは な く、後 に 、大衆演劇 を創始す る な ど、芸術 を労働者階級 の わ か る もの に し

よ うと労 を惜 しまな か っ た 。
こ の よ うに 彼 の 社会主義 は審美主義的 な傾 向 を絶 えず持ち続 け

る こ とに な る 、つ ま り は い ずれ に して も か な り理 想主義的な もの とい う こ とに な ろ う。

　彼 の 高校時代 の 級友 ヴ ィ ク トー
ル

・
ア ドラ

ー一　37）は、 ペ ル ナ ース トル フ ァ
ーと は違 ワ て 、裕

福 な階級 の 出身で あ る 。 彼の 父 、 ソ ロ モ ン ・
ア ド ラ ーは プ ラ ハ 出身 で 投機 と不 動産で 財 をな

した
。

ソ ロ モ ン は 当時 もて は や さ れ た ウ ィ
ーン 郊外 の オ ーバ ー＝デ ブ リ ン グ に住 み 、息子 の

友人 らを定期 的 に 招い た も の だ った 。 彼 ら は 1867年 に な る と Te 　lyn　Gesellschaftを組織 し

た が 、こ れ は後続す る あ らゆ る 社会主義集団 の 母 体 とな る もの だ っ た 。 こ う し て ア ドラ
ー

と

ペ ル ナ ース トル フ ァ
ー

は彼 らの 友人 た ち と とも に 次 々 と シ ョ
ーペ ン ・ ・ ウ ア

ー （1873 ）、 ニ
ー

チ ェ （1875）、そ して ワ
ー

グ ナ
ー

の 音楽 と著作 を見 つ け出 して 行 く、二 人 は ワ
ー

グ ナ
ー
協 会

に 所属 して 1876 年 に は 第一
回 バ イ ロ イ ト音楽祭 に お もむ き r指環』 の初演 を見て い る 。 と

は い つ て も ア ド ラ
ーは 医者 で あ り、ほ ぼ 全精力 を 、 後 に は彼 の 財産 を ほ とん ど貧民 の 医療に

費や す。 こ うして 彼 は労働者 の 生活お よ び 労働 条件 に つ い て の 研究 に 大半 の 時 を過 ご す こ と　
170
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に な る 。 オ
ース ト リ ァ で は今 日で も相変 わ らず彼は 文字通 り労働者階級 の 意識 を 目覚 ま した

先駆者 、 社会主義 の 最 も偉大 な先駆者 と見 な さ れ て い る 。 彼 は普通選挙を獲得す る た め に 長

い 時 を か け 熱 く戦 っ た 。そ して 5 月 1 日 を労働者 の 祭典 とす る決定を した の も彼 で あ る し、

1890年 と 1892年 の 《国民 の 祝祭 日》を組織 した の も彼で あ る 。

　 ペ ル ナ
ース トル フ ァ

ー
とア ド ラ

ー
の 周 りに は マ

ッ ク ス ・グ ル ーバ ーと ハ イ ン リ ッ
ヒ ・

ブ リ

ー
ドユ ン ク とい う二 入 の 重要 な政治家が集 ま り、さら に は若 き作家 ヘ ル マ ン ・バ ー

ル
38）、 マ

ー
ラ
ー

の 親 しい 友人 の 医学生 ア ル ベ ル ト ・シ ュ ピ
ー

グ ラ 訪 9）
、 未来の 社会主義理 論家 で チ ュ

ー
リ ン ゲ ン の 労働者 の 悲惨 さ を三 巻本 に論 じた ハ ン ス ・エ マ ヌ エ ル ・ザ ッ ク ス 、政治理 論家

の ハ イ ン リ ッ
ヒ と オ ッ トー

の ブ ラ ウ ン 兄弟、詩人で も あ る も う
一

人 の 医者 ヨ ーゼ フ
・ヴ ィ ン

タ
ー、そ して ブ リ ッ ツ

・
レ
ー

ア
4°）。彼 は考古学者で 、間 もな くマ

ー
ラ
ー

の 親友仲問 の
一人 と

な る、 しか もそ の 関係 は 20 年以 上 も続 く41）
。

　 マ
ー

ラ
ーが 《ペ ル ナ ース トル フ ァ

ー ・サ ーク ル 》に 参加 した 日付は 正確 に はわ か らない 。

彼は 1878年か ら Leseverein の 講演や会合 に 参加 し、そ こ で ジ ー
ク フ リー ト ・リ ーピ ナ ーと

知 り合 っ た よ うだ 。 そ の あ とで リ
ーピ ナ

ー
が マ

ー
ラ
ー

を ア ド ラ
ー

や ペ ル ナ
ース ト ル フ ァ

ー
に

紹介 し た 。 また マ
ー

ラ
ーは サ ーク ル に 作家 の リ ヒ ャ ル ト ・フ ォ ン ・ク ラ ーリ ク と同時 に参加

を認め られ た ら しい 。 こ の 時代す で に ヴ ィ ク トール ・
ア ド ラ

ー
は uagH の 夜 ベ ル ク ガ ッ セ の

自宅に 若 い 社会主義者 の 友入 らを迎え る 習慣が あ っ た。彼 の 妻 エ ン マ は後 に 回想録 で 彼女が

マ
ーラ ーを知 っ た当時 の こ とを描 い て い る 。

「グ ス タ フ
・

マ
ー

ラ
ー

との 出会 い は私 の 最 も楽

しい 思 い 出の
一一

つ で す 。 私た ちの 婚約期間で した 。 私た ち は 音楽院の 学生 た ちの最終学年 の

終 わ りに 行われ る フ ァ イ ナ ル ・
コ ン サ

ートに で か けた もの で す 。 そ の 中に グ ス タ フ
・

マ
ー

ラ

ーが い ました 。 彼は 白作 の 賞 に 輝 い た作品 を演奏 して い ま した
。 数年後に は個人 的 に 彼 と知

り合い に な り ま した 。 彼は リー ピ ナ
ー

の 友人 だ っ た の で す 。 彼が ペ ル ク ガ ッ セ に マ
ー

ラ
ー

を

連れ て きた と思 い ます 。 私た ちは マ
ー

ラ
ー

の こ とが 、彼 の 率直 さ、彼 の 謙虚 さ ゆ え に 気 に 人

りま した 。

　「あ る 晩の こ と 、 ヴ ィ ク ト
ー

ル が 彼に ピ ア ノ で何か 弾い て くれ ない か と頼む と、彼は笑 い

な が ら論外で すね と答 え ま し た 。
二 人 とも驚 い て、ヴ ィ ク ト

ー
ル は 彼に こ れ ほ ど頭 ご な しに

拒絶す る 理 由は何か 尋ね る と、マ
ー

ラ
ーは答 え た も の で す 。 ア ッ プ ラ イ ト ・ピ ア ノ を演奏す

る の は神経に 障 り、音楽 の 感受性 を そ な え た 人た ち が ど う して 家 の 中に こ の よ うな 拷問楽器

を そ な え て 耐えて い られ る の か考 え られ ません、 と。

　 「す ぐに ヴ ィ ク トール ・
ア ド ラ

ーは マ
ー

ラ
ーを つ れ て グ ラ ン ド ・ピ ア ノ を 買い に 行 き試 し

弾 きを して も らい ま した 。 当時 マ
ー

ラ
ー

は財政困難 な状態だ っ た の で 、 ピ ァ ノ の 家庭教師を

して い ま した 。 そ れ で ヴ ィ ク b 一
ル が 家庭教師 の 口 を探 して あげた の で す。仕事 の しす ぎ と

栄養不 良で v 一ラ ーは とて も神経質 に な っ て しまい ま した 。 そ の こ とを彼 自身 も よ く わ きま

え て い た の で 笑 っ て 話 し た も の で す、大通 り を 大 き な声で 独 り言 を言 っ て 歩 い て み た り大 仰

な ゼ ス チ ャ
ーを した りす る こ とが た ま に あ る も の だ か ら仲買人た ちが 彼 の と こ ろ に 駆け寄 ワ

て きて 仕事 を しない か と言 っ て く る、 と。（……） あ る 日 マ
ー

ラ
ー

は私た ち の とこ ろ ヘ フ
ー

ゴ ー・ヴォ ル フ を連 れ て きま した が 、 躾が 恕い せ い か 、私た ち の 印象は良 くなか っ た 。 で も

お そ ら く、 こ の 不幸な人 は もうす で に 病 に あ っ た ん で し ょ う42）
。 」

　 ペ ル ナ
ー

ス トル フ ァ
ーと ア ド ラ

ーは 彼 ら の 意見 と願望 を 共 有す る 友人 た ち と私的な サ
ー

ク
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グ ス タ フ
・

マ
ー

ラ
ー

ア ン 1丿 ＝ル イ ・ド ’ラ ・グ ラ ン ジ ュ　 丸 山正 義

ル を作 る だ け で 満足 した わ け で は な い 。1871年 12 月 2 日 に も ま た 《ウ ィ
ーン 大学 の ド イ ッ

的性格 を支持 し、い か な る 状況 下 に お い て も そ の 性格 を表現 す る た め》創設 さ れ た Lese・

verein 　der　deutschen　Studenten を指導 して い る 。 こ の 協会は 1878年す で に 400 人以 上 の 会

員を数 え、当時 の 学生 たち に決定的 な影響 を及ぼ して い る 。
こ こ で はす で に ド イ ツ帝国 の 再

建 が説 か れ る
一

方で と りわ け ワ
ーグ ナ

ー
とニ

ー
チ ェ が 豊富に 語 ら れ 、「ワ

ー
グ ナ

ー
協会」 と

は 緊密 な関係 に あ っ た 。 彼 らの 政治 的方 向が 引 き起 こ しか ね な い 弾庄 か ら逃 れ る た め に 、当

時 の 議会議員の 会員 を か な り の 人 数集め た 。 と は い っ て も彼 らの 存在が あ っ た と こ ろ で 、12
月 18 日、彼 らを 《国 家安 全 の た め に は潜在的脅威》 とみ な す政府 に よ っ て グ ル ー

プ が 解散

さ せ られ る の を食 い 止 め る こ とは で き な か っ た
43）。

　 しか し社会ギ義者 と ド イ ッ 民 族主義者は くじけ は しな い だ ろ う。彼 らは、ヴ ィ ク トール ・

ア ド ラ ー
の 家 に 、ウ ィ

ー
ン の ホ フ ブ ル ク城 の 前 に あ る キ ャ フ ェ

・グ リーン シ ェ タ イ ドル に 参

集 し続 け る 。1880 年 10 月 rバ イ ロ イ ト通信』 に ワ
ー

グ ナ ー
の 最後か ら二 番 目の 論考が 書 か

れ 、そ れ に よ っ て こ の グ ル ープ の イ デ オ ロ ギ
ー

が い くぶ ん変 わ る こ とに な る 、 しか も食事 の

習慣 まで もが 。 実際、『パ ル ジ フ ァ ル 』 を ま さ に 完成 し よ う と して い た ワ ーグ ナ ー
は、『宗教

と芸 術』 で 新 しい 原理 を開陳す る が 、そ れ は 宗教 と東洋 の 神 秘 思想 とを研究 し た 結果だ っ た 。

以来彼に は、肉食 の 習慣が キ リス ト教文明退廃 の 主 な原因 で あ り、人類 の 再生 は 必然的 に 菜

食主義 へ と回帰す る こ とに な る の は、明 白な こ ととな っ た 。 勿論 ワ
ーグ ナ

ー
自身 は 自分 の 発

表 した教義 を遵守す る こ とに な る だ ろ うが 、彼 の影響力、彼 の 威光 はすで に 、ウ ィ
ー

ン で も

ど こ で も、彼 の 信奉者 を即座 に 莱 食主義者 に して しま うほ どの もの だ っ た 。 そ れ で 1880年

の 秋、マ
ー

ラ
ー
、ク ラ

ー
リ ク、 リ ーピ ナ

ーは ラ ム ハ ル タ
ー

とい う菜食主義 レ ス ト ラ ン 44）で の

《ペ ル ナ
ー

ス トル フ ァ
ー ・

サ
ー

ク ル 》 の 常連 とな る 。
こ の レ ス ト ラ ン は 小 さ な洞穴 に設 え ら

れ 、 扉 の ⊥ 部に つ け られ た小 窓か ら光 が差 し込 む くらい で 酷 く暗か っ た の で
一 H 中 ガ ス 灯 を

点け て い なけれ ば な らな か っ た 。 何 ヶ 月 も マ
ー

ラ
ー

は こ こ で 肉や ア ル コ
ール を とらず酷い 食

事 を と る こ とに な る 。 た だ しこ の ラ ム ハ ル タ
ー

に 人 々 は仲間同士 の 楽 しい 食事を取 る た め に

来 て い る わ け で は な く、お 互 い の 意見交 換 の た め に 来て い た 。 ヴ ィ ク ト
ール ・ア ド ラ ーは 他

の 仲 間よ り も菜食主 義者 に な る の に 時間が か か り、ハ イ ン リ ッ
ヒ ・ブ ラ ウ ン の よ うな確固 た

る確信 を得 よ う と全精力 を か たむ け 、菜食主 義者 に な っ た。 し か し そ れ 以 後 ラ ム ハ ル タ
ー

に

足繁 く通 い 、ペ ノレ ナ
ー

ス トル フ ァ
ーと と もに論争 を引 き起 こ して 場 を活気づ か せ 導い た 。

　 リ 匕
ヤ ル ト ・

フ ォ ン ・ク ラ
ーリ ク や フ リ

ー
ト リ ッ

ヒ ・エ ク シ ュ タ イ ン の 『回想録 45）』 は こ

の レ ス ト ラ ン や 菜食主義協会 の 会合 の 雰囲気 を正 確 に 伝 え て くれ る 。 相当数 の 《ナ チ a リス

ト、自然回帰主義者》も参加 して い た 。 とりわ け、 リ ス トの弟子で あ り秘書 で もあ っ た ピ ア

ニ ス トの ア ウ グ ス ト ・ゲ レ リ ッ ヒ 、彼は後 に ブ ル ッ ク ナ
ー

の 伝記作家 に な る
。 長 い 鬚、 ラ イ

オ ン ・ヘ ア の 長 い 髪、大 き な手 で 彼は す ぐ に 目 に つ い た 。 とい うの も彼は エ ク シ ュ タ イ ン が

会長 を して い る 《ピ タ ゴ ラ ス 主義》グル
ー

プ に 所属 して お り、 こ こ で は髯や 髪 を伸ば し放題

に して 、田舎風 の リン ネル 生地 で ゆ っ た り と し た シ ャ ツ を着て 昔風 の 服 を着 る こ と が 当 た り

前な の だ か ら。

　C の グ ル
ー

プ に は 二 人 の 重要 な作家が 含 まれ て もい る 。
こ の 二 人は とて も興味深い 人物 で

は あ っ た が 世 に 認 め られ ず、 とい っ て 、《ペ ル ナ ース トル フ ァ
ー ・サ ーク ル 》 で 二 人 が に な

っ た 重 要な役割 を考え る と読 者諸子 に 紹介す る に 値す る と思 わ れ る 。 リ ヒ ャ ル ト
．

フ ォ ン ．　168

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （113）
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　　　 ク ラ
ー

リ ク
46）と ジ ーク フ リート ・リ

ー
ピ ナ

ー
で あ る

。
マ

ー
ラ
ーは ク ラ

ー
リ ク と暫 く前 に 知 り

　　　合 っ た 。 そ れ は彼 の 妹 マ チ ル ドが ブ ル ッ ク ナ ーの 生徒で 、作曲 ク ラ ス で マ
ー

ラ
ーと同期生 だ

　　　 っ た 彼女 の 仲介 に よ る。二 人はす ぐに 仲間 に な って お 互 い の 文学的、音楽的 印象を述べ 合 っ

　　　た 、そ して リ ーピ ナ
ー

が 1878年 に 、二 入 を
一緒 に ペ ル ナ ース トル フ ァ

ーに 紹介 した 。
こ の

　　　 こ ろ ク ラ
ーリ ク は ウ ィ

ーン 大学で 勉強 し法学 の キ ャ リ ア に な る か 文学方面 に 行 くか 迷 っ て い

　　　た 。 しか し こ の こ ろか ら彼は あ らゆ る ジ ャ ン ル 、詩、歴史物 、
エ セ ー

、 戯 曲と熱心 に 書 き始

　　　め る 。 しか も彼は音楽の 勉強 を全 う した わ け で は な い の に 作曲す ら して い る 。
1876年 に は

　　　す で に 彼 は ワ
ーグ ナ ーの 作品に 出会い

、 同 じ年、
ベ ル リ ン に 留学 し、テ オ ド

ー
ル ・モ ム セ ン

　　　 の 生徒 に な った 47）
。

こ の 頃 ドイ ツ の 理 論家 フ ェ ル デ ィ ナ ン ト
・

ラ サ
ール の 全著作 を読 み 社会

　　　主義者に な っ て い る 。ウ ィ
ー

ン に 帰 る と ク ラ
ー

リ ク は ア ル ベ ル ト
・

シ ュ ピ
ーグ ラ

ー
の と こ ろ

　　　で リーピ ナ ーと知 り合 v丶 1880年 10 月 に は新参者 ら し く熱烈 に 妥協せ ず菜食主義の 信仰に

　　　従 っ た 。 間 もな く彼 は賛歌や 聖歌 、 《我が入民 よ、 お まえ こ そ が 我が 神 で あ る》 とい っ た 祈

　　　 りを くちず さ み なが ら真 の 社会主義的な宗教を夢見 る まで に い た る 。 と は い え彼 に とって こ

　　　 の 社会主義的菜食主 義的 時代 は か な り短 い 期間だ っ た 。
こ の 年 の 暮れ に な る ともう彼は社会

　　　主義 に 背 を 向け る 。 あ る種 の 神秘的な啓示 を受け、徐 々 に 彼は子供時代 の カ ト リ ッ ク に 帰 っ

　　　 て 行 くこ と に な ろ う。

　　　　 しか しこ の 菜食主義者 グ ル ープ の 思 想家、真 の ス nc　 一ク ス マ ン は ク ラ
ー

リ ク で は な く、ガ

　　　 リ ツ ィ ア 出身 の ユ ダ ヤ 人作家 ジ ー
ク フ リート ・リーピ ナ ーで あ る 。 彼は そ の 白科全書的 な教

　　　養、鋭 い 知性、 と り わ け言葉 を操 る そ の 非凡 さ に よ っ て他 を圧倒 し、誰 に も新 しい ゲ ーテ の

　　　到来 と印象づ け て い る 。 後 に リーピ ナ
ー

は マ
ー

ラ
ー

の 生涯 に 何度 も登場 して くる の で 、 こ こ

　　　で は彼 の 来歴 を跡づ け て み よ う。1856年 10 月 24 日 ガ リ ツ ィ ア の ヤ ロ ス ラ フ に 中流 の ユ ダ

　　　 ヤ 人家庭 に 生 まれ る が 、詳細 は ほ とん どわ か っ て い な い 。 初等教育 を受 ける た め タ ル ノ ウ に

　　　 寄留す る 。そ して 1871年 15歳 に な っ て ウ ィ
ー

ン へ 来 る 。
レ オ ポ ノレ ト シ ュ テ ッ タ ー・ギ ム ナ

　　　 ジ ウ ム に 入 学 して ほ とん ど す ぐに 優秀 な学生 の
一

人 と認 め られ る。生活す る た め に 家庭教師

　　　 を し、 そ して す で に あて もな く書 きためて い る 。
こ うして 20 歳に は、長 い 叙事詩 rエ コ

ー
』、

　　　史劇 『ア ノレ ノ ル ト ・フ ォ ン ・ブ レ ス チ ア 』、劇詩 『解放 さ れ た プ ロ メ テ ウ ス 」、さ ら に 『シ ョ

　　　 ーペ ン ハ ウ ア
ー

の 原理 に よ る 至 高 と悲劇 に 関す る 超越的思弁』 と題 さ れ た論文 を書 くこ とに

　 　 　 な る 。

　　　　 1875年 り
一

ピ ナ
ー

は ウ ィ
ー

ン 大学 に 入学す る。そ こ で 歴 史、文学、自然科学 を勉強 し、

　　　 と りわ け、当時 と して は まだ よ く知 られ て い な か っ た ニ ー
チ ェ を専門 に す る 。 お そ ら くマ

ー

　　　 ラ
ー

と知 り合 っ た の が 二 の ウ ィ
ーン 大 学で あ り、

マ
ー

ラ
ーが 入 学登録 した 1877年以降 の こ

　　　 とだ ろ う。 リ
ーピ ナ

ー
は音楽が 大好 きで マ

ー
ラ
ー

同様 ワ
ーグ ナ

ー
の 音楽 に 惚れ 込 ん で い る 。

　　　 じ き に 彼は マ ーラ
ー

の 友人、相談相手 と な る 、 とい う よ り も、 マ
ー

ラ
ー

よ り四 つ 年 Eで あ る

　　　 こ と か ら彼 に さ ら な る威厳 を与 え て い る と考 え る な ら、 マ
ー

ラ
ー

の 信条 を導 く先輩 とな ろ う。

　　　 彼 ら が 出会 っ た 頃 とい うの は リーピ ナ
ー

が ラ イ プ ツ ィ ヒ か ら戻 っ て きた 頃で 、彼は そ こ で 半

　　　 年 ほ ど大哲学 者 の グ ス タ フ
・テ オ ドール ・

フ ェ ヒ ナ
ー

の 講義 を受 け て い た。彼 は こ の 哲学者

　　　 の 著作 を マ
ーラ

ー
に 見せ る こ とに な る 。 まだ 20 歳 に もな っ て い な い の に、す で に そ の 華 々

　　　 しい 語 り 口 を人 々 に 印象づ け て い た 。
1876年末 に は劇詩 r解放 さ れ た プ ロ メ テ ウ ス 』 を 公
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グ ス タ フ ・マ ーラ ー ア ン リ ＝ル イ ・ド ・ラ ・グ ラ ン ジ ュ　丸 山正 義

denten の Rede 　KZub （非 公式 で は あ る が 「ご 一チ ェ 協会」 と呼 ばれ る）に 加 入 して い る 。

　 1877年 イ エ ナ で 彼は 哲 学者 の ヨ ハ ネ ス ・
フ ォ ル ケ ル トに ニ

ー
チ ェ の 友人で あ る エ ル ヴ ィ

ン ・ロ
ー

デ に紹介 さ れ る。 ロ
ーデ は ニ

ー
チ ェ に 『プ ロ メ テ ウ ス 』 を送 って お り、あ わ せ て リ

ヒ ャ ル ト ・
ワ
ーグ ナ ー

に も送 られ た
48）。両者 とも こ の 20 歳 の 若 き天才 に 賞賛 を惜 し まな い 。

ワ
ーグ ナ

ー、 ニ
ー

チ ェ 、 シ ョ

ーペ ン ハ ウ ア
ー

の 三 人 は す で に 若い リ
ー

ピ ナ
ー

に か な り の 影響

を与 えた 。 1878年 1月、ウ ィ
ーン の Leseverein で 注 目す べ き講演 （『現時点 で の 宗教概念

を
一t一

新する べ き諸要 素に つ い て 』） をす る こ とに な る が 、
こ の 講演 は 協会 の 尽 力 に よ っ て 出

版 さ れ た 。
こ の よ うな こ とは ほ とん どあ り え な い こ とで 、それ を考慮 に 入れ て も こ の こ と は

当時 の 彼 が 重要 人物 の
一

人 だ っ た こ とを思 わ せ る 。 リー ピ ナ
ー

は こ の 講演で 、 シ
ョ
ーペ ン ハ

ウ ア
ー、 ニ

ー
チ ェ 、 ワ

ー
グ ナ

ー
、 フ リ

ー
ト リ ッ

ヒ ・
ア ル ペ ル ト ・

ラ ン ゲ 49）とい う思 想家 グ ル

ー
プ の イ デ オ ロ ギ ーに用 い られ た あ らゆ る 思 想 を⊥ 手 くま とめ 上 げ よ う と し た。 の っ け か ら

リ ーピ ナ ーは 言 明す る、「人 類 の 日常的 な概念世界 を超越す る もの をす べ て 宗教 的な もの と

呼 び ます 、つ ま り、
こ とが 情動 に 関係する経験 で あ る限 りに お い て 現 実 と呼ば れ る も の の こ

とで す。」 こ の よ うに 宗教を単な る 超 越的な情動 と定義 した後で ワ
ーグ ナ ーお 気 に 入 りの 論

文 を言及 しな が ら完全 な 人間へ 向け て の は じ め の 一歩 とな る べ き主 観性 へ の 回帰 を追求す る 。

「な ぜ な ら人間は分割で きな い もの だか らで す 。 人 間存在 は 全 体 と し て 拘束 さ れ ず に い ら れ

る 瞬間 は存在 しませ ん 。 存在 が 強け れ ば強 い ほ ど、そ の 性質を構成す る諸要素は 力ず くで も

統 ．一
イヒしよ う とする もの で す、統一化 さ れ た表現 を希求 する もの で す。」

　次に リ ーピ ナ
ー

は カ ン ト と ラ ン ゲ を引用 して 喉物論 の ば か ば か し さ を証明 し よう とす る 。

彼に よ る と そ の ば か ば か し さ を意識 した も の は誰 で も 「宗教的 、芸術的感情」 へ と回帰す る

ば か りで あ る 。な ぜ な ら 宗教 の 凋落 は 基 本的 に 有望 な し る しだ か らだ 。
「現実 を乗 り越 え る

も の の あ らわれ と して 」 神話 を受 け入 れ る新 しい 傾向 を も明 ら か に し て い る 。 ニ
ー

チ ＝ の

『悲劇 の 誕生』 を 引用 しつ つ 悲劇だ け が 人 間 に 現 実 の 強固な限界 を乗 り越 え さ せ る こ とが 可

能 で あ る こ と を証 明す る 。 悲劇 の 苦悩 を共有する こ と で 入間 は人 間 の
一

時的な不可分性 か ら

解放 さ れ 自然 と統合 さ れ る に い た る 5°）
。

「私た ちは内面 の 自然 を理 解する こ とに よ っ て の み 、

［・…一一］個体 と して 私た ち自身 の 意識 を失 うこ とに よ っ て の み 、言葉 の 厳密 な真 の 意味で 、

汎神 論 に い た る の で す。 こ の と き私 た ち は 牧神 に 、全 き一な る存在 に 、そ して 神智 、 神格 と

な る ［……コ。そ う、私 たち は変えな けれ ばな らな い 、変 え な けれ ば、そ して 傲然 と変 わ ら

な ければ な らな い の で す 。」 リー ピ ナ ー
の 理想 と は 、 こ の 「第 二 の 再 生、つ ま り、雲 に 覆わ

れ混濁 した黄昏 を追 い 払 う も の で あ り」、新時代 の 勝利に 満ちた 夜明け と して 描 き、人 間 の

活動 を回復 さ せ 、ま さ に ワ
ー

グ ナ
ー

が 描 い た よ うに 、美的 ・宗教的治癒に よ っ て 人 類 を再生

させ る こ とで あ る。

　 こ の よ うに 巨匠 の 言葉を述べ 伝 え た 後、当然 の こ と リ
ー

ピ ナ ーは 翌年 の 夏、 ワ
ーグ ナ

ー
の

も とを訪れ る こ とに な る 。バ イ 卩 イ ト の サ ロ ン に 「炎 と力 と激 し さ と を も っ て 真理 を求 め る

使徒 パ ウ 巨 の ご と く」彼が 出現 した こ とは、 ワ
ー

グナ
ー

の 最初 の 伝記作家 カ
ー

ル ・フ リ
ー

ト

リ ッ
ヒ ・グ ラ ゼ ナ ッ プ に よ っ て 描か れ て い る 5D

。 リーピ ナ
〜

は 『レ ナ
ー

ト ゥ ス 』 を コ ジ マ と

マ ル ヴ ィ ル ダ ・フ ォ ン ・マ イ ゼ ン ブ ーク に読ん で 聞か せ 、 完全 に 二 人 を魅 了した 。 しか しな

が らす ぐ に ワ
ーグ ナ ーは シ ョ

ーペ ン ハ ウ ア
ー

に 対す る彼 の 讃辞 を非難す る、 と言 うの も随分

前か ら彼 は こ の 哲学者 を捨 て 去 っ て い た か ら だ が 、と は い っ て も、最近発刊 さ れ た ば か りの 　166

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （115）
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明星 大 学研究紀要 【日本文化 学部 ・言語文化学科 】第 14 号 2006 年

　　　 rバ イ ロ イ ト通 信』 に 、 ワ
ーグ ナ

ー
は リ ーピ ナ

ーの い くつ か の 論文 を 《大衆版》 の 単純 で 読

　　　み やす い もの に書 き直 した も の を の せ る よ う彼に 要請 し た 。 と こ ろ が 問題 の 《大衆版》 は原

　　　文 よ り も さ ら に わ か り に くい も の に な っ て 、 こ の 計画 は ま もな くボ ッ に な っ て しまう。 さ ら

　　　 に リ
ーピ ナ

ーと こ の 巨匠 と の 関係 は決定的 に 危機 に 陥 っ た、とい うの も、気 の 毒 な こ とに 、

　　　議論の 最中 こ の 若者は バ イ ロ イ トか ら破門 させ られ た ニ
ーチ ェ を熱烈 に擁護 して しま っ た か

　　　 らだ 。 リーピ ナ
ー

は常に 人 に嫌われ人 の 感情 を害す る恐 る べ き才能 を発揮す る よ うだ 。
ニ ー

　　　 チ ＝で す らす で に 過剰 に 熱烈な こ の 弟子 に倦 み疲 れ 始 め、1878年 の 夏 に オ
ース ト リ ア の ザ

　　　 ル ツ カ ン マ
ー

グ
ー

トへ あ らゆ る手 を使 っ て 彼 を来 さ せ よ うとする の で 結局 こ の 弟子は 嫌 が ら

　　　れ て しま ワ た 。
1879年 関係 は荒 々 し く断ち き られ て し ま う。

「リー t ナ
ーは 私 に 信 じ ら れ な

　　　 い 無礼 さ で 手紙 を書い て きた、 と哲学者は彼 らが 出会 っ て 二 年 も た た な い の に 書い て い る 。

　　　 今や っ と私は こ の 礼讃者 とそ の 仲間か ら解放 さ れ た 1」

　　　　 1878年 ブ ラ イ ト コ
ッ プ フ （ラ イ プ ツ ィ ヒ の 著名 な 音楽 出版社）か ら出版 さ れ た

一一
大 叙事

　　　詩 r レ ナ
ー

ト ゥ ス 』 と抒情詩集 r喜び の 書』 との 間 に リ
ーピ ナ ーは ス ト ラ ス ブ ール とベ ル リ

　　　 ン に 旅 を し て い る 。 そ こ で 、常に 知識 に 飢 えた こ の 若 き詩人 は 科学 の 勉強 を し よ う と計画す

　　　 る 。ウ ィ
ーン に 帰 る と、聖者伝 と キ リ ス ト教教義、教会史、東洋 の 神秘 と キ リ ス F 教 の 神秘

　　　 に つ い て 掘 り下 げ た 長 い 論文を 企 て る 。彼は こ の 頃 『ドイ ツ 新聞』 に 社会 問題、宗教問題 に

　　　 つ い て 記事を書 き生活 して い た。1880年 に は五 幕 の 韻文 に よ る悲劇 『新 ド ン ・
フ
・
ア ン 』、続

　　　 い て 翌年 に は、 ゴ ール トマ ル ク の オ ペ ラ Fマ
ー

リ ン 52）』 の 台本を執筆 し、 こ の こ とは彼 の 創

　　　作力 が 熱 く少 し も衰 え な い こ と を 示 して い る 。 1881 年は 彼に と っ て 様 々 な意味で 分岐点 と

　　　 な る 年 とな ろ う。 国会議長 の ス モ ル カ の 力 もあ っ て 、国会図書館 の 司書 に 任命 さ れ る 。
こ こ

　　　 に 彼は死ぬ まで 勤め る こ とに な る 。
こ の 職 は彼 に と っ て 安楽 に 生 活 が で き著作 に 全精力 を注

　　　 ぎ込 む こ と の で き る 閑職 と思わ れ た が 、実際は、 こ の 新 しい 職に 彼は没頭す る こ とに な り、

　　　 か え っ て 文学活動 が 緩慢な もの に な っ て しま っ た 。 同年、彼は プ ロ テ ス タ ン トに 改宗 し ウ ィ

　　　
ー

ン の 大実業家の 令嬢ニ
ー

ナ ・ホ フ マ ン と結婚す る、た だ し 1891年 に は 離婚 して しま う53）
。

　　　 こ の 頃彼は 大 きな文学計画 を立 て て い る。巨大 な劇三 部作 『ク リ ス ト ゥ ス 』 （プ 卩 卩
一グ の

　　　 rア ダ ム 』 の み が 完成す る） と、こ れ も ま た未完だ が 叙事詩 r修道 士 ラ ウ シ ュ』。 しか し出版

　　　 さ れ た の は ポ ー
ラ ン ドの 大 詩人 ア ダ ム ・

ミ キ エ ヴ ィ ッ チ の 二 つ の 詩集 の 翻訳 だ け に な る

　　　 （rタ ッ ドイ ス 氏 』 1882年、r葬列』 1887年）。1880年か ら彼 の 没年 まで （は か らず もマ
ー

ラ

　　　 ー
の 死 と同年） リ

ー
ピ ナ

ー
は以上 の 翻訳 と r修道士 ラ ウ シ ュ』 の い くつ か の 断片 （雑誌 に 発

　　　 表） を除けば本 を出 して は い な い
54）

。 以 来彼 の 作品 は タ イ プ原稿 に よ っ て 彼 の 友人達 に読 ま

　 　 　 れ る だ け に な る。

　　　　 彼 と同時代 の 人 た ちは彼 に つ い て あ ま り よ い イ メ
ージ を残 して は い な い 、 とい っ て も、そ

　　　 れ は も っ ぱ ら肉体的な も の で は あ る 。 背は 低 く金髪だ が い つ も乱 れ て
、 燃え る よ うな 目、話

　　　 し方は高飛 車で 初 め て 聞け ば ほ とん ど共感 を呼ぴ そ うも な か っ た が 、聞 く うち に彼 の 驚 くべ

　　　 き言語 能力、思想 の 確 か さ に 思 わず引 き 込 ま れ て し ま うの だ っ た 。［私 は 多 くの 、才能 を与

　　　 え ら れ た 人や 才入 と知 り合 い に な っ た が 、 とペ ル ナ
ー

ス トル フ ァ
ーは リーピ ナ

ー
の 死後書 く

　　　 こ とに な る 。 ジ ーク フ リ ート ・リー ピ ナ ーは私が か っ て 出会 ワ た 中で 最 も知性縊 れた人 物だ

　　　 っ た と認 め ざ る を得な い 。彼 に は ユ ダ ヤ人 に よ く見 ら れ る あ の 鋭い 洞察力 ば か りで は な く、
165
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グ ス タ フ ・マ ーラ ー ア ン リ ール イ ・ド ・ラ ・グ ラ ン ジ ュ　 丸 ）IJ正 義

さ し く人 を唖然 と さ せ る も の で あ り絶 え ず広 が り を 見 せ て い た 55）
。 」

　人 は 若 い 頃 の 作品 に そ の 人物 の 才能 の 大 き さ を．見出す も の だ 。「も し こ の 詩人 が 純然 た る

天才で は な い とす る な ら、と ニ
ー

チ ェ は 『解放 さ れ た プ ロ メ テ ウ ス 』 を読 み 終 えて 驚嘆する 。

私に は天才 とは何者な の か もはや わ か りは しな い
。

こ こ で はすべ て が輝 い て い る。私 は こ こ

に 私自身 の 自我 、 高揚 し自らを乗 り越 え た 自我 を 見出 し た よ うな 気が し た L マ ル ヴ ィ ル

ダ ・
フ ォ ン ・

マ イ ゼ ン ブ ーク は こ の 作品 を 「現 代 の 『神 曲』、現 代 を み ご とに ま とめ Eげた

作 品」 と み な した 。 と こ ろ が 、誰 もが 「レ ナ
ー

ト ゥ ス 』 （1878）以 後幻滅す る 。
こ の 詩 で 誰

もが こ の 詩人 の 弱 点 に 気付 い て しま う。つ ま り、人 間 の 青 ざ め た 姿 を 通 し て 最 も抽象的な 思

想 を表現 しよ うとする彼 の 弱点、そ れ に 加 え て 、安易 な詩句 に 流れ る傾向、韜晦趣味、派手

な行動 へ の 嗜好、そ して 決定的な の が 、そ の 思想 に 何か 独 自性が 欠如 して い る こ とで あ り、

そ の 思想 た る や ニ
ー

チ ェ を韻文 に した も の 以 外 の 何 も の で もな い の で あ る 。

　大人 で あ れ ば こ の よ うな欠陥は 決定 的な も の だ っ た が 、 リ ーピ ナ ーは マ
ーラ ーと出会 っ た

ときま だ 21 歳 を越 え て い な い
。 文字通 り マ

ー
ラ
ーは 彼 に 魅惑 さ れ て し ま う。彼 の 影響 は長

い 間、読書 の 選択か ら基 本的な哲学的観点 に い た る まで 、精神 世界 の あ らゆ る 分野 で 圧倒 的

な も の に な ろ う。当時 リ
ーピ ナ

ー
は ま さ し く興奮 の 坩堝 。 宗教概念か らは 始め て 、 と りわ け

ギ リ シ ャ 思想 を征服 して 統合す る普遍 的な キ リ ス ト教か ら始 め て 、現代思想を刷新 し よ うと

夢見 て い る 。 『解放 さ れ た プ ロ メ テ ウ ス 』 を マ
ーラ ーが 読ん だ こ と は ほ ぼ確か な こ とで あ り、

り一ピ ナ
ーと知 り合 った と き に 再読 して い る 。

こ の ドラ マ す べ て が 「一つ の 宗教 の た め の 人

間 の 闘争 を描 い て い る
。

リ
ー ピ ナ

ー
は人類 の 解放者 で あ る プ ロ メ テ ウ ス か ら出発 して 、人間

の 内面 に 神 を再生 す る とい う至高の 目的まで の 闘争 を あ ら ゆ る段階 に わ た って 示 す。汎神論

的礼拝行為 は完 了 し、人 間は世界 を支配 す る 神 々 か ら遠 ざか る 。人間は 神な る も の 、権威な

る も の す べ て に 対 し武器 を取 る 。 こ の 戦 い は精神 の 絶対的 な 自由を人 間に もた らす 。 しか し

人間 が 神か ら解放 され る と同時に、世界 全体 は非入 間化 す る 。 精神の 白由 とい う頂 Eか ら人

類は無秩序 の 淵 へ 落下 し、 あ らゆ る受難 の 猛威 に晒 さ れ る 。 苦悩 の み が こ の 堕落か ら人間 を

救 い 、精神 の 自由 へ と導 く・…・・
。 キ リス トが タ イ タ ン の と こ ろ に 出現 す る

。
こ の とき二 つ の

原理 が 結合す る 、プ ロ メ テ ウ ス の 精神 の 自由 と、神性、つ ま り神な る も の 、汎神論的観点で 、

1宇宙」 を支配 す る精神 とみ な し うる もの す べ て を前 に した完 全 な る 人 間 とい う二 つ の 原理 。

以上 が 人類 の 贖罪 とい う最終 目標 とな る 。 す べ て が 「一．亅で あ る 「全体」 の 普遍的な歌 に 解

消す る 56）
。 1

　い ま ひ とつ 重要 な特徴は、rプ ロ メ テ ウ ス 』 を閉 じ る歌の
一

つ が 「永遠 の 天 才
一

苦悩」 へ

の 祈願 と な って い る こ とで あ る
。 り

一ピ ナ
ー

に よ る と苦悩 とは た だ 堪 え 忍 ぶ も の で は な い 、

悲観主 義者 の 世界観 か ら派生 す る もの で も な い
。 悲劇 の 肯定 で あ る 。

1罪」 の 苦悩か ら真 の

「信仰心 」 が 生 ま れ る 。
シ ョ

ーペ ン ハ ウ ア
ー

の ペ シ ミ ズ ム か ら随分遠 い と こ ろ へ 来 て しま っ

た 。
1
．
世 界 の 苦悩は 生 き る喜び の 源泉で あ る 」 と リー

ピ ナ
ー

は L
’
喜 び の 書』 （1880） に書 い て

い る。『プ 卩 メ テ ウ ス 』 の 著者 が若 い マ
ー

ラ
ー

に 及 ぼ す こ とに な る影響が すで に垣 間見 られ

よ う。 た とえば 苫悩 が 偏在す る世界だ が 、無意味な 重圧 な ど何処 に も な い 世界、信仰 の み が

罪 を清め る 世 界だ が 、あ ら ゆ る信仰が 「全体」 へ ほ と ば し る 愛 の 飛 翔 と な っで 結合す る べ き

世界、汎神論 へ と向か うが キ リ ス ト教 の 大 テ
ー

マ に は ぐ くまれ た形 而上 学的思想 とい っ た も

　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 164
の で あ る。
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明星 大 学研 究 紀 要 【日 本 文化 学 部 ・言語 文 化 学 科 】第 14 弓
．
2006 年

36）　Enge 畳bert　PERNERsToRFER （185019 ／6）、ジ ャ
ー

ナ リ ス ト、社会主 義 理 論 家、1885 年 に 議会 に 登場。1888

　 に は 社会民主党 の ト ッ プ の 座 を奪 う。彼 は 生涯 ヴ ィ ク ト
ー

ル
・

ア ドラ
ー

と と もに ド イ ツ との 関税同盟 の た め に

　 戦 う。1882 年 ゲ オ ル グ ・
フ t ン ・シ ェーネ ラ ーと著 名 な社 会 ギ義 的 「 リ ン ツ 綱領」 を定 め る こ と に な る が、

　 こ れ は 彼 が し き る Deutsche　Worte紙 Eに 全 文 が 掲 載 さ れ る 。1878年 に 解 体す る まで Leseverein　der　deut−

　 schen 　Studenten を り 一ド統括 した あ と ぺ su ナ ー
ス トル フ ァ

ー
は友 入 ら と次 々 に Deutscher　Leseverein（1879

　 年 12 月 18 日）、そ れ か ら 派 生 した Deutscher 　Klub 、そ して Deutscher 　Schutverein （1880 年 5 月 13 口） を設

　 立 す る 。
こ の 最後 の も の は 1884年 に 全 オ

ー
ス ト リ ア で 9 万 人 は 下 らな い 会 員を 数 え る 乙 とに な る 。

37） Victor　ADLER （1852−1918）、医 師、精神科 医、当時す で に さ ま ざ ま な ドイ ッ 民 族卞 義 サ
ー

ク ル の 中心 で 活

　 動す る 彼 の 名 は 知 られ て い た が 、ユ ダヤ 人で あ る こ とが 結局 非難 さ れ る こ と に な る 。彼は 後に 最初 の 統一S れ

　 た 社 会 主 義 政党 を組 織 し、1907年 に は、議 会 に 最 多 の 代 議 士 を送 る ； とに な る 。また 後 に 臨 時政 府 の 外 務大

　 臣の 椅 了
．
を与 え られ よ う。運 命 の 皮 肉だ が 、彼が か く もそ の 到来 を願 ．．た オ

ー
ス ト リ ー共 和 国 は、彼 の 死 ん だ

　 1918 年 11 月 12 日 の 翌 日 に 宵 言
．
さ れ る 。ア ド ラ ーは 牛 涯 マ ーラ

ー
を 敬服 し、宮廷 歌 劇場 で の マ ー

ラ
ー

の 公 演

　 に は 足 を運 ぶ こ とに な ろ うel901 年の 選 挙の 時の マ
ー

ラ
ー

との 関係は 43章を参 照。
38） Hermann 　BAHR （1863−1934）、作家、批 評家、エ

ッ セ イ x 卜、小説家 。 1897年に 結成 さ れ る 画家、彫刻 家、
　 建 築家 グ ル

ー
プ で あ る 分離派 の 主 な代弁 者の 一人 と な る 。（37 章参 照）

39） Albert　SP【EGLER は実 際 に は医 療 に 従 事 す る こ とは な い 。私的 に 栄 養 化 学 を 教 え る こ とに な る 。彼 の 姉妹 の

　　
．
人 は ハイ ン リ ッ ヒ

・ブ ラ ウ ン と結 婚 し 、も う
一

人 は後 に ジ ー
ク フ リ

ー
ト
・u 一ピ ナ

ー
と結 婚 す る 。

40） Fritz　L6HR （も し くは LOwl ；正859−1924）は Lesevereinで 1877−1878年 の 冬期 に 講 演 した。マ
ー

ラ
ー

は ＝

　 の 講演を聴 きに 来て い た 。 彼は後に オ ー
ス ト リァ 考古学 会の 会員に な る 。

41）　 ド イ ツ 民 族 主 義 と社 会 主義 の さ ま ざ ま な 組織 の 生成 と活動 に つ い て は William　MacGrath の ρ｝
lo

η翻 αη

　 Art　and 　populist　1：’otitics　in／Austratie．　Yale　University 　Press，　New 　Haven ，1974 に 徹底的 に 描 が れ て い る。
42）　 Emma 　Adler （1858−1953） の 『［u

’
1想 録 』 の タ イ プ 原 稿 は ウ ィ

ー
ン の 労 働 運動．史協会 が 所 蔵 す る e

43）　Ahademische 　Lesekammer と Deutsch −OeSterreichische　Lesekammer も同 じ よ うに 勅令 に よ，て 解散 さ れ

　 る 。
44）　 ワ ル ナ

ー
シ ュトラ ッ

セ と小 路で あ る フ r
一

ネ ン ガ ッ
セ の 角に あ る 、ま さ し くウ ィ

ーン の ど真 「11に 位置 して い

　 る 。
45）　 Richurd 　v 〔レn　KRALIK ： Tage 　und 　Werlae，　Lebenserinnerungen ．　Friedrjch　EcKsTEIN ：Atte，　unnennbare

　 Tage．
46） 第 4 章 の 注 を 参照。
47）　Theodor　MoMMsEN 〔1817−1903）、著 名 な歴史 家、卩一マ文明の 専門 家。1854年 か ら 1856 年 まで に四 巻本

　 の 『ロ
ー

マ 史』 を刊 行 し、こ れ に よ・，て 著名人 に な る 。1902年 に は ドイ ツ 入 の 著述 家 と して は 初 め て ノ ーベ

　 ル 文学賞 を得 る 。
48）　 ロ ーデ 宛 ニ

ー
チ ェの 手紙参照。第二 巻 1887 年、P、196、

49）　Friedrich　Albert　I．ANGE ，　Geschichte　der　Materinlismusの 著書。
50）　 こ の リ

ーピ ナ
ー

の 講演の
一節 は お そ ら くマー

ラ
ー

が 良 く表 現 す る こ とに な る 自然 に 対す る 汎 神 論的 な概念 の

　 も とに な った もの で あ ろ う。乙 れ は 第三 交響 曲で 表現 され た もの 以 上 に 決 して 強 く 、確信 を持 った も の で は な

　 い 051

）　「リ ヒ ャ ル ト ・
ワ
ーグ ナ

ー
の 生涯．．Leipzig，1911、第六 巻。また ク ラ

ー
リク の 回 想録 に あ る、り

一
ピ ナ

ー
と

　 ワ
ー

グ ナ ーの 出会い の 物語 を 参照。
52）　1886年に ウ ィ

ー
ン 歌 劇場 で 上 演 され る。

53）　 しか しこ の 年 リ ーピ ナ ー
は ア ル ベ ル F ・

シ 」ピ ー
グ ラ

ー
の 妹 ク レ マ ン テ i

− s と再 婚 す る 。

54） 以 上 の 情報 は Hartrnut　von 　HARTuNGEN の 論文 ：Der 　Diehter　Siegy7rted　Lipiner　（Ludwig ルfaximiliα ns 　L／ni −

　 versitdt ，　Munjch ，1932） か ら得 られ た。
55）　Engelbert 　Pernerstorfer ：Nekrolo9 ．　Siegy’ied　L・ipiner（Zeitschrift　der　Osterrc・ichischen　Vereins　fdir　Biblio−

　 theks・LVesen），Jahr．3，　II，1912，　p．122．
56）　H ．von 　HARTuGEN ；前掲書、　p，18、
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