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ペ ー ター ・ ハ ン トケ の 風景を追う旅 の 報告

服 部　 裕
＊

は じめに

　 ペ ー
タ
ー ・ハ ン トケ の 作品 に お い て 自然並 び に事物が 如何な る文学的意味を担 っ て い る の

か を解明す る こ とな しに、 ハ ン トケ 文学 の 木質 に 迫る こ と は で きな い
。 な ぜ な ら、そ れ は ハ

ン トケ の 作品 が 70 年代後半 の 『ゆ る や か な帰郷』 あ た りか ら、r観客罵倒』 や rカ ス パ ー
』

が 代表す る初期 の 言語理論的あ る い は実験 的 な作品 に は な い 、い わ ゆ る 自然描写 や事物 へ の

関心 な ど を基調 とす る叙述的な作品 へ と著 し く変化 した か らで あ る。

　 こ の 傾 向は もちろ ん 突然訪 れ た わ け で はな く、70年代初頭の 「満 ち足 りた 不幸』 や そ の

後 の r真 の 感性 の 時間』 な ど に す で に 断片的に現わ れ て い た 。 しか し、本格的に作品 の 中心

的 モ テ ィ
ー

フ へ と発展 し始め る の は 、上 記 の と お り 70 年代後半 の 作品 か らで あ る 。
rゆ る や

か な帰郷』 を受け て、自然 （＝ 事物） と文学、特 に 「語 る こ と一1 つ ま り 「物語」 と の 関係 に

詩的な根拠 を与 え よ うと して 書か れ た エ
ッ セ

ー的な作品 が rサ ン ト ・ヴ ィ ク ト ワ
ール の 教

え』 で あ る 。 こ の 作品 に 関 して は拙論 「ペ ー
タ ー・ハ ン ト ケ の 文学的想像力 ：「V ン ト ・ヴ

ィ ク ト ワ
ール の 教 え』が意味す る も の 」（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）に詳 し く論述 して あ る の で 参照 して い た だ きた い が 、 こ れ は作者 自身 に

と ワ て も極 め て 困難な 執筆 で あ っ た とい う報告が あ る とお り
1）、読者 に は そ の 解釈 が た い へ

ん難解な作品 で あ る 。しか しそ うした 困難 に も拘 らず最後 まで 書 きあげた 同作品に よ っ て 、
ハ ン トケはそ の 後の 表現形式 に 決定的な方 向性 を与 え る こ とに な る 主題 を確立 す る。そ れ は、

自然 （；事物） と こ とば に つ い て の 表現形式 に 関わ る物語が 、同時 に 人間 の 生 の 物語 を意味

する よ うな 作品を書 くとい うこ とで あ る 。

　こ の 文学的 主 題 を 物語 として 実現 しよ うと した 作品 の な か で 、 とりわけ重要 な作品 が 『反

復』 で あ る 。ハ ン トケ は 『反復』 に お い て 、自らが
一

貫 して 追求 して き た 言語表現 の 形式 と

内容 とが 融合 した物語、つ ま り歴史的 か つ 社会的 な現 実 （「現実 の 現実」） を、そ れ に 囚われ

な い 批判的か つ 普遍的な表象 （「文学 の 現 実」）2）と して 語 る 物語 を 目指 して い る の で あ る 。

そ れ は物語 の ハ ン ドル ン グ として は、自殺 した母親 の 生を モ テ ィ
ー

フ とした物語 で あ る r満

ち足 りた不幸』 の 延 長線上 に あ る と考 え て よい 。（『満ち足 りた不幸』 に 関 して は 、拙論 「ペ

ー
タ ー・ハ ン ト ケ の 作品 に お け る 嗜 語表現』 と 『言語喪失』 との 関係 に つ い て の 考察

一

“Wunschloses 　UnglUck ”
の 言語表現を手掛か りに し て 」 ［秋田大学 教育文化 学部研究紀要、

第 58 集、2004年］ で 詳 し く論 じ て い る の で 参照 して い た だ き た い
。 ）同作品 の な か で 白然
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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 ］6号 2008年

（墓地 の 裏 の 森の 木々 ） の 現前性 に 圧倒 さ れ て 自 らの 言語 を喪失 し て し ま う危機感 を覚 え た

「わ た し」 （r満 ち足 りた 不幸』 98 ペ ージ）が 、 10年以 上 の時を経て 『反復』 の なか で よ うや

くそ の 自然 に対峙 して 、自らの 言語 を獲得す る物語 を語 ろ う と し て い る の で あ る 。

　以上概観 した よ うに 、自然 （＝事物） と言語 との 関係は ハ ン ト ケ の 文 学 に と っ て 中心的な

主題 を成 して い る
。 そ し て

、
そ の 主題 を 中心 に 据 え た 代表的な 作品 が 、rサ ン ト ・ヴ ィ ク ト

ワ
ール の 教え 』 と 『反復』 で あ る 。

ハ ン トケ は こ の ＝ つ の 作品 で 、風景や事物 に 文学的表徴

を読み取 る こ とを とお して 、言語的な表象世界 を獲得 しよ うと して い る 。
ハ ン トケ が 自然 を

まえ に して 叙述す る 言語 世界は、現実 の 自然 の 写 生 で な い こ とは明 ら か で あ る が 、自らの 感

覚を 言語的に表現す る た め に 現実の 自然の なか に 現前 として の 事物 を発見 しよ うと して い る

c とも確か で あ る （こ れ に つ い て は 、拙論 「こ とば と自然の物語 へ の 旅立 ち ： ペ ー
タ
ー ・ハ

ン トケ の r反 復』 に つ い て の 考察」 ［明星 大 学研究紀要、日本文化学部 ・言語文化学科、第

15号、2007 年］ を参照 さ れ た い ）。
つ まリハ ン トケ が 描い た風景 を実際 に 見 る こ とは 、 作家

の 内面 の 感覚や意識が 現実の 自然 とどの よ うに 連合 して 、言語的な表象 を形 づ く っ て い っ た

の か を追体験す る助け に は な る は ず で あ る 。

　 こ うした期待をも っ て 、筆者 は実際 に ハ ン トケ の 物語 の 舞台 とな っ て い る 地域 へ の 旅を し

た 。
一

度 目は 2004年 1月 の サ ン ト
・
ヴ ィ ク トワ

ー
ル へ の 旅 で あ り、二 度 目の そ れ は 同年 7

月 に 行な っ た 作家 の 故郷グ リ ッ フ ェ ン とス ロ ヴ ェ
ニ ア へ の 旅で あ る。以下 本稿 で は、 こ れ ま

で 発表 して きた拙論で は書 く機会 が え られな か っ た現地視察 に つ い て記す こ とに す る 。
こ れ

に よ っ て 、現実の 自然 （＝事物） が ハ ン ト ケ の 作品 に 与 え た 作用 を、い く ら か で も明ら か に

す る こ と を 目指す 。

1．サ ン ト
・ヴ ィ ク トワ ール

　　　 サ ン ト ・ヴ ィ ク ト ワ
ール 山 の 近 くまで 行 くため に エ ク ス の 町 の バ ス タ ー

ミ ナ ル に 行 っ て ま

　　 ず驚か された 乙 とは、そ こ へ 向か うバ ス の 便が い か に も少な い とい うこ とだ っ た。午前 に
一

　　 便、昼過 ぎ に
一

便、そ して 最後 の 便はす で に 夕方 を過ぎて い る とい っ た 感 じで あ る 。 帰 りの

　　 便 も そ れ に 合わ せ て あ り、
一

円 に 往復 三 便ほ ど しか な い こ と に な る 。 サ ン 5 ・ヴ ィ ク ト ワ
ー

　　 ル 山 を実際 に 訪れ た 後 に 分 か った こ とで あ る が 、山 の 近 くに 宿泊場 所 を見 つ け る の も簡単で

　　 は な さ そ うで あ っ た 。つ ま り、エ ク ス か ら 日帰 り遠足 をす る つ も りな ら、午前 の バ ス で 行 っ

　　 て 、遅 い 便 で 帰 っ て く る とい う風 に せ ざる を え な い 。 （た だ し、バ ス の ル
ー

トは山 の 表側 と

　　 裏側 の 二 つ が あ る 。 ） しか も、街道 の バ ス 停 は そ の 場所が は っ き りせ ず、地元 の 人 々 は 自分

　　 に 都合 の よい 所で 降 ろ して もら っ て い る とい う風情で あ っ た 。 だ か ら帰 りの バ ス に 乗る の に

　　　も、 し っ か り して い な い とバ ス の 運 転手 に み と め られ ずに 通過 さ れ て しま うこ とが あ る と実

　　 際 に 聞 い た 。最終便 に 通過 され た ら、漆黒 の 闇 の な か 山の 麓 で
一夜 を過 ごすか 、 ハ ン ト ケ の

　　　よ うに歩か なければ な らない 。

　　　 セ ザ ン ヌ の お 陰で 世界的 に 有名 に な っ た、 1」本風に 表現す れ ば 「霊山」 とも形 容で きる よ

　　　うな、彼 の サ ン ト ・ヴ ィ ク ト ワ
ー

ル 山 に 対す る フ ラ ン ス 人 の 冷淡 さ は ま さ に フ ラ ン ス 人 的で 、

　　 交通 の 不便 に 不平 を言 う以前に 苦笑の 方が先に 出て しま うほ どだ っ た 。 そ の と き気づ い た の

　　　は、それ が い か に もハ ン トケ が 好み そ うな場所で あ る とい うこ とで あ る 。何で も簡便 さ を優

185
先 させ る 日本 の 観光地 の よ うな と こ ろ で あ った ら、い か に セ ザ ン ヌ の 「霊山」 と言 っ て も、
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ハ ン トケ が 文学的な興味 を覚 え る

は ずは な い
。

　 実際 に バ ス に 乗 っ て 出か け て み

る と、エ ク ス か らは ずい ぶ ん距離

が あ っ た 。ハ ン トケ の 記述に よ れ

ば、サ ン ト ・ヴ ィ ク ト ワ
ー

ル 山は

そ の 西端 に 位置する エ ク ス 盆地 か

ら よ うや くそ の 切 り立 っ た斜面 を

現わ し、 エ ク ス か らそ こ まで は優

に 徒歩で 半 日 の 距離で あ る
。 山 は

そ こ か ら さ らに東 へ 徒歩で 半 日 の

距離が あ る と書か れ て い る。（rサ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 エ クス の セ ザ ン ヌ の ア ト リエ 近 くの 丘 か ら望 む

ン ト ・
ヴ ィ ク ト ワ

ー
ル の 教え』 31　　　　　 サ ン ト ・ヴ ィ ク ト ワ

ー
ル 山

〜32 ペ ージ）山は南面側が 切 り立 ち、北麓 は緩や か な斜面 で あ る 。 サ ン ト ・ヴ ィ ク ト ワ
ー

ル の 櫛 の 歯 の よ うな頂 きの 連 な りが は っ き りと見え て く る の は、徒歩で
一時間 の 距離 の ル ・

ト 卩 ネ （Le　Tholonet）の 村 を過 ぎ て か ら で あ る 。
ハ ン トケ は そ こ か ら さ ら に束 の 方向 、

つ

ま りサ ン ト ・ヴ ィ ク ト ワ ール の 高原 の 西端 に 位置す る唯一
の 村サ ン ・

ア ン トナ ン ・シ ュ ル ・

バ ヨ ン （St．　Antonin−sur −Bayon ）を 抜 け、南麓側 を さ ら に 二 時問か け て ピ ュル ビ エ
ー

ル

（Puylou・bier） とい う次 の 村 ま で 歩 い て い る 。 何 とい う健脚 で あ ろ うか ！ （筆者 は もちろ

ん バ ス に 乗 っ た が ） ピ ュ ル ビ エ
ー

ル に 至 る まで 、サ ン ト ・ヴ ィ ク トワ
ー

ル の 切 り立 った 斜面

は さ まざ まな姿 とな っ て現 わ れ る 。
ハ ン トケは 山を見 な が らそ こ をゆ っ くりと歩 き、 ピ ュ ル

ビ エ ール の プ ラ タ ナ ス の 下 に 見知 らぬ 人 た ち と
一
緒 に座 っ て ビ ー

ル で 喉 を潤 した後、同 じル

ー
トを 辿 っ て エ ク ス の 町 に 戻 っ た と記 さ れ て い る 。 も う

一度言お う。何 とい う健脚で あ る こ

とか ！ そ して 、何 とゆ っ た り と、ハ ン トケ の 時間 は流れ て い る こ とか ！

　サ ン ト ・
ヴ ィ ク トワ

ー
ル の 実在感 を間近 で 感ずる こ とが で き た こ と は 、も ち ろん 貴重 な体

験 だ っ た が 、そ れ 以上 に ハ ン トケ の 健脚振 り を （実体験 と は言 えない まで も）肌で 感 じ取 る

こ とが で きた の は、作品 の 理解 に と っ て 大 き な収穫 で あ っ た。ハ ン トケ は さ らに 別 の 日 に 、

山 の 北側 の ル
ー

トを通 っ て 頂 ヒまで 登 っ て い る。南側 に は 地 中海 を望み、北側 に はヴ ォ ン ト

ピ λル ビ エ ール か ら望 むサ ン ト
・
ヴ ィ ク トワ

ー
ル サ ン ト

・
ヴ ィ ク ト ワ

ー
ル 山南麓

84
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明 星 大 学 研 究 紀 要 【日本 文 化 学 部 ・
再 語文 化 学科】 第 16 号 2008 年

サ ン ト
・
ヴ ィ タ ｝ワ

ー
ル 山 を北側 か ら望 む

ハン トケの 生 家近 くの 岩 の 城 山

（ア ル テ ン マ ル ク ト、グ リ ノフ ェン ）

ウ 山 （Mont 　Ventoux ） の 背面 と、

さ ら に 北東は る か 遠方 に ア ル プ ス

の 頂 の 連な りを望ん で い る 。（rサ

ン ト ・ヴ ィ ク ト ワ
ー

ル の 教え』52

ペ ージ）

　サ ン ト ・ヴ ィ ク トワ
ー

ル 山か ら

え た も う
一

つ の 強 い 印象は 、 そ れ

が 石 灰岩 の 灰 白色 の 山で あ る とい

うこ とだ ワ た 。 緑の 木 々 は麓に し

か な く、特 に 南面 は ほ とん ど 灰 白

色 の 岩山 で あ る。 こ れ は後 の 一1回

目の 旅 の ときに 分 か っ た こ とで あ

る が 、ス ロ ヴ ェ
ニ ア の カ ル ス ト地

方は当然の こ と、
ハ ン トケの 故郷

で あ る グ リ ッ フ ェ ン の 町 の 作家 の

生家近 くに あ る
、 小 さい が か な り

険 しい 岩山 も 同様 の 灰 白色 を見 せ

て い た （た だ し、そ れ が 石灰岩か

ど うか は確認 して い な い ）。こ れ

は 単な る偶然 な の か 、そ れ ともハ

ン トケ が 石灰岩 の 灰 白色 に何か 特

別 な意味を見出 し て い る の か 、そ

れ を今回研究対象 と した 作品 か ら

知 る こ とは で きな か ワ た 。しか し、

一
つ の 事物が 想像力を とお して 、

語 り手 の 記 憶 の な か に あ る他 の 事

物 と自由に 結 び つ くイ メ
ージ は、 二 の 灰 白色 を共通項 として もつ 風 景 を見 て よ り具 体的な形

象 として 把握 で きた よ うに 思 え る e

2．グ リ ッ フ ェ ン

　　　 ペ ータ ー ・ハ ン トケ の 故郷 グ リ ッ フ ェン は 、 ク ラ
ーゲ ン フ ル トか らバ ス で 小

一時間 の 距離

　　 に位置 して い る 。r反復」 で は 語 り手の 家 は リ ン ケ ン ベ ル ク と い う町 に あ る こ とに な っ て い

　　　る が 、筆者 は 2004 年 7 月 の 旅 の 出発 をあ えて グ リ ッ フ ーz ン とした 。 そ れ は 、ハ ン トケ が ど

　　 の よ うな環境の なか で 育 っ た の か を確か め た か っ た こ とは言 うまで もな い が、物語に 描か れ

　　 て い る現実は こ れ まで の 拙論で す で に何度 も指摘 して い る よ うに 、必ず しも 「現実 の 現実 」

　　 の 写 生 で はな い の で あ る か ら、『反復』 に 登場 す る 故郷 の 村は 現実 の リ ン ケ ン ベ ル ク の 村の

　　 再現で は な く 、 む しろ グ リ ッ フ ェン の 文 学的表象と理 解 した方が よ い と思 っ た か らで あ る 。

　　 時間が 許せ ば リ ン ケ ン ベ ル ク も訪問 した か っ た が 、残念な が らそ の 余裕は なか っ た。

183　 ハ ン トケ の 生家は、グ リ ッ フ ェ ン の 中心部か ら少 し西方 に はずれ た 、ク ラ ーゲ ン フ ル ト方

（44）
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面 に 向か っ て 細長 く延 び る ア ル テ

ン マ ル ク ト とい う地 区に あ る 。 そ

こ は 、緑 の 庭 に 囲ま れ た 家々 が 静

か に 立ち並 ぶ きわめ て 牧歌的な住

宅街 の 雰囲気 に 包 まれ て い る 。

　 グ リ ッ フ ェ ン は宿泊 で き る ガ ス

トホ
ー

プ が 二 軒 とカ フ ェ が
一

軒、

それ に ス ーパ ー
マ
ーケ ッ トや 細 々

した 店が 一本 の 街道沿い に 並び、

そ の 道を ハ ン ト ケ の 生家 と反対方

向に 進ん だ とこ ろ に 教会が 建 って

い る 、ど こ に で もあ る よ うな オ
ー

ス ト リ ア の 田 舎の 町で あ る 。 真夏

ハン トケ の 牛 家 の 庭

の 昼に も拘 らず人影 はまば らで 、ハ ン トケ の 物語が 伝え る よ うに 、町の 雰囲気は小 さ な共同

体的地域社会の 窮屈 さ を漂わ せ て い た 。 そ れ は ハ ン トケ の 作品 が読者に 与え る先入観 の 故か

もしれ な い が 、実際に 話 を した 村 の 住人 が 見 せ た外 来者に 対す る い くらか 見下 ろす よ うな 眼

差 しや、冷淡な話 し振 りか ら感 じ た 雰囲気 で も あ る 。こ の 印象は ウ ィ
ー

ン で も ときお り感ず

る もの で 、田舎 に 特有な もの とい うわ け で は な く、む し ろ オ ース ト リ ア 的 と言 って よい の か

も し れ な い 。少 な くとも ハ ン トケ の 作品 の そ こ こ こ に は、作家自身 が 1司郷 の 人 々 に そ の よ う

な認 識を も っ て い る こ とを窺わ せ る に足 る記述が 散見され る。ハ ン トケ は オ ース ト リア 人 の

排他性そ の もの を テ ー
マ の 前面 に 押 し立 て た物語 を書 く よ うな こ とは しな い が 、作家が 目指

す理 想 と して の 文学的現実は根本 の と こ ろ で は ア ン チ テ
ーゼ として そ の 矛先 を、や は り現実

社会 の 歴史や 日常 に潜む排他性あ る い は真実 を隠蔽 しよ うとす る 態度に 向け られ て い る と理

解 して よ い
。

つ ま り、例え ば ペ ル や グ ラ ス の よ うに ナ チ の 事実 を題材 とした物語 は書か な い

が 、そ れ は ハ ン ト ケ の 文学 が 政治的 あ る い は 歴史的な も の と無縁 で あ る こ とを意味する の で

な い 。 そ れ はむ しろ、歴史的あ る い は政治的事実 を名指 ししな い
一

見非 日常的な 物語 に よ っ

て こ そ現実を見 抜 くこ とが で き、

ナ チ 的な も の に 対す る批判 を普遍

的な も の に す る こ と が で き る と
、

ハ ン トケ が 考え て い る こ とを意味

して い る 3）
。 （詳 し くは、拙論 「文

学的理 想 と して の ユ
ーゴ ス ラ ヴ ィ

ァ 」 ［東北大学文学研 究第 45号、

2001年］ を参照 し て い た だ き た

い
。 ） そ の 意 味で 、 ハ ン ト ケ の 自

然 と C と ば に 関す る 詩的 な物語 は、

きわめ て 歴史批判的、 ひ い て は近

代批判的な性格 を有 して い る の で

あ る。 グ 1丿 ツ フ ェン 中心 部
82
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ハ ン トケ の 生豕 に 住 む老入

欝 鷲 響轡 欝i

　 　 　 　 　 　 　 　 城 山か ら南 を望む風景

うこ と だ った 。老人は筆者 に 写 真撮影 の 許可 を くれ た あ と最後 に 、「あ い つ は い い 奴だ よ」

と言 い 残 して 家 の なか に 消え て 行 っ た 。 か な り高齢 の よ うに 見 え た の で 、 ど こ まで が 事実か

は は っ き り しない
。 ちな み に 、老人は ハ ン ト ケ の 親戚で は な い との こ とだ っ た。

　さ らに 、パ ス 停 の 近 くで 高校生 くらい の 二 入 の 女性 に ハ ン ト ケの こ とを尋ね て み た 。
ハ ン

トケ が有名 な作家で あ る こ とは 学校 で 聞 い た こ と が あ る が 、作品 は 読ん だ こ とは な い とい う

返 事だ っ た 。 少な くと も こ の 二 人 の 若者 が 、異国 か らの 初老 の 旅行者 に 対 して 例 の 排他的な

態度 を とらな か っ た 乙 とに は、少 しぽ っと さ せ ら れ た 。

　 グ リ ッ フ ェ ン の 戚山か ら望む風 景が 、ハ ン ト ケ に 国境 の 向 こ う側に あ る ス ロ ヴ ェ
ニ ア へ の

想像力 を掻 き立 て た で あ ろ うこ とは 容易に 察せ られ る。成人 した ハ ン トケ は 田 舎 の 窮屈 さ か

ら逃 れ る よ うに 故郷 を後に した の だ ろ うが 、彼 の 文学に と っ て 自然 の 風景 が 重要 な モ テ ィ
ー

フ と な っ た の は 、や は り自分が 生 ま れ育 っ た こ の よ うな 自然 の 記憶が あ ワ た か らな の で あ ろ

う。

　 さ て 、グ リ ッ
フ ェ ン の 人々 の 話

に戻 ろ う。 筆者は意識 して 町 の 何

人か に 話 しか け、 ハ ン トケ の こ と

を尋ね て み た が 、こ ち らの 問 い か

け に 興味 を示す人 はほ とん どい な

か っ た 。
ハ ン トケ が 自分た ちの 村

の 出身者で あ る こ とは知 っ て い た

が 、生家 の 場所 を知 っ て い た の は

郵便局 の 中年 の 職員
一

入 だけだ っ

た 。 ガ ス ト ホ ーフ の ウ ェ イ ト レ ス

は こ ち らの 質問 に 対 して 、敵意 と

は 言わ な い が 、まっ た くの 無関心

を装 い 、例 の オ
ー

ス ト リ ア 人独特

の か すか な排他性 さ え見せ て くれ

た 。

　例外は 、当時 ハ ン トケ の 生家 に

住ん で い た老人 だ けだ っ た 。た ま

た ま 玄 関先 に 現 わ れ た そ の 老人 に

ハ ン トケ の 生 家 の 所在 を尋ね た と

こ ろ、彼 は こ こ が そ れ だ と教 え て

くれ、一
言 二 言 だ け だ が作家に つ

い て の 質問に も答 えて くれた 。 老

人 の 話 に よ れ ば、 ハ ン ト ケは 家 を

手放 したあ とで も、と き お リ グ リ

ッ
フ ェ ン を訪れ る こ とが あ る とい

　

）
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3．イ ェ セ ニ ッ ツ ェ からビ ス トリ ッ ツ ァ へ

　r反 復』 の な か で 語 ら れ る ス ロ ヴ ェ
ニ ア の 風 景は 多様 で あ る 。 まず 語 ら れ る の は、国境 の

町 イ ェ セ ニ
ッ ツ ェ の 風景 で あ る 。谷間 の 田M エセ ニ

ッ ツ ェの 駅前 に は 、か な り急勾配 の 草地

の 斜面が 間近 ま で 迫 っ て い る 。 そ の 傾斜地 の 上 に 大 きな黄色 の 家が あ り、そ の 家 に 例 の 「盲

窓」 が あ る こ とを若 き主 人公 フ ィ リ ッ プ ・
コ バ ール は 発見す る。「盲窓」 は物語 を呼 び起 こ

す文学的表徴で あ る 。 （こ れ に つ い て は、拙論 「こ とば と自然 の 物語 へ の 旅立 ち ： ペ ー
タ

ー ・ハ ン トケ の r反復』 に つ い て の 考察」 に詳述 して ある の で 、参照さ れ た い 。 ）r反復』 の

なか に 出て くる そ の 家 ら しき黄色 の 家は現在 で も存在す る。しか しもはや 「盲窓」 は見当た

らな か っ た 。 そ の 家 は改築 さ れ た ら し く 、
か な り新 しく見 えた 。 物語 は 1960年 が 舞台で あ

る か ら、筆者 が 訪れ た の は 44 年後 と い う乙 と に な る。そ の 家が 同 じ場所 に 存在す る の を確

認で きた の は 、む し ろ運 が よ か っ た と言 え る 。

　 　 　 イ ；セ ニ
ッ ッ ェ 駅前の 斜面 上 の 黄色の 家　 　 　 　 　 　 　 　 　 　イ ＝ セ ニ ッ ッ ェ 駅 前 の ヵ フ ェ

ー

　 も う
一

つ 物語 の 雰囲気 をい まに 伝 え て くれ る建物が 残 さ れ て い た 。 そ れ は イ ェセ ニ
ッ ツ ェ

の 駅 を出て左斜向い に あ る カ フ ェ
ー

で あ る 。
フ ィ リ ッ プ ・コ バ ール は長 い 夜 を ト ン ネ ル の な

か で 過 ご した翌朝 、 そ の カ フ ェ

ー
で ミ ル ク コ

ー
ヒ ーを飲み な が ら白パ ン をむ さ ぼ る よ うに 食

べ る 。 彼は そ の 白 パ ン に 「ユ
ーゴ ス ラ ヴ ィ ア 」 の 象徴 を み と め る くらい 、す で に 文学的 な青

年だ っ た の で あ る。

　実は そ の 朝、 フ ィ リ ッ プ ・コ バ ー
ル は旅 をつ づ け るべ きか 、そ れ とも故郷 に 引 き返 すべ き

か
一

瞬迷 う。 そ れは 、 改 め て 自らの 旅 の 意味 （作者 ハ ン トケ に と っ て は 、作家 に な る決意 の

第
一

歩 を意味する） を意識化す る こ とを意味 して い た 。 もち ろん引 き返 さなか っ た か らこ そ 、

こ の 物語 と そ の 後 の 作家活動が 生 まれ た の だ が 、 こ れ が 作家 の 実体 験だ とす れ ば、20 歳 の

ハ ン トケ に と っ て そ の 決断は か な り重い もの だ っ た の だ ろ う と察せ ら れ る 。

　物語 は ゆ っ く り と第二 章 へ 移行する 。 第 二 章 の 舞台は ヴ ォ
ハ イ ン 地方 の ビ ス ト リ ッ ツ ァ と

い うユ リ ス ケ ・
ア ル プ ス 、つ ま リス ロ ヴ ェ ニ ア

・
ア ル プ ス の 東端に 位置 す るす ば ら しく風光

明媚な山間 の 町 で あ る。風光明媚 で あ りな が ら、そ こ に 広 が る 自然 はい まで もほ とん ど観光

ずれす る こ とな く、い か に も文 学的な雰囲気 に 包 まれ て い る 。 物語 の 語 り手 も言 っ て い る よ

うに
、 そ の 地方 の 夏は 山岳地域 の せ い か しば しば激 しい 雨 に 見舞わ れ る 。 日本 の 夕立 の よ う

な雨 を想像 して い た だ け れ ば間違 い な い が 、そ れ が 昼 間で も突然襲 って くる の で あ る 。筆者　180

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（47）
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ビ ス ト リ ッ ツ ァ の 「黒土 館」 ビ ー
ル を 飲む 人 々 （ビ ス ト リ ッ ツ ァ ）

が の ん び りと走 る ロ
ーカ ル 列車で ビ ス ト リ ッ ツ ァ の 駅 に 到着 した とき、折 しもそ の 激 しい 雨

に襲われ た 。 停車駅 は ど こ も小 さ く、 自分 が 降りる駅 をや り過 ご さ な い よ うに 眼 を凝 ら して

も、豪雨 の た め車窓か ら は乳白色 の 靄 しか 眼に届か な い くらい で あ っ た 。

　 ビ ス ト リ ッ ッ ァ の 駅前 （特 に 駅 裏）は、そ こ が 山間 の 林業 の 町 で あ る こ とをす ぐに 気づ か

せ て くれ る よ うな雰囲 気 で 、風光 明媚 な観光地 の イ メ ージ は 少 し も な か っ た 。（実際は ス ロ

ヴ ェニ ァ で も有数 の 観光地な の だ が 。）雨が小降 りに な る の を待 ち、線路沿 い の 道 を町 に 向

か っ て行 くと、ほ どな く
一軒 の 大 きな ガ ス トホ

ー
フ が 眼に 入 っ た 。r反復』 で主人公が宿泊

した 「黒土館 （Zur　Schwarzen　Erde）」 で あ る 。 残念 な が ら、そ こ は すで に廃業 して い て 、

荒 れ 果 て た 建物だ け が ひ っ そ り と建 っ て い た 。 し か し建物 の 壁 に は 例 の 「盲窓」 が あ り、切

妻 の 下 に は ペ ン キ で 書か れ た ホ テ ル の 名前が残 っ て い た。多分、60年当時 と雰囲 気はそれ

ほ ど変 っ て い な い と思 わ れ る 。 筆者は再 び 「黒土館」 を訪れ た とき、そ れ が 確か に ガ ス トホ

ー
フ で あ った か ど うか を、隣の 庭 で ビ ール を飲み な が ら談笑 して い る 現地 の 人 々 に 尋ね た 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 彼 らはわた しの 質問 に 機嫌 よ く答え て くれ、それ

79
匍

−

（

が ビ ス ト リ ッ ツ ァ 近 くの 1800 メ
ートル 峰の 名前

に 由来 して い る とい うこ と を教え て く れ た 。
ス ロ

ヴ ェ
＝ ア 語で は

’
℃rna 　Prst”とい う。

　そ れ は別 と して 、彼 らが き わ め て 明る くオ ープ

ン な人 々 で あ る こ とに はたい へ ん 驚 い た。異邦人

に 対す る彼 ら の 人間味温れ る態度が 決 して例外的

で な い 二 と は、 ス ロ ヴ ェ ニ ァ で 知 り合 っ た 他 の

人 々 もみ な同 じよ うだ っ た こ とか ら よ く分 か る。

ビ ス ト リ ッ ッ ァ で 宿泊 した ペ ン シ ョ
ン の 未亡人 は

気丈 に 宿 を経営 しな が ら も、とて も控 え め で 心 や

さ しい 心 遣 い の 女性 だ った 。彼女 の 若 くて 美 し い

娘は輝 くよ うな外見 と同様 に 、快活 な ホ ス ピ タ リ

テ ィ に 盗れ て い た 。 町 ま で 4〜5 キ ロ メ
ー

トル あ

る距離 を、つ い で だ か ら とい っ て 自分 の 車で 当た

り前 の よ うに送 っ て くれ る道す が ら、楽 しそ うに
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い ろ い ろ と話す姿 はす が す が しか

った 。同様 の 体験 は、後 の カ ル ス

ト地 方で もあ っ た。

　 こ うした こ とを こ こ に こ とさ ら

に 報告す る の は、彼らの イ メ
ージ

が 、
ハ ン トケが作品 の な か で 描写

す る ス ロ ヴ ェ
ニ ア 人 の イ メ

ージ と

きわ め て 類似す る か らで あ る 。 も

ち ろ ん、 ハ ン トケ の 文学世 界 が 現

実 の コ ピ ー
で も写生 で もない こ と

は、す で に 何度 も指摘 して きた と

お りで あ り、 物語 の 自律性 こ そが

ハ ン トケ文学 の 生命線で あ る こ と

も そ の とお り で あ る
。

しか し彼 ら

が ハ ン トケ の 文学的表象 に 与 えた

影響まで も否定する必要 はな い 。

そ れ は、オ ース ト リア の 人 々 の イ

メ
ージ が ハ ン トケ の ネ ガ テ ィ ヴな

文学的表象 と結び つ い て い る の と

同 じこ とで あ る 。
ス ロ ヴ ェ

ニ ァ を

旅す る あ い だ 再 三 筆者 の 心 に 浮か

ん だ の は 、異 国 か らの 旅行者に対

す る ス 卩 ヴ ェ
ニ ア の 人 々 の 暖か い

接 し方が 、多 くの オ ース ト リア 人

に 見 られ る排他性 とあ ま りに 対照

的 で あ っ た こ とで あ る 。

ベ ン シ ョ ン の 娘 さ ん （左 端） と友人

ド ブ ラ
ー

ヴ ァ

　 ビ ス ト リ ッ ツ ァ
の 自然 は独特 の 美 し さ が あ る 。 風光 明媚で あ り な が ら俗 っ ぽ くな く、牧歌

的 で あ りな が ら閉鎖的 で は ない 。筆者 の 勝手な解釈 を言え ば、そ う した とこ ろ が まさ に ハ ン

トケ の 文学的 な心 に か な っ て い る の だ ろ う。町 の はずれ に あ る ドブ ラ
ー

ヴ ァ とい う高台 を訪

れ た とき、筆
．
者は は じ め て ハ ン トケ が そ の 風景に表現 しよ うとした心象に 触れ た よ うな気が

した 。

　 しか し現 地 を歩 い て み て も っ とも驚い た の は 、ハ ン トケ が ス ロ ヴ＝＝ ア で もい か に 長 い 距

離を歩い て い る か とい うこ とで あ る
。 筆者 も ドブ ラ

ー
ヴ ァ を横切 リ イ ェズ ロ 湖 まで ゆ っ くり

と 2 時間ほ どか け て 歩い て み た が 、そ れ で も 10 キ ロ メ
ー

トル に も満た な い
。 『反復』 の 主人

公は ビ ス ト リ ッ ツ ァ の な か だ け で な く、そ こ か ら トル ミ ン の 町 まで 山越 えを して い る。 ビ ス

ト リ ッ ツ ァ か ら トル ミ ン まで は直線距離な ら 20 キ ロ メ
ー

トル 程度だ が 、
・
通常 の 道路な ら 30

キ ロ メ ー トル 以上 はあ る 。 本当 に 若 きハ ン トケ が 山越 えを したか ど うか 確か めた わ けで はな

い が 、歩 く こ とに 特別 の 意味を お い て い る作家で あ る か ら （こ れ に つ い て は 拙論 亅こ とば と

自然 の 物語 へ の 旅立 ち 」 お よ び 「文学的理想 と して の ユ ーゴ ス ラ ヴ ィ ア 」 を 参照 さ れ た い ）、
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多分本当 に 歩い た の で あろ う。 筆者 は こ こ で も、サ ン ト ・ヴ ィ ク ト ワ
ー

ル で 覚えた 感慨 に 見

舞わ れ た 。 何 とい う健脚 で あ る こ と か ！　 しか し驚 くの は まだ早か っ た 。 なぜ な ら、ハ ン ト

ケが 本当に 歩 きた か っ た の は、わた しの旅の最後 の 目的地で あ る カ ル ス ト地 方だ っ たか らだ 。

4．カ ル ス トの 風景

　 ス ロ ヴ ェ
ニ ア は 非常 に 小 さ な国 で ある 。 国境 の 町 イ ェ

セ ニ
ッ ツ ェ か ら地 中海沿い の ピ ラ ン

ま で 高速道路 を使え ば、3 時間か か らずに 縦断で きて しま うほ ど で 、 日本 の 四 国地 方 と同 じ

くら い の 大 き さ で あ る 。（ちな み に 、人 口 は 200 万 人 弱 で あ る 。 ）そ れ に も拘 らず 、

一
つ 山 を

越 え る と雰囲気は 一変 して しま う。オ ース ト リ ア との 国境に 近 い ア ル プ ス 地方 と地 中海沿岸

地方が ま っ た く違 う国 の よ うで あ る の は容易に 想像が つ くが 、海岸か らわ ずか 20〜30 キ ロ

メ
ー

トル しか 離れ て い な い カ ル ス ト地 方が 、 ア ル プ ス の 山岳地方 とも地 中海沿岸地 方 ともま

っ た く異な る風景 を見 せ て くれ る の は大 い に不思議で あ る 。 そ の せ い もあ っ て か 、ハ ン トケ

の 語 り手 は カ ル ス トの 入 々 に い ずれ の 民族性 も感 じない と言 っ て い る。

　カ ル ス ト地方 に い る と、 ス ロ ヴ ェニ ァ が 小 さ な国で あ る とい うこ と を忘れ て しま う。 実際

は カ ル ス ト台地 と地 中海 に は さ まれ た 狭 い 地域で あ り、そ こ に い くつ も の ド リーネ と 呼ば れ
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難
纏

戀戀鑞 、

カ ル ス ト台地 の ド リ
ー

ネ の 葡 萄畑 （ヴ ィ
パ ー

ヴ ァ 郊 外 ）

戀
る 谷間の 村 が 存在す る 。そ れ に も

拘 らず、カ ル ス ト地 方 の 雰囲気は

とて も開放的で あ る。そ の 自然 の

開放感が 「反復』 の 主人公 の 精神

を解放 し、 自由 な 物語世界への 啓

示を与 え た と考 え る の は い か に も

陳腐 で あ ろ うか 。し か し、実際 に

カ ル ス ト地方 の ヴ ィ パ ー
ヴ ァ とい

う町で海か ら上 が っ て く る柔 ら か

な風 を感ず る と、本当 に そ ん な気

持 に 襲わ れ る 。
ハ ン トケ が 物語 の

な か で 強調 して い る カ ル ス トの 風

に 実際に 吹か れ て み る と、ハ ン ト

ケ が 自然 に 対 して きわめ て 鋭敏 な詩的感性 をも っ て い る こ とに 気づ か さ れ る 。 筆者 に は そ こ

で感 じ た 「風」 を表現する詩的な こ とば の 持 ち合わ せ が な い の で 説明 的に 述べ る しか な い が 、

例 えば次 の ようで あ る。

　 ヴ ィ
パ ー

ヴ ァ の 町か ら 4 キ ロ メ
ー

トル ほ ど離れ た ワ イ ン 農家 に 泊め て も ら っ た 筆者は、葡

萄畑 な ど が 広が る野原 を 町 の 方 向へ 歩 い て みた 。 気持 の よ い 静か な夏 の 午後で あ ッ たが 、 し

ば ら くす る と ど こ か ら と もな く リ ズ ミ カ ル で とて も柔 らか な ざわめ きが 耳に届 い た 。 歩 を進

め る ほ どに そ の ざわ め き は ます ます は っ き り として きて 、 そ れ が 空耳で な い こ と は確か に な

っ た 。 わ た しは 鳥の さ え ず りか と思 い 、抜け る よ うな青空を仰ぎ見 た が 、そ こ に 鳥 の 姿は な

か っ た 。 そ の ときの 気持 は とて も不思議な も の だ っ た 。 確か に 聞 こ え る が 、ど こ か ら くる ざ

わめ きな の か ？！ そ の ざわめ き以外 に 、わた しの 感覚 に 触れ る もの は、まわ りの 風 景を映し

だす陽光 だ け で あ る
。 狐 に つ ままれ た よ うな気分 の ま ま さ ら に進ん で い くと、小川が あ る こ
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とを予感 さ せ る よ うな草叢 の 帯 が 横に の び て い る の が 眼 に 入 った 。 しか し、そ の 規 則的な ざ

わ め きが 小 川 の 流れ か ら くる も の で あ ろ う と 思 うに は 、そ れ が わ た しの 耳 に 届 く方 向が あ ま

りに 高す ぎ る 。 そ う思 い な が ら小川 の 方向の 上 空 に 眼を上 げる と、そ こ に ポ プ ラ の よ うに背

の 高 い 木 が 整然 と並 ん で い る こ とに 気が つ い た 。 近 くに 行 くまで なぜ 気が つ か な か っ た の

か ？　 そ う思 っ た とき、そ の ざわ め きが 葉 と葉、梢 と梢が や さ し くこ すれ合 うざわ め きで あ

る こ とが分か っ た 。 そ して 、そ の ときは じめ て 、柔 らか い 風が わ た しの 頬 と肌を や さ しくつ

つ む よ うに 流れ て い る こ とに 気づ い た の だ っ た 。 風だ っ た の だ と思 っ た とき、わた しは小 さ

な謎が腑に 落ちた気分に な ワ た と同時に 、 こ ん な に 柔 らか い 風が あ っ た の か とい う不思議な

感覚に襲われ た。ハ ン トケ を気取 っ て い る わ けで はな い
。 しか し、ヴ ィ パ ーヴ ァ の 風ほ筆者

の よ うな者 に さ え 、

一
瞬に せ よ詩 の こ と ば を 予感 さ せ て くれ る も の だ っ た の で あ る。

　 ハ ン ト ケ は カ ル ス トの 風 を 「自由」 の 感覚 の 源で あ り、「物語 の 法則」 を教 えて くれ る も

の と書 い て い る。（詳細 は拙論 「こ とば と自然 の 物語 へ の 旅 立 ち ：ペ ータ ー・ハ ン ト ケ の

r反 復』 に つ い て の 考察」 を参照 さ れ た い 。）実際 に カ ル ス トの 風に 触れ た あ と 、 よ うや くハ

ン トケ の 風の 「自由」 の 意味 を感

じ取 る こ とが で きた と い う思 い に

包 まれ、い まで もそ の 感覚 が 残 っ

て い る の は事実で あ る 。

　『反復』 の 主 入公 は カ ル ス ト地

方 の ワ イ ン を神聖な飲み 物 と呼ん

で い る 。 実際に ヴ ィ パ ー
ヴ ァ の 白

ワ イ ン は 絶品 で あ る 。 カ ル ス トの

乾 い た色 とや さ しい 風 そ れ に 強

い 夏 の 日差 しに ぴ た り と 同調 す る

ような美味で あ る 。 筆者は ヴ ィ パ

ーヴ ァ の ヴ ィ ン ツ ァ
ー

（ワ イ ン 農

家）に宿泊 した と書 い た が 、そ こ
カ ル ス トの 風 （ヴ ィ

パ ーヴ ァ ）

に も ス ロ ヴ ェ
ニ ア の 人 の 心 に 触れ る機会が あ っ た。

　ヴ ィ
パ ーヴ ァ に は ノ ヴ ァ

・ゴ リ ッ ツ ァ か ら の バ ス で 到着 した 。
バ ス に 乗 る 前 に 、ヴ ィ パ ー

ヴ ァ で の 宿泊が 可能 で あ る か ど うか を、心 配性な筆者は バ ス の タ ー ミ ナ ル で 確 か め て お い た。

運転手は平気だ と言 っ た の で 、ま った く心 配 して い な か っ た 。 ヴ ィ
パ ー

ヴ ァ に 到着 して す ぐ

に 、葡萄 の 絵柄 を看板 に した雰囲気 の よい レ ス トラ ン に 入 り、さ っ そ く白 ワ イ ン を注文 した 。

まだ 日 が 高か っ た の で 本当 は ワ イ ン を飲む つ も り はな く、 レ ス ト ラ ン に は ドイ ツ の ガ ス ト ホ

ー
フ の よ うに 宿泊 の 部屋 もあ る だ ろ うと当て 込 ん で 腰をお ろ した の だ っ た 。 夕飯に は まだ二

時間以 上 も早す ぎ る時間 の た め、店 に は
一

人 の 客 もい な か っ た 。ナ プ キ ン で グ ラ ス を磨 く主

人 に 、わ た しは さ っ そ く部屋 を所望 した 。 ．互 い に 下手な英語 だ っ た せ い も あ ろ うが 、主人 が

首を横 に 振 る意味が す ぐ に は わ か ら な か っ た 。 よ く聞 い て み る と、そ の レ ス ト ラ ン に は部屋

は な い し、しか も町に は ホ テ ル は 一軒 もな い とい うこ とだ っ た 。 日没 まで に は まだ少 し時間

は あ る が 、 こ れ か ら ホ テ ル の あ る 町 まで ど うや っ て 行け ば よ い の か ？　 だ い た い ど こ に どん

　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　　 　 176
な町 が あ る の か も見 当 が つ か ない

。 交通 の 便は、長距離 バ ス だ け で あ る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （51）
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　多分 よ っ ぽ ど途方 に 暮れ た顔 を して い た の で あ ろ う。主人 が わた しの 方を見な が ら、電話

をか け 始 め た 。 何 を し ゃ べ って い る の か 分 か ろ うは ずは な い が 、 こ ち らを見なが ら話 して い

る の で 、多分わた しの こ とを話 して い る の だ ろ う とい う こ と は察せ られた 。 受話器 を置 い た

主入が こ ち らに 来て 、下手な英語で 言った 。そ こ か ら四 キ ロ ほ ど離れ た と こ ろ に ワ イ ン 農家

が あ り、い まは オ フ シ ーズ ン だ か ら本当 は閉ま っ て い る の だ が 、一部屋あ けて くれ る とい う

の で ある。ただ し、温 か い 夕食 の 用意は な い の で 、パ ン とソ
ー

セ
ージ とサ ラ ミ しか 提供 で き

な い が 、 そ れ で い い か と言 う。 わ た しは安堵 の あ ま り、思 わず主人 に握手 を求め る と こ ろだ

っ た 。

　そ う決 ま っ た か らに は 、まずは ワ イ ン を飲ん で か ら出発 しよ うと思 い 、そ の ワ イ ン 農家 ま

で の 道順 を尋ね た 。 主人 は 身振 り を ま じ えな が ら、「フ ォ
ーキ ロ メ

ー
タ 司 と く り返 した 。

わ た しは携 え て い る旅行鞄を眺め た 。 若い 頃は リュッ ク サ ッ ク の 旅が 当 た り前だ っ た が、い

まは キ ャ ス タ
ー
付 き の バ

ッ グで あ る 。そ れ ほ ど大 きい わ け で は な い が 、軽 く も な い 。わ た し

は 主 人 に タ ク シ ー
を頼 めな い か と尋ね た 。 彼は 気 の 毒 そ うに 、こ の 町 に は タ ク シ

ー
は ない と

答えた 。 よ っ ぽ ど疲 れ た顔 を して い た の だ ろ う。突然 ．ド人 は切 りだ した 。 まだ 夕方 の 開店 ま

で 少 し時間が あ る か ら、送 っ て くれ る と 言う。 主入 の 親切 に 、わ た し は 心 底感謝 した 。

　ヴ ィ ン ツ ァ
ー

まで は
、 中で な らす ぐ だ っ た 。 農家 の 離れ は 宿泊 の 部屋 をい くつ か 備え て い

たが 、本当 に 客は一人 も お らず、二 階 の 部屋 へ 通 ず る 階段は椅子で 閉鎖 さ れ て い た 。 階下 に

あ る が らん どうの 大 き な食堂で 、 ワ イ ン 農家 の 娘 さ ん が 提供 して くれ た 白パ ン と ソ
ーセ ージ

と白 ワ イ ン を楽しん だ 。 実 に お い しい 食事 だ っ た 。農家の 娘 さ ん の 人柄 の よ さ が 、簡素な夕

食 を な お
一

層 お い しい も の に し た の は確か で あ る 。食事 の あ と庭 の 椅 子 に 腰掛け、長い 夏 の

夜 の 風 に 吹か れ た 。 娘 i ん と、多分 そ の 母 親 と思 わ れ る 女性が 、母屋 の テ ラ ス で の ん び りと

歓談 しな が ら食事 を して い る 。 何 と平和な こ と か ！　一瞬、ま る で ハ ン トケの 物語 の なか に

い る よ うな錯覚 に 襲 われ た 。 それ が ハ ン トケ の 語 りたか っ た感覚か ど うか は 分か らな い が 、

わ た し は そ の と き、そ し て こ う し て 追想 して い る い まは な お さ ら、何 と も 言え ない や さ しく

豊か な気持 を味わ っ た。ハ ン ト ケ の 文学的感性の 豊 か さ と確か さ に 脱帽 し た 瞬間 だ った
。

　若 き 目 の ハ ン ト ケ は き っ と、「カ ル ス トで の わ た しの 時間 は ほ とん ど、歩 き、休憩 し、そ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　して また先 へ 歩 くこ とだ け で 過 ぎ
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（
レ ス ト ラ ン の 主 人 とワ イ ン 農豕の 娘 さ ん

た 」 （『反 復」 291 ペ ージ ） と言 う

彼 の 主人公 と同 じよ うに カ ル ス ト

の ド リ
ー

ネか ら ド リ
ー

ネ をゆ っ く

り と歩 き 囘 っ た の だ と思 う。 そ し

て そ こ に は 、筆者 が た っ た 一晩 の

滞在 で 出会 っ た 以 上 に 、人 の 心 と

自然が 融け合 う風景に満ちて い た

こ とだ ろ う。 少な く と も、作家 の

心 に は そ ん な風景が 映 っ て い た は

ず で あ る
。 わた しは 意図的に文学

的 な心 情に 浸ろ うと思 っ て い る の

で は な い 。上 に 書 い た こ とは、ハ
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健脚が 生 む物語 ：ペ ータ ー・ハン トケ の 風景 を 追 う旅 の 報告 服 部 　 裕

ン トケ の 物語 とは異な り、すべ て 事実で あ り 、 少 しの 誇張 もない 。それ に も拘 らず、カ ル ス

トの わずか な記憶が 確か に 文学的な色合 い をも っ て 想起 さ れ る の は 、ま っ た くカ ル ス トの 風

景 の お陰 と し か 言い よ うが な い
。 そ して

、
そ こ で 出会った わ ずか な 人 々 が 、わ た しの 記憶 の

な か で はそ の 風 景 の
一部に な って い る の も事実で あ る。 こ の 感覚が ハ ン トケ の 物語 の 影響か 、

そ れ と も わ た し自身 の な か に あ る わずか な想像力 の 産物か 、あ る い はま っ た くの 現 実に す ぎ

な い の か は よ く分か らな い
。

　い ずれ に して も、ハ ン トケ が 語 っ て い る物語 は現実の風景 と結び つ きな が らもそ の 写 生 に

は 陥 らず、事物 に よ っ て 命を吹 き込 まれた こ とば の 表象世 界を形づ く っ て い る 。 生命あ る事

物 と こ とば を発見す る まで 、 ハ ン トケ は 自然 の 風景 の なか をゆ っ くりと歩 きつ づ けた の で あ

り、い ま もど こ か を歩 い て い る の か も しれな い 。 あ る一定 の 場所 を歩 きな が ら も、 ハ ン トケ

の 文学的想像力 は 自由に そ して 際限な く、自ら の 記憶 の な か の 風景や事物 と結 び つ く 。
rカ

ル ス ト台地 に の び る 道 の 真ん 中を は し る草 の 帯」 は 、故郷 の 兄 の 果樹園 の 「緑 の 道」 と結 び

つ い て 、世界が
一体で あ る こ とを感 じ取 らせ て くれ る表徴 と して 作用する （『反復』 280ペ

ージ）。以下 の 引用 に 表現 さ れ た 「世界 の
一体感 」 が 単 な る文学的誇張あ る い は独 り よ が り

の 感傷 として しか 映らない か 、そ れ と も不 完全 な 日常 の 世界に 「和解」 の 可能性を与 え る文

学的理 想 と して 理解 さ れ うる の が は、読者 それ ぞれ の 感性 と意識 に か か っ て い る の だ と思 う。

少な くとも ハ ン ト ケ 自身は後者 を願 っ て い る の だ が 。

（前略） カ ル ス トの 防壁一
それ は あ た か も ア ル プ ス 地 方 で は 地 下 に 潜 っ て い た もの が 、

海 に 近 い こ こ で 再び 地表 に 現 われた か の よ うで ある。それは ま る で で きたばか りの よ う

に 無傷で 、上棟式 の とき の よ うに南 の 太陽に飾 られ て 、こ れ まで に ない くらい 高貴だ っ

た 。 それは あた か も、わた した ち の 大陸を、万 里 の 長城 の よ うな ヨ
ー

ロ
ッ

パ の 長城 が縦

断 して い る こ とを明 らか に して い る よ うだ。（『反復』 280 ペ ージ ）

お わ りに

　ハ ン トケ文学 の 原風景 を追 う旅 は カ ル ス トの 風 の な か で 終わ っ た 。 だ が 筆者 の 旅は 、 さら

に も う少 しつ づ い た。『反復』 に は描か れ て い な い カ ル ス トの 鍾乳洞 と ス ロ ヴ ェ
ニ ァ の 地 中

海 の 町 ピ ラ ン を ど うして も見 た か っ た か らで あ る。鍾乳洞 は想像以上 に ス ケ ール の 大 きい も

の だ っ た 。 カ ル ス ト台地 か ら ま さ し く地 下 に潜 っ た 川 は、200 メ
ー

ト ル を超 え る 深 さ の 谷を

地中 に 形づ くって い る 。 そ の 巨大 な洞窟は 、ハ ン トケ 風 に 言 えば ヨ
ー

ロ
ッ

パ の 至 る所 に 通 ず

る地下水脈 の よ うだ っ た。そ して ピ ラ ン は 、ス 卩 ヴ ェ
ニ ア 北部 とは ま っ た く異な る ラ テ ン ヨ

ー
ロ

ッ
パ の 雰囲気 をた た え る 町 だ っ た。筆者が訪れ て い ない 東 の 地方は 、多分 また ま っ た く

違 っ た 文化 の なか に ある こ とだ ろ う。
ス ロ ヴ ＝

ニ ア はあれ ほ ど小 さな国だ とい うの に 、 まる

で （ア ン グ 卩 サ ク ソ ン を 除 く） ヨ ー
ロ

ッ
パ 文化 の すべ て の 要素が 標本室 の よ うに 集 ま っ た不

思議な国 で あ る 。

　 ハ ン トケ が こ の 不 思議な国 か ら文学的理 想 の 地 へ の 啓示を受け た こ とは、少 しも不思議な

　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 174
こ とで はな L 丶 とい うこ とを旅 の 最後 に 得心 した 。 『反復』 の 語 り手 は こ の 不思議 の 国 を、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（53）
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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 16号 2008 年

「第九番 目の 国」 （『反復』 333 ペ ージ） と名づ け て い る
。 （な ぜ 「第九番 目」 な の か

、
こ の 作

品 の な か で は 説明 さ れ て い ない
。 た だ ハ ン トケ が 1日 ユ ーゴ ス ラ ヴ ィ ア 連邦 を諸民族 の 共存 の

文学的表徴 と看做 して い る こ とを考え る と、「九番 目」 とい う数字に は特別 の 意味 が あ る の

か も しれ な い 。旧 ユ
ーゴ ス ラ ヴ ィ ァ 連邦は、確か 八 つ の 共和国か ら成立 して い た よ うに 思 う。

もち ろ ん 「第九番 目の 国」 は現実 の ユ
ーゴ を意味 して い る わけ で ない が 、す で に 指摘 した よ

うに 旧 ユ ーゴ ス ラ ヴ ィ ァ連邦 は作家 に と っ て 文学的表徴 として 「物語」 を 可能 に して くれ る

国 で あ っ た。だ か ら こ そ 「物語 の 国」 は、現実 の 八 つ の 共和国 の あ との 「第九 番 目の 国」 な

の か も しれ な い
。 ）「第九番 目の 国」 は文学的理想 を追 い 求め る場所、つ ま り 「物語」 の 世界

を意味 し て い る と理 解 して よ い の で はな い か 。 （詳細 は拙論 「こ とば と自然 の 物語 へ の 旅立

ち 1 ペ ー
タ

ー ・ハ ン トケ の 「反 復』 に つ い て の 考察一1 を参照 して い た だ きた い
。 ） そ し て こ

の 「物語」 は 、自然 の 風景 の な か を自由に 歩く こ とを可能に して い る ハ ン トケ の 健脚か ら生

まれ て い る の で あ る 。
ハ ン トケ はい つ か 歩け な くな っ た とき、それ を代替 して くれ る本当 の

「物語」 を残すた め に 歩 きつ づ け る 。 なぜ な ら、「物語 」 を可能に する 想像力は 机上 の もの で

な く、まさ に 自然 の 風 景 の なか に あ る の だ か ら。

注

　引用 の あ とに 記 した 数字 は、そ れ ぞ れ の 作品 か ら引用 した ペ
ー

ジ を示 して い る 。使用 テ キ ス トは以下 の とお りで

あ る 。

Wunschloses　UnglUck ；suhrkamp 　taschenbuch ，　neunte 　Aunage ，1979

Die　Lehre　der　Sainte．Victoire，　suhrka 皿 p　tb、　erste 　Auflage，1984
Die　Wiederholung，　Suhrkamp ，　erste 　Aufiage，1986

1）　Erika 　Tunrler ：Le　 secret 　de　la　MDntagne ，　Pr色face　de
“La　leqon　de　la　Sainte−Vic 七〇irel

「
（Traduit 　de

　 1
’
allemanCl 　par　Georges −Arthur 　Goldschmidt），Gallimard，1991，　S．5

2）　Peter　Handke ：Ich　b王n 　ein 　Bewohner 　des　Elfenbeinturms ，　suhrkar ロp　tb，　siebte 　AuHage ，1981，　S，19
3）　 孟bid，　S，25
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