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ハ ー
マ ン ・ メル ヴ ィ ル の ポエ ジ ー

一 「人間の 終局の知」 を め ぐっ て 一

山田省吾

神戸市看護大学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 要　旨

　 「迫 り来 る嵐 」 の 最 終行 「人 間 の 終 局 の 知」 は，『戦 闘詩 篇 と戦争 の 相 貌」 の なか で も最 も重要 な フ レ ーズ の うち の ひ と つ で ，
そ こに メ ル ヴ ィ ル の ポ エ ジ

ー
が 収斂 して 表 れ て い る。本論 で は，シ ＝ イ ク ス ピア の 『ハ ム レ ッ ト」 や 聖 書，そ れ に メ ル ヴ ィ ル の

他 の テ ク ス トと も比較照 合 し，多角 的 な見地 か ら この 詩行の解釈を試 み る。

　メ ル ヴィ ル の 選詩 集 の 編者 で もあ る マ ッ シ ーセ ン や ウ ォ レ ン な どは，こ の 「人 間の 終局 の 知」 を，「善 と悪」 が混在 した 「生

の双面の イ メ ージ」，「心」，「世界」 と して 捉 え，い ずれ も似 た よ うな 解釈 を して い る。本論は，そ れを否定 す る もの で はな い が，
それ に と どま らず，「有るか，有 らぬ か，それ が 疑問だ」 に よ く窺わ れ るよ うに，ハム レ

ッ ト＝ス トレ ン ジ ャ
ーを創出した 「シ ェ

イ ク ス ピア の 核心」 に あ る は ずの ，また，メル ヴ ィ ル に とって も最大の 関心事で もあ る，西欧が近代 に な って 直面せ ざ るをえ な

くな っ た絶対者 の 有／無 の 次 元 の 問題 と して 捉え る。

　議論 の 過程で は，聖 書で 言及 され る絶対者 の 「顔」 とメ ル ヴ ィ ル の 作品 に 構造的 な モ チ
ー

フ と して 表れ る 「顔 」 や 「沈黙」 と

を対照 さ せ，こ の 互 い に相容れ ぬ 絶対者の 有／無と い う問題提起に，メ ル ヴ ィ ル に と っ て は創作上の モ ッ ト
ー

で もあ っ た，芸術

と して 昇華 され るべ き対極性の 融合を見 る 。 そ して ，また ， 根源者の 問題 と実際的な キ リス ト教的善意 との あい だ に矛盾 を抱え

なが ら も，この 世 の 生 を生 きる愛 お しい 人間の 典型 と して詠 われ た 「墓碑銘 」 の 寡婦 の 「顔 」 に向 け られ る詩 人の まなざ しに注

目 し，そ れ が，小 品 と は い え，「人 間の 終局 の 知」を 芸術表現 に ま で 高 め え た 詩人 メ ル ヴ ィ ル の ひ とっ の 達 成 と して 評 価す る 。
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1．序

　 ハ ー
マ ン ・メ ル ヴ ィ ル （1819−91）は，文学者 とし

て の 後半生を詩に賭した 。
ヨ ーロ ッ

パ ，オ iJ エ ン トの

旅 （1856−57） か ら帰国 し た 後，小説 は もう書 か ぬ と

周囲の 者た ち に 公言し，そ の も う一方で，メ ル ヴ ィ ル

は，ひ そ かに詩 の 創作 に没頭 した 。 そ して，1860年 の

こ と，詩集上梓の 試 み に
一

度 は失敗す る もの の ，1866

年 に は，r戦闘詩篇 と戦争 の 相貌』 で 詩人 と して 再出

発を果た し，そ の 後 も， 『ク ラ レ ル ー聖地に お ける詩

と巡礼』（1876），『ジ ョ ン ・マ
ーと そ の 他 の 水夫 た ち，

そ れ に海の詩数篇』（1888），『テ ィ モ レオ ン ，そ の他』

（189D と，小部数 な が ら生涯 に 四 冊 の 詩集を公 に し

だ 。未発表の ま ま残され た詩 の 草稿も数多 くあ るが，

それ らも含めて ，メ ル ヴ ィ ル の 詩は，ハ ー
シ ャ ル 。パ ー

カ ーも強調す る よ う に，売れ ぬ 作家が余技と して 書い

た も の が 後世 に 残 っ た と い っ た 体 の もの で は な い

（Parker，1997，260−75）。
こ れ ら は，小説に優る と も劣

らぬ創作へ の 意欲 と詩魂 に あふ れて い る。 もちろ ん，

そ れ まで に もの して い た小説 に あ っ て も，作 品 中に詩

行が ち りば め られ て い た り詩 や 詩人へ の 言及が な さ れ

て い た り して，早 くから詩人 の 資質を窺わせ る もの が

あ っ た の は確か な こ とで あ る 。 ま た，詩人 へ と変貌 を

とげた こ とは紛れもな い 事実 で は あ るが，『戦闘詩篇』

や 「ジ ョ ン ・マ ー
』， そ れ に遺稿 「ビ リー・バ

ッ ド」

な ど に 見 られ る よ うに，「散文 と詩の 融合」 を 目指 し

て い た と い っ た側面 もな くは な い （Melville・Robillard，

2000，26）。メ ル ヴ ィ ル 自身，散文 で あれ詩 で あれ，

す ぐ れ た 書き手を 「詩人」 と み な す こ と もあれ ば

（Melville，1850，249），若 い こ ろに 匿名 で
一

冊詩集を

出して い た とする説さ え あ る （Howes ，2001）。
こ れ

らの こ と を勘案すれ ば，メ ル ヴ ィ ル は そ の 本性，詩人

で あ っ た とい っ て もよ い の か もしれ な い が ， そ の メ ル

ヴ ィ ル が残 した詩 の 業績 の 数 々 は，類 まれ な資質 の 表

れ と して 評価しすぎて も しす ぎ る こ と は な い よ うに 思

われる。
ハ ー

マ ン ・メ ル ヴ ィ ル の 詩 の 検討に つ い て は，

筆者は こ れ ま で に何度か 試 み て き た が ， 本稿で は，論

じっ くせ な か っ た感の 残る，『戦闘詩篇と戦争の 相貌』

所収の 「迫 り来る嵐」 の 最終行，「人間の 終局 の 知」

（Man ’

s　 fhlal　lore） に つ い て 再検討 を試 み た い 。 こ の

三 語
一

行 に，メ ル ヴ ィ ル の ポ エ ジ
ー

が 凝縮 し て 表れ て

い る よ うに 思わ れ るか らで あ る
2
。
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2．　 「顔」の モ チ
ー

フ

　 『戦闘詩篇 と戦争 の 相貌 」 は，ア メ リカ 合州国と い

う一
国 の 市民戦争 （南北戦争）に取材 した叙事詩で あ

るが，単 に そ れだ け に とど ま らず ， 文明史的 な広 が り

と価値 を備 え た端倪す べ か らざ る作品で あ る 。 そ の 根

底 に は，重要 な モ チ
ー

フ として 「顔」 と 「父殺し」が

あ る   こ れ は，詩集劈頭 に
一篇独立 し て お か れ た

「予兆
一

（1859）」 に おい て ，処刑 さ れ た 急進的奴隷解

放論者ジ ョ ン ・ブ ラ ウ ン の覆わ れ た 「顔」 の イ メ ージ

に よ っ て 早 くも黙示され，
“
Father　 Abraham

”
と呼 び

親 しま れ て い た リン カーン 大統領が暗殺さ れ た直後の ，

人心 の 動揺や不穏 な空気をバ ラ ッ ド調 に 詠う 「殉教者
一

1865年 4 月 15 日 の 国民の 受難を示すも の 」 に お い て

は，「顔に は父」 の フ レ
ーズ の もと，「父殺 し」 の 主題

が ク ロ
ー

ス ・ア ッ プさ れ る。 加 え て，詩集主要部の 最

後 に お か れ た総括的 な詩 「ア メ リカ」 に お い て は，ひ

と りの 寡婦 （父 の い な い 子 らに と っ て は 母） と して 擬

人化され た ア メ リカ の 「顔」 に再生の イ メ
ージが 象徴

的に 仮託 さ れ，主要部全体が 男女 の 双面をもっ ひ とっ

の 大 きな 集合体と して く く られ る 。 こ の 結び に お け る

男 に と っ て は異貌 と もい うべ き女 の 「顔」へ の 衝撃的

な反転は ， 『テ ィ モ レ オ ン 』所収の 詩 「芸術」 の 冒頭

一行，「な ん と相似ぬ もの が出会い 相方 と な る こ と か」

をも想起 させ ， メ ル ヴ ィ ル の 創作 の 拠 っ て 立つ 根源的

双面性 に も通底す る，詩集全体 の 構造上 の ス ケール に

見合 うほ どの ポ エ ジー
を感得す る こ とがで きる 。 そ し

て ， あ らか じめ結論を先取 りして い え ば、そ の ポ エ ジー

を下支え して い る の が ， 「人間の 終局の 知」 で あ る と

い っ て よ い 。 『戦闘詩篇と戦争の 相貌』 は，先 に も述

べ たとおり，歴史上 ， 産業革命後の ア メ リカ合州国に

起 こ った一
国 の 市民戦争 を叙事 と して 詠 っ た もの だ が，

西欧が 伝統 して きた 「知」が近代に な っ て たちい た っ

て しま っ た そ の ありよ うを，二 っ の 「顔」 と い う対極

的 な 射程の う ちに収め
， そ れ を深 く抉 っ て見せ て い る

点で ，人類史的，文明史的な価値 を も っ て い る と い っ

て も過言 で は な い だろ う。

　 こ の 「顔」 の モ チ
ー

フ は ，第 二 詩集 『ク ラ レ ル 』

（ク ラ レ ル の 独白 は 「他の 顔」 で 始ま る）以降も引き

継が れ て い くこ と に な るが，詩作上，こ の 「顔」に よ っ

て
，

メ ル ヴ ィ ル が ま っ た くの 別人に な っ た とい うわ け

で はな い 。 事情は そ の 逆で ，もうすで に 何度も試み ら

れて い た小説 の 骨法を，詩 に お い て もま た踏襲して い

る の で あ る 。 換言すれ ば，そ れ ほ ど ま で に ，メ ル ヴ ィ

ル は 「顔」 の モ チ
ー

フ に とり憑かれ，かっ またそ れに

駆 られ る よ うに して ，そ れ を 己 の 魂の 奥底深 く執拗に

追 い 求め，詩的表現 に まで 高 め て い っ た。天使 と の 組

み打ちで ， 腰の っ が い が はずれ て しま っ て まで も格闘

しっ づ け勝利 を収 あ た 旧約 の ヤ コ ブを 真の 芸術家 に 擬

した よ うに （「芸術」），メ ル ヴ ィ ル の 「顔」との 格闘

は命 が けだ っ た の で あ る。 小説 の 読者な らば，『白鯨』

や 『ピ エ ール 』，『信用 詐欺師』 と い っ た 作品 に，そ れ

を指摘す る こ と は さ ほ ど難 しい こ とで はな い だ ろ う 。

「捉ええ ぬ 生 の 幻」 を表徴す る ナ ル シ ス の 「顔」の イ

メ
ージ や，船長 エ イ ハ ブが 挑 み か か る白鯨の 「仮面」，

そ れに ，尾 は捉え られ て も捉える こ との かなわ ぬ ク ジ

ラ の 「顔」 な ど が そ れ で あ る 。 「自然」 の 「顔」 が見

え 隠れす る 異様 な 光景 に 始 まり，正体定か な らぬ 女 の

「顔」が出現 し，水の 「面」 を覆う 「沈黙」を真ん中

に 挟ん で，隔絶 した 「顔 そ れ自体」や 「ス ト レ ン ジ ャ
ー
」

と題 され た肖像画の 「顔」 と遭遇す るに い た る ま で，

青年 ピ エ
ール の 身心 に突き入 り彼 を翻弄 して やまぬ さ

ま ざ ま な 「顔」 が ま た そ うで ある 。
ミ シ シ ッ ピ河を下

る蒸気船 「信仰 （フ ィ デ
ール ）』号上 を舞台に ，聾唖

の 「ス ト レ ン ジ ャ
ー
」 として 登場 した信用詐欺師が，

手始め に 「善意 （チ ャ
1丿テ ィ

ー）は悪を 思わ ず」 な ど

と石板 に 引 っ 書 い て は衆 目を集 め，そ の 後もあらゆ る

手口 で 人心 を手玉 に と っ て は たぶ らか しつ づ け る 「仮

面劇」 もまた しか りで あ る。

　生涯を通 じて メ ル ヴ ィ ル の 創作の モ チ ー
フ ともな っ

た 「顔」 の 根底 に は，い うまで もな く，ユ ダヤ ・キ リ

ス ト教の 絶対者の 「顔」 が あ る 。 出エ ジ プ ト記や申命

記 な ど，い わゆ るモ ー
セ 五書に 時折り覗ける 人格神の

「顔」 で ある 。 「主 は言わ れた ， 『わ た しは わた しの も

ろ もろ の 善 を あ な た の 前 に 通 らせ，主 の 名を あ な た の

前に の べ るで あろ う。

…しか し，あなた はわたしの 顔

を見 るこ とはで きな い 。 わたしを見 て なお生きて い る

人は な い か らで あ る 。

…あ な た は わ た しの 後ろ を見る

が ，わ た しの 顔 は 見 な い で あろ う。』」 （出エ ジ プ ト記

33：19−23）や ， 「モ ーセ は彼 らと語 り終え た と き， 顔お

お い を 顔 に 当 て た。しか し，モ
ー

セ は 主の 前 に 行 っ て

主 と語 る時は，出る まで 顔おお い を取り除い て い た 。

…

イ ス ラ エ ル の 人 々 は モ
ー

セ の 顔を見 ると，モ
ー

セ の 顔

の 皮が光を放 っ て い た 。
モ ーセ は行 っ て 主 と語る ま で ，

また顔お お い を顔 に 当て た。」（出エ ジプ ト記 34：33−35），

「こ う して 主 の し もベ モ ーセ は主 の 言葉 の とお りに モ
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ア ブの 地で 死ん だ 。

…モ ー
セ は主 が 顔を 合わせ て 知 ら

れ た者で あ っ た 。 」（申命記 34：5−10）な どrlliそ れ で ある 。

ち なみ に，先ほ ど触れ た芸術家の 理 想像と して メ ル ヴ ィ

ル が拠 っ て 立っ ヤ コ ブ （の ちの イ ス ラ エ ル ） も 「顔」

と直面する が， こ ち らは，「わ た し は顔と顔を あ わ せ

て 神を見 た が，な お生 きて い る 」 （創世記 32：30） と

さ れ て い る 。 ま た ， ヤ コ ブに は名乗りを あ げ る こ と は

しな か っ た が，最初 に 言及 さ れ た 「主 の 名」 と は，

「わ た しは有 っ て 有る もの 」 （IAMTHATIAM ），

「私は有 る」（IAM ）で ，「こ れは永遠 に わ た しの 名，

こ れ は世々 の わ た しの 呼び名で あ る 。」（出エ ジ プ ト記

3：14−15）と して 伝え られ て い る 。こ の 神，別名，「ね

た み」 ともい い
， 「あ な た は他の 神を拝ん で は ならな

い 。 」（出エ ジ プ ト記 34：14） に 明 らか な よ う に，唯
一

絶対 の 神を標榜 して い る こ とは い うまで もな い。シ ナ

イ 山の 岩場に立 っ て 主の 「顔」 と対面 し，神の 右の 手

指で 刻ま れ た石板で あろ うが
， 神の 声を聞い て モ ーセ

が書き取 っ た石板で あ ろ うが，十戒と い う法を授か っ

たモ
ー

セ の 「顔」 と，『戦闘詩篇と戦争 の 相貌』 の 主

要部最後に お か れ た，「額」 に 「法」 を戴い て 巌頭 に

立っ 「ア メ リカ」 の 「顔」 とを
一

対 に して 捉 え，こ れ

に，「殉教者」 の な か の 「顔に は父」 と 「父殺 し」 と

を重 ね，さ らに 劈頭 に お か れ た 19 世紀半 ば の 黙示者

ヨ ハ ネともい うべ きジ ョ ン ・ブラ ウ ン の 隠された 「顔」

を重 ね て み る な らば，そ の 生／死，有／無 の 象徴性 は

い っ き ょ に 増大 し，見過 ごす こ との で きぬ もの とな る

だ ろ う。先に，文明史的な広が り，価値を もっ て い る

とい っ た所以で あ る 。

3，　 「人間の終局の知」

　「顔 に は 父」 を も っ て 「父殺 し」 の 不穏 な 空気を奏

で る 「殉教者」 を意識しっ っ ，そ の 直後に 配 さ れ た

「迫 り来る嵐」 の 最終行， 「人間の 終局の 知」 に的を絞

り込ん で 検討 を加 え て み る こ とに しよ う。 まず，標題

も含めて 詩全体を掲げる 。
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ALL 　feeling　hearts　 must 　feel　 for　him

　Who 　felt　this　picture．　Presage　dim
一

ハ ー
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Dim 　inklings　 from　the　 shadowy 　 sphere

　 Fixed　 him　 and 　 fascinated　 here．

Ademon −cloud 　 like　the　 mountain 　 one

　Burst　 on 　 a　 spirit　as 　mnd

As　this　 urned 　lake，　the　home 　 of 　 shade
’
s．

　But　Shakespeare’s　pensive　 child

Never　the　lines　had　lightly　scanned ，

　Steeped　in　fable，　steeped　in　fate；

The　Hamlet　in　his　heart　was ，

ware ，

　 Such　heart　 can 　antedate ，

No　 u 虻er　 surprise 　 can 　come 　to　him

　Who 　reaches　Shakespeare，

s　core；

That　 which 　 we 　 seek 　 and 　 shun 　 is　 there−

　 　 　 M 跏
口

sfinal 　 lore．

　 こ の 詩 は，副題 か らも窺 え る よ うに，ハ ドソ ン 。リ

ヴ ァ
ー派 の 画家サ ン フ ォ

ード・R ．・ギ フ ォ
ードの 風景

画 『迫 り来 る嵐』 （AComing 　Storm）に触発さ れ て 書

か れ た もの で あ る （Avery，148−156）  こ の 絵 の 所有

者E．B ，こ とエ ド ウ ィ ン ・ブース は，当代 き っ て の シ ェ

イ ク ス ピア 劇俳優 で ，二 ＝・
一

ヨ
ー

クで ハ ム レ ッ トを演

じて 当た りを とって い た 。 そ して ， そ の 弟ジ ョ ン ・ブー

ス こ そ，ワ シ ン ト ン D ．C．で 観劇中 の リ ン カ
ー

ン大統領

の背後に忍び寄り，ピ ス トル を発砲 して大統領を暗殺

した張本人 で あ る。

　詩 を一
読 して 明 らか な こ とは ，

こ の 絵に感 じ入 る こ

との で きる者，エ ドウ ィ ン ・ブー
ス の よ うに ハ ム レ ッ

トの 心 を もっ 者は，死の 影を帯び た湖 （骨壷）の 向こ

う，ダイ モ ン の 気配 お びた だ し い 山上に 魔雲の よ うに

兆 しは じめ た幽か な暗示に気づ き，そ れ が何で あ る の

かを見越す こ とがで きる とい うこ とだ。そ の こ と は，

「シ ェ イ ク ス ピ ア の 核心 」 に 触れ る者で あ れ ば，な ん

ら驚 くべ き こ とで は な く，そ こ に は捜 し求め て おきな

が ら忌避する 「人間 の 終局 の 知」 が あ る，と い う こ と

で ある。

　 こ の 「迫り来る嵐」 を，お そ ら くメ ル ヴィ ル の詩の

最高傑作だと した の は ， メ ル ヴ ィ ル の 「選詩集』を編

ん だ こ と もあ るEO ．マ ・yシ ーセ ン で ，こ の 最終 4 行 1

連をとらえ，「悲劇 の 価値 の 最 も深遠な認識 の うちの

ひ と つ 」 （Melville−Matthiessen， 1944
，
7） と して 称え
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て い る 。 ま た，そ れ よ り先，『ア メ リカ ン 。ル ネ ッ サ

ン ス 』 に お い て もこ の 詩行 に 触れ，善 と悪 は別 々 の も

の と して 存在する の で は な く， 「生 の 双面の イ メ ージ」

（Matthiessen，1941，512−13）と して 同一
の 地平 で 捉え

るべ きもの だ と洞察して い る 。 ま た，メ ル ヴ ィ ル の も

う
一

冊 の 『選詩集』 の 編者 ロ バ ー
ト ・ペ ン ・ウ ォ レ ン

も，「人間の 心 は，ハ ム レ ッ トの 心 や ハ ム レ ッ トが 発

見 した世界 の よ うに，善 と悪 が 悲劇的 な まで に 分 か ち

が た く混 じり合 っ て い る 」 （Melville−Warren ，
1967

，

373） と して 似た よ うな 注解 を施して い る、こ れ ら両

者に共通 して い る の は，人間の 心 の な か に は，ある い

は世界 に は，善 と悪 が 分か ちが た く，あい まい な まま

混 然 と して存在して い て ，そ の 双面性 に悲劇の 本質を

み て と る こ とが で き る，そ の よ うな 認識 こ そ 「人間の

終局 の 知」 で あ る と す る解釈で あ る 。
メ ル ヴ ィ ル も，

「補遺」 の 最後で ，こ の 南北戦争を 「我らの 時代 の 途

轍 もない 歴史悲劇」（Melville−Robillard，2000，187） と

捉え て い
。 だ が，は た して ，「人間の 終局 の 知」 と い

う悲劇 は，こ の よ う に も善悪 の 次元 の 問題 に と ど ま る

の だ ろ うか 。

　 メ ル ヴ ィ ル と シ ェ イ ク ス ピァ とい うこ とで い え ば，

「ホ ー
ソ
ーン と そ の 苔」 の な かの 有名なくだ りが想 い

起 こ され る 。 心の な か の 深部 に ひ そ む 直観的な 真理，

そ の 「現実の ま さ に根軸」 （the　very 　axis　of 　reality ）

を瞬時に して 探針す る 天才こ そ シ ェ イ ク ス ピア を シ ェ

イ クス ピ ア た ら しめ て い るの だとした メ ル ヴィ ル の 卓

見で あ る。 そ して，悲劇 の 主 人公た ち に 触れ て メ ル ヴ ィ

ル は，こ の よ う に そ の 急所を突 い て い る 。 「あま りに

も恐 ろ しい 真実 で ありすぎて ，善良な人間 な らば 誰 し

も口 に した り， あ る い は ，
ほ の め か した りす る こ とさ

え 狂気の 沙汰と しか感じ られ な い よ うな こ とを， シ ェ

イ クス ピア は，ハ ム レ ッ トや タイ モ ン
， リア ， イ ア ゴー

と い っ た暗い 人物 た ち の 口 を つ う じて 巧妙 に い い，時

に は また暗示 して もい る の で ある。」 （Melville，1850，

243） とい うの も，虚偽 に 満 ち た こ の 世 に あ っ て は，

真実は ほ ん の チ ラ ッ と巧妙に そ の 姿を垣間見せ る だけ

で ，森の なか の お び え た白い 雌鹿の よ う に 瞬く間 に 跳

び去 っ て しま うか らだ 。
こ の よ うな 「真実を語る偉大

な 芸術」 の 巨匠 シ ェ イ ク ス ピ ア に 匹敵す る国民作家 と

して ，メ ル ヴ ィ ル は，ホーソ
ー

ン を激賞し，「輝か し

い 鍍金」 の 背後 に あ る 「闇の 暗黒」 を，ホ
ー

ソ
ー

ン の

本質と見抜 い た の だ っ た 。 お そ ら く， 上掲の 二 人 の 批

評家も こ れ を意識して の 解釈に ち が い な い 。

　しか し，『ハ ム レ ッ ト』 の 主 題 は，善 と悪 とが 分 か

ち が た くある と い う認識で は た して 終 っ た だ ろ うか 。

もち ろん ， そ う した存在の あ りよ うを指摘す る こ と は

重要な こ とで ，そ れ を否定しよ うとい うの で はな い 。

こ の よ うな事態を認 あ る こ とす ら，「もろ もろ の 善」

を行うユ ダヤ ・キ リス ト教 の 神の 存立基盤 を も脅か す

異端審問もの の 解釈 か も しれず （中世 の み な らず20世

紀 に お い て もマ
ッ カー

シ ズ ム 旋風 な る もの が あ っ た し，

正義漢ジ ョ
ージ ・ブ ッ シ ュ の 口 説とそ の 行為 に現代と

い う時代 も色 を失 っ た ば か りで は な い か），こ う した

指摘をす る こ と自体 ， キ リス ト教社会 に身をお く者 に

と っ て は途方 もな い こ と だ と い うこ と は想像 に難 くな

い。しか し，そ れ は そ れ で 認 め た うえ で ，な お， こ の

問題の 急所 を突 こ う とす れ ば ， そ れ よ りもむ しろ ，

『ハ ム レ ッ ト』 は，「見か け」 と 「存在」 を め ぐる 狂詩

劇，そ れ に たぶ らか され る人間の 悲劇とい っ た ほ うが

よ くは な い だろ うか  そ して ，そ の 「存在」 その も

の すらもが疑わ し く思え て き た とい うの が ，
ハ ム レ ッ

ト狂乱 の 真 の 原因 で は な い か。父 の 死 に 疑 い を抱 く子

ハ ム レ ッ トは，母に 「すべ て生 あ る もの は死に，
こ の

世 の 自然か らあの 世 の 永遠へ と旅立 た ね ば な ら ぬ一そ

ん な当た り前の こ と，そ なたに もわか っ て い るで は な

い か 」 と難詰 さ れて ，以下 の よ うに 反論 して い る （1，

ii．72−76）o

Ham ．　Ay，　 madam ，　 it　is　common ，

9ueen．　　　　　　　　　　　　　　　　　　 If　it　be
，

　　　Why 　seems 　it　so　particular　with　thee？

Ham ．　Seems，　 madam ？Nay
，
　it　is．　I　know 　not 　

’
seems

’．

　 こ の
“

seem ／be
”

に 翻弄さ れ た挙句の 果て に，「当

たり前」で ある は ずの
“
be
”

その もの の 正体 も怪 しく

な り，や が て ハ ム レ ッ トは，
“
To　be

，
　or　not 　to　be

，
　that

｛sthe 　question．
”

（III．i．56） とい う科白を吐 くに い た っ

た の で は な い か （こ の と き相手の オ フ ィ
ーリア が手に

して い た本とは何か ？）。 もち ろ ん
，

こ こ で 問われ て

い る の は ，一
己の 人間の

“
be
”

だ けで は な い 。 「時代

の 関節が は ずれ て しま っ た」（1．v．196） こ の 世 に あ っ

て ，ま た，「甘美 な祈 り
』
（宗教）」が 単 な る 「言葉の 寄

せ 集め」（III．iv．40−51） に 成 り下が っ て しま っ た こ の

時代 に あ っ て ， こ こ で 問わ れ て い る の は，先に見た

“
IAMTHATIAM

”
とい う名前を もっ と され て き

た根源者の
“

BE
”

そ の もの で は な い か 。
ハ ム レ ッ ト
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の 口 を つ い て 出 た 「言 葉，言葉，言葉」 （ILii，192）

（こ の と き ハ ム レ ッ トが 手 に して い た 本 と は何 か？） も，

い まわの 際の 「あとは沈黙」（v ，ii，363）と い う科白も，

ユ ダヤ ・ キ リ ス ト神話の 伝承 して き た 「知」 （10reで

あり，  owledge で は な い ） の 大元 に あ る，そ の 根源

者の ロ ゴ ス に 対す る反措定の 言葉と して 響 きはしな い

か。善良 な る人間 の 仮面をか な ぐり捨 て た狂人ハ ム レ ッ

トの 口 を っ う じ，ま た本 （聖書を暗示） と い う小道具

も使 い ，シ ェ イ ク ス ピ ア は
，

そ れを巧み に 表現して み

せ て い る の で あ る 。
シ ェ イ ク ス ピ ア は ジ ェ イ ム ズー世

おかかえの 劇作家 で，そ の 国王治下 の 1611年に欽定訳

聖書が そ の 完成 を見 るが，そ の も う
一

方 で，詩人 シ ェ

イ ク ス ピ ア は，「不死鳥 と キ ジバ ト」 の 反歌 で あ る

「挽歌」 に お い て ， 「真理 と 美 は埋 葬さ れ た 」

（Shakespeare−Alexander．1951，1344） と して ，あ る 大

きな 時代 の 終わ りを告げ る白鳥の 歌を詠い あ げて もい

る の で ある。 「真理その もの 」 も，「星 々 」 も，「詩人

の 美の 形」 も， 「すべ て は死す」を木霊さ せ な が ら，

「すべ て は め ぐる，そ れ 以上の こ と は わ か らな い 」

（Melville・Cohen，172−74）と詠う ， 未刊の ま ま残さ れ

た メ ル ヴ ィ ル の 詩 「み ず うみ」 は，こ の よ うな劇作家 ・

詩人から多く水を得 て な っ た詩で あ る こ とは言 を俟た

な い で あ ろ う。 地動説 を は じめ とす る天文学や印刷術

な ど近代科学の 勃興す る 16〜17世紀初頭に あ っ て
，

ハ

ム レ ッ トと は，「わ れ ら自然 ［神で は な い ］ の 道化た

る者」（1．iv．54） の 役回 り を己が運命 として
一

身 に 引

き受 け，「こ の 天 地 の あ い だ に は，人 の 哲学 で は思 い

も及 ば ぬ こ とが い くらで もあ るの だ」 として ，異 な こ

と， 異な る者を 「ス トレ ン ジ ャ
ー

」（1．v ．173） と して

歓迎す る，とい う こ とは すな わ ち，自身 もそ の 資質 を

そ なえ た，西欧近代に 屹立す る 「ス ト レ ン ジ ャ
ー
」 の

魁 だ った の だ。 それをひ とりの 狂人 の 役回 りとして仮

託 した と こ ろ に，シ ェイ ク ス ピ ア の 表現者と して の 苦

渋と巧妙が見 られるの で ある。メ ル ヴ ィ ル は，たしか

に こ の トーン を捉えて い る 。

4． 「こ の 黙 した く わた しは有る 〉」

　メ ル ヴ ィ ル も そ れ を相手に暗闘 して き た 根源者
“
I

AM
”

は，死 の 数 ヶ 月前 に 自費出版された 『テ ィ モ レ

オ ン 』で は，最後か ら二番目の詩 「偉大な ピラ ミ ッ ド」

に お い て ，
“
this　dumb 　1　AM

”
と して 言及 さ れ

，
そ の

黙 して ある べ きはず の 存在そ の もの に 言葉を発せ さ せ

ハ ー
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た こ とへ の 懐疑 が，深 い 音調 と と もに 提 示 され て い る。

こ の 詩集の 最後 に お か れ た 詩が，詩集全体 に対す る，

あ る い は ，
こ う い っ て よ け れ ば，

シ ェイ ク ス ピ ア の

「挽歌」 が そ うで あ っ た よ うに，メ ル ヴ ィ ル の 人生 の

歩み 全体に対す る 「反歌」（L
‘Envoi）とな っ て い て別

格に あっ か って もい い 性格を帯びて い るこ とか らすれ

ば，そ の 手前 に お か れ た こ の 「偉大 な ピ ラ ミ ッ ド」 が，

事実上，最後 の 詩 と とれ な い こ と もな く，その も うひ

とっ 手前の 「砂漠」 と もど も，
こ れらが詩集の 最後尾

に お か れ た意義は，メ ル ヴ ィ ル に とっ て も読者 に と っ

て も， け っ して 小 さ くはな い は ずで あ る。「こ の 黙 し

たく わ た しは 有 る〉 」 に，「匠 た ち 」 が，言葉を 「強 い

た 」 の だ とす る詩行 か らは，メ ル ヴ ィ ル 自身，実際，

ピ ラ ミッ ドの 威容に圧倒され，「エ ホ ヴ ァ と い う観念」

が ア ラ ブ人 に よ っ て 着想 された と きの 「狡猾 と畏怖 の

恐 ろ しい までの 混合」 に 震撼させ られ た と い う事実が

想起され る とこ ろで ある （Melville，1989，75）
6
。

　 こ の 全身全霊を圧倒せ ん ば か りの 沈黙は，
メ ル ヴ ィ

ル の 創作過程 を辿 っ て み れ ば，そ の 最初期 に 匿名で 書

かれ た短編小説 「書斎机か ら出て きた草稿断片」 の な

か の ，「じれ っ た い ス ト レ ン ジ ャ
ー

」 に 誘 わ れ る ま ま

に森の 奥まで っ い て い っ た若者が直面する，女 の 「顔」

の
“
DUMB 　 AND 　 DEAF1

”
に まで 遡 る こ と が で き る

だ ろ う （Melville，1839，204）。
こ れを ， 「恐れ多 い ザ

イ ス の 女神の ヴ ェ
ール 」 と して 『白鯨』 に お い て も言

及 さ れ る こ との あ る，ロ マ ン 派を魅了 して や まなか っ

た 「ザ イ ス の 学徒」の 単な る模倣，若書きで あ る とい っ

て しまえばそ れまで で あ る。しか し，こ れ は，ま さ に

森の な か の 白い 雌鹿で ， こ れ まで に見て き た と お り，

「顔」 の 「沈黙」 に 誘発 され ，
そ れ を，徹頭徹尾，創

作 の モ チ
ー

フ と し た作家，詩人は，メ ル ヴィ ル をお い

て他 に い ない の で ある。 もし， こ の 女 の 「顔」 が ，

『ピ エ
ール 』 や 「ア メ リカ」 で 暗喩 され て い る よ うに，

ゴ ル ゴ ン ，メ ド ゥ
ー

サ で あ る としたな らば，「メ ド ゥ
ー

サ の 首を掲げる ペ ル セ ウ ス 像」 （エ イ ハ ブ船長は これ

の 似姿と して 登場） も象徴す る とおり，ユ ダヤ ・キ リ

ス ト教の み な らず，メ ソ ポ タ ミア か ら地中海に い たる

まで ， 森の 破壊 を代償 に して 築 きあげ られて い っ た

「都市文明 の 神々 が，ア ニ ミズ ム の 神々 を 退治す る物

語」 （安田，2002，275） と して，その 排除 され圧殺さ

れ て きた ア ニ ミス テ ィ ッ ク な力に も延々 と して通 じて

い る は ずで あ る。こ れ は，個人の 深層意識の み な らず，

人類全体の 深層意識を も突く フ ロ イ ト以前 ，
ユ ン グ以
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前の 意識／無意識の表現ともい え て ， こ こ に も， 人類

史 の 発展上 に お い て 捉え て み た い メ ル ヴ ィ ル の 特質が

潜ん で い る 。 だが，そ れ は ともか くお くとして も，こ

こ で は，創作遍歴の 最初と最後に お い て 「顔」 の 「沈

黙 」 が 重な り，メ ル ヴ ィ ル の 意識／無意識 の うちに ，

女の 「顔」 と旧約の絶対者の 「顔」 が対置さ れ，そ れ

ら二 者に して
一

対の 双面が ，

一
作品 に お い て の み なら

ず，一生涯 を 貫い て ，抜き差 しな らぬ ほ ど ま で に メ ル

ヴ ィ ル を雁字搦め に 捕 らえ て い たの だ とい うこ とがわ

か れ ば ， 今 は そ れ で 十分 で あ る 。
こ の 双 面 の

DUMBNESS が，メ ル ヴ ィ ル の 身心 の 最奥部を突 きあ

げ，沈黙の うえ に成り立っ 特異な言語に よ る芸術表現

として 昇華 されて い っ たの だ。

　再度，「人間の 終局の 知」 に 立 ち 返 れ ば，口 に す る

の はお ろか，そ れ を ほ の め か す こ と さえ 狂気 の 沙汰と

しか思え な い よ うな こ とを見越 して ， そ れを シ ェ イ ク

ス ピ ア は 巧妙に 表現 し，それ を直覚した メ ル ヴ ィ ル は，

「現実の まさに根軸」とい い
， 「シ ェ イ ク ス ピア の 核心」，

「人間の 終局 の 知」 と し，最後 に ，「こ の 黙 したく わ た

しは有 る〉」 をお い た。そ れを，「捜 し求 め て おきな

が ら忌避す る」 もの と した と こ ろ に西欧近代人の 抱え

こ ん で しま っ た 両面感情を見 て と る こ とが で き る
。

こ

の よ うに表現す るだ けで も，問題 の 所在がど こ に あ る

か をい い え て 妙 で はな い か 。 善悪 の 双面性 も確 か に あ

る 。 だが ， そ れ だ け に と ど ま らず，さ らに そ の 奥深く，

根源者の TO 　BE ／NOT 　TO 　BE を，小説 同様，詩 に お

い て もメ ル ヴィ ル は問い
， 同時に また ， そ れと表裏

一

体 を な す，近代 を生 き る
一

己 の 人問 の to　be／ not 　to　be

の 問題を も抉 っ て み せた の で ある 。 『戦闘詩篇と戦争

の 相貌』 に おい て は，「殉教者」「迫 り来 る嵐」 の 二 篇

を巧妙に 並べ る こ とで ， 構造は ， ゆ る ぎな い 表現と な っ

て あぶ りだ さ れ た の だ 。 メ ル ヴ ィ ル 特有 の ポ エ ジー
で

あ る 。

　以上 に 加 え て，さ らに，こ の 「人間 の 終局 の 知」に ，

「テ ィ モ レ オ ン 』所収 の 「侘しい 泉」 で 詠わ れ る 「移

ろわ ぬ 知」 （unvarying 　Iore）を重ね て みれば，問題 の

所在が よ りは っ き りするだ ろ う。
こ の 「移ろ わ ぬ 知」

は，一
見，ユ ダヤ ・キ リス ト教神話 が 伝来 して きた

「知」 の よ う に と られ そ うだ が，もち ろ ん そ う で は な

い 。
コ
ー

エ ン の 指摘 に もあ る よ うに （Melville−Cohen，

1991，234），こ の 詩の 題 は，草稿段階で は，こ の 他に，

「さ ま ざ ま な知恵」 と 「ジ ョ ル ダ
ー

ノ ・ブ ル
ー

ノ 」 の

二 つ が あ っ た 。 前者が複数形を と っ て い る こ と は も ち

う ん の こ と ， 後者の ジ ョ ル ダー
ノ

・ブル ーノ （1548−

1600） が，宇宙 の 無限 と地 動説，汎神論的モ ナ ド論を

唱えて異端審問 に かけられ火刑 に 処 せ られた，の ち に

ス ピ ノ ザ に も影響を与え る こ と に もな るハ ム レ ッ ト と

まさ に 同時代 の 哲学者，聖職者 で ある こ と に 注意され

た い 。 これ ら の 題 か ら推 して もわ か る よ うに，「移 ろ

わぬ 知」 とは，ユ ダヤ ・キ リス ト教 の 「知」，「ク ラ レ

ル 』 で は 「聖 な る 知」 （sacred 　lore）と さ れ る 「知 」

に 相対立する，無限 に移 ろい ゆく懐疑的な 「知」 で あ

り，そ れ を逆説的な意味で 「移ろ わ ぬ 知」 と した の で

あ る。そ れ は，孤独な反語的精神に よ っ て 掬い と られ

た ス トレ ン ジ ャ
ーの 「知」とい っ て もい い だ ろ う。ち

なみ に ，loreをleam／unlearnす るle  er と し て の 役回

りを与え られ て い た の は ク ラ レ ル で あ るが ，そ の lore

とは，個人 で あれ共同体で あれ，leamの積み重ね に よ っ

て で きあが っ た もの で
，

こ の 二 語 は 同 じ語源 を もっ 。

「モ ーセ は エ ジ プ ト人の あ らゆ る学問を教え込 ま れ （l

eamed ）， 言葉 に もわざに も，力 が あ っ た」 （使徒行伝

7：22） と さ れ る leamが そ の い い 例で あ る 。
こ れ を ，

先 の モ
ー

セ 五書 か らの 「顔」 に まっ わ る 引用 と じ っ く

りつ き合わ せ て み れ ば ， そ の 1eam−loreの 成 り立ちと，

沈黙 した ピ ラ ミ ッ ドの 内奥 で メ ル ヴ ィ ル が 驚倒 させ ら

れた とい うエ ピ ソ
ードが ， あ る衝撃をともな っ て，今

一
度 よ みが え っ て きは しな い だ ろうか 。

　 「真理 は女で あ る ， と仮定すれ ば ，

一ど うい うこ と

に な る か ？」（ニ
ー

チ ェ 1886，11）で 始ま る 『善悪 の 彼

岸』をの ち に著 し， また 『悦ばしき知識』 で は，「俺

た ちが 殺 した の だ 」 と して，r神の 死」 を告げ て ま わ

るの に，フ リ
ー

ド リ ッ ヒ ・ニ
ー

チ ェ は，そ れを 「狂気

の 人間」 の 役回 りと した （ニ ーチ ェ 1882
，
219−20）。

西欧の 「知」を根底か ら覆すよ うな 「移ろ わぬ 知」 を

公然 と掲げ る に は，時代の 趨勢も さ る こ と な が ら，気

も狂わ ん ばか りの エ ネル ギ
ー

を要 したの で ある。 精神

を病 ん で い た と も い わ れ るメ ル ヴ ィ ル も，少数の 理解

者を除き， 日常の 言動 や作風が漬神的だとして ，周 り

の 者や批評家か ら疎まれ狂人呼ば わ りさ れ て い た こ と

は よ く知られ て い る 。 白川静の 孔子解釈を借りて い え

ば，「狂狷 の 徒」 （白川，2002，80）に よ っ て ，時代は

見越 され ， 切り開か れ る もの で ある とい うべ きか 。

5．根源者とキ リス ト教的善意

さて ，
こ こ に検討すべ き こ とが ひ とっ 残 さ れて い る 。
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メ ル ヴ ィ ル を論 じるに は，こ の こ とは避けて 通るこ と

は で き な い よ う に思 われ る。 『戦闘詩篇と戦争の 相貌」

を著した メ ル ヴ ィ ル は，当然 の こ と な が ら，北部側に

立っ 人間で，国の 分裂など考え られ る こ とで は なか っ

た 。
ピ ル グ リム ・フ ァ

ーザーズ に まで さか の ぼ る父祖

た ちの 築 きあ げて きた そ の 国が，内戦 に よ る亡国 の 危

機を乗り越え再建期に 入 っ て い た と は い え，メ ル ヴ ィ

ル は ， 憂国の 情や み が た く， 詩集全体の 「均整」を犠

牲に して ま で も，ま た 「あ らゆ る文学的な た め らい 」

を踏み に じ っ て まで も，一
文を草 さ ない わけに は ゆ か

な か っ た 。 そ の よ うに して 書か れ た の が，「注」 の あ

と に おかれた 「補遺 」 （MelVille−Robillard，2000，179−

187）で あ る。 こ れ は ， 直接に は ， 北部の 教養あ る白

人読者 （こ れ もピ ュ
ー

リタ ン の 父祖に 連な る 男た ち）

を想定して 書かれ た もの で，こ とに，頑な で 狂信的な

北部保守主義者 の 存在を意識 したうえで の 発言 に な っ

て い る 。 そ こ で は ， 勝者北部は同胞 の 敗者南部に対し

て ，「常識とキ リス ト教的善意」 を も っ て 寛大 に 振舞

おう， 「黒人 に対 して は博愛主義者で あ ろ う」 とメ ル

ヴ ィ ル は呼 び か けて い る 。 こ の 呼 び か けは，一
面，詩

篇群の ト
ー

ン の 延長線上 に あ る もの とも考えられ るが，

一方で 伝統さ れ て き た根源者 の 存在 を 疑 っ て お き な が

ら，そ の またもう
一
方で キ リス ト教的善意を説くとい

うの は，大きな矛盾の よ うで あ る。 こ の 矛盾は，メ ル

ヴ ィ ル に と っ て，文学的なため らい，葛藤の 最たる も

の と して あ っ た ろ う。 あ い ま い さ，揺らぎ，歪み とい っ

て もい い か もしれない。しか し，そ れ に もか か わ らず，

市井に生きる人間と して ， 人間で あ れ ば誰しもが もっ

て い る は ず の 常識，思 い や りに 訴 え か け，そ れ を実践

に移すべ きときだとメ ル ヴィ ル が諭すの は，再建期と

はい え，無残な状態が南部白人 に も黒人 に もつ づ い て

い る現 実 を 目の 当た り に して ，根源者の 問題 は さ て お

き，こ の 世 の 日々 の 生 の 実践 と して 寛大で あらね ばな

らぬ と ， 当然とい え ば当然の こ と，い わ ず もが な と も

思 え る よ うな こ とをあえ て い っ て み せ た の で は な い だ

ろ うか 。 正義の 者 らよ，悪者扱い ，弱い 者い じめ をす

るの は もうよそ うで は な い か ， とい うこ とで あ る 。

「しか し，再建の 仕事 に 必要 な の は，い や し く も そ れ

が 実行可能 で あ る と認 め られたとして の 話で ある が，

常識と キ リス ト教的善意を お い て 他に は ほ とん どな い 。」

と した そ の すぐあとで ， 「そ ん な程度の こ とで い い の ？

こ れで 十分すぎる ほ ど で はな い か 」 と，硬直した精神

を和 らげよ うとす るか の よ うに軽 く自問自答 して み せ

ハ ー
マ ン ・メ ル ヴ ィ ル の ポ エ ジ ー
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るメ ル ヴ ィ ル の 声音 に ，か え っ て 重大事 を 抱 え込 ん で

今な お苦吟す る誠実な精神の
一
端が 垣間見 られ る よ う

な気 が す る の で あ る 。 もち ろ ん，産業経済的に は隆盛

を誇る
一
方で，そ の 基盤として あ っ たプ ロ テ ス タ ン テ ィ

ズ ム は衰退 の
一途を辿る こ の 時代 に あ っ て は， こ の

「善意 」 （「コ リン ト人 へ の 第
一

の 手紙1 に よ く説か れ

て い る），『信用詐欺師』を例に引くま で も な く瀕死の

状態 に あえい で い て ，そ れを承知 の うえ で メ ル ヴ ィ ル

が ア イ ロ ニ カ ル に 揚言して い る こ とは，重 々 注意 しな

くて は なる まい が。

　 こ の よ うな メ ル ヴ ィ ル の 姿勢は，こ れ まで に もた び

た び見受けられた こ とで ある。た と え ば，ひ と っ は，

ホー
ソ
ーン 宛の手紙の な か に ， も うひ とっ は ， 先 に も

言及 した 「ホ
ー

ソ
ー

ン と そ の 苔」 の なか に 見出さ れ る 。

絶対者や真理とい っ た重大な問題 は ， 敬愛す る作家 ホ
ー

ソ
ー

ン を相手 に した と きに，メ ル ヴ ィ ル に よ っ て 腹蔵

な く語られ た こ と はつ と に知 られ て い る 。 地中海，
オ

リ ェ ン トへ と旅立っ 前に リヴ ァ プール 領事館に ホー
ソ
ー

ン を訪ない
， サ ウス ポー

トの 砂丘 で二 人が話を交わ し

た と き も，話題 は も っ ぱ ら 「人間 の 知」（human 　ken）

とそ れを超えて ある もの の 存在 に つ い て だ っ た。「無

に 帰す る覚悟は も う ほ とん どで き て い ます」 との言葉

を残 して
，

メ ル ヴ ィ ル が 東方 へ と足 を 向けた の は，こ

の 逢瀬直後の こ とで あ る （Hawthome ，163）。 そ れ は

ともか く，見過 ごす こ との で きぬ 傍証 と して，そ の 二

っ を見て お こ う。

　ピ ッ ッ フ ィ
ール ド近郊の 農場 ア ロ ウヘ ッ ドで 畑仕事

に 追 わ れ るそ の もう一方で ， 『白鯨』の 草稿を執筆し

て い た 当時，メ ル ヴ ィ ル は，無沙汰 を 詫 び な が ら近 く

の 町 レ ノ ッ クス に住む ホ
ー

ソ
ー

ン に 宛て て こ の よ うに

書 い て い る。 「しかし小生 の 訪問 に はもううん ざ り，

有難迷惑 だ とい わ れ る ま で は，貴兄を訪 な い っ づ け る

つ もりで い ます。小生 も人 の 子 な れ ば，キ リス ト教の

説 く善意 や誠実さ の ほ か に は ， ど の よ うな礼儀作法も

重 ん じた りは い た しませ ん の で 」（Melville，1993，190）。

こ こ で ，自分の 訪問が，邪魔 な こ とか もしれぬ と少 々

気兼ねす る素振 りを見 せ て い るの は，同 じ作家 と して

ホ ー
ソ
ーン が執筆に 当て る貴重 な時間をっ ぶ して しま

い はせ ぬ か とい う遠慮 も働 い て い るだ ろうが，会え ば

会 っ た で 「宇宙の 問題」 や 「神や悪魔や命」 と い っ た

大問題を
一
方的 に しゃ べ りまくり， 相手 を 辟易 さ せ て

し ま っ て い る の で は な い かとす る反省から出た もの の

よ うに 思われ る。 こ の よ うな憶測を裏 づ ける もの と し
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て ，『ピエ
ー

ル 』執筆 の こ ろ の こ と，招か れた ク リス

マ ス の 晩餐会 で メ ル ヴィ ル が 口 に す る 「不敬な言葉づ

か い 」 や 「宗教的見解」が，社交界 に お い て は疎 ま れ

る性質 の もの で あ る とされて い た こ とが ， 隣人 で 良き

理 解者で もあ っ た セ イ ラ ・モ ア ウ ッ ドの ある手紙 の な

か に 認 め られ て い る （Leyda，1951，1，441）。 もち ろ

ん，、こ う した こ と は メ ル ヴ ィ ル 自身，承知の うえ で の

こ とで，そ れが ， 先 の ホー
ソ
ーン宛 の 手紙に もある よ

う に ，「も う うん ざ り，有難 迷 惑 」 な こ と か も しれ な

い がとい う文言 に も表れ ， そ ん な漬神的な 自分で す ら，

実際的で 常識的な人生作法と して の 「キ リス ト教 の 説

く善意や 誠実 さ」 ぐらい は持ち合わ せ て い るっ もり で

あ る と，軽くふ ざ け た よ う な調子で 言い 訳 め い た言辞

を弄す る に い た っ たの で は ない か。こ の ア イ ロ ニ カ ル

で 屈折して は い る け れ ど も明 る く突き放した い い 方に

も，こ の 世 で キ リス ト教社会 に 身をお くメ ル ヴィ ル の

精神構造 の
一
端が，垣間見られ る よ うな気が す るの で

あ る。

　 こ の よ うな傾向は，国民文学の おかれた状況を憂え，

ヨ ー
ロ

ッ
パ の 作家を不当 に 誉 め そ やす こ とをせ ず に，

賞賛 に値す る 自国の 作家を真 っ 当に認 め るべ きだ と し

て ，「ホー
ソ
ー

ン と そ の 苔」 の な か で こ の よ うに 力説

して い る箇所 に も見 うけ られ る 。 「た とえ ば ， そ れ は ，

自由 で 束縛 の な い 民主 主 義的 な キ リス ト教精神 を すべ

て の 物事 に 吹き込む よ うな作家たちの こ とで あ る。 そ

の 精神は ， こ の 世 に お い て は，い ま や実際的 な先導役

を 果 た して もい れ ば，同時 に ま た 我 々 自身，我 々 ア メ

リ カ 人 に よ っ て 先導 さ れ て も い る も の な の だ 」

（Melville，1850，248）。
こ こ に お い て も， 実際的 に こ

の 世を導 く原理 と して ，建国以来，合州国が 藹歌 して

きた，自由で 民主主義的なキ リス ト教精神が拠 り所 に

され て い る こ と に留意さ れ た い
。

　 こ れ ら二 者 に 共通 して い るの は，現実生活の なかで

日々 の暮ら しを実践する人間と して，ま た作家／詩人

として ，当然 の こ となが らも っ て い る べ きはず の 常識

や善意，寛容，民主 主 義的で 自由な精神の こ とで あ る。

こ れは，根源的な絶対者 や宇宙の 問題，人間の 知 とそ

れ を超え て あ る もの の 存在 と は次元 を異 に す る，人 の

世 な れ ば こ そ 果 た さ れ な くて は な らぬ 実際的 な倫理道

徳の こ とを指 して い る だ ろ う。 根源者の 存在を疑う者

が，こ の よ うな こ とを い うとは，二 枚舌を弄す る信用

の お けぬ 人間 と映 じ る だ ろ うか 。
い や，そ うで はあ る

まい 。 こ れ を 大 い な る矛盾 と い っ て もい い けれ ども，

そ の 葛藤を 抱え 込 ん だ うえ で の メ ル ヴ ィ ル の 表現を押

さえ な い か ぎり，手紙で あれ，日記で あれ，エ
ッ セ イ

で あ れ，小説で あ れ，詩で あ れ，け っして 単一
で 平板

とはい えぬ メ ル ヴ ィ ル の もろもろ の 言説 の ト
ー

ン を捉

え そ こ な っ て しま うの で は な い か 。 む しろ ，

一
見 ， 矛

盾して い る と思わ れる こ う した 態度に こ そ
，

そ れ を糧

に して 芸術の 創造に 命を賭け た メ ル ヴ ィ ル の 表現者と

して の 誠実さが，如実 に表れて い る よ うに思え るの で

あ る。

6．こ の 世を生きる 「顔」

　 こ の よ うな姿勢は，も う
一
度 『戦闘詩篇と戦争の 相

貌』 に戻 っ て み れば，どの ような形をと っ て よ く表れ

て い る だ ろ うか 。 そ こ に も ま た，根源者の 有／無，

「人間の 終局 の 知」 と い う通奏低音 と と もに ，大義は

ど うあ れ，一方が 正義で ， 他方が悪で あ る と は単純に

割 り切れぬ 心境の もと，国 を憂 え，疲弊 し き っ た 国民

に 愛情の ま な ざしを注 ぐ詩人がい る よ うで あ る。 たと

え ば，勇敢 に 戦 っ て 斃れ た南部 の 敗軍 の 将 を詠 う 2篇

の 詩，「ス トーン ウ ォ
ール ・ジ ャ ク ソ ン

ー
チ ャ ン セ ラ

ー

ズ ヴ ィ ル で 致命傷を負う （1863年 5 月）」 や 「ス トー

ン ウォ
ール ・ジ ャ ク ソ ン

ー
や っ ぱ り ヴァ

ージニ ァ州人」

に も，そ れ は よ く見 て とれ る だ ろ う。 あ るい は また，

南北双方とも多 くの 犠牲者を出 した学生 た ちの 死 を悼

む 「惨殺 され た学徒た ち 」 に も，そ うした まな ざ しは

痛切 な ま で に 感 じられ る。

　死の 側に視点を お け ば，当然 の こ と とは い う もの の，

正義 も悪 もな い。主要部の 次 に おかれた 「銘刻 と追悼

の 詩」 の 部 に は，そ ん な 死 に む け られ た鎮魂の 小品が

ペ ージを繰 る ごとに，そ れ こ そ墓標 の よ うに 立ち連な っ

て い る 。 な か で も，「刻ま れ な か っ た記念碑一ウ ィ ル

ダネ ス の 戦場の ひ と っ に 立 っ て 」 に い た っ て は，文字

の何も刻ま れ て い な い石碑が沈黙の うちに語る とい う

体裁をと っ て い て ， そ の 前 に や っ て きて 立っ 読み手を，

語 り手 で あ る石板と 同 じ沈黙 に，ま わ りの 荒涼と した

土地 の 広がりと同 じ際限の ない 寂寥 に 引きずり込 ん で

ゆ く。 そ の 凄絶 さ に，こ の 詩を読む わ れ わ れ読者の 魂

も震 え あが らん ばか りで ある。メ ル ヴ ィ ル ら しい 独創

で あ る。

　 ハ ー
マ ン ・メ ル ヴ ィ ル の 心 の 奥底深 くに は，こ れま

で に見 て きた よ うに，根源者の 存在を疑 うニ ヒ リス テ ィ ッ

ク な 空虚 が ある 。 だ が，そ れ が あ るが た め に，死 に裏
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打ちされたこ の 世 の 生 は，逆 に全面的 に うべ なわれて

い る 。 沈黙した厳然た る死 に 向け られ る ま な ざ しは，

も ち ろん，そ れ と表裏
一

体 とな っ て い る生を見通 そ う

とす る意志 の 現わ れ で，ひ とっ ひ とっ の小さ な命の 具

体相を捉え て ，哀切 な までに鮮明な像を結ぶ 。そ れ と

同時に，も ち ろ ん，そ の ま な ざ しは，それ らを 統合 す

る もの と して ，主要部最後 に お か れ た 「ア メ リカ」 で

は ， 「看護人＝見者」 （
“
Awatcher

”
）を登場さ せ た詩

人の まな ざ しに も通底して い る の で あ る。こ の 小状況，

大状況を捉え る二 重 の 視線に こ そ，これ ま で 見過ご さ

れ て きた メ ル ヴ ィ ル の 詩人 と して の 資質が よ く表れて

い る の で はな い か。こ の こ とを意識 しっ っ ，そ れ が よ

く表現さ れ て い る と思われ る小品 「墓碑銘」を最後 に

掲げて ，こ の 論考を締め く く る こ と と した い
。 「ア メ

リカ」，「か っ て は奴隷」 な ど に して もそ うで あ る が，

こ の 「墓碑銘」 に お い て も，
メ ル ヴ ィ ル の 描 く女の

「顔」 は ， 遥 か底の 方か ら湧 き 出て くる泉 の 水面 の よ

うで，静か で 深 い 生命力を湛え て い る。詩を口 ず さ む

とい うこ とは ， こ の 命の水を掬い飲む とい うこ とだ 。

全 体 を引 い て そ の 心 を 汲もう。

An 　Epitaph．

WHEN 　Sunday　tidings 丘om 　the 廿ont

　Made　pale　the　priest　and 　people，

And 　heavily　the　blessing　wellt
，

　And 　bclls　were 　dumb　in　the　steeple；

The　Soldierls　wi40w （summering 　sweetly 　here，

　In　shade 　by　waving 　beeches　lent）

Felt　deep　at　heart　her　faith　content ，

　And　priest　and　peQPIe　bbrrowed　of 　her　cheer ．

　 も し， こ こ に 登場する寡婦 に ，「ア メ リカ 」 の 寡婦

同様， 子供が い た と して も，そ の子た ち の 「父」 は，

こ こ に も い な い 。 だ が
，

そ れで も，なん と優 しい ま な

ざ しが，女の 「顔」（cheer ）を捉え て い る こ と か。日

曜日，教会 の 外 。 祈 りは重苦 しく，鐘 は黙 したまま 。

前線か らの 悲報 に ， 牧師も人 々 も無力 こ の うえ な く，

健気か つ 気丈 に 振 る 舞 う兵士 の 未亡人 の 「信 念 」

（faith）に す が る よ う に して ，そ の 「顔」 か ら生気 を

拝借す る 。 こ こ に い う 「信念」 とは ，
ハ ム レ ッ トの 母

ガ ー
トル ードが い っ て い た よ うに，「こ の 世の 自然か

らあ の 世の 永遠 へ 」 の 旅立ちへ と寄 せ られ る信 で は な

ハ ー
マ ン ・メ ル ヴ ィ ル の ポ エ ジー　 　lg

く，どん な不幸 に あっ て も，どん な に 悲嘆に くれ て も，
“
Life　 must 　on ．

”
，こ の 世 の 生 はっ つ くの だ とす る，

虚無 と は裏腹の ，そ の 底 に諦念 の 境地を抱え こ ん だ 自

然の 生命力そ の もの が 自ずか らもっ 情動，勇気，意志

とい っ た よ うな もの で あろ う 。 そ れ が ， 夏の暑を避 け

て，盛 ん に 枝葉を 広 げ た ブ ナ の 木立 の も と，爽 や か な

風を孕 ん で，日 と葉陰が斑模様に ちらちら揺れ動 く女

の 「顔」 の 「面」 に 「表情」 と な っ て 顕れ出た の だ 。

こ れ もま た ，もう ひ とっ の 「ア メ リカ 」 の 見せ る相貌

で あ る。 死を 内在 さ せ た生 の 諧調が，見 え，聞 こ え て

くるよ うで はな い か。 生／死 ， 明／暗， 内／外， 男／

女，表層／深層，在／不在，有／無 （大文字／小文字）

の 対比が鮮やかな，フ ラ ン ドル 美術 の 風景画 に 印象派

の 絵を対置した よ うな，こ れ は，忘れ が た い 小さな ピー

ス で ある。心 の か よ うこ の 叙景 は，キ リス ト教社会 に

生を享け な が ら も，そ の根源者の存在を，終生，疑い

っ づ けね ばな
．
らぬ とい う大 きな矛盾を己が生命 と して

生 きな が らえ，そ の 矛盾 そ の もの か ら発す る沈黙 に耳

を傾け，そ こ か ら泉 の よ うに 湧 き出ず る言葉を彫琢 し

詩的表現 に ま で高め て い っ た ， 詩人 メ ル ヴ ィ ル が 達成

した ポ エ ジー
の 最好例の ひ と っ で あ る 。 今は，こ の エ

レ ジーに，
“
Man ’

s　 final　lore
”

と副題をっ けた い ほ ど

だ 。

注

1 ．メ ル ヴィ ル の 詩に つ い て は，Douglas　Rebillard　ed．　f71e

Poems　ef 　Herman　Melvilleに 拠り，必要 に応 じて，マ ッ シ ー

セ ン ，ウ ォ レ ン ，コ
ー

エ ン ら に よ る選 詩集等も参照 した。

また メ ル ヴ ィ ル の 他 の 作品に っ い て は，ノ
ー

ス ウ エ ス タン ・

　二 ＝一ベ リ
ー
版全集を参照の こ と 。

2 ．こ の 句 に 明 らか な メ ル ヴ ィ ル 特 有の ポ エ ジー，メ タ フ ィ

　ジ ッ ク ス は，早 くも 『マ
ー

デ ィ 」に おい て，ft…fmal，　last

thoughts　yeu 　mortals 　have　none 、
”

（370）や
“
The　last　wis −

dom 　is　dumb．
”

（620）な ど と して 登場人物の 口を借 りて 表

現 さ れて い る。 宇宙，内 な るス ト レ ン ジ ャ
ー，ア イデ ン テ ィ

テ ィ ，what 　I　am な ど，容易に同定で きぬ 諸問題の エ ス キー

ス が，作品中，さ な が ら夜空 に 瞬 く星々 の よ うに ，大洋 に

浮かぶ 群島の よ うに 鏤め られて い る。 これの 拠 っ て きた る

感 性 は，晩年 の 詩 集 「ジ ョ ン ・マ ー』の なか の ，沈黙 の 面

影の 海 を漂 う
“
an 　 absentee 　from　 existence

”
（266） に まで

揺曳 して ，メ ル ヴ ィ ル の
一

生涯 を貫い て い る。

3．メ ル ヴ ィ ル と 「顔」 と い う こ とで い え ば ， 「メ ル ヴ ィ ル

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Kobe City College of Nursing

NII-Electronic Library Service

Kobe 　City 　College 　of 　Nursing

20　 神戸市 看護大学紀 要　Vo1．10，2006

　と 『顔』
− Mardi

’
か らPierreまで 」（桂田19S7，175−84）や

『仮面を ぶ ち 破れ
一ハ ー

マ ン ・メ ル ヴ ィ ル と創作 シ
ー

ン 』

　（Renker，1996） な どの 研究 が あ る。両者 とも，書 き手 の

魂 に内在す る 「あ る な に か 御 しが た い もの 」，名状 しが た

　い 「なに か底に 潜ん で あ る もの 」を い かに 表現す るか とい

　うこ とと 「顔」 を結びっ けて 論 じて い る点で 裨益す る こ と

大で あ る。

4 ．＝ ユー
ヨ
ー

ク の メ トロ ポ リ タ ン 美術館で サ ン フ ォ
ー

ド・

　ギ フ ォ
ードの 特別展 が開催 され，筆者は2004年 1 月，たま

　た ま それを見 る機会を得た 。
カ タロ グの 編者の ひ と りケ ヴィ

　ン 。ア ヴ ェ リ
ー

の 指摘に よ れ ば，こ の 詩の 基に な っ た絵は，

　これまで 定説の 感 があ りコ
ー

エ ン の 詳細な注 に もそ の モ ノ

　ク ロ 写真が
’
喝載さ れ て い た 『ジ ョ

ージ湖の ほ と りの 迫 り来

　る嵐』 （Cat．30） で は な く，そ れ とは 別 の 「迫 り来 る 嵐」

　（Cat．29） に ま ち が い な か ろ う と い う こ とで あ る （Avery，

2003，148−156）。後者 の 絵 に は，図像 学 的 に い っ て ，「出

　エ ジプ ト記」 が 下絵 と して あ り，こ の 先で 論 じる
“
IAM

THAT 　I　AM
”

の 不在 が見 え隠 れ して い ると筆 者 は見 た。

　ちな み に，こ の 詩 の 直前に お かれ た詩 「殉 教者」 っ い て い

え ば，メ ル ヴ ィ ル が 所持して い た詩集の 初版本 （ハーヴ ァ
ー一

　ド大学ホ ー
トン 図書館所蔵）に は，タイ トル の 活字の うえ

に，Tlre−Martyrの よ うに 線 が 引か れ て あ る。こ れ も，「不

在」 と関連 する もの と捉えたい 。

5 ，この 「見か け」と 「存在」の議論につ い て は，「「オ セ ロ ー」

　＝双面神 ヤ ーヌ ス の 祭儀一 ‘
Iam 　not 　what 　I　am

’
をめ ぐ っ

て 」 （野島，1981，455−85）に よ る とこ ろが 大 きい 。 氏は イ

　ア ーゴ ー（メ ル ヴ ィ ル も挙 げて い た一人 ） の こ の 科 白を

　
“
IAMTHATIAM

”
の 反措定だ と して い る 。 氏に よ る

ハム レ ッ ト論 で，そ う した指 摘が なされて い るか もしれな

　い が，未見の ま ま で あ る。ま た，
‘‘
IAMTHATIAM

”

を メ ル ヴ ィ ル の 小説 の 要 諦 と し て 突 い た 論考 と して ，「ピ

　ス ガの視点
一

メ ル ヴ ィ ル 試論」 （桂田，1984，47−61）が あ

　る D6

．この と き の東方旅行の 日記 に は m 「キ リス ト教の終局」，

「近代の 旅 の おお い な る呪 い 一懐 疑」 な どとい っ た ム ー
ド

が 支配的で，そ れ は の ち に，『ク ラ レ ル 』 の 創作モ チ
ー

フ

　とな る。
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                             Poesy of  Herman  Melville:                                                                   Man's final lore

                                                  Shogo  Yamada

                                            Kobe City College of  Nursing

                                                       Abstract

   
''Man's

 final lore,'' the last line of  
''A

 Coming Storm'' in Battle-Pieces and  Aspects of the Pkir is ene  of  the most  impertant

phrases from which  Herrnan Melville's poesy springs  up.  [[his essay  discusses the line from the  multi-peinted  views:  Shakespeare's

Hdmiet, the  Bible, and  Melville's other  texts (prose and  peem),  etc.

  Some critics such  as Matthiessen and  Warren interpret this line as these: 
"ene

 and  the same  thing [good and  evil], double-faced

life'' and  
''good

 and  evil  are  inextricably and  tragically mixed.`'  Although Battie-Pieces has, of  course,  the problem  of  
"good

 and  evil"'

dimension, the above  interpretations hardly seem  to be enough.

  My  discussion in this essay  focuses on  several  lines in Hbmlet: ''Seems
 madaml  Nay, it is; I know net  seems."  (Lii,76), 

"Words,

words,  words.'' (II.ii.192), 
''To

 be, or not  to be, that is the question.'" (ILi.56), and  
""thc

 rest is silence," (V.ii,363), These relations

of  
"'seemtbe,'"

 
"wordfsilence,"

 and  
''to

 belnot to be" should  be ascribed  to the absence  of  the One whose  name  is ''I

 AM  THAT  I AM"

(Exedus, 3,14). As Hamlet deplores 
''The

 time is out  of  joint" (I.v.196), the inheritance of  the lore, not  knowledge, in the Western

hemisphere was  toppled  down in the rnodern  scientific age.  It is from this cosrnological  schism  that 
''Man`s

 final lore'' resulted.  Hamlet

the schizophrenic  played the role  of  one  of  
"'we

 fools ef  nature"  (I.iv,S4) and  
"antedate[d]"

 this problem in the early  stage  of  the

seventeenth  century  and  Melville detected it a few centuries  later in the age  of  American Renaissance,

  This interpretation ofmine  rnight  be confirmed  by another  poern 
"The

 Martyr" put just before "A

 Cerning Sterm," This poem  depicts

the  passion and  critical  rneod  of  the nation  triggered  by "'the
 patricides," the  assassination  of  President Lincoln, whose  nickname  was

''Father
 Abraham,'' The  poet discerns 

"The
 father i" his face'' when  he lies in his bleed. It is certain  that the allusian  to the face ot

'il
 AM  THAT  I AM"  is here, too.

  The keynote of  the misgiying  and  fear sounds  throughout Battle-Pieces. Underneath the note  sounds  the silence  of  the  undeniable

death, Indeed, religiously  speaking,  Melville is nihilistic  in the deep of  his heart, but he, as 
"a

 watcher,'"  has the generous heart and

tender regard  to people and  arnrms  both death and  life or, I would  rather say, the double-faced image of  the death-in-life in this

world  inextricably fused and  mixed.  
"An

 Epitaph'' is one  ef  the best examples.  The soldier's widow  has the ''cheer''

 and  
"faith''

 of

her own  which  seem  to say, 
"Yes,

 life must  on.'' Although a  small  piece, this is one  of  the unforgettable  achievements  of  Melville

the poet,
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