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ゲ ー テ(JohannWolfgangvonGoethe,
..

1749-1832)が 世 界 文 学(Weltliteratur)と

い う現 代 で は一 般 に使 わ れ て い る言 葉 を創 造

した の は182ブ年 で あ る.78才 の 時 で あ っ た.

この言 葉 が ゲ ー テか ら出 て くる に は 時代 思 潮

との か か わ りが大 き い.ゲ ー テ 以前 の17世 紀

は政 治 的 に は王 侯 貴 族 た ちが 権 力 の 拡 大 を常

に志 向 し絶 対 王 政 に よ っ て民 衆 の個 人 的 な 自

由 を束 縛 し抑 圧 して き た時 代 で あ っ た.当 然

こ こで は文 芸 活 動 の 自由 は なか っ た.諸 侯 の

宮 廷 が 支 配 す る と ころ で あ っ た.し か し これ

らの 障壁 もル ネ ッサ ンス運 動 の 高 揚 と 自然科

学 の 発 達 が 大 きな影 響 を及 ぼ して個 人 が 尊 重

さ れ る よ う に次 第 に変 わ っ て き た.啓 蒙 主 義

時 代 の終 りに よ って 新 し く人 間精 神 及 び理 性

の 自立 と い う こ とが起 きて くる.

新 しい思 想 の変 革 も文学 の世 界 に波 及 して

き た.国 民 文 学(Nationalliteratur)は この

よ うな 時代 的背 景 を経 て,一 つ の 国 に と ど ま

らな い で他 の 国 ぐに に出 て ゆ く.そ れ に は産

業 革命 を基 軸 に した交 通 機 関 と外 国 との貿 易

の 発 展 が あ げ られ る.ゲ ー テ はエ ッ カー マ ン

(JohannPeterEckermann,1792-1854)に 話

して い る.「 国 民 文 学 と い う の は,今 日 で は

あ ま り意 味 が な い,世 界 文 学 の 時 代 が は じ

ま っ て い る の だ.だ か ら,み ん な が この 時代

を促 進 させ る よ う努 力 しな けれ ばだ め さ.し

か し,こ の よ うに外 国文 学 を尊 重 す る 際 に も,

特 殊 な もの に執 着 して,そ れ を模 範 的 な もの

と思 い こん だ り して は い け な いの だ.」(1827

年1月31日 水 曜 日)(1)

「文 学 と は成 熟 した 自然 」 と ゲ ー テ が言 う よ

う に国 民 文学 は徐kに 空 間 的 に広 が っ て ゆ く

の で あ る.国 民文 学 が世 界 の文 学 へ 脱 皮 す る

に は物 理 的 条 件 の他 に ゲ ー テ が う け た 内面 へ

の影 響 も見 の が せ な い.少 年 時 代 の貴 重 な体

験 が あ っ た.1756年8月28日 に7才 の ゲ ー テ

の心 を揺 るが した 戦 争 が勃 発 した.こ の後 の

7年 間 は少 年 の 心 と生 活 に極 度 の 緊張 を与 え

た.宣 戦 の布 告 もな し にプ ロ イ セ ン王 フ リー

ドリ ヒH世(FriedrichderZweite,Konigvon

Preuβen,1712-1786),の ち の 大 王(der

Groβe)が ザ クセ ン に侵 入 した の で あ る.そ

の後 大王 は 自 ら起 草 した宣 言 を 出 して この正

当性 を明 らか にす るの で あ った.人 び とは単

な る傍 観 者 で い る わ け に は ゆか な く な り,良

識 あ る審 判 者 に な る こ と を迫 られ た.そ して

二 派 に分 れ て争 う こ と に な る.こ う い う世 間

・ ・



の 流 れ が ゲ ー テ の家 庭 内 に も波 及 して世 の 中

全体 の軋 轢 の縮 図が 持 ち込 まれ た.祖 父 は フ

ラ ンク フル ト市 の 陪審 官(Schoff)と して何

人 か の婿 や娘 達 と オ ース トリア側 に 味方 した.

一 方
,ゲ ー テ の 父 は カ ー ル7世(Karlder

Siebente,1697-1745)か ら 宮 中 顧 問 官

(KaiserlicherRat)に 任 命 され た こと も あ っ

て残 りの家 族 と と も に プ ロ イセ ン側 に 味方 す

ると い う始 末 で あ っ た.

家 の 中 に波 乱 と い さか い が起 り,互 い に い

が み 合 い,口 を きか な くな っ た りと い う状 態

が続 き子 供 の ゲー テの心 をひ ど く圧迫 した.(2)

他 に も小 さな心 を しめ つ けた こ とが生 じた.

こ の7年 戦 争(SiebenjahrigerKrieg)の 始

ま る 前 年 に リス ボ ン の 大 地 震(dasErdbe-

benvonLissabon)が あ っ た.人 心 の 荒 廃

を もた ら した戦 争 と天 変 地 異,そ れ に こ う し

た身 近 な葛 藤 を の りこ え るた め に は文 学 に よ

る人 び との心 の宥 和 を作 り出 す こ とが最 も大

切 で あ る こと を ゲ ー テ は幼 く して 感 じて きた

ので あ る.

(2)

人間の心の充足は経済的な交換をするだけ

では達せ られるものではない.Ideeと 知性の

相互の交換が必然的に生じてくる.争 いの渦

中にある人々にはIdeeに よる心の宥和が役に

たとう.ゲ ーテは考える.他 国の人々や自国

民の贈 り物である文学はそれには最適である.

人々は未来に目をむけながらも,現 代と同じ

ように争いとか社会の変化に心の底でかきた

てられるものがあった.ナ ポレオンがあとに

残 したヨーロッパ社会の混乱と人々への打撃

は少なか らぬものがある.当 時,ヨ ーロッパ

の多数の国民の間にナポレオン戦争後の復興

に精神的な結びつきと宥和への願望が起 り,

その具体化が徐々に始まる気運が出てきた.

ゲーテが文学を媒体 として,自 己の目的を

達成する道程 を辿 るには19世 紀 の20年 代 の

ゲーテの世界文学観もしくはldeeを追ってゆ

く こ とが必 要 で あ る.こ の 時期 の ゲ ー テの 書

簡,作 品 や 対話 に このldeeが 出 て くる.ゲ ー

テ は このldeeを 中心 に据 えて 文学 活動 を して

い た.ナ ポ レオ ン戦 争 に揺 す ぶ られ た 後,よ

うや く心 に静 け さを取 り戻 した 人 々 は外 国 に
む 　

は 自分 の 国 が持 た な い特 性 が あ る こ と を知 る

の で あ る.他 の 国 を知 る と 自国 に閉 じこ も る

こ と は出 来 な くな る.交 通 上 の 年 ご と に増 大

す る速 度 とそ の便 利 さが 作 用 して 内 面 上 の 世

界 的交 通 つ ま り普 遍 的 な世 界 文学 が生 れ て く

る こ と は必 定 で あ ろ う.こ れ ま で の ヨー ロ ッ

パ の文 芸 界 は イギ リス と フ ラ ンス の独 壇 場 で

あ っ た.厂 過 去 半 世 紀 の わ が 国 の 文 学 を ふ り

返 って み る と,外 国文 学 に何 一 つ と して 貢 献

して い な い こ と に 気 が つ く.」 とゲ ー テ が 述

べ る ま で も な か っ た.(3)ド イ ツ 国民 に よ う

や く西 洋 に とど ま らず 世 界 の文 学 へ の 参 加 と

い う名誉 あ る役 割 が め ぐ って き た と言 え よ う.

これ ま で ドイツ の文 学 を一 顧 だ に しな か った

他 の 国 の 人 々 は ドイツ に注 目す る よ う にな る.

理解 と誤解 と毀 誉 が入 りま じりな が ら ドイツ

の文 学 は受容 と排 斥 の後 で ヨー ロ ッパ 世 界 に

浸透 して ゆ くの で あ っ た.ゲ ー テ は 自 国民 に

ヨー ロ ッパ の他 国 の人 々 の 文芸 上 の 出来 事 を

報告 し,そ の人 達 が ドイ ツ人 の精 神 生 活 を 吸

収 し よ う と して い る こ と を特 徴 的 に描 くの で

あ った.

ゲ ー テ は バ イ ロ ン(GeorgeGordonNoel

Byron,1788-1824)や マ ンゾ ー二(Alessandro

Manzoni,1785-1873)の よ うな 当 時 ヨー ロ ッ

パ で名 声 の あ る詩 人 が 自分 か ら影 響 を受 け て

い る こ と を誇 りに して い る.さ らに フ ラ ンス

の ロマ ン主 義 者 達 は彼 らの精 神 的 な 支柱 と し

て 自分 をみ な して い る こ と を付 け加 え る の で
..

あった.世 界文学という言葉は,広 がり,開

放性 とか爆発的というような二重性を持つ.

この言葉には人が閉じ込められた空間から無

限の大気と光の中へ出てゆくような感 じがあ

る.し かしまたこれには不透明で曖昧性が漂
0

う こと も否 定 で き な い.ゲ ー テ の め ざ した世

・・



　 　 む

界文学とは何であろうか.国 民的文学の特色

を出さないで,しかも国際的な普遍性を持ち,

その特徴とする所は少なく,世 界主義的要素
　 む

を持 っ た もの で はな か ろ う か.ゲ ー テ は世界
　 くラ

文学という言葉 を反復することに倦まない

かった.

(3)

ゲーテは世界に自国の文学を広めるために

深遠な卓越さと愛情を持って行動 したから心

ない合意は出来なかった.世 界文学は国民文

学の持っている特殊性から普遍性を引き出し

てその落差をうめることに意義がある.そ の

落差を均すために詩人や作家達は自国の人々

に対するだけでなく自分自身の方法や言葉で

他国の人々へも働 きかける.『箴言と省察』
0000

の中でゲーテは特殊と普遍の関係を述べてい

る.

WasistdasAllgemeine?普 遍 と は何 か.

DereinzelneFal1.個 々 の 事 例.

WasistdasBesondere?特 殊 と は何 か.

MillionenFalle.(4)数 百 万 の 事 例.

さ らに こ うも規 定 して い る.

DasBesondereunterliegtewigdem

Allgemeinen;

dasAllgemeinehatewigBichdemBeson-

derenZUfUgen.(5)

特 殊 は 永 遠 に 普 遍 の 下 に あ る.

普 遍 は 永 遠 に 特 殊 に 従 わ ね ば な ら な い.

主 義 と 充 足 を 好 ん だ ゲ ー テ は 根 源 現 象

(Urphanomen)す な わ ち 大 多 数 の 人 々 に 固

守 さ れ る原 形(Urform)は 自然 界 で は 多 く

の 変 態(Metamorphose)の 根 幹 に な っ て い

る こ と を 見 て い た.人 間 に お い て も 同 じで

あ っ た.個 人 は人 間 と い う一 つ の 根 源現 象 の

変 態 した もの に す ぎ な い.だ か ら終 局 的 に見

れ ば,こ の 国 の 人達 も人 類 と い う一 つ の原 形

が変 形 した もの な の で あ っ た.ゲ ー テ の世 界

文 学 の理 念 は時 間 や空 間 の 障壁 を の り超 え た

永 遠 の人 間 の 持 つ 気 高 い原 形 を信 じ る こと で

理 解 さ れ よ うか.ゲ ー テ は 言 う.「 あ らゆ る

国民 の うち で最 上 の 詩 人 と作 家 の 努 力 はす で

に遠 い昔 か ら普 遍 的 に人 間 的 な もの に向 け ら

れ て い る.」 個 と い う特 殊 な も の の 中 に 国民

性 や個 性 に よっ て普 遍 的 な もの が 見 い出 せ る

で あ ろ う.実 践 的 な生 活 上 に も,同 じよ うな

もの が存 在 す る.地 上 の生 硬 な もの,粗 野 な

も の,激 しい もの,我 欲 の強 い も の,空 虚 な

も の が交 錯 し混入 した結 果,柔 和 さ が生 じて

拡 大 す るの が 自然 の理 で あ る.

一 つ の世 界 文 学 が生 れ る た め に は批 評 家 と

作 家 も詩 人 と手 を組 ま な けれ ば な らな い だ ろ

う.「詩 と い う もの は,人 類 の 共 有 財 産 で あ り,

そ して詩 は ど ん な国 で も,い つ の 時 代 に も幾

百 と な い 人 間 の 中 に生 み だ さ れ る もの だ.」

とゲ ー テ は エ ッカ ーマ ン に語 って い る.(1827

年1月31日 水 曜 日)(6)詩 人 と人 々 の 間 を結

ぶ の は批 評 家達 に他 な らな い.彼 等 は批 評 活

動 を通 して 詩 の精 神 と人 々 の間 に共 通 の 雰 囲

気 を醸 し出 す.人 々 は詩 人 か ら他 国 の人 達 の

作 品 を読 む こ と を教 え られ よ う.他 国 の人 々

の特 性 を知 ら され 評価 す る こ と も教 え られ る

で あ ろ う.相 互 に示 され た 関心 は高 ま り,新

鮮 な も の に な る.

ゲ ー テ は こ れ を定 期 的 な 刊行 物(月 刊 誌)

の 最 も特 殊 な使 命 で あ る と見 做 して い る.

ヨー ロ ッパ に有 力 な 月 刊 誌 が 誕 生 した の も

ゲ ー テ の世 界 文 学 理 念 の 時 期 と軌 を 一 に す る.

フ ラ ン ス に はleGloveとdieRevue

Europ'eenneが 起 り,イ ギ リ ス で はthe

EdinburghReviewとtheForeignReviewが,

さ らに イ タ リアで はdasEchoが 生 れ て い る.

これ らの グル ー プ は世 界 文 学 の 構 築 に大 きな

一 石 を投 じた こ とは言 う ま で も な い.知 識 者

達 は人 々の 中 に進 ん で入 っ て文 学 の 仲 介 者 に

な っ た.カ ー ラ イ ル(ThomasCarlyle,

一100一



1795-1881)は イ ギ リ ス 人 に ,ヴ ィ ク トル ・ク

ザ ン(VictorCousin,1792-1867)は フ ラ ン ス

人 に ドイ ツ文 学 を 啓 蒙 した し,ド イ ツ の ハ イ

ネ(且einrichHeine,1797-1856)と ベ ル ネ

(LudwigBorne,1786-1837)は フ ラ ン ス 精

神 に 色 濃 く投 影 す る の で あ る.

(4)

詩 人 や 作 家 達 は個 人 的 に旅 行 を し,会 話 を

して 互 い に知 り合 い,心 の 充足 を はか る.ヴ ァ

イマ ル は 当 時,実 際 に ヨー ロ ッパ 精 神 の 集 合

地 の 観 が あ っ た.・ス ター ル夫 人(Madamede

Stael,1766-.1817),バ ン ジ ャ マ ン ・コ ンス

タ ン(BenjaminConstant,1767-1830) ,ヴ ィ

ク トル ・クザ ンや デ ンマ ー クの エ ー レン シュ

レー ガ ー(AdamGottlobOehlen-schlager
,

1779-1850),ロ シ ア の 詩 人 の ジ ュ ー コ フ ス

キ ー(VasilijAndreevichZhukovskij ,

1783-1852),ポ ー ラ ン ドの 最 大 の詩 人 ミ ッキ

ェ ヴ ィチ(AdamMinkiewicz,1798-1855)等

が ゲ ー テ を訪 問 した.イ ギ リスか らバ イ ロ ン

も来 て い る.し か し彼 等 は個 人 的 に一 度 に集

ま る こ と は不 可 能 だ った か ら,書 簡 に よ る往

来 で 文 学 上 の 一体 感 を確 認 した意 義 は大 きい.

ゲ ー テ は ス コ ッ ト(WalterScott ,

1771-1832),バ イロ ン,マ ン ゾー 二 や世 界 中

か ら手 紙 を受 け取 っ た時,崇 高 な孤 独 の う ち

に も喜 び と爽 や か さ を感 じるの で あ っ た.ま

た 同時 に ゲ ー テ は この 精 神 の領 域 内 で孤 独 で

は な く,一 つ の 精 神 上統 一 され た ヨ ー ロ ッパ

が あ る こ と を想 うの で あ る.ゲ ー テ との 手紙

の交 換 が 世 界 文 学 の 存 立 に つ な が り
,広 が り

を見 せ る.ゲ ー テ が トー マ ス ・カー ラ イル に

宛 て た手 紙 が あ る.ヴ ァイ マル,1827年7月

20日.

あらゆる国民のなかの最上の詩人や文学者
.. む 　....

の努力が,久 しい以前から普遍的人間的なも
0

のにむけられているのは自明のことです.歴

史的,神 話的,寓 話的,あ るいは多少とも恣

意的に考案 されたものなど,そ の種類を問わ
....

ず,お よ そ ど ん な特 殊 な もの の なか に も
,国
..

民 性,個 性 の ちが い をつ らぬ い て,か の普 遍
　 　 む

な もの が ま す ます輝 き 出 る の を認 め る こ とが

で き ま しょ う.(7)(o印 筆者)

精 神 生 活 上,美 し くか つ楽 しい習 慣 に属 す

る もの が 犠 牲 にな って作 品 が生 れ る.バ イ ロ

ン,マ ン ゾ ー 二,テ オ フ ィ ル ・ ゴー チ ェ

(TheophileGautier,・1811-1872)は ゲ ー

テ にす ぐれ た 自分 達 の作 品 を献 じて い る.バ

ルザ ック(Honor6deBalzac,1799-1850)

は 『人 間 喜 劇 』(DiemenschlicheKomodie)

にゲ ーテ 宛 て の手 紙 を先 に載 せ た ほ ど で あ る.

人 と人 の 交 流 に よ る世 界文 学 へ の橋 渡 しも重

要 で あ ろ うが,も っ と直接 的 に効 果 の あ る仲

介 の 手 段 が あ った.世 界文 学 の広 が りに不 可

欠 なの は翻 訳 活 動 で あ ろ う.翻 訳 活 動 の普 遍

的 重 要 性 が 『箴 言 と省 察』 の 中 で語 られ て い

る.

外国語を翻訳するにあたっては,翻 訳不

能のぎりぎりの限界にまで肉迫 しなけれ

ばいけない.この境地に達 してはじめて,

他国民や他国語というものが目に見えて

くるのだ.(8)

ゲーテは又,別 の時にこう述べる.「いず

れの翻訳者も普遍的に精神上の出来事の仲介

者として努力 し,そ の交換を後押 しする仕事

をしていると考え られる.」 というのも人が

どんなに翻訳の不十分さについて語ろうとも,

技術革新が進み,高 度に発達した交通事情の

もとであっても,人 類にとって価値のある仕

事である翻訳作業は残 り続 けるからである.

コーラン(Koran)に はこうある.厂神はい

ずれの国民にもその国民の言葉で一人の予言

者 を与えた.」 だか らいずれの翻訳者もその

国民の中では一人の予言者である.こ れが世
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界文学の底流につながっている.

(5)

ゲーテの世界文学推進の目的意識を考える

ことも必要であろう.世 界文学は国民相互の

理解のもとに,憎 悪と偏狭か ら人々を解放し

て普遍的な寛容さをいだかせなければならな

い.他 国の人々に自国の作品を反映させ,関

心と理解の深まりによって相互の国民に新鮮

な感覚を与え,生 産的活動を鼓舞させるもの

である.ゲ ーテも言うようにいずれの国の文

学もそれが他国の人々の心に訴えるものを持

ち,新 鮮さを与えるものでなければ,自 ら最

後には惰気をさそうものとなってしまうであ

ろう.

ゲーテは折からヨーロッパに台頭してきた

ロマン主義という鏡に自分の姿を映 してみる.

ロマ ン主義者達に影響を及ぼし,彼 等か ら批

評されていることをゲーテは意識 していた.

変わることもなくギリシア世界への傾倒から,

ゲーテは世間からは時にはロマン主義者 と思

われることもあった.ゲ ーテの思想 がヨー

ロッパ各国のロマン主義思潮を煽動 していた

ことも確かであったが.ゲ ーテはかって言っ

た.

DasKlassischenenneichdasGe-

sunde,皿ddasRomantischedasKranke.(9)

ク ラ シ ッ ク な も の は 健 康 な も の で,ロ マ

ン テ ィ ッ ク な も の は 病 的 な も の で す.

世 界 文 学 の 理念 か らす れ ば,こ の 言葉 は す

で に過 去 の もの で あろ う.今 の ゲー テ はロ マ

ン主 義 か ら文 学 上 の滋 養 分 を積 極 的 に摂 取 す

る の で あ っ た.ゲ ー テの ロマ ン主 義 的 要 素 の

濃 い作 品 を あ げ て み よ う.1808年 の 祝祭 劇 『パ

ン ドー ラ』(Pandora)が あ る.断 片 的 な も

の で あ った が 既 に ロ マ ン主 義 的 色彩 が 出 て い

る.1814年 の 『西 東 詩 集 』(Westostlicher

Divan)で は 東 洋 的 な生 気 と精 彩 に満 ち た 内

容 に民 謡 が 加 え られ た形 式 は古 典 主 義 を尊 重

した 時 と は趣 きが 異 な る.ま た 『フ ァウス ト』

第 二 部 に ロマ ン主 義 者 の 二重 写 しを登 場 させ

た こ とか ら もゲ ー テの ロマ ン主 義 へ の傾 斜 の

ほ ど が わか ろ うか.ゲ ー テ はバ イ ロ ン と カー

ラ イル(ThomasCarlyle,1795-1881)か ら も

刺激 され,新 た な文 学 活 動 へ 駆 りた て られ る.

ゲ ー テ の生 産 意 欲 の若 返 り と前 進 は こ うい う

所 に もあ っ た.

(6)

ゲ ー テ が影 響 を少 な か らず受 け た イ ギ リス

文学 にふ れ な いわ け に はい か な い.エ ッカ ー

マ ン に ゲ ー テ は話 して い る.「 わ れ われ 自 身

の文 学 と い うの も,大 部 分 は イギ リス 文学 が

源 流 に な って い る の だ.わ れ わ れ の 小 説 も悲

劇 も,ゴ ール ドス ミス や フ ィー ル デ ィン グや

シェ ー ク ス ピ ア をの ぞ い て い っ た い ど こ に源

流 が あ る の か?今 日で も ドイ ツ の ど こに,バ

イ ロ ン卿 や ム ー ア や ウ ォル ター ・ス コ ッ トと

肩 を並 べ られ る よ う な大 作 家 を,三 人 も見 つ

け出 す こ と が で き る だ ろ うか?」(10)(1824年

12月3日 金 曜 日)

ゲ ーテ は真 理 を愛 す る魂 とそ れ を究 明 す る

魂 の必 要性 を常 に念 頭 にお いて い た.イ ギ リ

ス文 学 受 容 の根 底 に も これ が 脈 打 って い る.

カ ー ラ イル は ドイツ観 念 論 と ゲ ー テの 古典

主 義 を学 び,『 ヴ ィル ヘ ル ム ・マ イ ス タ ー』

(WilhelmMeistersLehrjahre)を1824年 に

英 訳 し発表 した.他 に業績 は ドイ ツ人 が これ

ま で 出来 なか っ た ほ ど す ぐ れ た 『シ ラー伝 』

(LebenSchillers)を1825年 に出 版 し た こ

とで あ る.ゲ ーテ は この 『シ ラ ー伝 』に シ ラー

の非 凡 な特 質 が 適切 に表 わ さ れ て い る こ と を

見 た の で あ る.1827年7月20日 付 けの カ ー ラ

イル 宛 の ゲ ー テの 手 紙 が あ る.

あ らゆ る国民 の文 学 の なか で,こ れ を示

唆 し,こ れ に む か っ て働 い て い る もの こ
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そ は,他 国民 が これ を わが もの と しな け

れ ば な りま せ ん.そ れ ぞ れ の 国民 の特 性

を認 め,ま さ に それ に よ って その 国 民 と

交 際 が で き る よ う にな る た め に,わ れ わ

れ は その 特 性 を知 らな け れ ばな りませ ん .

と言 うの も,一 国民 の特 性 は,そ の 国 語

や 貨 幣 の種 類 と同様 で,交 流 を容 易 に す

る,い や そ れ ど ころか,こ れ に よ っ て は

じめ て交 流 が 完 全 に可 能 に な るの で す.(11)

ゲ ー テ は他 国 の 文 学 もそ の指 向 す る と こ ろ

は,根 本 で は 自国 の もの と一 致 す る こ と を認

識 した上 で 書 い た手 紙 で あ る.こ れ か ら5日

後 の7月25日 水 曜 日 に ゲー テ は エ ッカ ー マ ン

に 話 して い る.厂 カ ー ラ イル は,わ れ わ れ ド

イ ツ の作 家 を批 評 す る ばあ い に,と くに精 神

的,道 徳 的 核 心 を重 視 して,そ れ を実 際 に有

効 な もの と見做 して い る.そ の 点 が,彼 の 驚

嘆 に価 す る と ころ だ.カ ー ラ イル は,道 徳 的

な 力 の持 主 で,そ こ に大 きな意 味 が あ る.彼

に は,多 くの未 来 が あ る.彼 が な に を成 し遂

げ,ど ん な影 響 を残 す か は,ま っ た く予 断 を

許 さ な い.」(12)(1827年7月25日 水 曜 日)ゲ ー

テは す で に カ ー ラ イ ル の将来 性 を見 抜 い て い

る の で あ っ た.

(7)

イ ギ リス文 学 か ら も う一 人,バ イ ロ ン を挙

げな くて はな らな い.ゲ ー テが エ ッカ ー マ ン

に話 した こ と を引 用 して み る.「 私 が独 創 性

と よ ん で い る もの に関 す る か ぎ り世 界 中 の だ

れ と比 べ て も,彼(バ イロ ン)に 及 ぶ 者 は一

人 も い ま い.彼 の ドラマ テ ィ ックな葛 藤 を と

きあ か して い く方法 は,い つ も人 の意 表 をっ

き,い つ も人 の考 え及 ば ない よ うな巧 妙 さを

み せ る.」(13)(1825年2月24日 木 曜 日)こ の

よ う にゲ ー テ はバ イ ロ ンの才 能 を賛 嘆 す るが

否 定 的 な 考 え も付 け加 え る の で あ っ た.「 伝

統 的 な もの や愛 国 的 な もの との 袂 別 した こと

が,彼 の よ うな す ぐれ た人 物 を破 滅 に導 い た

ばか りで な く,革 命 的 な精 神 や そ れ と結 びっ

い た心 情 の た え ま な い動 揺 も また
,そ の 才 能

にふ さわ しい発 展 を阻 ん だ.ま た,不 断 の反

対 と 否定 が,わ れ わ れ の見 て い る よ うに,す

ぐれ た作 品 ま で も台 な しに して し ま っ て い

る.」

イ ギ リス 国 内 で誤 解 と迫 害 を受 け本 国 は も

と よ りヨー ロ ッパ か ら追 放 され た よ うな バ イ

ロ ン を擁 護 す る ゲ ー テの 心 情 に は
,た だ世 界

文学 の拡 張 と い う共 通 の 目標 が あ っ た こと ば

か りで は な くゲ ー テ の 人 間性 に潜 む 純 粋 な も

のが 作 用 して いた.ゲ ー テ はバ イ ロ ン を人 間

と して,イ ギ リス人 と して,さ らに 偉 大 な 才

能 の 人 と して,と らえ て い た.バ イ ロ ンへ の

ゲ ー テの最 大 の敬 意 は 『フ ァ'ウス ト』(Faust)

第二 部 第 三 幕 の 「オ イ フ ォー リオ ン(Eupho-

rion)」 にバ イ ロ ン を投 影 させ た こ と で あ ろ

う.ギ リシア が トル コか ら圧 迫 を受 け,独 立

運 動(1821年)を 起 こす と義 勇 兵 と して参 加

し,ミ ソロ ンギ で死 ん だバ イロ ンを ゲ ー テ は

衷心 か ら悼 ん だ.『 合 唱 』 に託 して歌 わ せ た .

貴 い素 姓 と大 き な能 力 を恵 まれ て

世 の 幸 を う ける よ う に生 まれ つ か れ た の に,

惜 しく も早 くわれ と わが 身 を見 失 い,

青 春 の花 を散 ら して しまわ れ ま した.

世 の 中 を観 る鋭 い眼 をそ な え,

心 の衝 動 に対 す る同情 を も ち,

す ぐれ た婦 人 に対 して は情 熱 をい だ き,

ま た類 の な い歌 を作 られ ま した の に .

(V.9915-9922)(74)

(s)

ゲーテはイタリアでの古典主義とロマン主

義の論争の調停役をはたしたことがある.こ

れは世界文学の見地に立てば,瑣 事 と見える

ことであろう.世 界文学の目標 としては,共

通の理解,寛 容さ,主 張とそれらの明確化だ

けでは表現不足であろう.終 局とするところ

はもっと理想的なものにある.い ずれの国民
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も普遍的な人間像に寄与し,そ れぞれ特徴を

持つ ものである.そ れぞれの特徴が十分に表

出されなくては,理 想的人間像は完全になら

ない.そ れに民衆の声も唱和 して人類の声に

高まらなければならない.一 個の人間と民衆

が一つになって内面的な協和音と全体性が形

成され,特 殊から切 りはなされた世界も作り

出されてゆく.

特殊と我儘の重複する生成途上の人間性は

世界文学には一要素として必要であった.与

えることと受けとることの相互作用は世界文

学の最も理想とするものである.だ からそれ

はゲーテの考える未完成の創造物と言えよう

か.世 界文学の始まりの日付けをゲーテはず

らして記述 していることも理解できよう.世

界文学構築の基礎はたいへん早い時期に着手

されていた.ギ リシア ・ローマ時代の世界文

学についτ言及することは,ま だ時期尚早で

あろう.18世 紀の後半から19世紀前半はまだ

国と国との交易と交通は限定されており,民

衆の精神的交流 も少なかった.国 によっては

人々は同 じ教育の水準 になく,人 々の眼は文

学よりも産業の発達に向けられていた.い ず

れの国民の具有する特殊性も評価に価 しよう

が,寛 大さを持って相互理解 し,与 えるもの

と受け取るものを交換しあって生存する国民

的理念はすぐには芽生えないが,そ の可能性

は出てきていた.

ギリシア人は精神力で,ロ ーマ人は武力で

当時,知 られた世界を支配 した.精 神上ある

いは政治上の支配権を作り出したギリシア ・

ローマの両国民は被支配国の人々に対 して神

の恵みを背景に自分達の文化や言葉を押 しつ

けた.こ ういう状況下には世界文学はすぐに

は生れてこない.征 服 された地域 はギリシ

ア ・ローマ文学の拡大の場になってしまう.

しかしギリシア ・ローマ時代はきたるべき世

界文学の時代に強固な基礎があったことは確

かである.世 界文学の条件には人間の原形に

関するイデーがつきまとう.そ の原形に人間

の本 質 的 な もの が調 和 して加 わ る こ とが 望 ま

しい.こ れ はギ リ シア ・ロ ー マ 時代 の文 化 思

想 で もあ る.す な わ ち古代 の 芸術 と文 学 の係

わ りの う ち で 生 き生 き と表 わ さ れ たHuma-

nitasそ の も の で あ る.だ か ら古 代 の文 化 要

素 は ゲ ー テの 目 ざす世 界文 学 の最 も根 本 的 な

基 礎 に な りえ た.ゲ ー テ は 言 う.「 わ れ わ れ

ドイ ツ人 は,ま だ未 熟 なの だ.な る ほ ど,こ

こ一 世 紀 の あ い だ に い ち じる しく文 明化 した.

けれ ど も,わ が 国民 の あ い だ に豊 か な精 神 と

高 度 な教 養 が浸 透 し,広 く一 般 に行 きわ た る

まで に は,ま だ二世 紀 三 世 紀 は か か る だ ろ う.

そ の あか つ き に,は じめ て ギ リシ ア人 の よ う

に美 を崇 び,見 事 な 歌 に酔 い しれ て,ド イ ツ

人 が 野 蛮 だ っ た の は,昔 の 話 だ,と い わ れ る

よ う に な り た い も の さ.」(15)(1827年5月3

日木 曜 日)こ の ゲ ー テ の心 境 と は裏 腹 に ドイ

ツ文 学 は世 界 へ の 道 を確 実 に踏 み しめ て い た.

(9)

中世にもまだゲーテの意図する世界文学は

なかった.一 つの神の下に教会という絆で結

びついていたヨーロッパ世界に精神的統一が

確立 していた.一 つの世界語であるラテン語

がヨーロッパを言葉の上で統一 していた.同

じ素材か らなる 『アーサー王伝説』(Artus-

sagen)と 聖譚が同じような形式で,こ の狭

い世界のいたる所で取 り上げられている.し

かし 『アーサー王伝説』だけの統一的なもの

では,まだ世界の文学としては不足であった.

まだ相変わらず国民文学の協和音は交響曲と

してまとまらない.し かし中世はきたるべき

世界文学の二番目の基礎を築いた時代といえ

るのである.

キリス ト教的世界理念を持たない世界文学

を考えることは出来ない.愛 と寛容 さと礼譲

が人間の原像に加わって美 しい人間精神とな

る.人 々の心に気高い連帯の意識が育まれて

きた.し かし国民や国民の使命についての思

考に欠落 したもの もあったが,ギ リシア ・
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ロー マ 時 代 の精 神 と この キ リス ト教精 神 を こ

の 思 考 に結 び つ けた の が,ル ネ ッサ ンス の大

.き な 業 績 の一 つ で あ る.こ う した背 景 が第 三

の世 界 文学 の基 盤 に な るの で あ った.こ の基

盤 の上 に よ う や く世 界 文 学 とい う建 築 物 が姿

を見 せ始 め て くる の で あ るが,ま だ同 時 代 の

人 々 の 協 和 音 は 聞 え て こな か っ た.し か し

人 々 は 自分 達 の 力 や 方 法 と意 識 に 目覚 め る気

運 は あ っ た.人 々の作 る人 間像 へ の 寄 与 が 次

第 に大 き くな り,ヨ ー ロ ッパ を精 神 的 に 支 配

して ゆ くの で あ る.イ タ リア で は民 衆 の 中 に

自由 と尊 厳 と力 の理 念 と人 問 個 人 の権 利 に つ

いて の 自覚 が芽 生 え て き た.

新 しい 思 想 運 動 の旗 手 と し て イギ リ ス の

ベ ー コ ン(FrancisBacon
,1561-1626)の あ

と に フ ラ ン ス の ヴ ォ ル テ ー ル(Voltaire,

1694-1778)が 登 場 して き た.経 験 の次 に理 性

の ヨー ロ ッパ 的 支 配 と社 会 や芸 術 や文 学 に お

け る現 実 化 が 続 く の で あ る.若 き ゲ ー テ は

ヴ ォ ル テ ール を内 面 上 凌 駕 す る こ と に努 め,

ドイ ツの 理 想 主 義精 神 が ヨー ロ ッパ に拡 大 す

る こ と を願 って い た.世 界 文 学 は単 に存 在 す

るだ けで 休 息 す る機 構 で は な く,生 成 中 の有

機体 で あ る と考 え た い.こ の 生成 と発 展 は19

世紀 に至 っ て も依 然 と して継 続 す る.

(10)

ロ シ ア 文 学 は ド イ ツ に ト ル ス ト イ

(Tolstoj,LevNikolaevicGraf1828‐

1910)と ドス トエ フ ス キ ー(Dostoevskij ,

FedorMichajlevic1821-1881)を 伴 っ て 紹

介 さ れ た.世 界 の 文 学 の 中 枢 部 を 敬 虔 な 社 会

的 福 音 で 征 服 す る も の と 受 け 取 ら れ た の で あ

る.ス カ ン ジ ナ ヴ ィ ア か ら は イ プ セ ン(lbsen
,

Henrik,1828-1906),ビ ョ ル ン ソ ン(Bj¢

rnson,Bjφrnstjerne1832-1910)と ス ト リ

ン ドベ リ(Strindberg,August ,1849-1912)

等 が 世 界 へ 続 い て 登 場 し て き た が,こ れ だ け

で は ま だ ゲ ー テ の 意 味 す る 世 界 文 学 と し て は

稀 薄 で あ る.

開 か れ た ヨー ロ ッパ と そ れ を越 え た文 学 の

円 環 は少 しず つ 大 き くな る.ヨ ー ロ ッパ の精

神 世 界 へ,西 洋 の教 育 か ら多 く学 び 取 った ア

メ リカ の 詩 人 ホ イ ッ トマ ン(WaltWhitman
,

1819-1892)と タ ゴー ル(Rabindranath

Tagore,1861-1941)の よ う な ア ジ ア か ら の

詩 人 が 出現 す る の で あ る.ゲ ー テ以 後,初 め

て ドイ ツ精 神 に対 抗 す る世界 の文 学 が生 じた

観 が あ る.こ れ に呼応 す るか の よ う に新 た な

ドイ ツ精 神 も生 じて い る.ゲ ー テが 実 践 して

き た も のが,こ れ まで の ドイ ツ精 神 の中 へ 溶

け込 み,普 遍 的 文学 の形 成 に本 質 的 に貢 献 す

る こ とと な った.当 時 の西 洋 世 界 に影 響 を与

え た ドイ ツ の 作 品 は ゲ ー テ の 『若 き ヴ ェ ル

ター の悩 み 』(1774)で あ る.次 に 『フ ァウ

ス ト』(1.Teil1808,2.Teil1832)と な る.

この二 つ の作 品 が発 表 され るま で ドイツ文 学

は世 界 に知 られ て い なか っ た.ド イ ツ文 学 の

出現 が何 故 こ ん な に遅 か った の か.そ れ を妨

げ て い た もの は何 か,と い う疑 問 が わ く.当

時 の ドイ ツで ゲ ー テに 匹 敵 す る作 家 と思 わ れ

た ク ラ イ ス ト(HeinrichvonKleist ,

1777-1811)と 詩 人 の ヘ ル ダ ー リー ン(Fried-

richHolderlin,1770-1843)が 世 界 文 学 上 で

は名 誉 あ る地 位 を与 え られ て い な か っ た.こ

れ に 反 して取 る に足 ら な い フ ラ ンス の作 家 が

ヨー ロ ッパ の知 識 層 に持 て はや され る と い う

状 況 が あ っ た.

一 般 に ドイ ツ語 は広 い意 味 で フラ ンス語 が

な っ た よ う に 世 界 語 に な らな か っ た こ と も

あ っ た が,世 界 に知 られ理 解 され た ドイ ツの

世 界 語 は文 学 で はな くて音 楽 で あ っ た.ド イ

ツの 文 学 が 世界 へ の飛 躍 の遅 れ た理 由 の 一 つ

に ドイ ツが世 界 に お け る 自 らの 立 場 とそ の使

命 を認 識 す る こ との不 足 が あ げ られ る.ド イ

ツ国民 の意 識 の うち に統 一 性 と集合 力 の欠 如

も あ る.ゲ ー テ は言 う.厂 ドイ ツ人 同 志 が 一

つ に ま とま る こ と を理 解 しな い で ,ど う して

ドイ ツ 国民 は 自 らの も とに 一致 しな け れ ば な

らな いの か.」 ま た,「 ドイツ人 は文 学 的意 味
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か らは他の国民 よりもはるかにす ぐれてい

る.」ともゲーテは言う.一 国民の経済的物

質的な力は国民の内面的統一から発展する.

道徳的美学的な力もまた同じような一致点か

ら次第に現われて くる.

c>〉 〉

ドイ ツ文学 に は 内部 的 な力 の 集 積 が 欠 けて

い たか ら それ だ け与 え る衝 撃 力 は少 なか っ た.

こ う い う点 で は フ ラ ンス文 学 の方 が恵 まれ て

い る こ と を ゲ ー テ は指 摘 して い る.そ の例 と

して グ ロ ー ブ派(leGlobe)の 活 動 を あ げ て

い た.ゲ ー テ は エ ッカ ー マ ン に熱 心 に話 して

い る.厂 グ ロ ー ブ 誌 の 同 人 た ち は,み ん な す

ば ら しい人 た ちだ し,彼 らは,日 ま しに偉 大

と な り重 要 と な り,全 員 が,一 心 で貫 か れ て

い る よう な も の だ が,こ う した こと は わ れ わ

れ に は到 底 わ か りっ こな い な.ド イツ で は こ

の種 の雑 誌 な ど,ま っ た く不 可 能 な こと だ ろ

うね.わ れ わ れ は,て ん で ん ば らば ら に仕 事

を して い るか ら,一 致 団結 な ど考 えて み た こ

と も な い.猫 も杓子 も 自分 の地 方 や 自分 の 町

の意 見 ば か りか,自 分 自身 の個 性 か ら くる意

見 ま で持 っ て い る始 末 だか らね.と い う わ け

で,わ れ わ れ が一 種 の普 遍 的 な完全 な教 養 と

い った もの を身 に つ け る 日 が来 るの は,ま だ
ロ　ラ

まだ だ い ぶ 先 の 話 だ よ.」(1828年10月3日 金

曜 日)ド イ ツ文 学 の現 況 を ゲ ー テ は分析 して

発 言 し た の で あ る.『 グ ロー ブ』 誌 が パ リで

1824年 に創 刊 され る と,ま もな くゲ ー テ は9

月 よ り定 期 講 読 者 に な った.こ の 月刊 誌 の も

とに集 う人達 は ロ マ ン主 義 的 考 え で行 動 した.

ゲ ー テ の 共 感 を得 た の は彼 らが,「 社 交 的 な

人 た ち だ し陽 気 で,明 晰 だ し,き わめ て 大胆

だ.敵 を非 難 して も,し ゃれ て い て い き な と
く　　ラ

こ ろ が あ る.」 と い う点 で あ っ た.」(1826年

6月1日 木 曜 日)解 放 的 な世 界 性 を ゲ ー テ は
ら

評 価 した.『 グ ロ ー ブ』 の 同 人 の ア ンペ ー ル

(JeanJacquesAmpさre,1800-1864)が 同 誌

にゲ ー テの戯 曲 の批 評 を載 せ た.こ れ が す ぐ

れ て い る こ と をゲ ー テ は知 って喜 ん だ.そ し

て ア ンペ ー ル に 讃 辞 を呈 し た.「 彼 は,私 の

人 生 遍歴 と私 の精 神 状 態 が 転 々 と辿 って きた

歩 み を じつ に深 く深 く研 究 し,そ の上,私 が

言 わ なか った こと を理 解 す る能 力,い わ ば行

間 に に じみ 出 て い る 文 字 を見 抜 く能 力 さ え

持 っ て い る と い え る.」(・8)(1827年5月3日

木 曜 日)さ らに続 けて 言 う.「 ア ンペ ー ル は,

む ろ ん じつ に教 養 が 高 いか ら,多 くの フ ラ ン

ス 人 の持 つ民 族 的 な先 入 見 や 危 惧 や 偏 見 か ら

は,と っ くに無縁 にな って い る.だ か ら,彼 は,

その 精 神 よ りみ る と,パ リ市民 とい う よ りは,

む しろ世 界 市 民 な の だ.要 す る に私 の見 る と

ころ で は,彼 と同 じ考 え の 人 が何 千 人 と フ ラ

ンス に生 れ る 時 代 が到 来 しつ つ あ る の だ.」

ゲ ー テ は ア ンペ ール との 好 ま しい 関 係 が ドイ

ツ文 学 を フ ラ ンス,ひ いて は世 界 へ 広 げ る良

い機 会 で ある と見 な して い る.し か し又,ゲ ー

テ は こ の若 き文 学 史 家 の才 能 に惹 か れ て い る

こと も確 か で あ った

(12)

徐 々 に大 衆 の 中 に教 養 あ る階層 の 小 さい 円

環 が 生 じて くる が,そ の 円環 は内 へ 向 って 閉

じて い る.そ れ は粗 野 な素 因 を内 包 しなが ら

も,そ の 存在 を確 実 に しな け れ ば な らな い宿

命 的 な要 素 を含 ん で い た.人 々 は母 国語 を尊

重 しな けれ ばな らな い.ゲ ー テ は こ の 時代 を

牧 歌 的 と呼 んで い た.そ の 小 さい 円 環 は少 し

ず つ拡 大 す るが 外 国 語 に影 響 され ず に,ず っ

と孤 立 す る こと は で き な い.こ の 時 代 を社会

的 あ るい は市 民 的 時 代 と呼 ん だ.ロ マ ン主 義

時 代 と も言 わ れ た.こ の 後 に文 学 の 普 遍 的 時

代 が くる.

ス ター ル 夫 人(Stael,AnneLouise

Germaine,1766-1817)は ドイ ツ 文 学 に 世 界

へ の 道 を 開 い た 『ドイ ツ論 』(dt.1814)の 中

で ドイツ の作 家 と フ ラ ンス の作 家 の相 違 を述

べ た.ド イ ツ の作 家 は社 会 や 国民 的 合 意 や伝

統 や 習慣 との結 びつ き も な く,自 分 自身 の た
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め に生 き,仕 事 を しな け れ ば な らな い.こ れ

が 悲 劇 的 運命 を示 唆 す る ばか りか,ド イ ツ文

学 の 意 識 上 の理 念 と独 自の 価 値 を示 して い る.

この ロマ ン主 義 の先 駆 者 は二 度 ドイツ を旅行

して い る.最 初 が1803年10月,次 が1807年 の

末 か ら翌 年 に か け てで あ った.彼 女 は ロマ ン

派 の詩 人 や哲 学 者 と会 って,自 国 の古 典 主義

者 と の 考 え の 違 い を み た.ス タ ー ル 夫 人 は

1804年2月2日 の 父 宛 の手 紙 の 中 で ゲ ー テに

つ い て 言 及 して い る.「 こ こで 最 も秀 れ た人

物 は言 うま で もな くゲ ー テ で す.彼 は唯心 論

者 で,新 しい哲学 の 先頭 に立 っ て い る最 も秀

れ た人 物 です.」

『ドイ ツ論 』 の 中 で は シラ ー を 「まれ な る天

才 を も ち,完 全 な誠 実 さ を も っ た人 で あ る.」

そ して 「シ ラー は そ の徳 と その 才 能 に よって

讃 え られ る.良 心 が彼 の 詩 藻 で あ っ た.」 と

評 した.ま た 「ゲ ー テ に対 す る讃美 は,合 言

葉 で 昧 方 を互 い に知 らせ あ う よ うな一 種 の グ

ル ー プ意 識 で あ る.」 「ゲ ー テが,た だ一 人 で

ドイ ツ精 神 の本 質 的 な特 質 を保 っ て い る.」(・g)

と ゲ ー テ の こ と を伝 え て い た.こ の よ うな夫

人 の ゲ ー テ観 が 世 界文 学 へ貢 献 して い る こと

は言 う ま で も ない.

ドイツ文学が世界へ拡散するには時間がか

かる.こ の時代の ドイツの文学界を代表する

のはゲーテであった.ゲ ーテ文学の根幹と真

髄は全 く個人的な経験の形成と自己の告白の

描写であり,又,一 種の治療薬として文学を

使用することにもあった.こ れらの方法は他

国民にはなじみが薄 く,す ぐには理解される

ものではなかった.あ の 『グローブ』誌も指

摘 している.一 ゲーテの名声は私達のところ

にゆっくりと広まってきた.大 部分彼の精神

の最もすぐれた特性すなわち独創性はこの緩

慢さのせいなのである.一

非常に独創的であるものは,す べて一人の

特別な人間や一つの国民の性格によって強 く

印象づけられる.こ の偉大な独創力がゲーテ

のつき出た功績でもある.ゲ ーテは極度に一

人でこの特性に駆 り立てられていた.他 の詩

人とは異なる道をゲーテは歩んだ.

(13)

普遍的人間像の形成に ドイツ文学が寄与 し

た主な点は個性と創造性の展開である.し か

しこれがかえって災いして ドイツ文学の世界

への道に困難さを誘発することにもなる.内

面的孤独に沈む ドイツ人はこの孤独の内側か

ら共通の拘束的な空間へすぐには出てこない.

ドイツ人にとって自分達の思想や文学を普遍

化することは大して重要なことではないよう

に見受けられる.ゲ ーテは独白する.い かな

る明白性 も内面的精神には適切に表現するこ

とはできないことを深く感 じていると.し か

しゲーテにとっては形態的な感情の真実さよ

りも,言 葉や態度や意向よりも,又,良 質の

作品 よりもその理念の展開が大事なのである.

ゲーテ文学の特質はゲーテの資質によるも

のと,人 間像に寄与する内面性の表出にあろ

うか.ド イツ文学が当時の他の国民に不快感

を与えていたことも見のがせない.と いうの

はそれが理想主義がめざしたものと同 じで

あったからである.

ドイツ人のいだく世界理念には悲劇的な影

がつきまとう.そ れは絶対的なものを現実化

しようということを求めているからである.

世界文学の理念は文明,和 解,交 易や一般的

礼儀,理 性や規則の根本において人kの 寛容

さの理念 と不溶性の関係にあろう.こ の二っ

の理念 は共時的に広まる.ド イツ精神が世界

に示 さなければならない本来の理念は文明に

敵対する側面を持ち,文 明の大海に沈みかけ

ている価値観を救出して守ろうとするもので

ある.ド イツ精神はまた拡大する文明の機械

化に創造的かつ有機的生命を吹き込む.理 性

の支配には非合理的魂をもって抗 し,実 践的

物質主義には永遠の理想で,価 値の均質化に
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は高貴 な価 値 観 を,懐 疑 論 に は敬 虔 な も の を,

現 実 主 義 に は形 而上 的 な もの を対 置 させ るの

で あ っ た.ド イ ツの詩 人 の うち で最 も ドイ ツ

的 な 詩 を 書 く,ヘ ル ダ ー リ ン(Friedrich

Holderlin,1770-1843)は この よ う に 詩 想 を

め ぐ ら した.

(14)

ドイ ツ文学 の世 界 文 学 へ の参 加 を容 易 に し

たの は,一 言 で い え ば,精 神 的 世 界 主 義 が あ

げ られ よ う.精 神 的世 界 主義 は強 力 な翻 訳 活

動 に よっ て,明 瞭 に表 現 され る で あ ろ う.「 ド

イ ツ 国 民 ほ ど多 く の翻 訳 を し た 国 民 は い な

い.」 と ゲ ー テ は言 っ て い る.ド イ ツ語 を習

得 す る人 は多様 な人 々が 自分 達 の 精 神 的 な宝

物 を供 す る世 界 文 学 と い う市 場 に い る こ とに

な ろ う.ド イ ツ語 を学 ぶ た め に ワ イマ ル を訪

れ た若 い イギ リス 人達 を ゲ ー テ は快 く受 け入

れ て い た.彼 らは ドイ ツ語 の 中 に世 界 の 文 学

を知 る こと が で き る と思 っ たか らで あ っ た.

一 つ の 国 の文 学 が 世 界 に読 者 を得 る た め に は

受容 ば か りで な く供 給 す る こ と も大 切 で あ ろ

う.ド イ ツ文 学 が歴 史 的 に は ま だ生 成 中 の人

間像 に 独 自の必 要 な特 徴 を付 け加 え る こ とが

出 来 な けれ ば,ド イ ツ文 学 は いつ に な って も

世 界 の 文 学 の 中 に定 位 置 を しめ る こ と はで き

な い で あ ろ う.

まず ゲ ー テの フ ァ ウス トの精 神 が あ げ られ

よ う.フ ァ ウス トの永 遠 の努 力 と探 求 の心 は,

ドイ ツ文 学 が世 界 の 文 学 に持 ち込 ん だ不 動 の

もの で あ る か らで あ る.近 代 の精 神 史 上 フ ァ

ウス ト精神 が ヨー ロ ッパ の 精 神 界 を一 時 的 と

は いえ,風 靡 した現 象 は注 目 され よ う.他 へ

もゲ ー テの 影 響 は及 ん で い る.イ ギ リス のバ

イ ロ ン は言 う まで もな く,フ ラ ン スの作 家達

に も及 ん だ.バ ル ザ ック(Balzac,且onor6de,

1799-1850),ラ マ ル チ ー ヌ(Lamartine,

Alphonse-Marie-LouisPratde,1790-1869),

ミュ ッセ(Musset,Alfredde,1810-1857),

ヴ ィク トル ・ユ ー ゴ ー(Hugo,Victor.Marie,

1802-1885)等 は 自分 達 を規 則 の 束 縛 か ら解 放

して西 洋 の理 性 と経 験 の確 実 さ の彼 岸 に あ る

と ころ の高 み と深 み へ導 い て くれ た ゲ ー テ に

心 を 開 い た の で あ る.フ ラ ンス精 神 に対 し対

極 的 な もの を呈 示 して ドイ ツ文 学 は確 実 に世

界 文 学 の 円周 に迫 っ て い た.18世 紀 に フ ラ ン

ス文 化 が ブ ル ボ ン王 朝 の も とで 熟 成 が終 り爛

熟 の き ざ しが 見 られ た時,ド イ ツ文 学 に時 間

的 有 利 さが 訪 れ た.ド イ ツ人 の 本 質 は フ ラ ン

ス人 の それ と は全 く異 質 の も の で あ っ た か ら,

ドイ ツ文 学 は この 時代 の フ ラ ンス精 神 の氾 濫

の も とに あ って 疲 弊 と倦 怠 の世 界 の 文学 界 に

は新鮮 に 映 っ た.ゲ ー テ が か つ て 言 った よ う

に ヨー ロ ッパ 世 界 の 蘇 生 化 は ドイ ツ国 民 の よ

う な一 国民 だ け で成 しと げ られ る もの で はな

く,人 々 の 努 力 と争 いの 中 か ら生 れ て くる.

ゲ ー テ は世界 に フ ァウ ス ト精 神 を 吹 き入 れ

た が,そ の 一 方 で は逆 に古 典 時 代 と の結 びっ

き で フ ラ ンスか ら節制 と法,秩 序 と理 性 に よ

る フ ァウ ス ト的 衝 動 の必 然 的 な抑 制 と制 限 を

受 け た こと も事 実 で あ る.『タ ウ リス の イ フ ィ

ゲ ー ニ ェ』(IphigenieaufTauris,1779)と 『ト

ル ク ヴ ァー ト ・タ ッソ ー』(TorquatoTasso,

1789)は 今 日の ドイ ツ人 の 感 覚 と 意 識 か らす

れ ば,ラ シー ヌ(JeanBastisteRacine,1639)

と ヴ ォ ル テ ー ル(Voltaire,1694-1778)の 傾

向 に あ ろ う.ゲ ー テ は遠 い東 洋 か らの傲 慢 さ

と倨 傲 か らフ ァ ウス ト精 神 と,さ らに そ の硬

直化 か ら西 洋 的 形 態 を守 り,宗 教 的 結 束 と服

従 を甘 受 したの で あ る.

(15)

ゲ ー テの心 に は人 々の 生 身 の 声 が 晩 年 ず っ

と耳 か ら離 れ な い.そ して そ の 声 は現 代 にい

た る まで 同 じ よ うな規 範 と して 生 き続 け てい

る.そ れ と言 うの も フ ァウ ス ト的 精 神 は西 洋

文 明 の 中 へ,ロ マ ン 主 義,ワ ー グ ナ ー

(RichardWagner,1813-1883),ニ ー チ ェ

(FriedrichWilhelmNietzsche,1844-1900)

とと もに入 り,時 代 の飽 食 的文 明 を転 回 させ
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たか らで あ る.こ れ に よっ て救 い を も た らす

形 態 と社 会 的 美 学 的 な 結 合 を も た ら して い

る.そ して 再 び トル ス トイ や 東 洋 か らガ ン

ジー(MohandasKaramchandGandhi,

1869-1948)等 とと も に宗 教 的革 新 の光 が西 洋

世 界 へ 届 くの で あ る.20世 紀 に な っ てハ ウ プ

トマ ン(GerhardHauptman,1862-1946)と

トー マ ス ・マ ン(ThomasMann,1875-1955)

は ヨー ロ ッパ で 高 い世 評 を 受 け,ロ マ ン ・

ロー ラ ン(RomaillRolland,1866-1944)は 『ト

ル ス トイの 生 涯』 を書 き,ア ン ドレ ・ジ ィー

ド(AndreGido,1869-1951)は ドス トエ フ ス

キ ー につ い て書 くな ど して,次 第 に ヨ ー ロ ッ

パ の壁 は取 りは らわ れ る状 況 へ進 ん だ.ゲ ー

テ の世 界 文 学 理 念 は死 後,ま だ未 来 音 楽 に属

す る もの で あ っ たが,高 らか な協 和 音 と な っ

た.

今 日,ゲ ー テの 意 昧 で の世 界 文 学 につ いて

語 る こと は可 能 だ けれ ど,そ れ が人 々の 生 活

に与 え る影 響 まで は指 摘 す る こと は で き な い.

人 々 は ゲ ー テ の理 念 か ら多 くの こ と を要 求 す

べ き で は な い.ゲ ー テ 自身 も そ れ を警 告 して

い た.ゲ ー テ の世 界 文 学理 念 は戦 争 か ら残 酷

さを少 しで も除 去 し,勝 利 か ら少 しで も傲 慢

さを融 和 す る こ と もで きな か っ た が,そ の 存

在 の意 義 は あ っ た.ゲ ー テ は ナ ポ レオ ンか ら

の解 放 戦 争 中 で も フ ラ ンス文 化 か ら得 た知 識

の た め に,フ ラ ン ス を憎 悪 す る こ と は なか っ

た.ロ マ ン ・ロ ー ラ ン も大戦 中 ドイ ツ の音 楽

と哲 学 か ら受 け た 自己 形成 の こと を考 え る と

ドイツ を憎 め なか っ た.し か し,こ の二 人 は

時代 の ず れ が あ る と は言 え,荒 野 の 中 で叫 ぶ

人 で あ り,そ の声 は多 数 の憎 悪 に満 ち た歌 声

で圧 倒 さ れ た こ と は言 うま で もな か っ た.

世 界 文 学 が 単 に一 つ の文 学 現 象 に と ど ま り,

世 界 の意 向 や現 実 に も な らず に,ゲ ー テ の意

味深 長 な言 葉 と して だ け存 在 した な らば,そ

れ は一 体 何 を真 に意 味 す る もの で あ っ た のか

とい う疑 問 が残 ろ う.ゲ ー テ の世 界 文 学 理 念

は一枚 の 生 きた木 の葉 に た とえ る こ とが で き

る.大 地から養分を吸収する木の葉 は,い ず

れは朽ちる運命にあった.そ して再 び大地の

養分に還元されるものであった.ゲ ーテの世

界文学は東洋 と西洋の文学が単一に同化 して
一つの複合物 になることではない.そ れぞれ

の文学の持つ特殊性から妥当性と普遍性を創

造することを意味する.ゲ ーテの世界文学理

念はその基底では植物における根源現象と軌

を一にして観念的であり,象 徴的でもある.

しかし,人 間的営為の根底か ら生れた重層的

な意味を含むものでもある.1982年 初秋.

使用テクス ト

ZoranKonstantinovic:Weltliteratur

(VerlagHerderFreiburgimBreis-

gau1979)

GoethesWerkeBd.N,IX,XII

(ChristianWegnerVerlagHamburg

1967)

FritzStrich:GoetheanddieWelt-

literatur(FranckeVerlagBernand

Munchen1957)

JohannPeterEckermann:Gesprache

mitGoethe

(F.A.BrockhausWiesbaden1959)

HeinzNicolai:ZeittafelzuGoethes

LebenandWerk

(VerlagC.H.BeckMunchen1977

使用 した邦訳

注

エ ッカ ー マ ン:『 ゲ ー テ との 対 話』(上 ・

中 ・下),山 下 肇 訳,岩 波文 庫1968

ゲ ー テ全 集13,15:潮 出版 社1980

(1)GesprachemitGoethe,S.174(以 下G.

m.G.と 略 記 す る.)

一109一



(2)GoethesWerkeBand9,S.45～47を 参

照.(以 下G.W.と 略 記 す る.)

(3)G.W.Bd.XH.S.505の996

(4)ibid.S.433の489

(5)ibid.S.433の492

(6)G.m,G.のS.173

(7)G.W.Bd,NのS.236

(8)G.W.Bd.XH.S,499の946

(9)G.m,G,のS。253

(10)G.m.G,のS.99

(11)G.W.Bd.N.のS.236

(12)G.m.G.S.485

(13)ibid.S.112

(14)ゲ ー テ:フ ァ ウ ス ト,相 良 守 峯 訳(ダ

ヴ ィ ッ ド社1966)のP,297よ り引 用.

(15)G.m.G.S.478-479

(16)ibid.S.216-217

(17)ibid.S.136

(18)ibid.S.475

(19)スタ ー ル 夫 人 研 究,城 野 節 子 著(朝 日 出

版 社1976)P.29よ り 引 用.

一110一


