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(1)

「詩 はdelightに は じ ま り,wisdomに おわ る」(i)とい

うフ ロ ス ト(Frost)の こ とば を,自 分 の詩 集 の序 に 引用

した の は,ル イ ス(C.D.Lewis)で あ るが,お よそ この

言 ほ ど簡 明 に,`Whatispoetry?'を 意 味 す る も の は あ

る まい 。T.S.エ リオ ッ ト(Eliot)は,「 詩 は 高 度 の な ぐ

さめ(asuperioramusement)で あ る」(2)と 述 べ て い る

が,こ れ は フ ロス ト流 に 云 い 変}れ ば,superiorな る

もの はwisdomと な るだ う し,amusementはdelight

と云 っ て よいだ ろ う。 この二 っ の も のを 備xな い詩 は な

い 。そ こで このamusementと は な にか,と 云 う こ とに な

る と,エ リオ ッ トの次 の こ とば 「詩 の機 能 は知 的 の もの

で な く,情 緒 的 な の で あ る。」(3)と云 う こと に 関連 を求 め

ね ば な る ま い。 しか し この言 は,先 のsuperiorと 対 立

す る よ うに も考xら れ る 。

だ が エ リオ ッ トの 云 う詩 の機 能 の,情 緒 性 は,第 一・義

的 な意 味 で あ ろ う。 詩 に は まつ 感 覚 的 な表 現 が な けれ ば

な らな い ので あ っ て,さ らに これ を別 の意 味 に お き かx

れ ば,イ メ ー ジ の 具象 性 で あ る。 パ ウ ソ ドの言 を借 りる

と,Phanopoeiaで あ り,Melopoeiaで あ る。 詩 は イ メ

ー ジで あ り,音 楽 で あ る。 エ リオ ッ トが 意 味 す る も の は

これ で あ る。 これ らの ものが,詩 の機 能 と して,第 一 義

的 に求 め られ る の で あ る。 な に もそ れ は,知 性 と対 立 す

るの で は な い。 パ ウ ン ドの言 で あ るが 「詩 の イ メ ー ジ は,

一 瞬 の うち に
,知 性 と感 清 との複 合 を あ らわ す 」(4)も の

で あ る。 エ リオ ッ トの詩 の方 法 は,ま つ イ メ ー ジ に よっ

て,対 象 を 具 象 的 に,描 き出す こ とで あ る 。 こ こで,こ

の小 論 は,彼 の そ うした 方法 に 関す る考 察 を試 み る もの

で あ る。

1908年,イ ギ リスに おい て は,T.E,ヒ ユ ー ム(Hulme),

F.S.フ リ ン ト(Flint),さ らに エ ズ ラ・パ ウ ン ド(Ezra

Pound)を も含 め て,新 しい詩 人 た ち のあ い だ に,イ マ

ジズ ム(imagism)の 詩 が,台 頭 して い た 。 ア メ リカ に お

け る この運 動 は,1912年 の ハ ロル ド・モ ン ロー(Harold

Monro)の 『ポ エ ト リ』誌(Poetry)の 発 刊 に よ って は じ

ま る。 しか し1908～12年 の 時 代 に は,ま だ エ リオ ッ ト

は イ マ ジズ ムに 対 して,左 程 接 近 して い た とは 考}ら れ

な い 。 す な わ ち 彼 は,1906年 に ハ ー バ ー ド大学 に 入 学

し,ブ リ ッグズ(Briggs)や,バ ビ ヅ ト(1.Babbit)教 授

の 指 導 を うけ た が,主 と して,形 而 上 詩 人 と フラ ンス の

象 徴 派 の 研 究 に つ い て い た の で あ った 。 後 年 エ リオ ヅ ト

は,ピ ータ ー ・ケネ ル(PeterQuennell)の 『ボ ー ド レー

ル と象 徴詩 人 』(BaudlaireandtheSymbolists)を 評 し

た一 女 の な か に,も し彼 の書(ア ー サ ー ・シ モ ンズ の 『文

学 に お け る 象 徴 主 義 運 動 』(TheSymbolistMovement

inLiterature)を 読 ま なか った な らば,1908年 に ラ フ ォ

ル グ や ラソ ボー(Limbaud)の 名 は 知 らな か った で あ ろ

う。 恐 ら く ヴ ェル レー ヌ(Verlaine)も 読 み は じめ な か

った で ろ う。 ヴ ェル レー ヌ を繙 か ね ぽ,コ ル ビエ ー ル

(Corbiさre)の 名 は 耳 に しなか っ1たで あ ろ う」 と当 時 を 回

想 して い る 。 これ を も っ て も,彼 の詩 に 対 す る興 味 は,

ま だ 新 しい イ マ ジろ トの それ に なか った こ とは,容 易 に

首 肯 され う るの で あ る 。

しか しブ リソ ト(5)が述 べ て い る よ うに,イ マ ジ ズ ム の

運 動 は,フ ラ ソ ス象 徴 詩 の 伝 統 の 分枝 で あ っ た 。(し か し

当 時 パ ウ ソ ドの よ うに,フ ラ ソス象 徴 詩 につ い て,全 然 関

心 の な い詩 人 もい た 。)エ リオ ヅ トは,た しか にイ ギ リス

17世 紀 の形 而 上 詩 人 た ち と,フ ラ ンス 象 徴 派 の詩 人 た ち

の二 つ の伝 統 の,類 似性 に 目を 向け,彼 の 初 期 の詩 法 は,

この 二つ の 伝統 を,み ご とに結 合 させ る と こ ろに あ った 。

E.ウ イ ル ソ ソ(Wilson)(6)は,「J.A.プ ル フ ロ ッ クの 恋
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唱 」(TheLoveSongofJ.A.Prufrock)の 手 法 が,著

る し く ラフ ォ ル グ的 で あ る こ とを指 摘 して い る し,同 じ

詩 に対 して,C.ブ ル ック(Brooke)は,ジ ョン ・ダ ン

(JohnDonne)の 影 響 をあ げ て い る。

さて この よ うな エ リオ ッ トの 志 向 は,フ リン トや ヒ ュ

ー ムな どの ,イ マ ジ ズ ムの た ど る方 向 と交 差 点 を 発見 し

た 。 彼 は イ マ ジ ズ ム の指 導 者 の ひ と り,リ チ ャー ド・オ

_ル デ ィン トン(RichardAldington)の あ とを つ い で
,

『エ ゴ イ ス ト』誌(TheEgoist)の 編 集者 とな った とき に,

す で に彼 自身,あ る意 味 で イ マ ジ ス トにな って い た 。 彼

は イ メ ー ジに`hardiness'と`dryness'を も とめ る,ヒ

ュー ムの詩 論 を,実 作 に お い て す で に 実 行 して い た ので

あ る。

さ て彼 が 詩 にお い て到 達 した 大 き な特 徴 は,あ る一 面

か ら云Z ..ぽ,お よそ 地 方 的 な も のか ら の脱 出 で あ る 。

ホ イ ッ トマ ン(W.Whitman)で 代 表 され る,ア メ リカ ニ

ズ ム と,イ ギ リス ・ロ ーマ ン象 徴 詩 の 地 方 的 な 色彩 の否

定 で あ る 。 彼 は これ らの対 立 物 と して,17世 紀 の イギ リ

ス詩 と,フ ラ ソス の象 徴 詩 の方 法 と世 界 とに学 んだ
。 ア

メ リカ とイギ リスの 詩 の伝 統 は ロー マ ン主 義 で あ った と

い って さ しつ か え な い 。 エ リォ ッ トに とつ て
,こ れ らの

詩 は,ヨ ー ロ ヅパ 的 の 普 遍 性 を か い た も の と して 受 げ と

られ たQか れ ら ロー マ ソ主 義 者 の ヒ ューマ ニズ ム も,独

創 性 も,彼 に あつ て は,地 方 主義 の 裏 返 え しにす ぎ な い

も の な の で あ る。 彼 が ブ レイ ク(W.Blake)を 悲 劇 的 な

詩 人(7)に た とxた りす る の も,ブ レイ クに はな は だ ヨ ー

ロ ッパ 的 な も のが 欠 乏 して い た か らで あ る
。 しか しむ ろ

ん エ リオ ッ トの 詩 に も,な お そ こ に地 方 的 な 痕跡 を 否定

し去 る こ とは で きな い 。 彼 が ヨ ー ロ ッパ 大 陸 か ら離 れ た

英 国 に 国 籍 を 得 た り,か つ地 方 的 な英 国 国教 会 え入 信 し

た りした の は,彼 の芸 術 論 とは別 に切 り離 され ね ぽ な ら

な い問 題 で あ る に して も,な お こ こに釈 然 と しな い も の

が あ る の も また 事 実 で あ る。

と もか く彼 の ロ ーマ ン主 義 の 否 定 は,地 方 主 義 の 否

定 で あ り,そ こで ロマ ンテ ィクの イ ギ リ ス 詩 に あ る

`vagueness'や`mistiness'を 遠 ざけ る
。イ ギ リス の ロ

ー マ ン詩 の特 徴 は
,神 秘 主 義 に あ つ た と も云 え る ので あ

るか ら,こ の こ と は当 然 で あ る。 エ リオ ッ トの求 め る イ

メ ー ジは,明 確 で あ り,分 析 的 で あ り,イ メ ー ジ とイ メ

ー ジが 組 み 合 わ さ れ て つ く られ る ブイ ロ ニ ーで あ る。 ア

イ ロ ニ ー とい うこ とは,元 来 ロマ ソテ イ クの な か に もあ

つ た の で あ るが,そ れ とエ リオ ッ トの これ とは ,本 質 的

に異 な る もので あ る。 なぜ な ら,彼 は ロマ ンテ イ クその

も の を,ア イ ロニ ーに 使 うか らで あ る 。

た とえ ぽ,「J.ア ル フ レ ヅ ド・プル フ ロ ック の恋 唱 」は,

こ の題 名 か ら想 像 す れ ば,い か に も ロマ ソ テ ィクな 感 じ

が す る し,ま た 「不 滅 の さ さや き」WhisPerofImmor-

talityに して も然 りで あ る。 本 来,恋 唱(Loveson9)は,

主 観 的 な抒 情詩 で書 か れ る詩 で あ り,う た わ れ る ウ タで

あ る 。 しか し この詩 人 が,「 恋 唱 」 とい う題 名 を つ け た

こ と の意 味 は,詩 人 自身 の 体 験 とは 無 関 係 で あ る。 な ぜ

な ら この 詩 の主 題 は,恐 ろ しい 倦 怠 の な か に 生 きる 中年

の 男 性 の 恋 す る 内 部 の風 景 を描 き 出 した もので あ る し,

この 詩 を 書 い た エ リオ ヅ トは,ま だ ハ ー ヴ ァー ドの

undergraduateの 学 生 で あ つ た か らで あ る。詩 の 主 題 の

客 観 性 につ い て言 った,「 詩 は 情 緒 の 解 放 で は な く,そ

れ か ら の逃 避 で あ る。詩 は 個 性 の 表 現 で は な く,そ れか

らの 逃 避 で あ る」(8)と い う彼 の詩 論 は,彼 の実 作 の経 験

か ら出 た もの で あ る 。す な わ ち,「 プ ル フ ロ ヅ クの恋 唱 」

は詩 人 の プ ライ ベ イ トな,情 緒 を うた った い わ ゆ るsong

で は な い。 に もかか わ らず,彼 が 「恋 唱 」 と した 理 由 は

な にか と云 えば,そ れ は なお 彼 の時 代 に おい て(1910年

前)に お い て存 在 した,ロ ーマ ンテ ィク の偏 向 に対 す る,

ひ とつ の ア イ ロ ニー で あ る と思 わ れ る。この こ とは ま た,

詩 の 主 題 の み で な く,素 材 の生 か し方 につ い て も云 い得

る の で あ っ て,「 月」 と い うロ ー マ ソ的 な イ メ ー ジを,

「風 流 敍 話 」 とい う詩 で,大 凡 これ の有 して い る主 情 的

な イ ミを,ア イ ロニ カ ル に 置 き 換 え て い る ので あ る。

「不 滅 の さ さや き」WhisperofImmortality啓 こも,

ロマ ンテ ィ クの ア イ ロ ニ ー が のべ られ て い る よ うに 思

う。 英 詩 を 読 む ほ どの もの な ら,こ の詩 か らす ぐ ワ骨 ズ

ワース(W.Wordsworth)の,ImmortalityOdeを 思 い

浮 か べ る の で あ るが,エ リオ ッ トの これ は,な る ほ ど魂

の 永遠 性 に言 及 し,なが ら,霊 魂 の不 滅 を象 徴 す る イ メ ー

ジ は,ほ とん どみ あた らな い 。

Daffodilbulbsinsteadofballs

Staredfromthesocketsoftheeyes!

Heknewthatthoughtclingsrounddeadlimbs

Tighteningitslustsandluxuries,

眼球 のかわ りに 水 晶の球茎が

眼窩 のなかか ら睨 んでい る。

死 んだ手足に思想が絡みつ き

思想の放 逸を緊縮 するのを知 っていた。

(深 瀬氏 訳)

1,こ れ らの連 で はLま るエ リオ ッ トの詩 は,ロ マ ソテ ィ

ク の詩 人 が な した よ うな,虹(rainbow)や バ ラ(rose)で,

(7)SelectedEssays,Blake,
(8)"TraditionandIndividualTalent,"
Essays.
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魂 の喜 悦 や 栄 光 を 表 わ した イ メ ー ジ とは,あ ま りに も大

した差 異 が感 ぜ られ る。 まつ 題 名 に お い て,Whisperof

Immortalityと アイ ロ ニー を きか し,ロ マ ソ的 な 荘 重 な

Odeを か い た,`daffodil'の 詩 人 を,`Daffodilebulbs'

とい うイ メ ー ジで お もい 出 す の もい か に も皮 肉で あ る。

(2)

エ リオ ッ トは,今 までに述べて来た よ うに,こ とば に

つて一枚 の絵 を描 こ うとす る詩人であ る。つ ま り西脇教

授が,エ リオ ヅトの アルス ・ポエテ ィカとして指摘 してい

るよ うに,「 その手法 とい うのは,或 る一つ の対象を描 き

出すために先づ 「場面」(scene)と か,「 情景」(picture)

とか雰囲気を描 き出す」(g)ので ある。 詩 人は演劇におけ

る装置 や衣裳 に もひ としい ような具象性 を,き わめて細

部 にわたって描 いておい て,そ こに詩 の主 人公 を登場 さ

せ た り,一 っ の抽象 をみちび き出 して くる。 このよ うな

具象性 は,か な らず観念に集約 され る。 この操作は,た

とえぽ,ひ とりの画家が刻 明に対象を描写 して,そ の次

に対象 を抽象画に転ず る間の事情に似 てい る。すなわち

リアル な対象か ら抽象画を描 き出す画布の うxで の展開

が,こ の詩人においては,一一つの詩のなかでイ メージの具

象 か ら抽象xと い う関係でなされ るのであ る。

イ メージの 具象 →抽 象 とい う図式 は,ま たイメ ージ

の 展 開→凝縮 とい う図式 にもなる。 しか しこのよ うな

詩 におけるイ メージの図式 は,か な らず しもエ リオ ヅ ト

のみ に見 られ る もので はな く,ロ マ ソ派 の詩人 にもあっ

た のである。 キイツ(J.Keats)な どのよ うに,や は りこ

とぽで一つ の絵を描 こ うとした詩人は,ソ ネ ッ トの よ う

な こ じんま りと小宇宙を形づ くるよ うな作品では,き わ

めて合理的に,イ メージの 展 開 →凝縮 →展開→凝縮 と

い った図式が もちい られてい る。

エ リオ ットの図式が,ロ マ ソ派のそれに似 ていて も
,

その 内面 の均 衡は比較す るまで もな く破 壊 されてい る。

す なわち彼のイ メージは,た といそ こに凝縮 と展 開があ

って もフラグメソタ リーな ものであ って,表 面的には相

互 には関係のない ものや,ま た異常な連鎖関係をみつけ

出す ために,出 来 るだけ多 く,並 べ られ る。

た とえば 「プル フロック」を例 に とると,

Letusgo,throughcertainhalf-desertedstreets ,
Themutteringretreats

Ofrestlessnightsinone-nightcheapHotels

Andsawdustrestaurantswithoystershells.

(ll,4N8)

Intheroomthewomencome-andgo

TalkingofMichelangelo.(ll,ヱ3～ ヱ4)

Theyellowfog .thatrubsitsbackuponthe

window-panes,

Theyellowsmokethatrubsitsmuzzleonthe

windowpanes,

Lickeditstongueintothecornersoftheevening,

Lingereduponthepoolsthatstandindrains,

(dl,15.18)

Andindeedtherewillbetime

Fortheyellowsmokethatslidesalong .the

street,

Rubbingitsbackuponthewindowpanes;

Therewillbetime,therewillbetime

Toprepareafacetomeetthefacesthatyou

meet・ ・(ll .23～..i)

行 って み よ う。 な か ば 打 ち 捨 て られ た 人 げ の な い

街 どお りを 。

一 夜 泊 りの 安 ホ テ ル の な か 眠 られ ぬ 夜

洩 れ き こえ るそ の 隠れ 家 。

カ キ 殻 とお が屑 の ち らば った レス トラ ソ。

部 屋 の な か で 女 た ちは ミケ ラ ンジ エ ロを

談 じな が ら 行 った り来 た りし て い る。

窓 ガ ラ ス に 背 中を こす 惹 黄 色 い 霧 。

窓 ガ ラ ス に 鼻 ず らを こす る 黄 色 い 煙 。

夕 くれ の隈 で そ の舌 を 舐 め ず り

下 水 に よ どむ 水 た ま りの うえ で低 迷 す る。

窓 ガ ラス に 背 な か を こす りなが ら,

街 どお りを す べ る黄 色 い煙 に も

時 間 は ま だ あ るだ ろ う。

君 らの 出 会 わ す顔 に あわ せ る顔 を 用 意 す る

時 間 な らま だ あ るだ ろ う。 時 間 な らぽ まだ あ るだ ろ

う。

(9)7.Nishiwaki,"ArsPoetica,"T,S;Eliot,
(Kenkyusha)

の よ うに,`onenightcheaphotels,や`sawdust

restaurants'の 情 景 が 描 き出 され て い る か と思 う と,

`Michelangelo'を 談 ず る情 景 が 突 然 とび 出 し
,つ ぎに

は また`Theyellowfo9'`Theyellowsmoke'の

イ メ ー ジに な る。

この`Michelangelo'を 論 じて い るsceneは,シ ュ

ー ル レア リズ ムで 云 うデペ イズ マ ソ(depaysement)と は

多 少意 味 が 異 な る よ うに思 うが,し か し これ が い か に も

唐突 な感 じを与 え る こ とは 確 か だ 。 む ろ ん これ は ブ ル ッ
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ク(1。)も云 うよ うに,充 分意識 され た方 法であ って,エ リ

オ ッ トは ここでプル フロックの小男であ るとい う点を,

筋骨 た くま しい ミケ ランヂエ ロに比較 させてい るのであ

る。 それに して も 「安ホテル」 や 「レス トラソ」 と全 く

異質 な 「ミケ ラソヂエ ロ」 が,一 緒に並べ られ ることに

よ って,イ メーヂは一層重 層化 され てい る。 さて この よ

うに積 み重ね られた イ メージは,全 体 としては,恋 す る

中年男 の内面 のムー ド,す なわち恋 をまxに しての不決

断を,表 わ しているわけで ある。 これ らの具象的なイ メ

ージは又,プ ルフ ロックの性 格を外 側か らぴ った りと,

それ に符 合す るよ う配され ている。そ して これ らのイ メ

ー ジは更に,

Therewillbetime,therewillbetime,

「時 間 な らば あ る だ ろ う」 とい う抽 象 的 な 台 詞 に,す べ

て集 約 され る の で あ る 。つ ま りこの台 詞 は,主 人 公 の不

決 断 を あ らわす もの で あ りこの詩 の重 要 な テ ーマ で あ る

こ と は云 うまで もな い。 この よ うに一 つ の 抽 象 化 が終 る

と,次 に また イ メ ー ジ の展 開 が つ づ く。 批 評 家 が ラフ オ

ル グの 影 響 で あ る と指 摘 す る 「禿 げ 頭 」(abaldspot)

「顎 に ま で キ チ ン とは ま った カ ラ ー」(mycollarmount-

ingfirmlytothechin),「 ひ ど くぜ いた くな ネ クタ イ」

(mynecktierichandmodest)と 「簡 単 な ピ ソ」(a

simplepin)と い った ぐあ い に,主 人 公 の容 姿 を描 きな

が ら事 実 は これ らの イ メー ジ の展 開 を通 じて プ ル フ ロ ヅ

ク自身 の性 格描 写 を試 み,主 人 公 の性 格 を 見事 に分 析 し

て い る 。 そ して これ らの イ メ ー ジ は,「一 瞬 の な か に.._.

決 断 と修 正 の 時 間が あ る」(lnaminutethereistime/

Fordecisionandrevision.)と い う抽 象 で しめ く く ら

れ る。 す な わ ち認 識 と経 験 の あ い だ で堂 堂 め ぐ りを して

い る現 代 の ハ ム レ ッ ト,「 プ ル フ ロ ヅ ク」の 恋 は,こ の よ

うな イ メ ー ジの 具 象 →抽 象=展 開 →凝 縮 に よ って割 り

出 さ れ,表 わ され て い る の で あ る 。

す な わ ち エ リオ ヅ トは,イ メー ジに よ って 感 覚 で 思想

しな が ら,ま た それ らを 抽 象 化 す る図式 を も って い る。

で あ るか ら彼 の 詩 の テ ーマ は,感 覚 的 な イ メ ー ジで展 開

さ れ,そ して 観 念 に 抽 象 され る。 この こ とは 彼 の の ち の

詩 『うつ ろ な人 々』(TheHollowMen)で も言 うことが

で き る 。 この詩 は,ヘ レ ソ・ガ ー ドナ ー は,「 古 い手 法 に

よ る最 後 の詩 」(mと 呼 んで い るが,抽 象 →抽 象(イ メメ ジ

の展 開 →凝 縮)の 図 式 は,明 確 に あ らわれ て い る 。

す な わ ち

Wearethehollowmen

⑩ σ%♂ θグstandi〃gPoetry

(11)The,Art-ofT,S,Eliot

Wearethestuffedmen

Leaningtogether

Headpiecefilledwithstraw

わ れ らは うつ ろ な人 間

われ らは 藁 をつ めた

で く頭 を す りよせ る

剥 製 の 人 間

と い.た パ ラ グ ラフに あ る「うつ ろな 人 々」 の具 象 性 は,

す ぐあ とで

Shape.withoutform,shadewithoutcolour,

Paralyedforce,gesturewithoutmotion;

形 な きか た ち,色 の な い 陰

麻 痺 した 力 動 きの な い 身 振 。

とい う詩 旬 に 抽 象 され る。

さ らに こ の イ メ ー ジの展 開 は つ づ い て,

Thisisthedeadland

Thisisthecactusland

Hereisthestoneimages

Areraised,

これ は 死 の 国

これ は サ ボ テ ソの 国

こ こに 右 の像 が

並 ん で い る。

Herewegoroundthepricklypear

Pricklypearpricklypear

Herewegoroundthepricklypear

ぼ く らは サ ボテ ソの まわ りを まわ る

サ ボテ ソ サ ボテ ソ

ぽ く らは サ ボ テ ソの まわ りを ま わ る 。

とい う具 象 性 に 転 じな が ら,次 の観 念,つ ま りこの詩 の

テ ーマ に 集 約 され て い る。

Betweentheidea

Andthereality

Betweenthemotion

Andtheact

FallstheShadow,

観 念 と

現 実 の あ い だ に

発 動 と

行 為 の あ い だ に 脚

影 が お ち る。
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この詩には,恐 ろ しい虚 無感がつ きま と うてい る。それ

は 「形のないかたち」 とか 广麻 痺 した力」 とかい う抽 象

的な ことばで もあ らわされ てい るが,こ うした抽象的な

観念を,感 覚 として どら}xて い るのは,丁で く頭」で あ り,

「サ ボテソ」 であ り,「石の像」 である。 これ らの イメー

ジは,イ メージとイ メージのあいだに,な にか融け合わ

ない,遊 離 した,空 間が支配 している よ うに思われ る。

それ らは相互に,全 く反 撥 した り,押 しのけ合 った り,

結合 した りは しないで,広 い空 間をただ よ う遊 星 のよ う

な,空 しい寂莫感がある。 とにか くこの詩 に も,明 確に

具象か ら抽象えの,イ メージの展 開が見 られ るのであ る。

しか しこの詩 を転機 として云える ことは,エ リオ ヅ ト

のイ メージの方 法が,き わめて単純化 され,『 荒 地』以前

の詩に見 られ る よ うな多様性 が もはや見 られ な くな った

ことであ り,先 のH.ガ ー ドナーのこ とばは,こ の間の

事情を さすのであろ う。 す なわち 『聖灰水 曜 日』Ash

Wednesday,『 四つの四重 奏』FourQuartetsに 至 って,

イメージの多様性は次 第に失なわれてい るのであ る。

f3)

さてエ リオ ッ トの詩におけ る自然のイ メージにつ いて

考察 してみたい と思 う。1910年 か ら20年 代 において,

大衆 の人気を博 していた ジ ョージアソ(Georgeans)の 詩

人た ちは,「 自然を物静かな,風 土的な相におい て」「伝

統的 なムー ド」(12)で描 ていたのであ り,彼 らの詩 のテー

マは,自 然のなか に ロマ ソテ ィク以来 の伝統であ る自我

の発展 と調和 を求 めていた。

FairestofValleys,inthisfull`bloomednight,

Whoseairsolullingly

Whosedusksounderstandingly

Embracesus,andgivesusmorethanlight.

(E,Blunderi)

花 咲 き匂.う この タ ベ 山 あ い の

美 し き と ころ 大 気 は か す か に

闇 は さ や か に 優 し く僕 を つ つ み

僕 らに 光 以 上 の もの を あ たxるa

この よ うな詩 において,自 然のイ メージは,そ れ 自身,

内的な秩 序 と均衡を保 ってい るQが しか しこれ らのイ メ

ージは,modernistの 側 に と疹ては,「感情 の朦 朧性 と

対象あ瞹眛 さ」(13)を表 わ しているにす ぎない。

(12)GriersonandSmith,ACriticalHistoryof

EnglishPoetryp,496,

⑬HomageZOノ ∂肋DrydenP.41
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エ リオ ッ トは この よ うな方法で,自 然 を描 くこ とはな

い。云 うまで もな くエ リオ ッ トには,自 然その ものを対.

象 と した詩 はないし,自 然詩 と呼お よ うな もの もない。

彼が 自然を描 く方法は,主 として初期の詩 においては風

俗描写 とともにあることが多 いけれ ど。

The-wintereveningsettlesdown

WithsmellIofsteakinpassageways.

Sixo'clock

The .burnt-out.endsofsmokydays.

Andnowgustyshowerweeps

TheBringscraps

Ofwitheredleavesaboutyourfeet

Andnewspapersfromvacantlots .;

Theshowers.beat

Onbrokenblindsand .climney-pots,

Andatthecornerof-thestreet

Alonelycab-horse.steams.andstamps,

And-thenthelighting ,of.thelamps,

(Preludesll,11～3)

冬の夕界カミ 街路に

焼肉のにおいを ただ よわせなが ら しのび寄 る。

六時。

煙で汚れた 日々の 燃xの こ りの最後Q

い ま にわか雨が あなたの足 もとの

朽 ち葉や,が らんど うの家あ とか ら

新聞の きたない紙屑を だいてい る。

にわか雨は 破れた

鎧戸や 煙突の うxに 降 りしき り,

街 の隈に,一 頭のわび しげな馬車馬が

湯気を立 て,脚 をあがいてい る。

それか ら 町の ラソプに灯が ともる。

このパラグラフには,街 頭の風景のなかに,自 然イ メ

ー ジが,混 り合 っているが,し か し後者 は,前 者を描 ぎ

出すための,一 つ の道具にす ぎないので ある。そ して彼

が描象する ときの自然は,せ いぜ い植物 なら花,自 然現

象な らば,雨 とか霧であ る。 と くに雨 とか霧は,彼 が都

会をえが くとぎには,い つ も影 のよ うにつ きまと う'てい

る。た とえば 「J・・氏プルーア ロックの恋歌」ALove

SongofJ.Prufrockの

Theyellowfogthatrubsitsbackuponthe

windowpanes,

Theyellowsmokethatrubsitsmuzzleonthe

windowpanes.
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で あ り,あ る い は ま た,「 あ る婦 人 の 肖像 」 の なか に 見

xる

AmoogthesmokeandfogofaDecemberafter-

noon

十二月の午後の煙 と霧 の中につつ まれ て

の よ うに,彼 の 好 まな い`mistiness'が 姿 を あ らわす

の で あ る。 しか しな が ら,エ リオ ッ トの 「自然」 の イ メ

ー ジを,`mistiness'と 呼 ぶ の は適 わ し くな い 。 す な わ

ち この よ うな イ メ ー ジ は,彼 に あ って は フ ラ グ メ ンタ リ

Y'_`捉え られ て い る ので あ って,「 自然」 が感 情 の 朦 朧性

を あ らわ す 対 象 と して表 わ さ れ て い な い か らで あ る。 自

然 は もは や 人 間 と の調 和 を 求 め うる場 で は な い の で あ

る。 人 間 が 外 界 に調 和 を求 め 得 る場 は ど こに もな く,彼

に とっ て,現 実 を取 り囲む ミ リ ューは,フ ラ グ メ ソタ リ

ーで あ る。 で あ るか らエ リオ ッ トの 自然 は,抒 情 的 な

6fairness'と 全 く無 縁 で あ る
。

Hereisnowaterbut.onlyrock

Rockandnowaterandthesandyroad

Theroadwindingaboveamongthemountains

Whicharemountainsofrockwithoutwater

(〃.331～4)

こ、こに水 は な い,た だ 岩 だけ,

岩 だ け で水 は な く,砂 の路 。

そ の路 は 山 あ い に ま が り くね り,

そ の 山 は 水 の な い 岩 の 山。

これ らの詩 旬は,お よそ 「山」 とか 「岩」 とか 「水」 と

か 「砂の道」 とかが有 しているあ りふれた情緒 を否定 し

てい る。それはただ 単なる鉱物質 の ものにす ぎないので

あ る。それ らの イメ≧ジにつ きま とう感傷性 を,みLん

も感 じさせな い,い わ ば 「ゲ ロソチ ョソ」Gerontionの

ことばを借 りれば,「か わいた 季節 に渇 いた頭 添 ら生れ た

思想」(Thoughtsofadrybraininadryseason)

に よって述べ られ てい るのであ る。

エ リナ ッ トの詩 のな かで,自 然 のイ メー ジが もっとも

多 くもちい られ るのは,『 荒地』で ある。 そ してその 自

然 のイメージは,先 の詩 句の例の よ うに,姥 とん ど抒惰

性 が否定 され るのであ るが,し か しパ ロディ として 自然

の イメージが もちい られ る とき,そ れ は もとの詩 の もっ

イメージを,そ れ らの詩 の裏側に感 じさせ るか ら,そ こ

に おいては もとの詩 の もっ ・fairness'の 暗示性 と重層

化 が否定で きない ように思tる 。

Theriver'stentisbroken;thelastfingersof

leaf

.Clutchandsinkintothewetbank,Thewind

Crossesthebrownland,unheard,Thenymphs

aredeparted.

SweetThames,runsoftly,tillIendmysong,

河のテ ソ トは破壊 された。、最 後の木 の葉 が

指の よ うにか らみついて,濡 れた土堤に

散 りかか る。風 は褐色の土の うaxを音 もな く

通 りす ぎ,ニ ソフたちは 帰 ってい った。

美 しい テムズ の流れ よ,優 しく流れ よ,

私の歌のおわ るまで。

この スペ ソサ ー・(S.Spenser)の 『祝 婚 前 曲』(Prothala・

mion)の パ ロデ ィは,む しろ 『荒 地 』の他 の 自然 の イ ン ー

ジに比 較 す れ ば,抒 情 的 な`fairness.'が あ る。 なぜ な

ら,現 実 の テ ム ズ河 は`brokenimage'で 描 か れ て い

て も,ス ペ ソサ ー の テ ムズ の流 れ を,こ こに 重 層 化 した

ことは,や は りそ こか ら過 去 の`fairness'に イ メ ー ジ

が,拡 が ってゆ くこ とを 否 定 す る こ とは で きな い 。 そ し

て この`fairness'の 拡 が りが あ るか ら こそ,こ の四 行 の

詩 句 は よ り暗 示 に豊 んで い る ので あ る。 こ の ことはr死

考 の埋 葬 」(TheBurialoftreDead)の,冒 頭 に 就 い

て言 え る の で あ る 。

Aprilisthecruellestmonth,breeding

Lilacsoutofthedeadland,mixing

Memoryanddesire,stirring

Dullrootswithspringrain,

四月は殘 酷の季節だ

リラの花を死んだ土か ら

育てあげ,記 憶 と希望 をまぜあわ し

春 の雨でかわいた根をゆ り動 かす 。

`cruellestmonth'と い うこ とぽで,「 四 月 」の`fairness'

は 否 定 され て は い るが,し か し これ らの詩 句 が,チ ヨ ー

サ ー(G,Chaucer)の 『カ ソタベ リー 物語 』 の プ ロ ロ ー

グに あ る,「 快 よ さ」 を,`springrain'の イ メ ー ジに

潜 在 させ てい る ので あ っ て,や は りイ メ ー ジ は`crue「

な 感 じを あ らわ す だ け で な く,連 鎖 反 応 的 に 拡 大 して ゆ

く。 む しろ これ ら の イ メ ー ジ の世 界 は,ケ ソラ ソで あ る。

エ リオ ヅ トの 自然 イ メ ー ジ は,パ ロデ ィー と し て抽 象 さ

れ る と き,(す な わ ち 『荒 地 』 で は パ ロ デ ィー と して 自

然 イ メ ー ジが 描 か れ るぽ あ いが 多 い ので あ る が)た しか

に他 に は見 られ な い 抒情 性 が重 な っ て い る よ うに 思 う。

とにか くエ'リ オ ッ トの詩 に は,い わ ば19世 紀 的 な ム

ー ドを も った,Natureimageは 存 在 しな い 。個 の発 展

の媒 体 とな り得た 自然,永 遠 を そ こに 観た 「虹」 や 「草
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木 」が,そ こに見 られ ない のはう もはや 云 うまで もない。

斯山」一や 「岩 石」や 「水」のイ メー ジは,も はや 「自然」

を描 くため の ものではな く,本質 的には 「コーヒー・スプ

ーソ」 のよ うなイメージと変 りがない ので ある
。である

か ら,「 自然 」の抒情 的な`fairness'を 拒否 した それ ら

Qイ メージはまった く合理的な構成主義で あ らわされ て

い る。 そ の見事な例は,先 に少 し引用 した 「荒地」 の

・331行か ら359行 であ る
。

{4)

さて再び詩人 の風俗イ メージと展開 とそれ の ドラマチ

ヅクの要素 とについて考えて見たい。事実かれ には,マ

シ ーセ ソ(F.0.Matthissen)が'thesenseofhisown

age'と 呼 んだ時代意識があ り,そ れ に よって多分 に自

然主義的な風俗描写がお こなわれ る。エ リオ ッ トの描 く

風俗 イメージは,主 として初期の詩においてでは あるが,

E.ウ イル ソソの指摘す るよ うに 彼がNewEnglandの

出 であ ることを思わせる よ うなア メ リカ東部 の都市があ

り,あ るいは まだそ こに徴紀未的の面影を とどめ ていた

と思われ るParisやLondonの それ であ るよ うだ。 し

か しここで も重要な ことは,先 に も指摘 した よ うに,彼

の 風俗描写 の地方主義 的な色彩は,『 荒 地』を転機 と し

て,き わめて一・般的な,普 遍的な地域に拡大 され ている。

確 かに一つの地方は描かれ るのだが,そ れは充分に普遍

釣 な場 につなが ってい る。それは もはや現実 のものでな

い,「 非有 の都」Unrealcityヴ ィジ ョソの都会 とな った

の である。

Underthebrownfogofawinterdawn,

Acrowdflowedover ,LondonBridge,somany

Ihadnotthoughtdeathhadundonesomany,

冬 の夜あけ の褐色の霧の したを

群集が ロソ ドソ橋の うxを 流れてい った,

た くさんの人 々,

わた しはそ んなに もた くさんの人々を死が亡ぼ した

とは思 えなか つた。

「非有の都」 のイ メージはなるほ ど 「ロソ ドソ橋」が描

か れ,そ して 「褐色の霧」 もロソ ドソ特 有のイ メージに

は ちがいないが,し か しこれは詩 人が 自注のなかで書い

て いる よ うに,ダ ソテの 『神曲』地獄篇 の河 リソtを

あ らわ してい る。 「ロソ ドソ」 を描きなが ら,こ れはす

で に 「ロソ ドン」に とどま るのではないのであ って,そ

の 「冬の夜あけ の霧」も,か って 「あ る婦人 の肖像 」(Port・

TaitofaLady)の 冒頭 に描象 された 「十 二月の午後の

煙 と霧」とは全 く区別 されねばな らぬ ものの よ うであ る。

す くな くとも丁肖像」 の霧 と煙には,地 方的 な装飾性 を

完全 に否定す る ことは出来 ないので あるが,「非有 の都」

の霧は,本 質的には地方性 と関聯がないのであ る。

エ リオ ットの`thesenseofhisownage,は ,マ シ

ーセ ソも云うよ うに,彼 の詩 にお いて見逃 し得ない一つ

の特 徴であ る詩 の主 人公をつ くり出 してい る。そ して こ

の場 合,詩 人はかな らず詩 の主人公 の周囲に,こ の主 人

公ののおかれ ているシチユエーシ ョンや情 景描写 が書 き

加え られ る。ある ときは,そ れ は人物 が主であ り,ま た

時 にぼ主人公が従 に過 ぎない と思われ るよ うな風俗 イメ

ージカS-=細部に までわた って描かれてい る
。例えば 「肖

像 」の

And .fourwaxcandlesinthedarkenedroom
,

Fourringsoflightupontheceilingoverhead
,

AnafomosphereofJuliettomb,

そ してお暗い部屋 の中に,四 本 の蝋燭,

火影 は天井 にまるい四つ の輪をえが き,

ジxリ エ ッ トの墓 と同じよ う。

有閑婦人り このサ ロソの模様は,あ た か もヒロイ γの出

をまつ 舞台 セ ッ トの よ うに,「お暗い部屋」に 「四本 の蝋

燭」が 「ジ ュリエ ッ トの墓」 を思わせ るかの よ うに配 さ

れている♂すなわち これ らのシチ ュエ ー シ ョソだけで,

ここに現わ彜 る女主人の性格 と,こ れ か ら何が ここで展

開す るか の,お よそ の推測はで きよ う。 また この婦人 は,

「リラの花」 を花瓶に生けた り,老 の花 を よじった りす

る。そ の ようない くぶ んロマ ソ的な 厂花」のイ メージ も,

決 してただ単な るロマ ソ的 なムー ドをあ らわす ためにあ

るので はな く,や は りこの 「婦人」 の性格につ ながるテ

ーマの細部的 な展 開で あって,一 面で は この詩 の中心 的

なテ ーマか ら離れなが ら,そ れ はまた充分 に全体 とっ な

が りcontextの 役割をはた してい るQ

「プル フロックの恋唱」 にまた風俗的 なイメージを 求

め るな らば,

ShallIsay,Ihave-goneatduskthroughnarrow

streets

Andwatchedthesmokethatrisesfromtle

bipes

Of.lonelymeninshirt-sleeves,leaningoutof

window?(ll,70-x-72)

言 ってみ よ うか,わ た しは夕方 の狭 い通 りを

通 って きた,そ して窓か ら身 をの り出 して,・

シャツがけ の寂 しい男たちが くゆ らす

パイプの煙を見ていま した と。
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ShallIpart;:'myhair,behind?DoIdaretoeat

apeach?

Ishallwearwhiteflanneltrousers;andwalk

uponthebeach,

(ll,12ヱ へ」2)

わた しは髪 の毛を後ろに分け よ うか,わ た しは

桃 を食 べ ようかo白 いフ ラノのズ ボソをはいて,

海岸へ散歩に出かけ よ う。

これ らの詩 のイメ'一ジは,詩 の中心的なテーマか らすれ

ば,い わば脇 道にそれ た感 がな くもないQし かし これ ら

の情景は,す くな くと も主 人公の 「わた し」が 「見た」

清 景であ り,「 しよ うか」 と自問 す る 「わた し」に まつ

わ る行為である。 エ リオ ヅ トは詩の命題か ら離 れた,間

接的な儔況を描きなが ら,そ れはやは り詩の主人公の性

格を語 ってい るのであ る。 この ことは彼 のエ ッセイにつ

いて も言われ ることであ る。彼の論理は決 して一貫 して

いないのであ って,'時 々脇道 にそれた り,突 然 そゐ論 旨

と関聯のない ことを述べた りす るのであ るが,し か し彼

の エ ヅセイはそれ に もかかわ らず全体 としては一貫 した

感 じを与えてい る如 く,詩 につ いても同じことが言え る

のである。すなわちエ リオ ッ トは,脇 道 を して,細 部的

な描写 を精緻にな しなが ら,そ の部 分は全体的 な構成 と

充分にかかわ りあっているのであ る。

『荒 地』もやは り劇的 な要素 を持 つ詩 である。 そ の構

成 と細部的なシチ ェエーシ ョソの両面に渉 って,つ よく

そ の印象を深める作 品である。た とえば「チエスの遊 び」

AgameofChessの 冒頭にあ るイメージは,シ チsエ

ーシ ョソの細部描写 とい う点で,ロ マ ソ派の詩を思わせ

るほ どの象徴にまで達 してい るQ

The・Chair ,shesat.in,life .aburnished;throne;

Glowedonthemarble,wheretheglass

Heldupby:standardsw.noughtwithfruited

vines

From .whichagolden;Cupidonpeepedout.

(ll,77・ ～8ヱ)

彼女の坐っていた椅子 は磨かれた正座 の ようk,

大理石の うえに 映}xて いた。そ こに

姿見は 実をつけ た葡 萄の蔓で飾 られて

金色のキzピ ッ ドがのぞいていたo

Abovetieantiquemantlewasdisplayed

Asthroughawindowgaveuponthe.sylvan

scene墜'

ThechangeofPhilomel,bythebarbarousking

sorudelyforced; (〃.97～100)

古めか しい炉棚の うえに したた る緑の森

に開かれた窓の よ うに,あ の野蛮な王に

む ごた らしくと らえ られ た,フ イ ロメールの

絵 姿がかか っていた。

これ らのイ メージほ,詩 の中心的 な主題 を表 わす とい う

よ りは,細 分化 された ある部 分を象徴 する とい う役割 を1

果 してい るのである。 む ろんエ リオ ヅ トの詩 において

は,ど んな部分 もまた,全 体 と密接 につなが ってい るの

であ るけれ ども。 しか しこの よ うな詩のイ メージに接 す

るときに,わ れわれは詩の中の人物のために描かれた ロ

マ ン派詩 人の,司精 緻 な室内装 飾 とかその雰囲気がす ぐに

想い浮ぶ のであ る。む ろん この詩 人のそれは,ロ マ ソ派、

のイ メージと異質の ものではあ るが,こ の よにイ メロ ジ

が細分化 された ところにぱ,な にか一・脈通 じるよ うな象

徴的 な世界があ る。『荒地』の世界は,horrorと 一bore-

domと910ryを 描いた ものであ るといわれ るが,詩 人

がboredomを あ らわす どきに,か って ロマ ソ派 の詩人

がennuiをxが いた の と相似す る世 界があ らわ されて

くる もの と思 う。た ゴ 「チエ スの遊び」の,こ の部屋の

住む女性 のイメージは,現 代 のeririuiで あ り,それは同

時 にhorrorと ともに,住!v'`い るとい う現代 の確か な

歴 史を背 負 うてはいるδ

しか しながち 『荒地』 におけ る ような細部 的なイメー

ジは,そ れ以後 の彼 の詩 にお いては,殆 ん どその影 を消7

して しま っている。後 の詩 において も詩 の ドラマタイぜ 臨

イ シ ョンは,彼 の詩 の構成 の一つ の特徴 にはちがいない

が,そ れ らはただ骨組 みだけ を殘 して,そ れ を肉ずけナ

る部分の描写は余 りに も疎外 されて しま ってい る。た と

えば 『空 うな人 々』で も,お そろ しく装 飾性 を振 り落 し

た,シ ュール レア リズ ムの よ うな劇を思わせ る。 この詩

は五節か ら成 り立 ってい るが,ま つ第一節では剥製の人

間に スポ ッ トがあて られ,第 二節では 「死」を象徴す る

暗い場面に,「 砕けた円柱」が並 んでいて,奇 怪な 「眠」

があ らわれ,そ れが空の星にな り,さ らに第三節ではそ

れ らの発展 と して,「石 の像」 と 「サボテ ソ」が照 らし出 ,

され る。第 四節は また暗い場 面,そ こに 「星」 と 「八重、

のQPが あらわれ て,小 さ く消 える。第五節で はふ たた

び 「サボテ ソ」 に光が あて られ,そ れ らの間 を光 は交錯

す る。 そ して童べ の うた うコー ラスは,次 第 に教会風 の

それ になって幕 がお りる。珍 らしくこの詩 には主人 公は

登場 しないで,た だ簡 単な装置 と光 と影 と,音 楽効果だ

けで この奇妙 な ドラマは成 り立 ってい る。 『荒 地』以後

⑬TheAchievementofT.S.Eliot.1935:
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の,テ ーマの細分化や,情 景描写や,狂 言 まわ しの人物

は なにも存在 しない○

さてエ リオ ヅ トの詩 の方法に,主 人公が存在 して,こ

れ の性格描写や,舞 台 の装置や効果に等 しい よ うな,そ

の シチ ュエーシ ョソの細部描写な どが,主 人公を中心 と/

して展 開す るとい うことは,こ の詩人 の演劇に対す る関

心 の深 さ と,そ の才能を物語 るものであ る。あ る批評家

は ボー トレールを評 して,彼 を本質的 には劇詩人であ る

としたが,こ の評言はその まsエ リオ ッ トに も通 じる。

彼 の絵画的な イメージは,た だ平面的 な画布にぬ られた

それで な く,そ の陰暗や奥行 きや動 きは,時 間 と空間の

な かに展 開す る ドラマのそれで ある。 しか しなが ら,彼

の詩 における このよ うな ドラマに ある ようなイ メージの

要素 は,い った い英詩 の伝統 とは どの ようにつなが るの

で あろ うか。今更英文学史 を繙 くまで もな く,19世 紀詩

のなかにおけ る秀れた詩 「プ ロメシ ウス解縛」Prome-

thewsUnbound,「 マ ソフ レッ ド」Manfred,「 ハ イ ピリ

ォ ソ」Hyperion,「 モ ウ ド」Maudな どが おもい起 され

るのである。 クラシシス トと してのエ リオ ッ トの立場

が,英 詩 の ローマ ソ象徴詩 の否定 にあ った ことは さきに

も述べた が,ロ ーマ ソ詩 におけ る ドラマ としての要素は,

そ の抒情 的な`fairness'に よってそ の劇的な構成は弱

め られ る傾 向はあった。 エ リオ ッ トの詩 には全体 として

見 る ときには,た といそ こに部分的に は ロマ ソテ ックな

イ メージは否定 できないけれ ども,抒 情的 な要素 は極め

て僅少 である。 エ リオ ッ トの ドラマチ ックな詩 の要素

は,ひ とつにはR.リ ー ド(、5)の言 を援用す るまで もな く,

彼 のイメージの`directness'や`hardiness'に 理 由が

あ るのである。す なわち この よ うな詩 のイメージは,抒

情 的 な詩 よりは,ド ラマに適 している。む ろん これに は

機 能的 には,彼 がironyやallegoryと い うような知

酌操作 を特意 とした こととも関連 するのであるが,い ず

㈲TheTrueVoiceofFeelingp.142

出口;エ リオ ッ トの詩 の方法

れ に しても彼の詩の見事な構成は,イ メージの ・direct.

ness'に よって支 えられなが ら,他 方ではそれが しば し

ぼ抒情 の欠乏 とい うマイナスを もた らす原因 ともなって

いる ことも否めない事実であ る。
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