
エ マ ソ ン の 文体と美学 - の覚え喜

一

そ の 矛盾と自意識 -

( E m e r s o n
'

s S ty l e: It s l n c o n sist e n cy a n d S elf - r en e xi vi ty)

野田 明

(A kir a N o d a)

序

エ マ ソ ン と い う文 人は 分か り に く い
｡

そ の 分か り に くさは
､ 彼 の 思想や 哲学 の 難

解さだけで なく , それ ら を盛る器 と して の
, 文 体の 捉 え ど こ ろ の なさに も因 る の で

は な い だ ろうか
｡

1 そ して ､
エ マ ソ ン を文学者と してみ る の なら､

エ マ ソン の 文章

の 特性 は ､ そ の ま ま彼 の 芸術観 ､ 文学 に対す る美 意織 とも通 じるで あろ う｡ 拙稿で

は
､

エ マ ソン の 文体と 美学 に つ い て
,

きわ めて 漠然 と した 括 り なが ら ､ 矛盾 と自書

放と い う二 つ の 切り 口 か ら考察す る こ とに よ っ て , 後の 詳論 - の 覚 え事と した い
｡

一

体 ､
エ マ ソン は ､ 自分 の 書く 文章に 対 して

､ ど の 程 度意放的で あ っ た の か
｡

エ

マ ソ ン の 分か り に くさと して
､ まず思 い 浮 かぷ の は

,
そ の 自 己矛盾(i n c o n 8i 8 te n C y)

で ある｡
1 8 4 1 年 の エ ッ セ イ ｢ 自 己倍 額｣ にお け る ､

｢ 愚か な首尾 一

書性は
､ 小人 が

お び え るお 化 け｣ とい う､
エ マ ソ ン 自身 の 言 葉 どお り

､
エ マ ソ ン の 物す る文章 に あ

っ て は
､ 論 旨が 直線的 に述 べ られて い る こ とは 皆無 と 言 っ て も よ い

｡

2 矛 盾･ ･ 塩着

は ､
エ マ ソ ン の 思想 を論 じ る時､ 当然 の 特性 の よ うに 語 られ て き た

｡
だ が

､ 翻 っ て ､

当の エ マ ソ ン 自身 は自 らの 文章の 矛盾 に つ い て
､

全く 無意織 で あ っ た の か
｡

そ もそ

も､
上の ような挑戦的 な言 葉を発す る こ と自体 が

､ 首尾 一 斉性 へ の 意織 の 現わ れ で

は ない だ ろうか
｡

現に 今昔い て い る文章 - の 自意槻 ､ そ れ を形式 面 に ず らせ ば､ 作 品 の メ タ構造 と

な っ て 表現され る
｡

しば しば ェ マ ソ ン の 詩作 は､ そ れ 自体が 試絵 ない し芸術 論に な

っ て い る と 指摘されて き た
｡ 詩 の 本質 を稔 じた 名高 い エ

ッ セ イ ｢詩人｣ (
"

T h e P o e t
"

)
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に お け る
,

｢ 詩 を作 る の は
､ 韻律 で は なく

､ 韻律を作 る無論 で ある｣ と の 言葉 は
､

ま さに そ の 意味で 理 解され る べ き で あろ う(1 8 6) ｡
エ マ ソン の 詩に は ､ 当 の 詩 を創 作

す る過 程 - の 眼差 しが 働 い て い る の で ある
｡

そ の よう な､ テ ク ス トそ の も の - の 眼

差 し, 自己 言及性( 8 el f
･

r e n e xi vi t y) は ､ 詩だ け で は なく､
エ マ ソ ン の エ ッ セ イ にお い

て も見出す こ とが で き る よう に思 う
｡

矛 盾に 満ち
, 往 々 に して 晦渋 な ェ マ ソ ン の 文

体 と ､ そ れ - の 作者 の 自意識 の あり よ うに つ い て
､ 主 に エ マ ソ ン の ア フ ォ リ ズ ム と

エ ッ セ イ ｢ 経験｣ , さらに 三 つ の 詩 を題材 と して 考 えて み た い
｡

我 々 は そ こ に
､

エ

マ ソ ン の 文 章 にお ける 主塔 と形式 の 見事な
一

致 を見 る こ とが で き るだ ろ うo

エ マ ソ ンの ア フ ォ リズム

エ マ ソ ン の 文 体, なか ん ずくそ の 自己矛 盾 を論 じ る時
､
彼 の 格 言癖を抜き にす る

こ と は でき な い
o L a w r e n c e B u e11 が指摘す る よ うに ､

エ マ ソ ン が ア フ ォ リズ ム を多

用 した の は ､ 講演の 際に 聴衆 の 気 を引く た め の 戦略的 な目的 だ け で は なか っ た
｡

そ

こ に は ､ 時々 刻々 移 り変わ り､ 流動す る心 を ､ 万 人 に 銘記 され る短文に 封 じこ め た

い と い う､
より 本来的 な欲求が あ る( B u ell

,
1 5 6)

｡
事 実､ 格言 は

､
エ マ ソ ン と い う文

人 を記憶 させ る強力な媒体と な っ た こ とは 間違 い な い
o しか し､ 忘れ て なら ない の

は
､

その 部 分だ けを取り 出せ ば非常 に シ ャ
ー

プ な言葉 で あっ て も､ 元 の 文 章 で読 ん

で み る と ､ そ の 前後の 関係は 必 ず しも明噺で な い
､ 論 旨が辿 り に く い 場合が 多 い

､

と い う こ と で あ る
｡

エ マ ソ ン の ア フ ォ リ ズ ム と そ れ が 由来す る周 囲 の 文 脈 の 間に は ､

往 々 に して 敵解が ある｡

一

例 を ､
｢ 経験｣ で 見て み よう｡

エ
ッ セ イ の 半ばで エ マ ソ

ン は ､
｢ 我 々 は喜 ん で錨 を 下ろ した い

｡ だ が錨 地 は 流砂 なの だ
｡

｣ と 言う(2 0 2)
｡

人

間精神 が拠 っ て 立 つ 基盤 の 軟弱さ､
生 の 寄る 辺 なさ を表現す る の に

､
こ れ は見事 な

イ メ ー ジ で あ る｡
しか し

､
こ の 鮮や か な比噛 も当の エ ッ セ イ の 文脈 に 置き戻せ ば､

そ の ｢ 意味｣ は 必 ず しも明白で は ない
｡

続 け て エ マ ソ ン は
､

ガ リ レ オ の 言葉 ｢ そ れ

で も地球 は 動 い て い る｣ を引 く｡ 中心 が 地 球 で なく 太陽に ある と い うこ と は ､ 視点 ､

基準点 が どち らに あ るか と い う問題 で ある は ずだ ｡ だ が ､ それ は 次の 絵画 の 喰 え ､

どん なに 素晴 ら し い 絵画 で も永遠 に これ を 楽 しむ こ と は でき ない と い う件 に なる と
､
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その 趣 旨は
､

芸術の 非永続性
､
全 て が相対的と い う宿命 へ と微 妙にず らされる｡

ある い は ､ 同 じ ｢ 経験｣ 中の 別 の 例 と して
,

｢ 斑の 車輪が 白く見 え る に は
､ 速く

回転せ ね ばならぬ｣ と い う命膚 を挙げ ても よ い
.

こ の 印象深 い 表現 と ､ 僅か 数行後

の
､

｢ 神 は ､ あ る瞬間 には 甲と い う人間 を通 して語 る か と思 えば､ 次 の 瞬間に は 乙

と い う人間を通 して 語 る｣ と い う議論 の 間 に､ 整合的 な ｢意味｣ を汲 み 取る こ とは

容易 では ない ように思 え る
｡

極 め て 印象鮮 やか な格言 と ､ それ が 由来す るテ ク ス トに 置き戻された 時 に 生 じ る
､

一 種 の 居 心 地の 悪さ
｡

こ れ は
､ 数 あ る エ マ ソ ン の 名句 の 中で もお そ らく も っ とも有

名 な ｢ 私は透 明な眼球 に な る｣ (2 9) に つ い て も当 て は ま るか も しれ な い
｡ 『自然』

に お い て 天 啓 の よ うに エ マ ソ ン が 語 る 体験は , 確か に ､ 視覚 と超 越主義 の 結合 を 表

す重要 な
一

瞬 に は違 い ない
｡ だ が ､ 原 文 で の エ マ ソ ン は こ こ で 止 ま っ て は い ない

｡

さら に続く部分 で は
､

｢ 植 物と人 間と の 摩討 不 思議な感応｣ が 大真面 目 に告 白され

る の で ある｡ こ の 件に つ い て
､

ビ ュ ェ ル は
､

｢ 意識的 に 滑稽 な調子｣ (9 4) を指摘 す

るが
､

そ れが 正 しけれ ば
､

エ マ ソ ン 哲学 の エ ッ セ ン ス で ある か の よ うな表現 は
､ そ

れ が 由来す る エ ッ セ イ の 文 脈に よ っ て
､
い く らか そ の 真実味 を相対 化され て しま う

｡

しか し
､

こ こ で 私 た ち は逆 の こ と を指摘 しなけ ればな ら ない
｡ す なわ ち､

エ マ ソ

ン の ア フ ォ リズ ム は
, 近接す る 文章と の 間の 敵 齢､ な い し緊張 関係 に よ っ て ､ か え

っ て ユ ニ ー ク な価値 を持 つ の だ と 言 え る の で は ない だ ろうか
. そ うで なけ れば, そ

れ は 単な る ｢ 要約｣ とな っ て しま う｡
エ マ ソ ン が発 す る印象深 い 短 文は ､ それが 置

かれ た文脈に よ っ て ､ 言 っ てみ れば ｢ 異化｣ され るの で ある｡

従 っ て ､ 鮮 明 な名句だ けを全 文章 の 代表 の よう に記 憶 す るの は ､
エ マ ソ ン の 理 解

と して は 片手 落ちだ と 言 え よ う. ア フ ォ リ ズ ム は､ 単独 で の
,

一

瞬 で脳 婁に 残 る短

文 の 形 と ､ それ が 埋 め 込 ま れた 耗解 な長 文 の 中 で の 唾味 な意味 と､
二 つ の 価 値を持

つ
｡ そ の 点 で

､
彼 の エ ッ セ イ は 二 重 の 役割 を担 っ て い た

｡
お そ らく

､
エ マ ソ ン 自身､

少 なく とも戦略 と して は ,
こ の こ と をあ る程度意放 して い た だ ろ う.

エ
ッ セ イ 本体

で は
一

筋縄 で い か ない 文を 展開 し つ つ
､ そ の 随所に

､ 読者 ･ 聴 衆が 容易 に記 憶で き

る､ か つ 普遍的 なア フ ォ リズ ム を 散り ば め て い た の で ある
｡
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た だ､
ア フ ォ リ ズ ム の ｢ 普遍性｣ とい うこ とに 関 して は ､

一 つ 注意 し なけれ ばな

らない こ とが ある
｡

ビ ュ エ ル は
､

エ マ ソン が ｢ 自然｣ - の 傾斜 に よ っ て
､

旧世界 に

対す る ア メ リカ の 独自性 ･ 有利性 を強調す る
一 方で ､ 普遍性 ･ 国際性 をも求 め て い

た と言 う( B u ell) ｡ それは 確か に そ う なの で あろう｡
だ が

､ 文体的 に見 た 時､
エ マ ソ

ン の ア フ ォ リズ ム に は ､ 時 に普遍 ない し抽 象と は 相反す る 要素が 含ま れ て い る こ と

を忘れ て は ならな い
｡ 例 えば

､
｢ 経験｣ に お い て

､ 人 間精神 の 本質 を ｢ ラ ブ ラ ドル

半島産の - げ石(L a b r a d o r s p a r) ｣ に 喰 え る
｡

むろ ん
,
格言 に何 が しか の 具象 が 比 喰

と して 用い られ る こ と自体 は常套 なの だ が ､
エ マ ソ ン の 場 合は ､ そ こ に 独特 の 地域

性 ･ 時代性 が 感 じられ る の で ある
｡ 抽象性 と具体性 の 併 存は

､ 件 の ｢ 眼球｣ 表象に

も見出せ る｡
エ マ ソ ン の 分身 た る ｢ 私｣ が ｢透 明｣ に なる と は ､ 肉体の な い ｢ 視覚｣

となる こ と
､

限 り なく抽象 に近 づ く こ とで あ ろ う
｡

と こ ろ が
､

こ の 表 現の 要とな っ

て い る の は ､ 単な る ｢ 目｣ で は なく ,
｢ 眼球｣ と い う､ 逆に 極 め て具 体的な物体な

の で あ る(P a tt e r 8 0 n
,
4 3)

.
ェ マ ソ ン の ア フ ォ リ ズ ム は

､ 近接す る 文章 との 間に 齢齢

が ある だ けで なく､ それ 自体にも ー 種 の 矛 盾を畢ん で い る｡

｢ 経験｣ の 矛盾

エ ッ セ イ ｢ 経験｣ に戻 り , 矛盾に つ い て
, 少 し マ ク ロ な レ ベ ル で 考え て み よう｡

｢ 桂浜｣ は
､ 精神 を7 つ の 概念に 分 け

,
そ れ ぞれ を考察 した も の の 連続 体 の 形 を取

っ て お り ､ そ の 論調 は と 言え ば､ 特 に書き 出 しの 部分に お い て
,

生 の 流動性
､

人 間

の 基盤 の は か なさを強調 して い る他､
エ マ ソン 自身の 亡 く なっ た 息子 - の 言及も あ

っ て
､

エ マ ソン と して は 珍 しく
､

か なり暗 い もの と な っ て い る
｡

と こ ろが ､
エ マ ソ

ン の 散文 の 中で も特に 優れ た も の と され て い る エ
ッ セ イ に は

､ 著 し い 矛 盾も また含

まれて い る ように 思わ れ る
｡

まず ､
エ マ ソン は 冒頭に 自分自身 の 詩を モ ッ ト

ー と し

て引用 して い るが
,

3 こ の モ ッ ト
ー

は
,

あた か も ｢ 子供 - の 子 守 唄｣ ( B u e u 1 3 0) と

聞達 うよ うな呑気 な調子 で あり､
エ ッ セ イ 本文 の 悲観的 な語調 とは

､
全 く 懸け離れ

て い る
｡ そ れ ばか りで は ない

o
矛 盾 は ､

エ ッ セ イ の 本 文中に も あ るo 上 に 述 べ た よ

うに
､

｢ 経鼓｣ の 事き 出 しは決 して 楽観 的なも の で は なく ､ 数 ペ ー

ジ に 亙 っ て ､ 人

-
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間精神 の 移 ろい や すい さ､ 人生 の は か なさを説くo
エ マ ソン は 膏う､

｢ 人 生とは 人

つ なぎの ガ ラ ス 玉 に 他ならな い｣ と
o
と こ ろが

,
そ の ように｢ 流動(fl u x)｣ を強調す る

エ ッ セ イ を 4 分の 3 ほ ど読み 進ん だ 時に転換点 が訪れ る :

人生と は さま ざま な気分 の 流動 に 他な らぬ と述 べ た が
､ 私は 今､ 私 た ちの 内部

に は不 変 の もの が あ っ て
､ それ が 全て の 感覚 と精神状態 の 等級を定 め る

､
と い う

こ と を付言 して お か ね ばならな い
｡ (2 0 8)

続 い て 作者 は
､

こ の ｢ 不変 の もの｣ を ｢ 生命 を超 え た 生命｣ ｢ 第 一 原因｣ な どと

名 づ けて ゆくの だが
､

い ずれ にせ よ ､
｢ 流動｣ ｢ 変化｣ の 対極に ある ｢ 不 変｣ が 精

神 に 存在 す ると い う宣言に は違 い な い
｡

こ の 件 が ､ こ こ に 至 るまで の 蔑論 の 其逆で

ある こ と に は ､ 文頭に 断 り書き が つ い て い る｡ だか ら､
エ マ ソ ン 自身 が こ の 反転 を

承 知 して い た と い う仮定に よ っ て ､ 弁証法的 に エ ッ セ イ 全体 の 趣 旨を整 理 し､

一 斉

した プ ロ ッ トを通す こ とは 可能 で あ るか も しれ ない
｡

しか し
､ 私に は

,
どう して も､

そ れは 無理な試み
､

と い うよ り も
､

か え っ て こ の エ ッ セ イ の 本質 を見失 っ て しまう

作業で ある ような気が して な らない
｡

今引用 した の は
､
特 に 著 し い ｢ 矛盾｣ で ある が ､ もう 一

つ 例 を挙げて お けば､
｢現

在｣ - の 強調が ある｡
こ の エ ッ セ イ の 要諦 と して ､ しば しば現実 の ｢ 中庸 の 道｣ な

い しは ｢ 常 凡 の 生活｣ の 尊重 が 言わ れて きた( ′小泉
,

2 7 4)
.

全体 の 嗣 子 と して は ､ 確

か に そ れ は 害 え る だ ろ う｡ しか し
､

エ ッ セ イ を仔 細に 読め ば､
エ マ ソ ン は あ る箇所

で 次の よう にも書 い て い る : ｢ 私 た ち の 生 は ､ 現在に 属す る よ りも ､ む し ろ将来 に

属す るもの で は な か ろ うか｣ ( 2 0 8) ｡
こ の よ うな取離 に 拘 る の は

, 揚 げ足取 り なの だ

ろ うかo そうで は ない よ うに 思うo
モ ッ ト

ー と本文､ さら には ､ 本 文そ れ自体 に あ

る矛 盾は
､ 捨象す べ き もの で は なく

､
む しろ そ れ こ そ が

,
｢ 経験｣ と い う エ ッ セ イ

の 本質で は ない だ ろうか
｡

実は ､
｢ 経験｣ 内 の ｢ 矛 盾｣ をあ る が ま まに 捉 え た時 ､

エ ッ セ イ 自体に , その ｢ 矛

盾｣ を反映 して い る 箇所 が あ る こ と に気づ く｡ そ れは 既 に引用 した ､ 絵画 の 喰え で

-
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あ るo
エ マ ソ ン は ､

｢ 私 た ちは 変化 を必 要と して い る の だ
o

た だ -

つ の 思想 に身 を

捧 げる こ と は
, す ぐ殊 に なっ て しま う｡ ｣ と 述 べ て

､ 過去 の 偉 大な作家の 著 作を絵

に喰 え る :

どの 絵も
-

度 は強 い 注意を惹く が ､ 私 た ちが そ ん な喜び を強 い て 享受 した い と

思 っ て も所詮長続きは しない
｡

一

つ の 絵 を眺 め た後 で は そ の 絵に 別れ を告 げなけ

れ ばなら ぬ
｡ (2 0 2)

こ の 比 喰は ､ そ の つ も り に な っ て 見れ ば､ 当 の エ ッセ イ その も の の 比 喰 に な っ て

い るの で は な い だ ろ うか
｡ 精神 と経験 の 種々 相 に つ い て 述 べ た ､ 互 い に 矛盾 し相対

化 しあ う よう な各部分 は ､ それ らを統合 して 単 一 の 教訓を導き 出すた め に 存在す る

の で は なく ､ それぞれ が
､ 永遠 に は ｢ 長続き しない｣ い く つ も の ｢ 絵 画｣ の 一

つ と

して理解 され る べ きで は ない だ ろ うか
｡

自己 言及 の 別 の 例 と して
､

こ れ も既 に 引用 した ､
｢斑( p a r ti

-

c ol o r e d) の 車 輪が 白

く見え るに は ､ 速く回 転せ ね ばな らぬ｣ と い う ア フ ォ リ ズ ム を挙げ る こ と が で き る｡

こ れ は ､ 千変万 化す る ト
ー ン で 主題 が 次 々 に展 開す る エ

ッ セ イ 自体の 比 喰 と読 め ､

巧 まざる 自己言及とな っ て い る
｡

考 えて み れば､

一 貫 した命題 を 導け ない と い う こ と ､ そ れ こ そ まさに ､
エ マ ソ ン

が 自身 の 生 か ら ｢経験｣ した 結果で あ っ た の か も しれ な い
｡ だ とす れ ば､ 矛 盾 に満

ちた エ ッ セ イ はそ の よ うな世界そ の も の の 写 しとな っ て い るo そ して , さら に エ ッ

セ イ 本文 中に は ､ 世界と 人 間精神 の 移 ろ い やす さ - の 比 喰 で あ る と 同 時 に ､ (当然

の 帰結で は ある が)
,

当の エ ッ セ イ の 構造 - の 言及 で あるか の よ う な部分が 埋 め 込

まれて い る の で あ る.
つ ま り ､

エ ッ セ イ ｢ 経験｣ に あ っ て は
､ 形 式と主題 は 二重 に

一 致 して い る と言 え よ うo

詩 の 中の 自意誰

｢経験｣ に 関 して 検討 した よう な矛盾 は ､ 多か れ 少 なかれ ､
エ マ ソ ン の エ ッ セ イ
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全 体を通 して みられる特徴 で ある
｡ 周知 の よ うに

､
エ マ ソ ン は

､
/ト説 を書か なか っ

た
｡ 詩 や エ ッ セ イ を物 して も､

′ト説と い う媒 体に 頼 らなか っ た の は
､
1 9 世紀 中葉 の

ア メ リカ に 生きた 知的指導者 と して は 不思議 で な い が
､ そ こ に は ､ 単に 時代的 な背

景 だ けで なく､
エ マ ソ ン 個人 と して ､ 彼 の 文体 が′ト説形式 には 向か なか っ た と い う

側面も あ っ た よ うに 思われ る｡
エ ッ セ イ の ほとん ど根 本的な特徴 とも嘗 え る矛盾 は ､

一 千 した プ ロ ッ トを持 つ 小説 に は どう して も馴染 まな い の で は ない だろうか
｡ そ れ

か あらぬ か
,

エ マ ソ ン は ､ 同時代 の /ト説家 ､ 特 に デ ィ ケ ン ズ
､ ホ

-

ソ
ー ン を全く と

苦 っ て よ い ほ ど評価 しなか っ た
｡

エ マ ソ ン の さ ま ざまな文芸批評 の 中で ､
こ の 両者

の 作 品に対す る冷遇 は ､ 例 えばホ イ ッ トマ ン の 『草の 菓』 を
､

手放 しで は な い と し

て も当時 の ア メ リ カ の 風 土と して は 意外なほ ど寛容 に受 け止 め た の と は 対照的で あ

る｡ お そらく ､
ホ - ソ ー ン やデ ィ ケ ン ズ の よう な, 比 較 的か っ ちりと した

､ 筋 の あ

るナ ラテ ィ プとは 相容れ なか っ た の で あ ろ う｡

4
た だ , 小説的 なもの が エ マ ソ ン の

文学世界と ま っ たく 関わ り が な い か と言うと
､
そ れ は 違 うよ うに 思う｡ 小説 と い う､

非常に 散通 の 利く文学形 式が も つ さ ま ざまな要素 の うち,
エ マ ノ ン に と っ て 興味が

あ るの は ､ 首尾 一 井 した プ ロ ッ トで なく
､

ダイ ア ロ
ー グで は なか っ た だろ うか

｡
エ

マ ソ ン は ホ
-

ソ
ー

ン の ′ト説 の 欠点 と して ､
｢ ダイ ア ロ

ー グが 辛けて い ない｣ と 批判

した(2 1 9)
｡
勿冶

,
′J ､説 に お ける人物 間 の 対話と

, 詩の それと は 同 じで は な い が
,

エ

マ ソ ン に と っ て
､

′ト説 の ナ ラテ ィ プ の 代 わ り に な るも の と して
､ 辞 の ダイ ア ロ

ー グ

が あ っ た の で は な い だ ろ うか
.

そ れ まで の ｢ 伝統的な詩 の 形 式内で / と の 開 い で あ

っ た｣ ( B u e n
,
1 3 7) とされ る エ マ ソ ン の 詩 の 特徴 と して

､
ダイ ア ロ

ー グを挙げ る こ と

が でき る｡ そ して
､

彼 の 詩 に しば し ば現 れ る複 数 の ｢ 声｣ とは
､ すなわ ち ｢ 私｣ と

｢ 他者｣ の 対話で あ り, そ れ は 詩 を辛 い て い る 作家自身､ ある い は ､ 詩 の 構造 - の

自意織と深 い 関わり を持 つ
｡

『詩集』 巻頭を 飾 る ｢ ス フ ィ ン ク ス｣ はそ の ような複数 の ｢ 声｣ を持 っ た 詩 の 典

型 で ある｡ そ こ で は , 神話 にお い て 人間 に謎 をか け る存在た る ス フ ィ ン ク ス と
､ 陽

気 な ｢ 詩 人｣ の 間で 対話が 行 なわ れ るが
､

こ の 両者 の 対話 を聞 く ｢ 私｣ も設定 され

て い る
｡ 興味深 い こ と は

､
ス フ ィ ン ク ス に よ る ｢ 詩人｣ - の 誇り か けの 中に は ､

｢ 偉
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大な母｣ と い う､ さらに 内側の ｢ 声｣ が設 定されて い る こ とだ
｡

い く つ もの r 声｣

が 頼焦す る 中で
, 自己 と他者 の 境界 は盤然 と分断された もの か ら唾味 なもの に な っ

て い くが ､ そ の こ とを象徴する の が ,
｢ 目｣ の 比喰で ある｡

ス フ ィ ン ク ス は ､ 人間

の 倣便 とも放れ る詩 人 の 青葉 に対 して ､
r 私は ､ 汝 の 精神 ､ くび きで 繋 が れた 相棒

/ 私 は汝 の 日 の 光線(O f t hi n e e y e l a m e y e b e a m )｣ と音 う
｡

E y e は ､ Ⅰ との パ ン に

よ っ て ､
ス フ ィ ン クス と詩人 がま さに ｢ くび きで 繋が れ｣ て い る こ と､ 自己 と他者

の 境界 が唖 昧で あ る こ と を意放す る 契機 とな る
｡

別個 の 存在で あり なが ら､ 同時 に

一 つ の もの で もあ る複数 の r 声J が 交互 に 蘇 り合 う中､ 詩はス フ ィ ン ク ス の
, 問い

か けとも主音 とも決 めが たい 青葉に よ っ て 終わ るが
､ そ の 最終連 は

､ 辞全体 の 基調

で ある 8 行で なく
､ 半分 の 4 行と な っ て い る

｡
持 株されて い る よ うに ､ ある べ き残

りの 4 行は ､ 帝 の 中に 現れる ｢ 詩人｣ ､ も しく は
,

エ マ ソ ン の 今 ひ と つ の 分身 で あ

る ｢ 私｣ に よる返答 に よ っ て 埋め られる べ く
､

空自とな っ て い る の だ ろ う
｡

あるい

は ､ その 書 か れて い ない 4 行を埋 め るの は ､ 読 者自身で ある の か も しれ ない
｡ 対話

に よ っ て構 成され る ｢ ス フ ィ ン クス｣ は
､

r く び き｣ で 繋が れ た 自 己と他者 の あり

よ う - の
､ ある い は詩 の 構 造そ の も の - の 自意放 を感 じさせ る詩 で あ ると ､ そ う溢

め て しま っ て は
､ 『辞集Jl 全体 の 構成と も関わ る ｢ ス フ ィ ン ク ス｣ に つ い て の 分析

と して は 到底不十分 なの だが ､ 今は こ こ で柵 き, 同 じ第 一 詩集 に 収 め られ た ｢ マ
ー

リン Ⅰ(
"

M e rli n r )｣ と 『メ
ー デ ー J か らは ｢ 昼 の 女神(

"

D a y 8

"

)｣ を引 い て ､ そ の 自

己書及性 を見 る こ と と した い
｡

まず ｢ 昼 の 女神｣ で あ るが､
これは ､

エ マ ソ ン 自身が 特 に 気に 入 っ て い た と い う

辞で ある
｡

以 下に全文 を訳す :

｢ 時｣ の娘 た る､ 偽善的 な ｢ 昼 の 女神た ち｣ は

裸足 の イ ス ラ ム 僧 の ごとく
､ 布で ロ を葎 い 青葉を発せ ず,

果て しの ない 列を成 して ､

一 筋 に行進 し

両手に 王 冠､ 薪 束を携 えてや っ て来 る｡
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人そ れぞれに ､ 望み どお り の 贈り物 を差 し出す

パ ン
､

王 国､
基

､
そ して それ ら全 て を支 え る天空｡

私は と言 えば,
つ る草 の 絡 まる庭 に い て ､ そ の 華麗さに 見とれ

朝 の 願 い 事を忘れ て しまっ た か ら､ 慌て て

りん ごと香草を少 し手 に 取っ た
,

す ると ｢ 女神｣ は

唾 を返 し､ 無音 で 立ち去 っ た｡ 時既 に遅く ､ 私は 見た

い か め しい 髪紐 の 下に浮 か ん だ
､ 軽蔑 の 表情 を｡

(4 7 1)

席名 か らも 明らか な ように
､

こ の 詩は
､

r 私｣ が ｢ 日｣ をつ か み損 ねた こと
､

つ

ま り
"

S ei 2X ! t h e d a y
'

に 失敗 したこ とをテ
ー

マ と して い る
.

は っ き り とは 潜られ て い

ない が
､

｢ 王 国｣ と は 縁 の ない
､ 庭 仕事 を して い る ｢ 私｣ に

一

介の 詩 人 を見て もよ

か ろう (女神 を ｢ 偽善的｣ と皮 肉を込め て 表現す る と こ ろか ら も､
そ れは 察せ られ

る) ｡ その ｢ 私｣ の 失敗は ､
こ の 詩 に お い て ,

二重 ､ 三 重 に描 かれ て い る｡ 突然現

れた 昼 の 女神 の 行 列に 対 して
､

｢ 私｣ は
､ 慌 て て ハ

ー

プ や り ん ごを差 し出そ うとす

る｡ そ もそも そん なも の で は 女神 の お 気 に召さ なか っ た か も しれ ない
｡

い ずれ に せ

よ
, それ は ｢ 遅す ぎた｣ . 望み に応 じて ｢ 贈 り物｣ を受 け取 る槻 会を永遠 に逃 して

しま っ た の で ある
｡

そ して も う 一

つ
,

庭 の 雑草取 りと い う仕事 をす る の に も､
日 は

暮れ､
｢ 一

日｣ を無駄 に して しま っ た と い う ユ ー モ ア が こ こ に は漂 う｡

こ の 失敗(f a il u r e) は
,

ビ ュ エ ル が 指 摘す る と お り
､ 詩 の 構 造そ の も の に 反映され

て い る( B u e n
,
1 3 8

･

9 )｡
つ まり , 本来 ソ ネ ッ トで 8 + 6 の 1 4 行 に な る べ きも の が

､
こ

こ で は 中途 半端 な 6 + 5 の 1 1 行構 成と な る こ と に よ っ て
､

主居 で ある 芸術的達成

の 頓挫 が
､ 形式 に具現化され る の で あ る｡

さ ら に,
｢ 私｣ が ,

つ い 我 を忘れて 華麗 な行 列を ｢ 見守 り｣ ､ 最後 に は 女神 の ｢ 軽

蔑の 表情｣ を ｢ 目 に す る｣ だ けの 傍親 者とな っ て しま っ た こ と は
､

コ ン マ で 区切 ら

れた 二 度 の ｢ 私｣ が 目 と響き あうこ とで ､ 効果 的に 強訴され て い る (微か なが ら､

`

Ⅰ
"

は
"

e y e
"

だ けで なく
､

``

a y e b e 8)
"

とも通 じ るか も しれ ない) .

い ずれ にせ よ
､

こ の 詩 に お い て
､

｢ 失敗｣ した
､ 感 興を体得 でき なか っ た こ と は見
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事に 形式に反 映され てお り､ それが 逆鋭 的に こ の 詩自体 の 達成に なりえて い る｡

一 方 ､
｢ マ

ー

リ ン I ｣ は ､
｢ 昼 の 女神｣ とは

一

見対照 的なテ
ー

マ を扱う
｡
それは

､

芸術
､ 中で も欝 の 力 を駆 っ た 詩で ある. そ こ で は ､ 本来あ る べ き韓 とは

､ 原初的 な

力強 い も の で あり
､
形式上 の 項末な韻律 に拘 る べ き で は な い とされ る が

､
こ の 主題

もまた
,

｢昼 の 女神｣ 同様, 辞 の 形式に しっ か り反 映され て い る｡
｢ マ

ー リ ン I ｣ の

中で ､ 親律は
､

詩人が 詩 を書く 際に 駆 け登 る､ 何層 もの 階 の ｢ 部屋数｣ に 喰 えられ

る ‥
"

【n o t】 - c o u n t c o m p a r t m e n t 8 0f th e fl o o r 8
, / B u t m o un t to p a r a di s e / B y

th e 8t ai r w a y o f 8 u r P ri 8 e
"

S a u n d r a M o r ri 8 に よ れば､ こ の 箇所は
､
ま さに 定型か

ら外れ た韻が 用 い られ る こと に よ っ て
､ 誇 られ て い る 内容 と形式 が 一 致 して い る

( M o r ri 8
,
2 2 7)

｡
つ まり ､ テ ク ス トの 文体の 矛盾

､ 韻律 の 破綻 に つ い て ､
エ マ ソ ン は

｢ 十分東知 して い る｣ ( B u ell
,
1 3 6) よ うにみ え る.

｢ マ
ー

リ ン I ｣ に お ける, こ の よ うな内容 と 形式 の
一

致 は ､ さらに 大き な レ ベ ル

に も見出せ る よ うに思う｡ そ れ は 詩の 最終 局面 で あ るが :

神の 意志 が 自由に ほ とば しり 出る

｢ 開く時 間｣ が あっ て

一

千年の 官が 流れ出 る時に は

どん なに頭 の 鈍 い 着で さえ
, それ と知 る こ とが で き るだ ろ う

｡

突然
､
思 い もか けず

自ず か ら, 扉は ばた ん と 閉まる 尽

それ らい く つ もの 扉が 隠 した もの は

天 使 の 剣で も っ て して も, 明るみ に は 出せ な い
｡ (4 5 0)

冒頭 か らこ こ まで
､

｢ マ
ー

リ ン I ｣ は
,

詩が 本来持 っ て い る 力強さ を礼賛 し､
い わ

ば上昇志 向で あ っ た
｡

そ の 文脈 で は
､

｢扉 が 隠 した も の｣ は決 して 明る み に は 出せ

な い と い う閉鎖 ･ 封印の イ メ
ー ジ は ､ 力の 開放 ･ 発存 と は矛 盾 し

､ 唐突 な印象 をも

た らす｡
だ が

､
こ の 唐突さは

､
溢れ 出て い た詩 的感興 の 突然 の 停止 と い う内容に

､
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ちょ うど見合 っ た もの とな っ て い るの だ｡ その 意味で は ､
｢ マ

ー リ ン I ｣ も ､ 詩的

なイ ン ス ピ レ ー

シ ョ ン の 中断, 創作 の 成功の 困難さ を表 しなが ら､ それ が まさに 当

の 詩の 達成と なっ て い る
｡

まとめ に代えて

以上､ 極め て 不十 分な､
つ まみ 食 い に な っ て しま っ たが

､
エ マ ソ ン の 文 体に お け

る矛盾と 自意織 を辿 っ て きた
｡

エ
ッ セ イ ｢ 経験｣ に お い て

､ 私た ちは ､
｢ 矛盾｣ をあ

る が ままに 捉 える こ とに よ っ て ､ か え っ て そ こ に 主席と形式 の 見事な 一

敦 を見る こ

とが で きた し
､

詩 にお い て も､ 構造 と 主唐 の 洗練された 相 関を揖摘す る こ とがで き

る｡ そ れらの 自己 言及性 に は ､ 現に 存在す る テ ク ス トが
,

それ を辛 い た 作家の 周到

な配慮 が働 い た 結果で ある と想 像させ る に十 分なも の が ある｡ だが それに も拘 らず,

私た ちが 忘れて なら ない の は
､ そ こ に

､
エ マ ソ ン 自身に よ る ｢ 矛 盾｣ の 存在 - の 懐

疑 の 言葉 は
,

一 言隻句た り と も無 い
､ と い うこ とで あ る

｡
エ ッセ イ に お い て も

,
詩

にお い て も,

一 文 一

文に ある の は ひ た すら ｢ 肯 定｣ で あ っ て ､ あた か も, テ ク ス ト

内の 矛盾 に も, また 矛盾 を それ と して 受 け入 れ る こ とに よ っ て 現 出す るメ タ構造 に

も
､ 作者自身 は気 づ い て も い な い 風なの だ

｡ 自ら の 文 体の 矛 盾とそ の 文学的効果 に
､

意織的 で あっ た とい う音質 を与 え ない
｡

あくまで 無頓着 に み える｡
お そ らく､ そ こ

に エ マ ソン の 測 りが たさ､ 偉大さが あ る｡

考 えて み れ ば
､

自己 矛盾と自意放 とは
, 通常は 相反す るも の で あろ う｡ 人は ､ 自

らが 書く文章 に意織 的に な っ た 時
､
そ の 輪 旨を整 え

, 首尾
-

Jr させ よ うとす る か ら｡

そ の 意味で ､ 時 に読者 を唖 然 とさせ る ほ どの 撞 着 を実行 しなが ら､ 同時 に 巧 ま ざる

自意織を持ち えた エ マ ソ ン は ､ やは り稀有 な作家で あ っ た
｡

そ して
､

テ ク ス ト内 の

不整合 - の 無頓着さ ､ それ と常織的 に は 両立不 可能 なは ず の 過 剰な自意織 ､
こ の 両

者 の 並存は
､

エ マ ソ ン を痛 烈に 批判 した とされ るメ ル ゲィ ル に も通 じ る特質 で ある
｡

だ が
､ そ の こ と は 改め て 論 じなけれ ばな らない

｡
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tt

1 .
｢ 文体J を

､
ここで は作家が 書くテ ク ス ト全 附 こつ い ての

､
広い 意味で使 っ て い る

｡

2 . J o el F o r t e
,

S a un d r a M o r ri s ( e d B .)
,

E m e L: S a n

'

3 P T O 8 e 丘d d P o e b y
I A u tb o L 7

1

L & b
'

t ,e T e x b
,

c o D te X L s, C L 7

'

血 伽 o r t o n C ri ti c a l E diti o n
,
2 0 0 0)

, p . 12 5 . 以下 ､ 引用は この 掛 こ より ､ 括弧

内に べ - ジ数を記す｡

3 . 19 世糸引こお い て ､
エ ッセ イ の モ ッ ト

ー

に詩 を置くの は 通常よく行なわれ て い た が ､ 自 ら の 詩 を

使うの は r 伝統的 な手法か らは 外れてj い たO u e ll ,
130) ｡ 作家 が自らの 文章を引用する こと

は ､ 自 分自身の ｢ 異化J で あり
､

テ ク ス トの 再生産と考え られ る ｡ この よ うなエ マ ソ ン の 引用

行為に つ い て は機会を改め て& じた い
｡

4 .
エ マ ソン は ､ ホ

- ソ -

ン の 後輩作家で あり
､ 破格な′ト税を書い た メ ル ゲイ ル の 作品に関 して は ､

全く コ メン ト を概 して い ない
｡

5 . この 細分は
､

r 軌 が 傾 く｣ とする解釈もあ るが
､

ここで は 丘y
･

t o を ｢ 閉まるJ とと っ た
｡
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