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ブ レ ヒ トの 『乞食
一

名 犬 の 死』 に つ い て

友 永 輝比古

要旨 : 1 9 19 年の 作品｡ 皇帝 と 乞食の 対話劇｡ 第 1 次世界大戟敗戦後 の ドイ ツ は激動期 に 入 り ､

各州 の 皇帝 は退位 し
､
血 で血 を争 う政権争 い が 起 こ り､ 世相は さ ま ざ ま な価値観 で混乱 して い た

｡

そ ん な 中で
､

乞食 ( ア ウ ト ロ
ー

) の 世 界観 と皇帝 の 世 界観を対立 させ て 書い た の が
､ 『乞 食

一

名 犬の 死』 で あ る
｡

一

幕もの で デ ッ サ ン 風 と言 え る し､ ま た ､ 寄席芸 風的な 感 じが しな い で も

な い
｡

こ こ で は
､

2 1 歳の ブ レ ヒ トが
､

時代を 大 まか に捉え る上 で ､ 戦争 に対 して ､ 皇帝 (
一

般論

的 に言 っ て 為政者) に 対 して
､

歴史に 対 して
､

そ し て貧 困に対 して どん な イ メ
ー ジを 持 っ て い た

の か を探 る
｡

1 9 1 9 年の 作 で ､ 皇帝 と乞食 の 対話劇｡ こ の こ ろ ドイ ツ は 第 1 次世界大戦 に 負 け､ 国内は 経

済的に も社会的 に も大混乱 と な り､ 帰還 し た兵士 を は じ め と して 失業者 は膨大 な数 に な っ て い

た｡ 各州 の 皇帝 た ち は国民 の 信頼を失 い 地 に 落 ち次 々 と退位 し､ 国民の 間 で は銃器を持 っ て の

政権争 い が 続 い て い た｡ 街頭 で は乞食や 傷病兵が 手回しオ ル ガ ン な どを 鳴 ら して ､ 投銭で そ の

日暮 ら し の 生活 し て い た こ と で あ ろう ｡ こ の 作品 は そ の 状況を反映 して い る｡ と は言 っ て も､

ス パ ル タク ス 団の 蜂起 を扱 っ た 『夜打 つ 太鼓』 ほ ど直接的で はな い ｡ 筋 は簡単で
､

勝 ち戦 (対

戦中､ ドイ ツ は負 け戦も勝 ち戦 と発表 して 国民を欺 い て い た) の 祝賀会 に 出か ける 皇帝が 失業

者以下 の 存在 で あ る乞食 (貧困の 象徴) に い ろ い ろ質問 し
､ 乞食が そ れ に 答え る とい う た だ そ

れ だ け で ある ｡

と こ ろが
､

両者の 世界観が 違う た め に ､ 乞食の 返答 は こ と ごと く皇帝 ( ある い は国民) の 世

界観 (常識) を否定す る ｡ 乞食 は皇帝を 信頼も尊敬もして お らず ､ そ の プ ラ イ ドを 徹底的に 傷

つ け
､ 精神を ず た ず た に 引き 裂 い て しま う ｡ 皇帝 は その 卑俗さ が暴 か れ ､ 腹立 た しくも い や な

思 い を抱く こ と に な り
､

去 り際 に ｢ な ぜ ( 自分 に) い ろい ろ話 を した の だ｣ と聞くと
､ 乞食は

｢ 死ん だ (飼 い) 犬 の こ と を 忘れ る た め だ っ た の さ｣ とさ ら り と応 え る｡ 戦勝祝賀会 に 赴く前

の
一

興 に と思 っ て 乞食 に 話 しか けた の だ が
､

乞食の 方は ほん の しば らく で も犬の こ と を忘 れ る

た め に 皇帝を 利用 した の で あ る｡ 乞食の 万 が 一

枚上 手で あ っ た｡ 最後 に 乞食は 盲目で あ る こ と

が 明か さ れ る が
､

ブ レ ヒ ト好み の 予言者的性格 を 帯び て い る｡ ブ レ ヒ トは ､ 皇帝と 乞食の 対話

を通 して 貧者 の ､
つ ま り 社会的秩序 の 外 に い る ア ウ ト ロ

ー

の 世界観 を措 い て 見せ て い る｡ 同 じ

ア ウ ト ロ
ー と言 っ て も､ 自由奔放 の 行動的野人 『バ ー ル』 と は違 っ て ､

こ ち ら は き わ め て 静的

で ある｡

価値観の 対立 (皇帝対乞食) をテ
ー マ に した こ の 作品は､ ブ レ ヒ ト生 存中は 印刷 も上 演もさ

れ な か っ た｡ ブ レ ヒ ト死後 の 196 7 年 ( 第 2 次大戦後 22 年) に 初 め て 西 ベ ル リ ン の 演劇祭 で 上

演さ れ た が
､

い わ ゆ る ブ レ ヒ ト劇 を見慣 れ た市民 に と っ て 前評判 ほ ど好評 で は な か っ た｡ 読 む

戯曲､ ある い は
､

ラ ジ オ ･ ドラ マ 向き だ と い う評価 で あ っ た｡ 確か に
､

極端な言 い 方 をす れ ば
､
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話 の 進 め方 と して 乞食 が皇帝 の 質問意図を外す やり方 を採 っ て い る の で ､ 乞食 と皇帝 の 対話 を

漫才 の ｢ ぽ け｣ と ｢ つ っ こ み｣ の よ う に ､ 読者 が適当に 台詞 を加 え な が ら読 む と
､ 結構楽 し め

る作品で あ る｡ し か し
､ 寄席芸的な要素 が あ る もの の

､ 社会的 テ
ー

マ を扱 っ て い る た めか
､ 徹

底的に 人 を笑 わせ る笑劇 に ま で は至 っ て い な い ｡

価値観 の 対立 を描 い た に 過 ぎ な い ､ と言 っ て しま え ば そ れ ま で だ が ､
た だ ､ 2 1 歳 の 青年 ブ

レ ヒ トは
, 自分が 体験 し た戦争 と今体験 し て い る戦後 の 混乱激動期 に 対 し て

､ 社会か ら 一

歩外

に 出て 完全 に 静的 ア ウ トロ
ー

の 対場 で 感 じ る と こ ろ を デ ッ サ ン風 に ､

一

幕 もの の 芝居の 形 で 整

理 し た の で は な い か と思 わ れ る｡ 青年 ら しく､
ま た

､ 時代 の 雰囲気もあ っ て か ､ こ れ ま で の 価

値観 ･ 世界観をズ バ リ と否定す る表現が 目立 つ
｡ 以下 は､ こ の 作品 を通 し て 見 られ る 若 い こ ろ

の ブ レ ヒ トの 考え で あ る｡

○戟争 に 対 して :

｢ 敵 に 勝 っ た｣ と い う 皇帝 に 乞食 は ｢敵を殺 し た だ け だ｡ 勝 っ た の で は な い ｡ 白痴が 白痴を

殺 し た だ けだ｣ と応 じ る｡ ブ レ ヒ ト に と っ て
､

そ もそ も戟争 は勝 ち負 けの 問題で はな く､ 殺 し

合うか ら い けな い の で あ る｡ 人が 人を殺す の は良く な い と い う 考え 方 は
､ 論理的 に 証明で き な

い 倫理 の 問題 と して ､ ギ ム ナ
- ジ ウ ム 時代か ら の もの で ある が ､ 戦争体験を通 して ブ レ ヒ トの

体 に 染み 付 い て い た ｡ しか し
､

絶対平和主義 で は なく､ 乞食の 台詞 に ｢ ある 男が 俺の 米 に 石を

投 げ込 ん だ ら
､

そ い つ は俺 の 敵 だ｣ と あ る よ う に
､

正 当防衛を認 め る 節 は あ る｡ 事実､ 後 に

『ル ク ル ス の 審問』 で 戦争
一

般を批判 し た作品を書 い た と き
､ 東独政府筋 か ら ク レ ー ム が つ き､

台詞 に 修正 を加え
､ 防衛戦争 を認め て い る ｡

戦争の 描き 方は ､ 砂漠を進軍 した ク ー
･ リ ー

皇帝の 部隊の 話 (第 2 次大戦後 に 加筆さ れ た部

分で
､

ク ー ･ リ ー を ス タ ー リ ンと 解釈す る 研究者も い る) に あ る よう に ､ 勇敢 な 戦闘を称 え戦

争を美化す る もの で は な く､ 延 々 と 続く意味の な い 進軍 に疲 れ 果て た兵 士 や 従軍女性 に 視線 を

向け た 描写で あ る ｡ 乞食 は言う ; ｢ あ る と き 砂嵐が 吹き荒 れ ､ 兵 士 を覆 っ て しま っ た. そ れ で

す べ て が 終 わ り
､

も との 静寂 に 戻 っ た｡ そ の 土地 は兵士 の も の に な っ た っ て わ け だ｣ ｡ 戦争 を

支え た 兵士 た ちに と っ て 戦争 は無意味で あ る と い う 見方は､ 戦場 の 民間カ メ ラ マ ン が レ ン ズ を

通 して 戦死 した兵 士
､
殺 さ れ た 民間人を 見て 持 つ 考え と 同 じで あ る｡ 戦犯裁判劇 で あ る 『ル ク

ル ス の 審問』 で は
､ 侵略戦争を行 っ た ロ ー

マ の 将軍ル ク ル ス は死 ん で か ら黄泉 の 国の 裁判 に か

け られ ､ 彼の た め に 犠牲 に な っ た 陪審員 (兵 士 と 市民) に よ っ て 有罪判決 が下 さ れ､ 死者 の 世

界か らも抹殺 さ れ る｡

戦死者 と そ の 遺族を悼 み思 う 気持 ち は直接表現 さ れ て い な い が
､

大事 に し て い た犬 の 死を悲

しむ乞食 の 気持 ちで 表 して い る｡ 犬 は乞食 の ね ぐ ら で 老衰で 寿命を全う す る｡ 敵の 弾丸､ 飢え
､

伝染病 で 死 に ､ 戦場 に 打 ち捨 て ら れ て い る兵士 た ち と比 べ れ ば､ 自然 な幸 せ な死 で あ る｡ 戦勝

祝賀会 に 赴く皇帝 の ｢ な ぜ (犬 を) 外 に 放り出さ な い の だ｣ と の 質問に ､ 乞食 は ｢ あ ん た に は

関係な い ね｡ あ ん た の 胸 は今 は排水 口 の 穴 の よ う に 空 っ ぽ だ｣ と吐 い て 捨 て る が ごとく に 言 い

切る｡ 犬 の 死 の 悲 し み が分 か ら な い 連中に は
､ 人 の 死 の そ れ も分か る はず が な い ｡

戦争 の 原因に つ い て 乞食 は ｢戦車 を たく さ ん つ く りす ぎ
､ 太鼓 の 練習 を や る と戦争 に な る の
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友永輝比古 ブ レ ヒ トの 『乞食
一

名 犬の 死』 に つ い て

さ｣ と言う｡ 戦争原因の ブ レ ヒ トの 捉 え方 は こ の 段階で は ま だ表面的 で ､ 戦争 は経済活動の 延

長で あ る ､ と考 え る よ う に な る の は も っ と後 の こ と で あ る｡

○皇帝 (為政者) に 対 して :

皇帝 と 乞食の 間で 次 の や り取 り が あ る｡

皇帝 お ま え は皇帝 の こ と を どう思 っ て い るん だ｡

乞食 皇帝 な ん て い な い ｡ 国民 が皇帝 は 一

人 い る と思 っ て い て
､

そ れ が 自分だ と思い 込ん

で る だ け さ｡

こ の 箇所 は､ ドイ ツ 国内の 各州 で 皇帝が 退位 し
､ 国 レ ベ ル

､ 州 レベ ル で 暴力を 伴 っ た政権争

い が起 こ っ て い た状況を反映 し て い る｡ ブ レ ヒ ト自身 は誰が 政権を 握 ろう が
､ 為政者に 対 して

信頼 は し て い なか っ た の で は な い だ ろう か ｡ 例え 進歩的な 組織､ そ して そ の 最高責任者 が皇帝

に 代 わ っ た と こ ろ で
､

こ の 作品に もあ る よう に
､
｢ み ん な の 尊敬を頼り に して い る｣ 輩 を蔑視

し て い た｡ こ の 態度 は反英雄思想 と して 後ま で 続く こ とに な る｡ 乞食は 皇帝に 向か っ て ｢ 胸 は

排水 口 の よう に 空 っ ぽ｣ ､ ｢ 目も見え ず
､ 耳も聞 こ え ず

､
何もわ か っ ち ゃ い な い｣ ､ ｢ 愚か者｣ な

ど と言 っ て い る ｡ しか し
､

ブ レ ヒ ト は実生活で は 直接政治運動に 関わ ら ず
､

も っ ぱ ら 演劇分野

に お い て 社会 と向き 合う こ とを 志向 して い て
､

一

晩の 慰み しか与 え な い 劇場 を痛烈 に 批判 し､

演劇 ･ 劇場の 改革を 試み て い た ｡

○歴史 に 対 して :

皇帝 に と っ て の 歴史 は ア レ ク サ ン ダ
ー

大王 で あり､
シ

ー ザ -

で あ り ､
ナ ポ レオ ン で あ る ｡

｢ 歴史 な ん て な い｣ と言 う乞食 に と っ て 大事 な の は戦死者で あ り､ 飢餓 で ネズ ミ に 食わ れ た人

間で あ り
､

洪水に 襲わ れ 汚い 家の 中で 死ん だ人間で あ り､ 岩陰で 子を生 む女性 で あり､ そ の 子

の 運命で あ る｡ そ れ が 乞食に と っ て の 歴史 で あ る｡ ナ ポ レ オ ン は ｢ 世界 の 半分 を支配 し､ 高慢

さ の た め に 破滅 した｣ と言 う 皇帝に 対 して
､

乞食 は ｢ そ ん な こ と を信 じ て い る の は､ 奴 と国民

ぐら い だ ろ う｣ と応 え
､

ナ ボ レ ン は奴隷船 の 漕 ぎ手 で 彼 の た め に 船 が沈没 し
､

彼も他 の 奴隷も

死 ん だ と
､ 比喰を使 っ て 自身の 歴史解釈を話す ｡ ブ レ ヒ ト自身 は歴史 を別 の 面 か ら､

つ ま り歴

史 を 支え て い る者 た ち の 立場 か ら考 え直 す必要性 を感 じ て い た の か も知 れ な い ｡

○貧困層に た い して :

ブ レ ヒ トは､ 作品で は社会的秩序 の 外 か ら秩序側を批判的に 見 て い る が
､ 貧困層 (社会的弱

者) の 生活が どん な も の で あ る か を も描 い て い る｡ 下層社会 で 生 き る人 々 の ブ レ ヒ トの イ メ ー

ジは
､

乞食の 世話を して い る子 どもは､ そ の 母親 が ｢ ジ ャ ガイ モ 掘り｣ を し て い る と き に
､ 天

使 が現 れ て 生 ま せ た と い う
､

ユ ー モ ラ ス な側面も持 っ て い る｡ た ぶ ん
､

こ の 母親 は小作人の 妻

で あ ろ う ｡ ｢ 洪水に な っ た川 の ほ と り の 汚 い 小屋の 中で 何人 か が死 ん だ｣ と い う台詞 か ら は
､

たぶ ん
､

そ う い う条件 の 悪 い と こ ろ で しか 住 め な い 人 々 の こ とが 伺 い 知れ る｡ 被害 に 遭う の は

そ う い う 人 々 で あ る｡ ｢ 石 の 上 に 仰向け に 横 た わ る と､ 生 ま れ た 子 どもの 産声が 聞 こ え る｣ と

い う台詞 か ら は
､

たぶ ん
､ 何 ら か の 事情 で 岩陰 で 生ま ざる を得な くな っ た女性､ ある い は ､ 岩

陰 に 捨 て ら れ た乳呑児 が想像 で き る｡ 飢鐘 で 苦 し む人間 を食 べ た ネ ズ ミ が 死ん だ 話か らは ､
た
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ぶ ん
､

わ ず か に 収穫 が あ っ た ト - モ ロ コ シ も税金 に 持 っ て い かれ た貧農 が イ メ
ー ジ され る｡ 貧

困者は 時に は 何の 理 由もな く､ 人 か ら暴力 を振 る わ れ る｡ こ れ ら を ひ っ く る め て
､

乞食 は貧困

層 に は ｢ 太陽な ん て ね え よ｣ .
と言 う｡ た だ､ 貧困者 た ち に と っ て の 唯

一

の 癒 し は音楽 で あ る ;

｢ ち ょ っ と音楽を や れ ば
､ 空 は も っ と 美 しくな り､ 大地 は肥沃 に な り､

ち ょ っ と 音を聞い た だ

けで ､ 寿命が 延 び
､ 隣人を許す 気 に な る｣ ｡ 音楽 は彼 ら の 心 を 開放す る が

､ 彼 ら は 彼 ら自身を

解放 しな い ｡ そ の 点をブ レ ヒ トは見 て 取 っ て い る｡ 皇帝 が乞食 に 向か っ て ､ もし世話す る もの

が い な けれ ば ｢ こ こ を 立 ち去 っ て くれ ｡ ( 死ん で) 肉が腐 っ た り､ 大声 を上 げら れ た り した ら

困る か ら な｣ と言 っ た の に 対 し て ､ 乞食 は ｢俺 が叫ぶ だ っ て｣ と言 い 返 して い る｡ 彼 ら は社会

的に は 叫ば な い 存在 な の で あ る｡

さ て
､ 成功 す る か どう か は別 に し て ､ もし約40 年前 の こ の 芝居を 今上 漬す る と した ら､

い く

つ か の 箇所 で 背景 に 映像を投影す る こ と に よ っ て
､

作品 の 現代化を 試み る こ とが 出来る か も知

れ な い ｡ た と え ば､

1) 皇帝 が乞食 に 語 り か け る最初 の 場面｡

皇帝 お い
､

お前､ なぜ ( 戦勝祝 い の) 鐘が な っ て い るの か
､

知 っ て い るか ｡

乞食 は い
､ 俺 の 犬 が死 ん だか ら で ｡

皇帝 不敬 で は な い か｡

乞食 死 ん だ の は老衰 の せ い だ っ た｡
- 明 け方 に は死ん で い た ｡

- 俺 は もう ね ぐら に は 戻

れ な い ｡ 犬 の 死体が 腐 り だ し､
い や な 臭 い が して き た ん だ ｡

皇帝 なぜ 外 に 放 っ て し ま わ な い ん だ｡

乞食 あ ん た に は関係 な い ね ｡ あん たの 胸 は い ま は排水 口 の 穴の よう に 空 っ ぽ だ ｡

戟勝 を祝う 鐘 は戦死者を弔 う鐘 に 聞 こ え て も不思議で はな い ｡ 死ん だ 兵士 もた くさ ん い る｡

こ れ ら の 台詞 が続く間､ 戦場 に 山 と転が る 兵士 の 死体 (第 2 次大戦中の もの で も良い
｡ そ の 後

の もの で も良 い) を ス ク リ ー

ン に 映 し出す ｡ お の れ の 生 を 全う し辛せ に もね ぐらに 横た わ る 犬

と､ 無念 に も自然 な死 に 方が 出来ず 戦場 に 野 ざ ら し状態の 兵士 の 対立｡ 艦船上 で 勇ま しく勝利

宣言をす る大統領 と犠牲 に な っ た市民の 遺族の 写真を 対立 さ せ て も良い ｡ 為政者に は遺族 の 気

持 ちが 分か る の だ ろう か ｡

2) 同じ最初の 場面｡

皇帝 世話す る もの が い な い な ら ､
こ こ を 出て 行 っ て くれ｡ 肉が腐 り だ したり､ 大声

を 上 げ られ た り した ら困る か ら な｡

乞食 俺が 叫ぶ と で も思 っ て る ん で す か｡

乞食の こ の 台詞は ､ 乞食が 何を言 お う と した の か 聞き逃す と良 く分 か ら な い が､
ス ク リ ー ン

に 現代の ホ ー ム レ ス の 映像を写 す と イ メ
ー ジ か ら容易に 理 解 で き る｡ 社会 か ら は み出 た彼 ら は

人の 迷惑 に な ら な い よ う に
､ 細 々 と ひ っ そ り と お と な しく生活 し て い る｡ 決 し て 騒 ぎ立 て た り

は しな い ｡ 彼ら は人 に 干渉もせ ず､ ま た
､ 人 に 干渉 も さ れ な い 暮 ら し を望 ん で い る｡ 彼 ら は決

して 社会的叫び 声は上 げ な い ｡
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4) 乞食 先週洪水に な っ た 川の ほ と り の 汚 い 小屋 の 中で 何人 か が死 に は した が
､ 流 れ て い き

は しな か っ た｡

暴風雨 の 影響 で 水川 が増 し堤防が決壊 し
､

あ る い は
､

上 流 の 人 々 を守 る た め に 人為的に 壊 さ

れ､ 洪水 と なり､ 逃 げ遅 れ た下流 の 下層市民 が家 の 中で 溺死 し て い た写真 を映す と効果的 か も

知 れ な い ｡
- リ ケ -

ン
､ 水害､ 地震 な ど の 自然災害 の 犠牲者 に な る の は､ 国際 レ ベ ル で も国 レ

ベ ル で も た い て い の 場合､ 裕福 な人 々 で は な い ｡

5) 乞食 が音楽 は人 の 心 を癒す と い う 話 をす る場面｡

｢ ち ょ っ と音楽 を や れ ば
､ 空 は も っ と美 しく なり､ 大地 は肥沃 に な り､ ち ょ っ と音 を聞 い た

だ け で
､ 寿命が 延 び

､ 隣人 を許す 気 に なる｣ と い う 台詞 を聞 い て そ の 通 り と納得す る よ り は
､

ジ ャ ズ で 有名 な町 と演奏す る ア フ リ カ系米人を 映 し出せ ば理 解 しや す い ｡ そ の 町 は黒人が 多く

住む 町 で ある ｡

6) 市民や 兵隊ま で も乞食を 襲 い に や っ て き た
､

と い う 話の 場面｡

敗戦後 の 混乱期 に あ っ て
､ 社会的 に も政治的 に も経済的 に も不安定 な 19 1 9 年 の ドイ ツ に お

い て
､

乞食が 襲わ れ る こ と が あ っ た の か も知 れ な い ｡ こ こ の 場面を現代 に ダ ブ らせ る な ら､ 黒

人が 警察 に 殴り倒さ れ て い る 映像と か ､ 青年 に 殴ら れ 川 に放 り込 ま れ た ホ ー ム レ ス の 写真 を 出

せ ば よい ｡

ブ レ ヒ ト は
､
『乞食 別名 犬の 死』 を印刷 しな か っ た し

､
上 演も しな か っ た ｡ そ の 理 由は

分か ら な い が
､ 何 か を試 み る デ ッ サ ン と し て 寝 か し続 け た の で あ ろ う｡ た だ

､ 作品を通 して ひ

と つ は っ き り言 え る こ と は ､ 歴史 ( ナ ポ レ オ ン の 話) が話題 に な っ た と き に
､ ｢ そ ん な こ と を

信 じる もの は､ 奴 ( ナ ポ レ オ ン) と 国民 し か い な い ｡ し か も､ 信 じ る の は 間違 っ て い る｣ と い

う乞食 の 台詞 に あ る よ う に ､ 演劇 が何 ら か の 形 で 社会変革 に 参加 し よ う とす る な ら ば､ 国民 の

偏見 (常識) に 手 を つ け る必要 が あ る､ と そ う ブ レ ヒ トは思 っ た の で は な か ろ う か｡
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