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は じめに

　周知の よ う に ， 第二 次世界大戦後 の ドイ ッ に対す る裁判 で は ， 通常 の 戦争犯罪に対す る裁き

に と ど ま らず，新た な概念 の導入 の もと に ，「人道に 対す る罪」 ま で も裁かれ た 。 ま た， 次 々

と明るみ に 出た惨状に 直面 して ， 政治的 に も道義的に も ドイ ッ 人 の 「共同 の 罪」 が問われ た。

しか し，ニ
ュ ル ン ベ ル ク裁判自体は勝者が敗者を裁 くと い う枠組 み を越え る こ とは で きず， 占

領体制の もとで民衆 自身 は，自分 た ちや指導者た ちの 罪責 を問 う こ とよ りも，さ しあた り今 日

生 き て い くこ とが問題 で あ っ た 。

〔D
「人道 に 対す る罪」 はお偉方の 裁判 と い う認識以 上 に は 出

なか っ た し，「共同の 罪」 や 「集団責任」問題 も，他 の 旧枢軸国同様深 く問 われ な い ま ま， そ

れ ど こ ろか む しろ真 に罪責 を負 わ ね ばな らな い 個人 を政治的に 免責す る道具 に さ え使わ れ るな

ど，そ の 後 の東西冷戦の 中に埋没 した 。 近年の 「歴史家論争」 や 「ハ イ デ ガ ー批判」 は，戦争

の 責任 が 十分 に 問 われ な か っ た こ と に対す る い らだ ち な い しは危機感を示 して い る 。
1989年 の

「壁 」崩壊後 の 諸問題 も こ れ ら の経過 と重 な っ て くる よ うに 思 わ れ る 。

　私 の 興味 は二 っ ある。戦後 の 出発点 で の 戦争責任 の 問われ方 と ， 亡命者 た ち の 運 命 で ある 。

自らの 罪責 を ドイ ッ 人 は ど の よ うに 受 けとめた の か，また，亡命文学 の バ
ッ ク ボ ー ン で あ っ た

反 ナ チ ス ・ヒ ュ
ー

マ ニ ズ ム が 戦後文学の 中で ど の よ うに受 け継 が れて い っ た の か 。

一般 に ナ チ

ス 時代 の 「もう
一

っ の ドイ ッ」 は戦後社会 の 中で ど の よ うに 受 け入 れ られ た か は ， ま さ に戦後

社会 の 有 り様 と亡命者 た ちの 戦後 の 運命 に 関係す る。 ク ラ ウ ス ・マ ン は そ の 意味で 典型 的に亡

命者 の 運 命を生 き た 。 以 下 ， は じめ に 亡 命者を迎 え る祖国 の 状況 を知 るて が か りと して ， 亡命

者と そ れ に対 す る 国内の 人た ち の 心 理 が よ く現 れ て い る 「国内亡命論争」 を，次 い で ，色 々 な
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意味で 戦後の 重要 なテ
ーマ で あ っ た 「罪責」 と 「非 ナ チ ス 化」 につ い て 見て い きた い 。 何よ り

も ドイ ツ の 歴史的犯罪 に対す る責任意識 と非ナ チ ス 化の 実態が ， 国外亡命者 の 社会的立 場 と密

接 に関係 した か らで ある 。 最後 に ， ク ラ ウ ス ・マ ン の 思想 とそ の 戦後社会で の 帰趨を検討 しな

が ら， 戦後 ド イ ッ の
一

っ の 局面に つ い て 考察 した い
。

1．「国内亡 命」論争

　国内 と国外の 亡命をめ ぐる論争 は，ナ チ ス 時代 も ド イ ッ に とどま っ て い た ヴ ァ ル タ
ー ・フ ォ

ン ・モ
ー

ロ の ト
ー

マ ス ・マ ン 宛公開書 簡を き っ か けに戦 わ され た 。 1945年 の終戦直後 間 もな い

頃の こ とで ある 。 こ の 書簡 に対 するTh．マ ン の 返書に現 れた彼の 態度が ， 同 じく ドイ ッ 国内 に

い た フ ラ ン ク ・テ ィ
ー

ス を刺激 した 。 彼 らの 論争は一冊 の 小冊子 に な っ た 。 タイ ト ル は 『亡命

と 「国内亡命」』で ある 。 彼 ら二 人 の 名 は今 で は ほ とん ど聞かれ る こ とはな くな っ た が，彼 ら

の 主張は ドイ ッ 人 の 複雑な心 理 を代表 して い た 。

　 モ ー ロ の 書簡 は Th．マ ン の祖 国に 対す る誠実 さ に 訴 え て 彼 の 帰国 を要請 して い る 。 そ こ に は

国内に とど ま らざ るをえ なか っ た者た ち の 苦悩を見て 欲 しい
， 蹂躙され た心 に （人間性や人類

に 対す る）心か らの信仰 を取戻 して や っ て 欲 しい，とい う願 い が あ っ た 。 しか し同時 に， ド イ

ッ 国家 とい う 「巨大な収容所」 の 人間に対す る弁護 もあ っ た 。 ドイ ッ 国民は最奥 の 核心に お い

て は罪業や残虐行為 と関 わ りが なか っ た の だ と い う訴え で あ っ た 。

　テ ィ
ー

ス は こ の 議論をさ らに進 め る 。 彼は 「国内亡命」 と い う用語を 1933年 に彼が 初め て 使

用 した と きの こ とか ら始 め て ，ナ チ ス に対す る抵抗 は 国外 に い た者 だ けの 専売特許 で はな い こ

と ， 経済的 な こ と やあ と に残 る家族に対す る危害な ど の 危惧か ら国外脱出は誰 に もで きる こ と

で は な い こ と ，

（2）
しか し， 国内に あ っ て もナ チ ス に よ っ て 決 して 内面ま で 支配 さ れ た わ け で は

なか っ た こ と，む しろ，苦 しい ときを乗 り切 る こ と に よ っ て 厂国外 の 桟敷席」か らド イ ッ の 悲

劇を 見物 し て い るよ り も人間的に 豊か に な りえ る こ と ， な どを 主張 した 。 そ して ， 彼 も ま た

Th ．マ ン に対 し，安全な場所か らで な く苦悩す る 国民 の 真ん 中で 仕事 を して くれ る よ うに 帰国

を要請 して い る 。 しか し， こ こ に は亡 命者に 対す る批判や皮肉と共 に 「国内亡命」 の 国外亡命

に 対す る正統性の 主張 もあ っ た 。

　 モ
ー

ロ に 対す るTh．マ ン の 返書は彼 の 期待に 添う も の で はなか っ た 。 それ ど こ ろか 国内に と

どま っ て い た者 に対す る批判で あ っ た 。 彼 は帰国 しな い 理由 と して ， 表向 きは 国籍上 もうア メ

リカ人 で あ る こ と
，

12年 の 漂泊で ドイ ッ が 生活的に も遠 くな っ た こ と を あげて い る が
，

そ の 実，

い っ た ん は ヒ ト ラーを支持 した者 た ち の沈黙 の 心 を今更容認 しが た い
， こ の 12年間が ま るで 存

在 しな か っ た よ うな素朴 さは耐 え が た い ， との 気持 ちを隠す こ とが で きなか っ た 。 あの 時，決

定的な 時，「連帯」が失 われ た の だ，そ れ に もま して 堕落や 犯罪 を粉飾す る と こ ろ で は文化の

創造 はあ りえ な い と厳 しく批判 した。

　 こ の あ と の 論争 は テ ィ
ース とTh．マ ン の 間で 展開さ れ るが ， そ れ は ドイ ッ の た め に失わ れ た

連帯を構築 する よ り も， まさ に テ ィ
ー

ス の論評 の 「トーマ ス ・マ ン か らの 決別」 と い うタイ ト

ル に 現わ れ て い る よ うに ， 断絶を拡大す る も の で しか なか っ た 。 テ ィ
ー

ス の 主張に は ， 確か に

「数百万人 に も及ぶ 東か ら の 難民 の 例の な い 苦難」 へ の 喚起 な ど，そ の 限 りで は 正 当な 主 張 も

あ っ た 。 しか し ， 「我々 に 希望 を与え て くれる の は ， ド イ ッ と ヨ
ー

ロ ッ パ の 苦 悩 か ら芽生 えた
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もの で あ っ て ，『世界市民』の もの で は な い 。 」  と い っ た 発言 は，論争の 相手 だ け で な く， ク

ラ ウ ス ・マ ン の よ うに ド イ ッ を追わ れて ， 自らを 「世界市民」 として 規定 しなが ら他国 で 生 き

て い か ざる をえな か っ た亡命者 に は， と うて い 受 け入 れ られ る内容で はなか っ た 。

　Th．マ ン と テ ィ
ー

ス の 論争 に対 して は当然反響 が予想 され る とこ ろで あるが，当 時 ア ーノ ル

ド ・バ ウ ア ーは ，問題 は ド イ ッ の ク ラ シ ッ ク文学 の総体 （ド イ ッ 精神）が追放され ， 誤解 され

た こ と で あ っ て ， ど こ で 耐え て い たか と い う こ とで はな い ，国内で あれ，国外で あれ， ド イ ツ

精神が どの よ うに主張 され た か が肝 心 だ と批 判 した 。 彼 は Th．マ ン や そ の 他 の 亡 命 者 た ち を

「根な し草」 と呼ぶ よ うな ヒ ス テ リ ッ クな攻撃は ， 政治的反動 の最初の 兆候 とみ な して い る 。

 

「国内亡命」 の 主張 の 背後 に ， 排他的正統性 の 認 知要求 を見 て と っ た の で あ る 。

　 ア レ ク サ ン ダ
ー ・ア ブ シ ュ も そ の よ うな 要求を感 じ た

。 彼は モ
ーロ や テ ィ

ー
ス の ナ チ ス 時代

に お け る い か が わ し さ を指摘 して ，そ の よ うな背景が 亡命を め ぐ る論争 に 間違 っ た ア ク セ ン ト

を与え た の だ と説明 して い る 。

C5）
しか し，彼 は モ

ー
ロ や テ ィ

ー
ス と違 っ た 国内亡 命者 た ち の 存

在 に も注目 して い る 。 そ れ は世 間か ら離れ た内面性 に 逃避 した人た ち で はな く， ゲ シ ュ タ ポ や

爆撃 の 恐怖 と闘 っ た人た ち，抵抗 し，収容所に 囚 われた人 た ちで ある 。 彼 が よ り本質的な もの

と して 理解 し期待 した の はそ の よ うな意味 の 国内亡 命 と国外亡命 の 「内的出会 い 」 で あ っ た 。

彼が 確信す る と こ ろ に よれば， ドイ ッ の 苦悩に ド イ ッ の 現場で耐 え て きた精神 と，世界文化の

中で ド イ ッ を代表 して きた精神 の 合流か ら ， ドイ ッ の 文学 は再生 する の で あ る 。

　 ア ブ シ ュ の 場合， 彼は国内亡命を 三 様に 区別 して い る
。

モ ー ロ の よ うに最初 ヒ ト ラ ーに 共鳴

し， 後に沈黙 した人 た ち ， リル ケ を先祖 とす る世間か ら逃 避 した 内面性の 詩人 た ち ， そ して 第

三帝国の 地下 抵抗者 た ち で ある 。 テ ィ
ー

ス とTh．マ ン の 論争 に お ける 「国内亡 命 」 が こ の 内の

どれ を想定 して い る の か ， 概念規定は明確で はな か っ た 。 明確で な い ま まに論争の 過程で 「内

的亡命 」の評判が落 ち て しま っ た 。

 

また，ア ブ シ ュ が期待 した合流 が具体 的に 何 を 意味 した

か は定か で はな い が ， 結局の と こ ろ Th．マ ン の 帰国は実現 しなか っ た 。

　 「ド イ ツ 文学 の社 会史』 に よれば ， 未 曽有の 敗戦を 体験 した ドイ ッ の 戦後 に お けるキ イ ワ
ー

ドは 「文化」 で あ っ た 。 そ の核心 に 「精神的な新生」 が あ っ た。

一
そ の 指針を求 め て ，例 え

ば フ リード リ ヒ ・マ イ ネ ッ ケ は ゲ
ー

テ ，
シ ラーへ の 回帰を提唱 した 。 彼 らの 普遍的人間 の 理想

に ド ィ ッ 精神 の め ざすべ き方向，世界精神の典型 を見 た の で あ る （『ド イ ッ の 悲劇』）。

二
し

か し， こ こ に は落 し穴 もあ っ た 。

一
種の 精神主義が 提唱 され る 限り で ，

い わ ば内面 の 聖 域が復

活す る 。 こ れ は文学 の 自立性 の 神話 と結 び っ い て ， テ ィ
ー

ス の よ うな 「国内亡命」 の 排他 的弁

明に用 い られ た 。

 
こ の よ うに して ，戦後 の ド イ ッ と第三 帝国の 連続性 と非連続性が 十分 に意

識 され な い ま s ，混乱 した文学界の 中で ，「零の 地点」で ，む しろ保守 的伝 統 が 復権 した の で

ある。

　
一

方， ド イ ッ の 苦難 の 直視に 対す る要請 は，確か に 看過 で きな い 面 を も っ て い る 。 そ れ は

Th ．マ ン の よ う な 亡 命 の 「大家」 に 欠 け て い た 面 で あ っ た
。 確か に 彼は 新天地 に 根をお ろ し て

，

彼が理 解す るゲ ーテ 的意味 に お け る ドィ ッ 精神 の 世界化，世界の 中に 散 らば っ て ド イ ッ の もっ

「良 きもの 」を世界 と共有す る 道を歩ん で い た か もしれ な い 。
〔8） しか し， 自 ら責 任 な しと は 言

え な い に して も ， 歴史の 大 きな うね り の 中で 翻弄 され た無名 の ドイ ッ 人た ち の 苦悩は ， 亡命知

識人 の 想像を絶す る と こ ろ で あ っ た ろ う。 戦場で ドィ ッ の た め に と り返 しの っ か な い犠牲 を払

い な が ら，戦後社会 に 自らの 帰る場所を見出だす こ と の で きな か っ た若者た ち ， ま さ に そ の よ
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うな世代 を代表す るヴ ォ ル フ ガ ン グ ・ボ ル ヒ ェ ル トが 『戸 口 の 外で 」で 描 い た 帰還兵 の ドイ ツ

と ， Th．マ ン の ド イ ッ
ー 「も っ て 回 っ た語 り口 で 語 られ る 19世紀 的教養主 義」　　 は何 の 関係

もな い と指摘 さ れ て い る 。

（9） ドイ ッ 難民 を含 む現実 の ド イ ッ 人 の 苦悩，そ れ以 上 に ド イ ッ 人 が

与 え た諸民族 の 苦難は，確か に 国外 で は直接体験 する こ と はで き な い 。

　亡 命論争 は本来実 り多 い 要素を含み なが ら，真実 の議論 が不在 の ま N ， ド イ ッ に お ける正 統

性争い の 色彩 を濃 くして い き，相互理 解や連帯の 方 向に は向か わ なか っ た。結局，亡命作家 の

亡 命中の 作品 は ほ とん ど受け入 れ られず，
（1°）
彼 ら の 立 場 は 「二 度の 亡 命」 と さ え言 わ れ た の で

あ る 。

2 ，罪責論 と非 ナ チ ス 化

［罪 責論］

　罪責に 関 して 画期的な もの と して 問題 に な っ た の は ， ドイ ッ の
， あ る い は ド イ ッ 人全体の 罪

と個人 の罪 の 関係で あ る 。
ニ

ュ ル ン ベ ル ク の 「国際軍事法廷」 は戦争犯罪を集団の 犯罪 と個人

の 犯罪に区別 し ， 集団の 犯罪の 場合は ， 直接手を下 して い な くて も ， 構成員は罪を免かれ な い

もの と した 。 しか し裁か れ る べ きこ とは通常 の戦 争犯罪で はな く， 「人道 に 対 す る罪」 で あ っ

た。 こ の 時， 個々 の ドイ ッ 人 は ドイ ッ の罪 に対 して ど の よ うな関係に立 っ の か 。
ニ

ュ ル ン ベ ル

ク裁判 に 対す る ド イ ッ 人 の 反応は さ まざ まで あ っ た 。 爆撃 に よ る破壊 ， 飢え ， 占領軍 に 対す る

恐怖 ， お ま け に 東部か ら追放 されて くる何百万 と い う難民を受 け入 れな ければ な らな い 。 こ う

した 中で ，多 くの ドイ ッ 人に と っ て こ の 裁判は他人事で あ っ た 。 「昨日 の 指導者 は ， 彼 ら の 運

命を堪 え忍 べ ばよ い 。 彼 らは十分そ れに値 する 。 そ れよ りも切実な 問題 は明 日何か食 うもの が

あ るか と い う こ とだ」
（11）

とい うわ け で あ る 。

一
方 ， 未曽有の 犯罪が 明らか にさ れた 時， そ の 後

二 度 とな い ほ どに 真剣 に，徹底的に 「良心 の 究明」が，罪 と責任が 問われた こ と も事実で あ っ

た 。

（12）
体制の 中で 犯 され た個人 の 犯罪 が ， あ の 「人道上 の 罪」 と して 問わ れ た事柄そ の もの が，

ド イ ツ 人全体の 罪 と して 受 けとめ られ，そ れ故 に ，そ れに 対する 個人 の 内面の 関わ りが問題 に

され た の で あ る。 しか し， 亡命者 との 関連で 見 ると ，
こ の よ うな究明 も亡命者 た ちに対 して は

和解的に 働 かな か っ た 。 戦後す ぐに 現われ た多 くの ドイ ッ に 関す る考察 の 中で ， カ ール ・ヤ ス

パ ース の 『責罪論』（1946年）は そ の 真摯な 態度が 高 く評価 さ れ て い る が ， そ こ で も亡 命者 に

対す る
一

定 の 距離が見 られ る の で あ る 。

　 ヤ ス パ ー
ス は罪責を まず集団 の 罪 と個人 の 罪 に 分類 し，個人 の 罪 を さ ら に 4 つ の カ テ ゴ リ

ー

（刑法上 の罪，政治上 の 罪 ， 道徳上 の 罪 ， 形而上的罪）に分 け， こ れ を外か ら罪を問 わ れ る も

の と，自己の 内面 か ら問 うもの と に分 けた 。 彼 は こ の カ テ ゴ リ
ーに 従 っ て ド イ ッ 人 の 罪を綿密

に 精査 し， すべ て の ド イ ッ人 の 有罪 を論証 した 。 す べ て の ドイ ッ人 の 道義的責任を問 う こ の 論

証 は極め て誠実 な もの で ，異論の 余地 は ま っ た くあ りえ な い
。 しか し， こ の よ うな問 い 方 は誠

実で あれ ば あ る ほ ど誰 に で も で き る こ と で はな く， 従 っ て 逆説的な 効果 を可能にす る 。 つ ま り，

た ま た ま罪科の範 囲が 客観的に 定め られ る こ と に よ っ て ，直接残虐行為に関 わ る こ とが なか っ

た ゆ え に そ の よ うな行為を知 らな か っ た とする大多数 の ドイ ッ 人 は，「自己の 良心 の 法廷」 の

前 の み に立 っ こ とに な る 。 問題 は こ の 法廷が ど の よ うな もの で あ るか で あ る 。 それ が ど の よ う

な も の か は知る 由もな い が ， 次の よ うな 事実は指摘で きるだろ う。一
つ は言 うまで もな く直接
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林 敬 5

犯罪を犯 した人間が い た こ と で あ る 。 こ の こ と は，深刻な犠牲を払わ なければ な らなか っ た人 々

に と っ て ，自分 も犠牲者で ある とす る無実 の 犠牲者 との 同
一化 の 契機 とな っ た 。 命令で 仕方が

なか っ た と 自己弁護す る者は論外 と して も，多 くの 人 々 に と っ て も 「悪 の 外部化」 が行 なわ れ

た の で ある 。

ma） こ の 問題 と関連 して ラ ル フ ・ ジ ョ ル ダー
ノ は 『第二 の 罪 ある い は ドイ ッ 人 で あ

る こ と の 重荷」 （1989年）の 中で 「ドイ ッ難民憲章」 （1950年 8月）を取 り上 げて い る 。 こ の 憲

章で は ， 数百万人 に及ぶ 難民の 困難 な立場 と，そ れに もか か わ らず， い わば恩讐 を越え て ヨ
ー

ロ
ッ

パ の 共同体再建 に関与 した い と い う意志が表明され て い る 。 しか し，
ジ ョ ル ダーノ は 憲章

の 起草者た ち は ド イ ッ 占領下の 東 ヨ ーロ ッ
パ で 大量追放が あ っ た こ と，っ ま りもと もと ド イ ッ

人が 東 ヨ ー
ロ ッ パ を奪 っ た こ と に 囗 を 噤ん で い る と批判 して い る 。 自らを犠牲者 と規定す る こ

と に よ っ て ， 自ら の責任を排除 し否定 した 。 そ れ ゆ え に，「ナ チ ス の 犠牲者の 世界 と は 何 ら精

神的繋 が りが な い 」 と断定 して い る。
（14）

　第二 の 事実は亡命者 の 存在 に関係す る も の で あ る 。 「国内亡命者」 の 反応 に つ い て は 先 に 見

たが， 1967年 に r喪 われ た 悲哀」 と い う ド イ ッ 的心性 に対す る厳 しい 比判 の 書を著 した精神分

析学者 ミ ッ チ ャ
ー

リ ヒ夫妻は ， 亡命体験 の あ る ウ ィ リ
ー ・プ ラ ン トの 選挙戦 を例 に ， 戦後 20年

た っ た時点で も亡命 が まだ非難 さ れ る べ き対象で あ っ た こ とを指摘 して い る 。 「臆 測 し て よ い

もの な らば ， 彼は ，
よ り少 し しか 罪責が な い と い う こ と へ の 嫉妬を 呼び起 こ した 。

っ ま り， 彼

は い わ ゆ る不可避的と い われ て い る兵役義務 とか独裁者の 強制 な ど と い う も の に 対 し，二 者択

一の 余地が 存在 して い た こ とを示 して い る 。 だ が， こ の 二 者択一
は即座 に 過小評 価 さ れ た

一一

亡命は臆病で あ っ た とか ， 逃亡 は罪 を まぬ がれ得な い
， 等 々 と 。 」

c15）
こ こ で は ，亡 命 し な か っ

た人た ち の 心理構造 が鋭 く見抜 かれて い る 。 強制 され た者 た ちに と っ て も，沈黙 して い た者 た

ち に と っ て も ， 亡命者 はま さ に別 な可能性 の 証 入 で あ っ た の で あ る 。 Th．マ ン は戦後 す ぐに

「良 き ドイ ッ 」 と 「悪 しき ドイ ッ 」 が ある わけで は な く，共 に 同 じく ド イ ッ で あ る こ とを説 い

た。 悪 しき ドイ ツ
， それ は道を誤 っ た良 き ドイ ッ で あ る こ と ， 従 っ て ， 罪を負 っ た悪 し き ドイ

ツ を否認す る こ と は ドイ ッ に精神 の 生れ故郷を もっ 人間に と っ て は ま っ た く不可能 で ある と述

懐 し た
。

a6） ヤ ス パ ー
ス も同様 の 主 旨の こ と を明言 して い る。

い や し くも ド イ ッ 人に 源を発 す る

出来事に対 して， 自分 も ド イ ツ 的な知的 ・心理 的生活に属す る人間で あ る が ゆ え に ，具体的 に

こ れ と い う罪 は な い が，罪の 分担 とで もい っ た よ うな もの が生 じて くる， と い うの で ある 。 こ

れは二 重 の 意味の 罪で ，

一
つ は同時代の 罪で あ り，

一
つ は伝統の 罪で あ る。 彼 は ま っ た くTh．

マ ン と同 じよ うに 「ドイ ッ 人の 生活の 精神的な条件の うち に こ の よ うな政権を生ず べ き可能性

が備 わ っ て い た とい う こ と に対 して ，わ れ われ は皆，罪 の 分担を担 っ て い る」 と洞察す る 。

（17）

しか し， ヤ ス パ ース は 「何故 ， 抵抗 しな か っ た の か」 と い う亡 命者の 批判 に 応え て ，収容所 で

殺 さ れた 何十万 〔’8）と い う国内の 抵抗者を 引 き合い に 出 し な が ら，逆 に 亡命者 の 批 判を偽善的

な もの と批判 して い る 。 「弾劾を耳 にす るわ れわ れ は ， 危険の さ な かか ら逃 れ 出は した も の の ，

政治犯収容所 の 中で の 苦悩や死，ある い は ドイ ッ に お ける不安 と較 べ れ ば，亡命 の 苦悩 は ある

に して も，テ ロ の 弾圧を こ うむ る こ と もな く外国で 暮 らし て きた 入た ちが ，今に な っ て 亡命そ

の も の を手柄の よ う に 語 る 囗 吻 に は 偽善的 な もの を感ずる 」， こ うい っ た 口 吻に 対 して は こ れ

を拒否す る権利が あ る， と。

  確か に，国内 の 収容所 で 虐殺 さ れ た抵 抗者 は英雄 的で 悲 惨 で

あ っ た 。 それ は誰も否定で きな い
。 悲惨 と い う点か らす れ ば ，

ス ター リ ン グ ラ
ー

ドの 何十万 と

い う ド イ ッ 将兵の 死 も，少な くと も生 き残 っ た 亡命者 の 辛苦 よ りもは るか に 悲惨で あ っ たか も
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6 亡命者 の 戦後

しれ な い 。 し か し，彼 ら の 存在 は こ こ で は一種の 防御装置 と して 機能 さ せ られ て い る よ うに も

見え る 。

一
方に お け る直接的な罪 の 回避 ， 他方に お け る防御 の 姿勢。 対亡命者 と の 関係で 見 る

限 り，ヤ ス パ ー
ス の 『責罪論』 の 根底に も， ミ ッ チ ャ

ー リヒ夫妻や ジ ョ ル ダー
ノ が 指摘 した こ

の よ うな心理 的 バ ラ ン ス に向か う傾向が見 られ る こ とは否定で きない 。 こ の バ ラ ン ス 感覚 は
一

般的 に 見 られ た現象で あ り， そ れ故 ナ チ ス と闘 い ， そ れか らの 母国の 解放を願 っ て 苦難に 耐え

た亡命者 は，皮肉 に も故郷 の 人 々 に と っ て 歓迎 されざる存在だ っ た の で あ る。

　つ い で な が ら ， ソ連側 で は国際情勢に よ り何回か 変更 が あ っ た 後
 

， 現実 に は主 と し て 賠

償 の 観点 か ら 「集団の 責任」 が 問われ た 。

［非ナ チ ス化］

　 ド イ ツ の 戦争責任，占領地 に おけ る残虐行為や 「人道 に 対す る犯罪」 に責任あ る者 の処罰 は

ニ ュ ル ン ベ ル ク の 「国際軍事法廷」で な され たが ，戦後行政か ら の 除去 は い わ ゆ る 「非ナ チ ス

化」政策 に よ っ て実行 された 。 しか し，責 任 は い っ た い ど の 範囲ま で 及 ぶ の か ？　 当初そ れ は

占領軍に よ っ て 実行 され た が ， 責任 の 範囲 は 占領 4 力 国 の 政策 に よ りま ち まち で あ っ た 。 西側

3 力 国 の 占領地区で は 「ナ チ ズ ム と軍国主義 か ら解放 する た め の 法律 」 （1946年 3月） に 従 っ

て 全住民を対象 に ア ン ケ
ー

ト調査が行な わ れ た 。 それ に よ り全住民 は 「重罪者 ， 活動家， 軽罪

者 ， 同調者， 無罪者」 の 5 カ テ ゴ リ
ー

に分 け られ ，容疑者 は 「非 ナ チ ス 化裁判所」 に送 られ る

こ と に な っ た 。 しか し，膨大 な数 の 審理を 占領軍 だけで 行 な え るわ けが な く，後に ド イ ッ 人の

裁判官が採用 され たが，当然 の こ とな が ら裁判官 自身を含め て ，ナ チ ス と誰が ど の よ うな 関わ

りを も っ て い た か を定め る基準 は
一様 に は決め え な い 。 い ずれ に して も審理 に よ っ て 「非 ナ チ

ス 証 明書」 さえ勝 ち とれ ばす べ て が免責 に な る こ とか ら， そ の 証 明書は 「洗剤証明書」 と い わ

れ た と い う。

  そ れ ゆえ，そ れ は新 た な社会 的不公正 や混乱 を もた ら した にす ぎなか っ た 。
ゴー

ロ ・ マ ン は 「
“

非ナ チ ス 化
”

は実行不可能だ っ た 。
そ の 理 由は国民 の ほぼ半 分 が 他 の ほ ぼ 半分

を裁判す る こ と ， 特殊技能を もっ も の の 過 半数 を彼 らの 活動分野か ら追放す る こ と は と うて い

望 め なか っ た か らで ある」 と述 べ て い る 。

　 ソ連占領地 区で は 「非 ナチ ス 化」 は コ ミュ
ニ ス ト ・グ ル ープ （多 くは ソ 連 に 亡命 し，そ こ で

訓練 を受 けた者 た ち）を政権 に っ ける ため に ，同時に他 の 政治勢力 を排除す る た め に利用 され

た 。 それ 故 ， 非ナ チ ス 化は きわ め て 徹底 して い た が，審理 は正確さ と公平さを欠い た 。 ソ連の

秘密警察が抑留収容所を撤収 した の は 1950年で あ っ たが，そ こ で殺 された の は事実無根で 密告

され た人々 を含め て 7万人と推定され て い る。

（ne］
（ニ

ュ ル ン ベ ル ク国際軍事裁判お よ び ニ
ュ ル

ン ベ ル ク 継続裁判 で は合計 36人 の死刑判決 が宣告 された にす ぎな か っ た 。 そ の 後の ドイ ッ 人 に

よ る ナ チ ス 犯罪裁判で 有罪 と された 者 も6469名。 ） ソ 連地区で の 被疑者 の 家族か ら ， 正 義を 訴

え る多 くの 手紙が Th ．マ ン に も届け られ て い る 。 彼は そ の こ とで 1951年に 当時東 ド イ ッ の 最 高

指導者だ っ た ヴ ァ ル タ
ー ・ウ ル ブ リ ヒ トに 書簡を送 り， コ ミ ュ ニ ズ ム が内包す る ヒ ュ

ーマ ニ ズ

ム に対す る期待を表明す る と共 に，暴力的体質の 払拭と十分証 明で きな い ナ チ ス 時代の 犯罪 に

対 して 恩赦を要望 した 。

（23）
こ の 事実 は ソ 連の 秘密警察が撤収 した後 も，不正確 な抑 留 が 続 い て

い た こ とを示 して い る 。 も っ と も， ナチ ス 弾劾の 徹底と い う点で は ， 抗戦で 最大の 犠牲を払 っ

た の が 2千万人 の 死者 をだ した ソ 連国民で あ り，抵抗 ド イ ッ 人 で は コ ミ ュ
ニ ス トで あ っ た こ と

が大 きな 理由 に あ げられ うる。
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林 敬 7

　 「非 ナ チ ス 化」が 西側で 強力 に推進 され なか っ た理 由は内在的な もの ば か りで は な か っ た 。

すで に始ま っ て い た 東西冷戦が そ れ以上 に 「非ナ チ ス 化」を 不徹底な もの に した 。 冷戦下で は

ナ チ ス は もはや現実 の 敵 で はな くな っ た し，それ ど こ ろか新 たな脅威 に対抗 す るた め に ，接点

に あ る ドイ ッ で む しろ旧勢力の 協力 が必要 に な っ た の で ある 。 東西両大国の世界的な軍事ブ ロ ッ

ク化 に よ っ て 道徳的，間接的加 害者 だ けで な く，戦争犯罪人 まで も社会復帰 した 。

　戦後，戦禍の 傷跡 の 生 々 しい 時期に 現れ た， ドイ ッ に 関 して の 二 っ の 代表的な 省察 ， Th．マ

ン と マ イ ネ ッ ケ の ド イ ッ 論，『ドイ ッ と ドイ ッ 人』 （1945年） と 『ドイ ッ の 悲劇』 （1946年 ） で

は ， 奇 しく も ドイ ッ が将来歩む べ き道 と して 「社会的 ヒ ュ
ー

マ ニ ズ ム 」が 示 され て い る 。 （マ

イ ネ ッ ケ は こ の 用語 を用 い て い な い が，「社会的な考え 方 と人間的 な考え 方 をす る こ と は わ れ

わ れ に と っ て 同
一

で あ る」
（u ）

と述 べ て い る 。 ）Th ．マ ン の 場合， 「社会的 ヒ ュ
ー

マ ニ ズ ム 」 の 理

念 は 第
一

次世界大戦後 の 省察か ら ， 1930年代 は じめ に は 「ヘ ル ダ
ー

リ ン と マ ル ク ス の 出会 い 」

と い う シ ン ボ ル で 語 られて い た 。そ れゆえ 彼は第二 次大戦後 も同 じ理念 を説い た こ とに な る が，

しか し東西両 ドイ ッ と もそれ が現実 の 指針とな りうる状況 に はな か っ た 。 反 ナ チ ス に よ っ て 結

ばれた 人文主義的西欧 と社会主 義陣営 の 同盟関係 は，理念的 な発展を見 な い ま S 新 た な敵対関

係に 入 っ たか らで あ る 。

一
部 コ ミ ュ ニ ズ ム 派 の 亡 命文学者 に と っ て は確 か に ソ連 占領地 区で 要

職が 用意 され た が ， ヒ ュ
ーマ ニ ズ ム を内面の 拠 り所 と した 亡命文学者 に と っ て は，ナ チ ス の 退

場に も か かわ らず ， 国内事情か らも国際的状況か ら も， 帰 る べ き故郷が失わ れ た の で あ る。

3． ク ラ ウ ス ・マ ン の 試練

　 ク ラ ウ ス ・マ ン の 亡命者 の 物語 り 「火山』の 冒頭の 部分 は パ リの 亡命者 の 不安 な会話 か ら始

まる 。 そ して 彼ら の 不安 とは無関係に ドイ ッ入を非難する異郷の 眼 。 や が て 彼 らは決 して 安住

の 地を見 出だ す こ とな く世界の 各地 を転々 と して 行 く。 しか し，彼 らを追 い 立て た ナ チ ス の 崩

壊 は彼 らに と っ て 苦 しみ か らの 解放 とは言え な か っ た 。 彼 ら の 戦後は どん な風だ っ た の か ， 亡

命者 の 反 ナ チ ス 抵抗 は どん な結 末を迎 えた の か 。 K ．マ ン の 亡 命 か ら戦 後 に か けて は 亡 命者 の

典型的 な軌跡を描 い て い た 。 そ して 彼が辿 っ た 内面の 閲歴 は， ド イ ッ の 文化的，人 文主義 的精

神 の 戦後 ドイ ッ に お け る
一

つ の 悲劇的結末を示 して い る 。

　 K ．マ ン の 戦後に つ い て 見 る前 に，戦争 中 の 彼 の 考 え と行 動 を概観 し て お きた い 。 ナ チ ス が

ドイ ッ を越え て 勢力 を拡げ ， さ らに不安定な国際関係 の 中で ， ソ連 も自らの 利益 を計 っ て ，独

ソ不可侵条約が締結 され た時 （1939年 8 月），そ れ は ソ 連の 粛清 で 動揺 して い た亡 命者 た ち を

根底か ら混乱さ せ た 。 モ ス ク ワ の 亡命者は理 由を探さ な け ればな らな か っ た し，以 前か ら不安

定だ っ た社共 を軸 に した入民戦 線運動 は完全に 破綻 した 。 フ ラ ン ス で は コ ミ ュ ニ ス ト系 の 亡 命

者が 逮捕 され た 。 亡命者 た ち の 聞 に も深 い 亀裂 が 生 じ た 。 K ．マ ン は 当時 ア メ リ．カ を拠 点 と し

て 亡命者 の 救援活動に力 を入れ なが ら，亡命者間 の 対立 の 調停 に 心を砕 い て い た。活動 の か た

わ ら，彼 は イ ギ リ ス ， フ ラ ン ス と モ ス ク ワ の 協調関係が必ず し も良好 で なか っ た こ とか ら，独

ソ 不可侵条約締結 の うわ さをあ りう る こ と と予想 して い た 。 しか し，そ れは不安 な予想 で あ っ

た 。 と い うの は そ れ は戦争 に 向 っ て 事態を
一

歩進 め る こ とだか らで あ る 。

　 ド イ ッ とイ ギ リ ス ， フ ラ ン ス の 開戦後 も，亡命者間で 共闘体制 は再生 で きなか っ た 。

一方 に

ナ チ ス と ス タ
ー

リ ン 主義 の 類似 性 （全 体主義 ， 独裁性）を強調す る者あ り ， 他方 に イ ギ リス も
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ナ チ ス も同 じ （帝 国主 義） と の 見方 が あ っ た 。 K ，マ ン 自身 は ヨ ー ロ ッ パ の 戦争を 「帝国主義

的資本主義的陰謀」 と規定す る こ と に反対だ っ た 。 彼 は ナ チ ス が 独 ソ 不可侵条約を 侵犯 しな い

と は到底信 じ られな か っ た の で ，
ソ 連 の 対独不参戦が不満だ っ た。

　現実 の 戦争 が始 ま っ て ，彼 に は武力の 問題が改 め て 切実 な問題 に な っ た 。 目的は手段を神聖

にす るか
一

つ ま り ， 平和主義 は絶対的無条件な もの か，それ とも力 の 行使 は 悪 の 攻 撃 に 対 す

る 戦い に お い て はや む を得な い もの か ？　 （こ の 問題 は こ の 頃の 評論， 『ト
ー

マ ス ・マ サ リク論』

の 重要な テ
ーマ に な っ て い る。 ） しか し，

ドイ ッ の とめ どな い 進撃 を前 に ，彼 は チ ャ
ーチ ル や

ド ゴ ール の 闘争 に 希望 を抱か ざるを え な か っ た 。 彼 の 身辺 で も， 弟 の ゴ ー
ロ ・マ ン は義勇兵 と

して フ ラ ン ス 軍 に 志願 し た
。

そ し て す ぐに 拘禁 さ れ て 行方不明に な っ て しま っ た 。 フ ラ ン ス か

ら は 助けを求め る声 と，自殺 の 知 らせ が頻 々 と聞 こ え て きた 。 そ して 彼は 「戦争 よ り もも っ と

悪 い もの が あ る」 と い う結論 に辿 りつ く。 「誤解 され た平和主義」，それ こ そ が戦争を助長 した

の で はな い だ ろ うか ， と思わ れ た の で あ る。た だ， こ の 戦争で ，本 当に道徳的な こ とが 問題 に

な っ て い る の か，と い う疑問 は否定で きな か っ た 。

 

　1941年 12月， ア メ リカ 合衆国が 日本，
ドイ ツ

， イ タ リ ァ 三 国 と開戦 す る と ， K ．マ ン はす ぐ

に 入隊を志願 した 。 彼 はすで に ， 自分 は も う亡 命者で は な い
， 行末 は ア メ リカ国籍 の 世界市民

に な る と心 に決 め て い た 。 「昔の 故郷を ， お まえ は もう見出だ す こ と はある ま い
。 新 し い 故郷

もお まえ に は与 え られ な い 定 め な の だ 。 世界が お まえ の 故郷 だ
。 」

 

幸 い フ ラ ン ク リ ン ・ル
ー

ズ ベ ル トの ア メ リ カ は彼 に と っ て 多 くの 可能性 を期待 で き る国だ っ た 。 そ して ， ヒ ト ラ ーの ド

イ ッ と ア メ リカ の 戦争 に際 して ，罪 の な い 子供たち の 苦 しみ を思 い なが ら，自分が非良心的 に

な っ て い くこ と に不安 を感 じなが ら，そ れ で も ヒ ト ラ ー打倒 の ため に ド イ ッ の 街 の 爆撃に 賛成

した 。
ア メ リカ 市民 と して 自分も共 に直接 闘う決心 を した の で ある 。 薬物中毒 に よ る ト ラブ ル

が あ っ たが ， 1942年 12月入隊 。 基 礎訓練を経 た の ち ， 正 式 に ア メ リカ国籍を取得 し ， 1944年 3

月か らイ タ リ ア戦線で心理戦担当の 宣伝部隊の 軍務 （前線の 拡声器で ド イ ッ 兵 に 降伏 を勧告す

る宣伝放送）に つ い た 。

　 や が て 戦争が終息 に 向か うに つ れ，戦後世界 が予感 さ れ る よ うに な っ て くる 。 しか し，それ

は決 して 望 ま しい もの で はなか っ た 。 イ タ リア で 失意 の 亡命作家 に 出会 っ た時， K ．マ ン に は

亡命中は故国 イ タ リア に郷愁を感 じて い た昔の 知人が，今で は亡 命を懐か しが っ て い た よ うに

見 え た 。 帰郷 した こ の 作家の 作品 は ， イ タ リア 以外の 国で はイ タ リ ア の 特質 を純粋 に備 えて い

る とみ な さ れ て い る の に，当の イ タ リア で ほ とん ど理 解 され な か っ た の で あ る 。 イ タ リア 人に

よ れば，彼 は もうよそ の 人間 にな っ て しま っ た の だ とい う。 K ．マ ン は こ の 時す で に 「亡命 は

苦 し い が ， 帰国は も っ と苦 し い 」 と書い て い る 。
　
C27）

　 ナ チ ス ド イ ッ が最後 の 瞬間 を迎え る頃，K ．マ ン は 軍の 新聞 の 特派員 と し て 12年 ぶ りに ミ ュ

ン ヒ ェ ン を訪れ た際に ，
マ ン 家の 昔 の 家に行 っ て み た 。 純粋の ア

ー
リァ 種を生産 する と い うナ

チ ス の い か がわ しい 任務に 奉仕 した そ の 家は，内部が ほ とん ど壊れ て い た 。 わ ずか に残 っ て い

る と こ ろ に は若 い 女が一人住ん で い て ，追 い 出され る こ とをひ どく警戒 して い た。自伝 的作品

『転回点』 の 中の
， 象徴的な 自宅再訪を伝え た Th．マ ン 宛1945年 5月16日付け の 手紙は， 他に ダ ッ

ハ ウ刑務所 で の ゲー
リ ン グへ の イ ン タ ヴ ＝

一と音楽家 ヨ ハ ン ・シ ュ ト ラ ウ ス 家訪 問の エ ピ ソ
ー

ドを伝え て い る 。 ゲ
ー

リ ン グは強制収容所で 何 が行なわ れ て い た か ま っ た く知 らなか っ た と い

う。

一方， シ ＝ ト ラ ウ ス は ナ チ ス の 庇護 の もと に 恵 まれた 活動を して い た こ と に 何 の 後 ろめ た
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さ もな か っ た 。 どん な政権で あ ろ う と ， 彼に は 自分に相応 し い待遇 さ え あれ ば他 の こ と は ，
ガ

ス室 さえ もど うで もよ か っ た 。 K ．マ ン は どん な事態 に な ろ う と こ の て の 人 間 は 「こ れ ま で 通

りや っ て い く」の だ と慨嘆 して い る。

　解放 され た ヨ ーロ ッ
パ で K ．マ ン は脱 出で きな か っ た古 い 知 人た ち の 悲 惨 な運 命 を 次 々 と見

聞 した 。

一
方で 「何 も知 らな か っ た」， 「最初か ら反対だ っ た」 とい う ドイ ッ 人の 合唱を耳に し

た 。 ど こ へ 行 っ て も 「国内亡命者」 ばか りが 目立 っ た 。
こ れ らの こ と は何 よ りもモ ラ ル の 荒廃

に思 え た
。 彼に は そ れ が 街の 荒廃 よ り も痛 ま しか っ た 。 同時 に，始 ま りっ っ あ っ た 東西対決 の

中で ， ドイ ッ の 復興 の 意 味 と ド イ ッ の 役割を道 徳的， 精神的領域に 見 出だ そ う と した 。 対決を

自 らの 立場 の 復権 に利用す る の で な く，そ れを モ ラ ル の 面か ら調停す る こ と，そ こ か らの み世

界の 平和と合致 した敗戦国の 利益を 引き出す こ とが で きる と考え た の で あ る 。 とは い え，敗戦

直後 の ド イ ッ を直接見聞 して，K マ ン は ド イ ッ に 対す る失 望 と共 に ，亡 命者 の 困難 な 立 場 を

痛感 した 。 東西分極化の 中で ， 普遍性を求め た世界市民 は ， それ こ そが ドイ ッ の 本来の道 に適 っ

て い る と思 われた の に ，また して も時代か ら排 除されそ うに な っ て い た 。 そ れで も，困難 な立

場の 中に こ そ ， 亡 命者 の 使命が あ っ た の で あ る 。 それ ゆ え ， 彼の 戦後 の 課題 は ナ チ ス の 過去を

克服す る た め に過 去を再理解す る こ と と，道徳 的，文化的 ド イ ッ の 再興 の た め に 献身す る こ と

で あ っ た。  具体的に は ナ チ ス か ら解放 され た ドイ ッ に 文学的な面で 影響 を与 え た い と願 っ た。

しか し， ド イ ッ はた ま に 訪問す る だ けだ っ た 。 除隊 （1945年 9月）後死 ぬ ま で の 数年間 （1949

年 5月死亡） は ロ
ー

マ ， ア ム ス テ ル ダ ム ，パ リ， ニ ュ
ー

ヨ
ー

ク，カ リ フ ォ ル ニ ア を転々 と し て

定住す る こ と は な か っ た 。

　彼 の 戦後 の 主な 仕事は， ド ラ マ 『七番目の 天使』 （1945／46年）， 「転回点』 の ドイ ッ 語 へ の

翻訳 （1947年）， 『ドイ ッ の声』 の編集 （1949年）で あ る 。 他 に数編 の 評論 と未完 の ま ま に な っ

た小説 『最後 の 日』 が あ る。 しか し， 多 くの 仕事が うま く行か な か っ た。 『七番 目の天使』 は

未だ に 上演 され て い な い と い う。 よ く言わ れ て い る よ うに ， ナ チ ス の 唯一 の 文化 的遺産 は 「真

空」 で あ っ た の で
， 彼は そ れ を 亡命者の文学で 埋 め た か っ た の で あ る が

，

m°） rド イ ッ の 声 』 も

結局 出版 され なか っ た 。 亡命中の 作品 『メ フ ィ ス ト』 も出版 の 話が壊れ て しま っ たが ， こ の 事

件 は 亡 命者 の 立場 を端的 に表 して い る 。 と い うの は，『メ フ ィ ス ト』 の 主人 公 の モ デ ル は ナ チ

ス 時代 にナ チ ス の 庇護に よ っ て 出世 し ， 敗戦 と と もに い っ たん は鳴 りをひ そ め た もの の
， 戦後

の状況 の 中で 再び復活す る と い う， こ れ また数奇な運命を辿 っ た実在 の俳優 で あ っ た が，そ の

名声 に お もね て ， 出版社が それを風刺す る作品の 出版を断 っ て きた の で あ る 。

　 こ こ で K ．マ ン が 「国 内亡命」 に っ い て ど う考 え て い たか を見 て み た い
。 こ れ まで の 記 述 か

ら予想 さ れ る と お り，彼 は所謂 「国 内亡命」 を評価 して い な い
。 彼は著述 家 の 使命を 確定 し ，

そ れを基準に 判断 した 。 そ れ に よれ ば ， 「著述 家は声で あ る」，彼 の 口 を通 して 国民 が語 る の で

あ る 。 「国内亡命」派は た い て い の 場合沈黙 して い たか，せ い ぜ い が時局 か ら離 れ た 中立 的 な

テ
ー

マ を選択 して ， 抑圧 され た入 々 の 苦 しみ や 希望 を 表現 した に す ぎな か っ た 。 そ れ ゆ え ，

「抵抗文学」 と い う名に 値す る集合的な運動 は，第三帝 国に は地下 に おい て も存在 しな か っ た

と指摘 して い る 。 そ して ナ チ ス に逮捕 され，殺 され た カ
ー

ル ・フ ォ ン ・オ シ ェ ッ キ
ー

と先述 の

F ・テ ィ
ー

ス た ちを 区別 して い る 。

can
注 日され る の は K ．マ ン の場合 で もナ チ ス 体制 の 犠牲 者 た

ち は殉 教者 と して 引き合 い に出 され て い る こ と で あ る。 も の 言わ ぬ こ れ らの 殉教者た ち は ナ チ

ス 崩壊後 の 正 統性 の 指導権争 い を ど の よ うに思 っ ただ ろ うか と偲ば れ る が ，い ずれに して も正
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統性 の相互 主 張 は何 の 実 りもた らさな か っ た し， 亡 命者 た ち の 作品 の ア ン ソ ロ ジ ーは 出版 され

な か っ た の で ある 。 「ド イ ッ の精神， ド イ ッ の 良心 は沈黙 しなか っ た 。 我 々 は道義 的抵抗 の 文

学 を も っ て い る 。 」
（31）

と い う主 張 は虚 し くこ だ ます る に と ど ま っ た 。

　憧 れ の 帰還 は ナ チ ス 崩壊後 も儚 い夢 で しかな か っ た 。 戦後の 亡 命者 に と っ て ，今や 新た な試

練が始ま っ た 。 と い う の は戦争が終わ っ た時，外国で の 亡命者に 対す る関心 も終わ っ た 。 言葉

で も っ て 仕事 を しよ うとす る人 間に は以前 とは違 っ た意 味で 困難 な 「言語亡 命」が始 ま っ た の

で あ る 。 彼 らに と っ て 問題 は単に言葉の 問題だ け で な く，
い っ た い 誰 の た め に書 くの か と い う

こ とが改 め て 切実 な問題 とな っ た 。 ソ連 へ の 亡命者 は東 ドイ ツ に 戻 っ て 新 た な社会 の 建設 の た

め に そ れぞ れ の 道 を歩ん だ 。 それ は それ で さ ま ざま な問題 をは らん で い た 。 （そ れ は東 ドイ ツ

国家 の 崩壊 と共 に 一気 に 表面化 した 。 ） そ の 他 の ド イ ッ へ 帰 れ な い 亡命者 た ち に と っ て は ， 自

分が亡命 して い る国に溶け込ん で ， そ こ の 人 々 と共通 の 問題意識を も っ て そ の 国の 言語で書 く

か ， 「世 界市民」 と して 世 界に と っ て 普遍性 の あ る テ ーマ で 創作活動をす るか ， そ の 場合 い っ

た い 誰 が 読ん で くれ る の か な ど，い ずれ に し て もど こ に ア イ デ ン テ ィ テ ィ
ーを求め る か は難 し

い 問題 で あ る。 K ，マ ン の 場合は反 ナ チ ス の 延長線上で ，
ヒ ュ

ー
マ ニ ズ ム の 問 題 ， 人 間 の モ ラ

ル の 問題 東西 の 無意味な対立 の 止揚 が新 た な局面 で の テ
ーマ とな っ た 。 対立 に よ っ て 没落す

るか否か，即 ち彼に と っ て の 対立 の 図式は ， 東と西 の 対決で はな く， 野蛮か文明か と い うもの

で あ っ た 。 『七番 目の 天使』 は核兵器 に 対す る警告が背後 に あ っ た し，『最後 の 日』 で は 二 人 の

理 想主義者に よ っ て ソ連 お よ び ア メ リカ の 両体制 の 非人 間性が 告発 され る はずで あ っ た 。 社会

主義 ヒ ュ
ーマ ニ ズ ム の 誇張 され た宣伝 。 しか し，政治局の 監視下で 生活 し，仕事す る こ とが ど

の よ うな 現 実で あ るの か 。 ま た ， 経済と軍事 の 権力者た ち に よ っ て 自由が ど の よ うに 奪わ れ て

い る か 。 ソ 連側の 主 人公 は ソ連兵に 狙撃され て， ア メ リ カ側の 主人公 は 自殺に よ っ て ，命を落

とす結末で あ っ た とい う。働

　 1948年 5 月，K ．マ ン はた また ま チ ェ コ 旅行中に ジ ャ ン ・ マ サ リク （チ ェ コ 国家の 創設者 ト
ー

マ ス ・マ サ リク の 息子で 無党派の 外相）の 自殺 の 報に 接 した 。 自殺 の 原因を め ぐ っ て ，当時の

チ ェ コ 国内の 両陣営が お互 い に 非難 しあ っ た 。 K ，マ ン に は マ サ リ ク の 次 の よ う な デ ィ レ ン マ

は他人事 で はなか っ た 。 「彼 は民衆を，デ モ ク ラ シ ーを愛 して い る 。 しか し，新 し い 『人民民

主 主義」 は 彼 の 理 想で はなか っ た 。 」
 

戦後成立 した社会主 義社会で 自由が実現 され て い なか っ

たか らで あ る。 そ れ ゆえ ，国家 の 中で 社会主義 に 忠実 で あろ うとすれば，彼が最 も忠実 で あ り

たか っ た 自由を犠 牲に しなけれ ば な ら な か っ た 。 東西冷戦は国家 レ ヴ ェ ル だ け で な く，

一
っ の

胸 の 中に も存在 し た の で あ る 。 そ の 葛藤 の 唯
一

の 解決が 悲劇 的解決で あ っ た 。 K 、マ ン も こ の

年 の 6月に 自殺を試み て い る 。

　最後の 著作，そ して そ の 内容 ゆえ に 公開の 遺書 と呼ば れ て い る 「ヨ
ー

ロ ッ
パ 知識人 の 試練』

（1949年）は彼の 行き詰ま りを如実 に示 して い る。 戦後の ヨ
ー

ロ
ッ

パ は共通 の 敵 を失 っ て 却 っ

て さまざまな葛藤を生み 出 したか の よ うで あ る 。
マ ル ク ス 主 義 ， 教会 ， 民族主義 ， 自然科学信

仰 ， 技術， それぞ れ に対す る反対。 混迷 の 中で の 知識人の 果た す役割 。 しか し，知識人 たち も

イデ オ ロ ギ ーに よ っ て 呪縛 され ， 不毛 の 対立を繰 り返 して い る 。 日 々 に深 ま る亀裂 。
二 つ の 反

精神的超大国の 間 の 闘争 （ア メ リカ の マ ネ
ーと ロ シ ア の 狂信）の 中で ，もは や 知的な独立 と統

合 の た め の 空間は 存在 しな い か の よ うで あ る 。 そ れゆ え ， 希望を失 っ た知識人 は体制 に働 きか

け る の で な く， 絶望的な運動 をは じめ る べ きだ ろ う。 政治 的経済 的催眠術に 目が 眩ん だ大衆 の
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良心 に 働 きか け る に は最後 の 手段 しか な い 。自殺 の 波。そ れ に よ っ て 世界 が直面 して い る試練

の 深刻 さを訴 え る しか な い
。 絶対的な絶望， 可能性 は人間的理 性で な く非合理 な もの に よ っ て

の み もた らされるか もしれな い 。

　こ こ で は，本来そ の 人た ち の ため に 働 きか ける べ き大衆に対する不信が ほ の 見え て い るよ う

に も思 われ る 。 また 非合理な瞬間が現 れて い る よ うに も思 わ れ る 。 祖 国 と の 関係 ，冷戦下 で の

デ ィ レ ン マ
， K ．マ ン は も うか つ て の よ うに の び の び と書 け な か っ た 。 『火山』 （ユ939年） で ，

故国 を追わ れて 苛酷な運命を生 きた亡命者た ちの 群像 を共感を込 め て 描い た 時，彼 に はま だ未

来に 対す る希望が あ っ た 。 しか し，今や 彼 は 自分 の 文体 を 掴 む こ とが で き な か っ た 。

 
そ れ

に，経済的な 破綻，彼 は もは や周囲の 人 々 の 援助 な しに は生活 して い けな か っ た 。 以前 か ら の

麻薬中毒。 1948年 5月 ， 亡命の 途 に っ い て か ら15年 ， カ リ フ ォ ル ニ ア の 滞在 先で 彼 は 突然 自殺

した 。 K ．マ ン の 弟， こ の 頃新進 の 歴史家 と して の 名声を あげ つ つ あ っ た ゴ ー ロ ・マ ン は ， 自

分に 対す る兄 の 焦 りも ほ の め か しなが ら，自殺 の 原因 と して 政治 に 対す る悲嘆， 金銭的な苦境，

薬物 の 乱用 をあげて い る 。 彼 は また，若 い と きか らの 死 へ の 傾斜 も思 い起 して い る 。

 

　国家 の 体制 に 反対 し， 故国を逃れ て 抵抗 に身を投 じた作家 は もはや 単な る芸術家で はあ りえ

な い 。 K ．マ ン は亡命以来，ある ときは亡命仲 間の 救援活動 に ，あ る と き は 亡命者 間の 政治 的

調停 に 奔走 した 。
そ の 途上で さま ざ まな人間 に 出会 っ た 。 彼 らの 多 くは さ まざ ま な 苦闘 の 中で

心 な らず も自 ら の 命を 断 っ た 。 彼 ら に 共感 し，絶え ず彼 ら を悼 ん で い た K ．マ ン も， ナ チ ス 体

制 の 打倒に もか かわ らず，そ の 後 の 分極化の 中で ， 不本意 な苦闘の 果て に ，彼 ら の 仲間入 りを

選ん だ の で あ る 。 彼の 悲劇 は 亡 命文学者 の戦後 に お ける ア イ デ ン テ ィ テ ィ
ーの喪 失 と共 に ，戦

後文学 の一
っ の 断絶を示す もの で あ っ た 。 ちな み に ， 彼 の 死 の 2 日後に ド イ ツ 連邦共 和国 が ，

4 ヵ 月後 に ドイ ッ 民 主共和 国が 成立 し， ド イ ッ の分 裂 と世界の 分裂が 決定的 とな っ た の で ある 。
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