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は　じ　め　に

　 「亡命者達は 脅迫 され た文化を防衛す る ため に ， どの よ うに 自分達の 分担を担 う こ とが で き
　 　 （11

るか 。 」− 1939年 5 月22 日 ，遠 く ス ペ イ ン で フ ラ ン コ 軍が 首都 マ ド リ
ー

ドの 戦勝 パ レ ー ドに

湧 い た 日の 3 日後 ，エ ル ン ス ト ・ト ラ
ー

は ニ ュ
ー

ヨ
ー

クの ホ テ ル の
一室で ．自らの 命を断 っ た 。

冒頭の 問 い は ，未解決の まま彼の 「最後の 遺言」 とな っ て しま っ た問 い か け ，あ る い は そ れ以

上 に ，危機 に瀕 した人聞か ら共に 苦 しん で い る人間へ の ア ピ ー
ル で あ っ た 。 第 1 次世界大戦 ，

革命 ，1920年代 の 社会 の 混乱 を経験 し，人間を苦 しみ か ら解 放す る社会 ，人間 ら しい 在 り方 と

それ に 関連 しあ う文化 を求 め続け て きた ト ラーは ，ま さ に そ の こ と故に 故国を 追われて ，苦難

に 耐え っ つ ，自燵 の 迫害者 と闘 ・ た 。 それ は個 々 の 亡命者 の 個を原点 と した燗 ら し さの 抵

抗で あ っ た 。 しか し，全体主 義国家 は個に と っ て ，ある い は個 の 連帯 に と っ て も余 りに も強大

で あ っ た 。 多 くの 仲間達 は 権力者の 手に 落ちて ，また 自ら死 を選ん で 不 帰の 客 と な っ た
。

そ れ

故に問 い か け は ，個の 絶望を前に した緊張 に満ちた もの で あ っ た。

　 ト ラーの 亡 命に つ い て は ，革命時代 と比 べ ると比較的研究者の 記述が少 ない 。 多分そ れは こ

の 時期に トラ
ー

の重要な作品 が少な い の と，思想 的に も，行動性は ますま す決然 と して きた も

の の ，新 た な発展が 見 られた わけ で はな い とい う理由に よ るの だ ろう。 しか し，亡命時代 の 行

動的作家 トラ
ー

には ，思想 と現実の 緊張関係の 中で思想 を担う人間の 問題性が極限的に現わ れ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 〔2）
て い る 。 本論は ト ラ

ーの 1918 − 19年 の 革命時代の 非暴力闘争 や共和国時代の 思想 を視野 に 入れ

なが ら ，主 と して 1930年代 の 批評的著作 に よ っ て 亡命後 の 彼 の 行動 の 原点 とな っ た恵想 と ，現

実で の 苦悩の 理解を 目指 して い る 。
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　 1933年 1 月30日の ヒ トラ
ー

の 政権獲得の 時には 、一
般に事態 は まだそれ程深刻に受け取 られ

て い なか っ たが ， 2 月27 日夜の 国会議事堂炎上事件 と共 に ，多 くの 逮捕者が で る に 及ん で ，反
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

ナチ ス の 知識人 に と っ て ドイ ッ を脱出する こ とが現実の 問 題 とな っ た 。 ナチ ス か ら見て ，ト ラ
ー

が どの よ うに 評価 されたかは・
、 彼 が第 1 回 ：目の焚書 （1933．5」 0） と、t同 じく第 1 回 目の 市民

権剥奪 （1933．8．23） の 対象者 と して リス トア ッ プ され た こ とだ け か らで も容易 に窺 い 知 れ る。

ト ラ
ー

は当 日たまたまチ ュ
ー

リ ヒ に 滞在 して い た ため逮捕を免れたが ，こ の 日か ら ，彼の 亡命

生活が 始 ま っ た 。

　 多 くの 脱 出者達 は 「逮 捕の 波」は す ぐに 過 ぎ去る もあと考え
「
，ドイ ツ の 周辺 諸国 に とどま っ

た 。
ロ ン ドン ，パ リ，ヴ ィ

ー
ン ，プ ラ ハ や ，南 フ ラ ン ス の 海岸が主な集結地で あ っ た 。 しか し，

ナ チス の 文化政策は ，幾つ か の 法律や監 督官庁の 設置 によ り徹底 して 推 し進め られ ，そ の 結果

非 ナチ ス 知識人は ドイ ツ に存在 す る こ とが許 されず，早期帰国 はかなわな くな っ た 。 それどこ

ろか ，オ ース トリア ，チ ェ
コ 併合，さ らに第二 次世界大戦の 開始後 には ヨ

ー
ロ

ッ
パ に さえ い ら

れな くな っ た 。
ビ ザを所持 しな い亡命者 は収容所に 入れ られ，さ ら に反 ナチ ス 知識人は ドイ ツ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （4］

の 収容所 へ 送 還 された 。 従 っ て ，彼等 は不法 に ヨ
ー

ロ ッ
パ を脱出する しか な が っ た 。

』

　 こ の よ うな状況 の 下で ， ト ラ
ーは まず ユ ーゴ の ラ グサ で 開か れた ペ ン ク ラ ブ会議に 参加 ．ド

イ ツ代表 団の反対を押 し切 っ て 講演 し， ドイ ツ ペ ン ク ラ ブの ナ チ ス に対す る無抵抗を批判 した。

こ の 講演 に よ っ て ペ ン ク ラ ブを政治的 に方向づ け る と共 に ， ト ラ
ー

は国際的舞台に
一

定の 立場

を確立 した 。 以 後亡命者 の 救済活動 に従事 した り，1933年か ら36年秋まで は主 に ヨ
ー

ロ ッ パ で ，

そ の年の 11月か ら1938年夏 まで は ア メ ．リカ で ．各地 の ペ ン ク ラ ブ会議や講演旅行 で 講演 しなが

ら，ナ チ ス の 実体を 明 らか に し，反 ナチ ス の 国際世論を呼び起 こ そ うと した 。 また ，1936年 7

月 に ス ペ イ ン 内戦が 始ま っ たが ，ト ラ ーは38年 7 月に ス ペ イ ン に 入 り，爆撃で 苦 しむ市民 とそ

こ に活発 に 展開 して い る民主主義を 目の 当 りに して ，「人民 戦線」 支援，特に ス ペ イ ン 市民 の

飢餓救済 を決意 した 。 先ず ，マ ドリードか ら放送を通 じて ス ペ イ ン市民 の 飢餓救済を 訴え ，さ

ら に そ の 年 は フ ラ ン ス ，イ ギ リス ，ス カ ン デ ィ ナ ビ ア ，合衆国で ス ペ イ ン 救済 の ため に精力的

に 募金活 動を した。以上 の 反 ナチ ス 闘争 と救援活動が トラ
ー

の 闘 い の 直接的活動で あ っ たが ，

そ の 間作 家 と して 自伝的著作 ，〉．ドイ ッ の 青春〈 （1933） と〉獄中か らの 手紙く （1935）をア

ム ス テ ル ダ ム の 亡命出版社 か ら出版 ，また ，ドラ マ の 執筆 ，上演の 仕事 に従事す るな ど．講演

活動 と相互 補完的に 「もうひ と つ の ドイ ツ 」 とそ の 精神的姿勢 を表現 した 。 しか し．1937年 の

メ キ シ コ 旅行の 頃か ら重 い躁鬱病 に 苦 しめ られた 。 38年 7 月 に は ト ラ ーの 精神状態の 不安定か

ら結婚生 活が 不可 能に な り，離婚 。 ま た ，ク ラ ウ ス ・
．マ ン に よ ると ，ず っ と不眠症 に 悩 ま され

　 　 　 　 〔5｝
た あげ く，マ ド リ

ー
ド陥落 （ig39．3．28 ）後 間もな い 5 月22 日 ，ニ ュ

ー
ヨ
ー

ク の ホ テ ル の 自室
　 　 　 　 ［6；
で 自殺 した 。

2． 反 ナ チ ス 闘争

　 （共和 国時代 ）

　 ト ラ
ー

の 自殺 の数週 間前 に 行動 を と もに した K ．マ ン は まだ死 の 興奮が さめ や らぬ うち に ト

ラ
ー

に つ い て 次 の よ うに語 っ て い る。

　 「我 々 が 当時 「人類」ある い は 「人間性」 と い う言葉を 聞 い た時 ，ひ とりで に 我々 の 目に

　涙が湧 い て 来 た 。 」 エ ル ン ス ト ・ト ラ
ー

は よ くこ の よ うに 言 っ て い た 。彼 は 1918／19 の 偉
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　 大な ，激動の 日 々 の 思 い 出が 好 きだ っ た 。 当時の 仲間の 多 くは ，死ぬ か t 疲れ 切 るか ，美

　 しい 信念を裏切 っ た 。

’
しか し，エ ル ン ス ト ・ト ラ

ー
は忠実 に とどま っ た。 ヒ ュ

ー
マ ン な も

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 【7｝

　 の に対す る革命的情熱は ，彼 の 作品 とす べ て の 活動 の 中で 最 後 ま で 活発 に生 き続 け た 。

ト ラ ーは も と も と ユ ダ ヤ 人 と い う限 られ た存在か ら，よ り大 きな ド イ ツ へ ，そ して 戦 場 の 体

験 と反戦運動 を経て 人間 へ と，そ の 思 い を発展 させ て い っ た 。 そ の 思 い を実 現す るた め に 社

会 主義に傾斜 したが ，人 間 的な も の を暴力 的 に犠牲 に す る政治の 過 剰 に 対 して は懐疑 的で あ

り，政治的な もの は あ くまで 手 段で あ っ た 。 Th ．マ ン は か っ て共和主義 に 転向 した時 ，「思 想
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 〔8｝

（Gedanken ） は 変 え た が ，心 （Sinn） を変え た わ け で は な い
。」 と，寧ろ積極 的 に弁 明 した

が ，そ の 意味で トラ
ー

の 場合 も思 念 が思 想 の 根底 を なすの で あ り，彼の 社会主 義的傾向 に もか

か わ らず ，彼の 出発点 の 人間観は ド イ ツ の 人文主 義文化の 伝統 に 連な る もの で あ っ た 。

　革命の 敗北後 ，様 々 な不信 や混乱を経験 した ワ イ マ
ール 共和国時代に お い て も， ト ラ ーの 活

動 の 根底 の 人間 的な もの へ の 思 い は変 らな か っ た 。 こ の 思 い が彼 の 視点を規定 し，復古 主義的

な ドイ ツ へ の 回帰 と党派的な政治優先 の 非人間性 に 批判的 な距離 を と らせ た 。 しか し，それ は

政治に ，あ る い は社会 の 現実に背を 向けた と い う こ とで は な い 。 寧 ろそ の こ と故 に ，共 和国 の

現実の 問題性 を リア ル に 認識 し，共和国の 方向を見定め よ うと した 。

一
方で ，党派性 の 回避 ，

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

断念は彼に と っ て 必 要 な思考 と行為 の 独立性へ の 願望を意味 した 。

　 S．ラ ム は ト ラ
ー

の 20年代 の 批評的 ，理 論的著作 と ド ラ マ の 関係 に 注 目 して ，それ らが一
つ

の テ ーマ に繋が っ て い る こ とを論証 した 。

一 「共 和国 の 政治的現実 との 事態 に 即 した ，冷静な

対決」，こ の こ とが そ の 理 想的憲法 に もか かわ らず ，混 乱 と不安定 な時代で あ っ た 共和 国時代

の ト ラ
ーの 根本的テ ー

マ で あ っ た 。 こ の 対決を通 して ，例 え ば．〉バ イ エ ル ン 裁判 の ド キ ュ メ

ン ト〈 （1924）で は ，バ イ エ ル ン の ，さらには共和国の 裁判の 階級裁判的性格の 暴露 に よ っ て ，

1918年の 王讎の 崩壊後 も，社会 と経済の 権力構造 は本質的 に変わ らなか っ た と い う彼の 信念が

示 された 。 〉 ど っ こ い ．俺達 や 生 きて い る （Hoppla ，　 wir 　leben ！）〈 （1927）で は，共和国の

文化的 ．政治的複合性 が ，見掛け上 の 多元主 義で ある こ とが描写 され た 。
つ ま り，多元 主義は

共和国 の 原理 に な っ て い た が ，そ れは理 想的な 意味で そ うで あ っ た に すぎな い 。 そ れ は相対的

に 平等な権力配分な ど ，社会的調和を前提とす るが ，現実 に はそ れは存在 しなか っ た 。ヴ ィ ル

ヘ ル ム 時代 の 旧上層階級 ，軍 が残存 して い て 民主化傾 向の 阻害要因 とな っ て い た し，さ らに リ

ベ ラ ル な民 主 的伝統の 不 足 は共和国 の 基礎の 理想主義の 破産の 必然性を示 して い た 。 共和国が

基礎構造 に お い て 階級社会 に とどま る限 り，それ は個人 に 自由な空 間 を保 証 す るど こ ろか ，個 々

の 人 間 の 孤立 と無力感を強 め ，固定化 した 。

− S．ラ ム は 〉 ど っ こ い ，俺達 や 生 きて い る ！
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 鵬

くで は まさに 以上の よ うな問題が テ ーマ 化 され て い る と解釈 して い る 。 獄中生活に 続 く共和国

時代は ，
ト ラ

ー
の 政治活動は最 も少な か っ た時期で あ る が ，作家 と して は 現実 の 具体的事象の

根底 に あ る問題性 を リア ル に 観察 した と言え る だろ う。

　 と こ ろで ， トラ
ーは社会 の 根底 の 激変 ，また ，産業化 の 矛盾の 中で ，民衆が 次第 に 復古的な

イデオ ロ ギ
ー

に傾 い て い くの を早 くか ら感 じと っ て い た。それ が ナチ ズ ム とい う形で 先鋭化 し，

勢い をま して きた時 ， ト ラ
ーに とっ て ナ チ ス に 対する警告 ，さらに反 ナチ ス 闘争 へ の 呼び掛 け

が 当面の 緊急課題 にな っ た 。 1929年 2月の ア イ ス ナ
ー追悼講演で ，彼は ，近い 将来の フ ァ シ ズ

ム の 支配の 可能性を指摘 した 。 激動 の 中で ，共和国は何 も学ばなか っ たが ，反動は すべ て を学

び ，今や ，1918年当時の 革命勢力が 持た なか っ た ，自信 、機構 ，権力へ の 意志 ，知 的力を手 に
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して い る．とい うの で ある。1930年に は ，ヒ トラ
ー

の 党は社会主義者，共産主義者，平和主義

者，民 主 主 義者に対 して テ ロ ル を断行 する の だ ろうとい う論理的に も確実 な見通 しを表 明 し，

さらに ，ヒ ト ラ
ーの イデオ ロ ギー

は小市民の イデ オ ロ ギ
ー

な の で
一

貫性が な い か らこ れ を利用

しなが ら変え て い く，と い う考え方 の危 険性 と，独裁体制が確立 した後の 抵抗の 難 しさを警告

し，反ナ チ ス 闘争の 必要を訴 えて い る 。 こ の 闘争 の 現 実の 担 い 手 と して は彼は 「自由な労働組

合の 統
一

戦線」 に期待 した 。

　 トラ ーの 闘争の 基本戦略は 大衆闘争で あ っ た 。 1918− 19年の バ イ エ ル ン 革命 の 時 も前衛覚の

指導 に よ る の で な く，大衆の 自発的な レ ー
テ へ の結集 ，連帯を基本 に した 。

レ ー
テが政治的経

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 03

済 的自己管理 と革命の 闘争 セ ン タ
ー

で あ っ た 。 しか し，こ の 場合 T 大衆 の 成熟 は重要 な前提条

件であ り，確 か に 大衆の 未成熟 とい う こ とが 革命 の 混乱 ，失敗の 原因 の
一

つ に 数え られ た 。 そ

れ に対 して トラ
ー

は ，不断の 日常活動を通 して の み ，生活 と行為の 間に 隔た りが な い 時 に の み

成熟可能 が あ っ て ，知識 の みで は成熟 しな い と考 えた 。 こ の よ うな大衆 の 自発性 ，結集 ，連帯

を基本 とす る思想は ，共和国時代 に お い て も変わ っ て い な い 。ナチ ス の パ レ
ー

ドが 日常化 し，

国会は形骸化 ．破産 、失業は広範な層に 拡大 し，大衆 は飢え，扇動 され ，要する に 30年代に 入 っ

て共和国 の 危機を迎えて ． トラ
ー

は労働者階級 に対 して ，フ ァ シ ズ ム の 勝利を阻 止す る唯
一

の
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 as
手段は 、明確 な具体的闘争 目標を もつ 全労働者階級の 統一機構の創設で あ ると訴えた 。 しか し，

こ の 闘争 は決 して 暴力的手段によ る もの で はな か っ た 。 ト ラ
ー

に と っ て革命闘争当時，人 間 が

「大衆」化す るこ とに よ り，当初の 目的を危険に 陥れ る無意味 な暴力が発生す る，とい う問題

は 深刻な 問題で あ っ た が ，これに つ い て は彼は す で に 一
つ の 結論を出 して い た 。 「バ リケ

ー
ド

闘争の 時代 は終わ っ た」 とい うの が彼の 経験的認識で あ っ た 。 そ れよ りも，彼は別な方 向で ，む

しろ個 々 の 衝 突 の 局面 を超 え た ，よ り本質的 な次元で の 反 ナ チ ス 闘争 を構 想 して い た 。 「700

万人 の 組織化され た労働者 は もの を 言 う」 と い う の で あ る 。 700万人 の 労働者の 結集が そ う簡

単に 実現 す る もの で はない が ，王制を転覆 した反戦平和の 反乱の 成功 も，戦場や生活 レ ベ ル で

の 苛酷な 体験を経 た大衆の 要求が エ ネ ル ギ
ー源で あ っ た 。 トラ

ー
は ナ チ ス の 暴力に よ る 自己実

現の 方法 に 対 して ，大衆の 闘 う意志 の 結集そ の もの を対置 した 。 そ の こ とに よ っ て暴力の 克服

を目指 し た 。

　一方，闘 う意志の 重要性の 認 識は彼を平和主義か ら区別 した 。 亡命 後の こ と で あ る が ，彼は

平和主義 を次の よ うに 批判 して い る 。 　 平和 へ の 要求 は ，か つ て 確 か に革命 の 原 動力 とな っ

た。そ れ は 、平和へ の 要求が 戦闘的で あ っ たか ら ，反乱で あ っ たか ら，そ して 青年達が反 乱の

意味 を理解 したか ら，革命的 な要求 に なり得 た の で あ っ た 。 しか し，当時青年達の 人間的な憧

れ を結集 した 「平和」 は ，戦後社会で そ の 意 味が 変質した 。 平和は国際的 に も不平等 な現実を

固定 する もの とな っ た 。 反動勢力 は こ の よ うな現実 に対す る不満 あるい は希望喪失 の 状態を自

己の 勢 力拡張の ため に利用 した 。 それ に対 し平和主義は国民の 窮状や ，感情 に対す る明確な視

点を持 たず ，自己 の イ メ
ージ をぶ つ け る こ と もせず ，敵対陣営に譲歩 した 。

一 トラ ーは こ の よ

うに批判 しなが ら，平和主 義の 課題 と して ，民族主義的イ デ オ ロ ギ ーに よ っ て 加熱 した 感情を

沈静化 し，英雄 的な死で な く，英雄 的な生を説 くこ と，そ して 平和主義者は殉教で は な く，粘
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

り強 く自己 の 使命を全 うす る こ とを訴 え た 。

　政治 の 基盤の 拡大 した現代で は ，大衆の 意志 は社会を動 かす 力 と して決定的な意味を持 つ 。

こ の 点 の 評 価に つ い て は民主 主 義者 も全 体主 義者 も変わ らな い 。 ただ ，全体主 義者は上 か らの
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指令で そ れ を
一

つ の 方向に ま とめ る ，民主主義者 は下か らそ れを形成 しよ うとする 。 もっ とも，
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 um

冷静な政治学者 は ，現実 に お い て は こ の 違い は そん な に は っ きり した もの で はな い と見 る 。 こ

の 意 味で トラ
ー

は決 して 現実的な政 治家で はな か っ たが ，彼に と っ て ，大衆 の 意志 へ の 働 きか

け が 戦闘的意味 を持 っ た 。 ト ラ ー
の 活動 を振 りか え っ て み る と，彼の 働 きか け に は 3 つ の 局 面

が あ る 。 1 番 目 は ド ラ マ 作家 と して ，2 番 目は政治へ の 直接参加 ， 3 番 目は講演活動 を通 して

で あ っ た 。 こ れ らは互 い に 独立 しあっ て い たり時期的 に は っ きり分 け られ る，とい うもの で

はな い が ，時代の 状況の 変化 に つ れて大枠の 傾向は あ っ た。革命時代は文学の コ
ー

ドと政治の

コ
ー

ドは
一

致 して い た 。 20年代で は ドラ マ が主 要な領域 とな っ た 。 そ の ドラ マ も革命 の 影響下

で 書か れた もの が ，イ デ
ーの 直接的表現 ，言 い 換える と，登場人物達は イ デ

ーをそ の まま体現

して い た の に対 し，次第に登 場人物達 は複雑な ，心 理 的 に 動 機づ け られ た性格を持っ よ うに な

り，彼等の 葛藤を通 じて 複雑 な政治状況が描か れた 。 しか しt1933 年の ナ チ ス の 権力掌 握 と，

そ れ に 続 く民主主 義勢力の 弾圧 に よ っ て 亡 命に 追 い や られ た 後は ，ドイ ッ の 民 衆 に 直接働 きか

け る基盤は 失われ た。亡命以 後は国外各地で の 講演に よ っ て ，国際世論に 対 して フ ァ シ ズ ム と

の 闘い へ の 支持を訴え る こ と と．ス ペ イ ン 人 民戦線へ の 救援活動が 彼の 闘い の テ
ー

マ とな っ た 。

しか し，文学 的活動 の 面で は ，亡命時代 に 主要 な 作品を書 い た 多 くの 亡命作家達 と違 っ て ，重

要 な作品を残 さな か っ た 。 不 安定 な生 活 と，無数の 心 労 を強 い られ た と い うこ と の 他 に ，社会

と共 に制作 す る ト ラ
ーの よ うな作家 に とっ て ，そ の 社会か ら離れた存在で ある こ とや ，〉 ハ ル

神父く の 場合に 見られ る よ う に作品 の 上演も出版 も困難な状況 など は ， と りわ け制作に 影響 を

及 ぼす大き な要因 と考え られ る 。 逆 に言 うと，こ の 意 味で ト ラ ーは彼の 世界市民的志向 に もか

か わ らず，まさに ド イ ツ の 民衆 に依拠 す る作家で あ っ た 。

　 （亡命後）

　 トラ
ー亡命 は経歴の 当然の 帰結で あ っ たが ，U ．ケ テ ル セ ン に よれば ， ト ラ

ーの 亡命 はそ れ

まで の 文学構想 と密接に 関係 して い た
。 彼の 言うと こ ろ に よ る と， ト ラ

ーに と っ て は も と もと

書 く こ とと政治的行為は
一

致 して い た 。 そ こ で は 美的芸 術が問題 で な く，人間の 解放の ため の

社会的構想が問題で あ っ た
、

そ して 、それは 「党文学」的で はな く，「支配関係 の な い 自由 な

連合の 下に ，人間 にふ さわ しい 自由な結合を導き出す言葉」が 問題で あ っ た 。 しか し，20年代

後半 に 入 っ て ，言論 よ りも経済的政治的利害上の 事 実的 な もの が優勢 に な る に つ れて ，彼の 構

想 の 基礎で あ る個人 の 存在 は幻 想 とな っ た。従 っ て ， トラ
ー

に と っ て は既 に 1920年代半 ば で 亡
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 am

命 が始 ま っ た ，と い うの で ある 。 こ の よ うな見方 は ，共和国時代の トラ
ーの 社会 の 問題性 に対

する認識 とそれ に対す る姿勢か ら彼 の 亡命を理 解 しよ うと い う立場に は共通の 見方で ある 。 W ．

ブ リューヴ ァ ル ト も，ユ ダ ヤ 人 と い う限界を 負わ され た幼年時代か ら，革命 の 見掛 け 上 の 解放

を経て ，ヒ トラ
ー

の 収容所国家を先取 りす る共和国の 保守主 義へ と続 く道の 延長線 E に ， ト ラ ー
　 　 　 　 　 　 　 　 u9
の 亡命を 見て い る 。 こ の 道 の 問題性 を ， ト ラ

ーは1933年 の 事件 と亡命体験か ら，新 た な視点

の 下 に よ り先鋭 的に と らえ 直 した 。 そ して ，自伝 的著作 を 通 して ，社会主義 的殉教者 の 伝 統

に繋が る戦闘的な像を，苦悩 し沈黙 する ドイ ッ の 真の 存在 と して ．「もうひ とつ の ドイ ッ 」 と

して 提示 した 。 W ．ブ リ ュ
ーヴ ァ ル トに よれば，そ れ故 ト ラ

ーの 亡命は精神的な意 味で の 牢獄

か らの 脱 出の 試み ，それも ヨ ー
ロ

ッ
パ の 詩人の 亡命伝 統 に ね ざす ， 「明 日 の ドイ ツ 」 に 向け て

の 積極的 ，戦闘的試み で あ っ た 。 W ．ブ リュ
ーヴ ァ ル トは 〉 ド イ ッ の 青春〈 と〉獄 中か らの 手
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紙く の 成立 と構想 の 検討か らこ の よ うに考察 して い る 。

　 亡命後 トラ
ー

が特に意識 した活動の 手段は第一
に言葉で あ っ た 。 彼は作家の 使命と関係づ け

て ，言葉 の もつ 政治的力を評価 して い るが ，そ れに は 2 つ の 側面 があ っ た 。 1 つ は物質力 と し

て の 言葉の 力で あ る 。 彼は経験的に ，時宜を得た言辞が予測 し難い ほ どに物質的力を獲得する

の を見て きた 。 革命時代で もそ うだ っ たが，国民的 ス ロ ーガ ン の 大衆の 情緒 に 働 きかける力 も

そ の こ とを 示 して い た 。 他方 ，知的力 として ，言葉は真実を解 明 し，伝え る力を も っ て い る 。 作

品の 迫害 そ の もの が そ の こ との 逆証明で あ り，権力者達 も共通の 認識を もっ て い た こ とを示 し

て い る。 そ れ故，言葉は反 ナチ ス 闘争の 有力な手段で あ っ た 。
こ の 言葉の 力に よ っ て ，世論を

形成す る こ と，「精神的流行病に対 す る血 清」を作 る こ とが ，言葉 に 従事 する作家の 使命 と意

識 され た 。要求す る世 論な しに ，無数 の 人間の 同情 な しに ，重要 な新聞 の 闘争 な しに ，無実 の

人 間の 救済 はあ り得な い し，ま た ，フ ァ シ ズ ム が 全体主 義国家の 教義を法制化 した 時代に ，だ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

れひ とり現代の闘争か ら免れ得 ない か らで あ る 。 実際 ラ イプチ ヒ の 帝 国裁判所が国会議事堂

放火犯 と され た G ．デ ィ ミ トロ フ を無罪 と した例は彼を力づ けた 。 「独裁者 も世 論に 従 うの だ 。 」

しか し， ドィ ッ で の 基盤が失 われ ， ドイ ツ の 真実の 情報 も入手 し難 くな り，大衆の 意志 へ 直接

働きか け る こ とが不可能に な っ て か らは ，外国 の 世論に頼る しか なか っ た 。 そ して ，外国か ら

世論の 力 に よ っ て 現実 に 大 きな影響 を与え る の は ，結局政府を動 か して と い うこ と に な る 。 そ

の 点で は トラ ーはデ モ ク ラ シ
ー政府 に 信頼を寄せ ，ス ペ イ ン 人民戦線支援 の 場合は ，新聞社 、

教 会な どの 団体 の 他 に ，各国政府に 救済を要請 した 。 ド イ ツ の 問題の 場合は ？ こ の 場合は具体

的 な援助要請とな っ て い な い 。確 か に ，例え ば ニ ュ
ー

ヨ
ー

ク の ドイ ツ デ
ー

（1936．12．14） で ，

ヒ ト ラ ーに 対 す る闘 い は ，自由，ヒ ュ
ー

マ ニ ズ ム ，デ モ ク ラ シ ー，要す る に 人聞の た め の 闘 い

で あ る こ と ，そ して ，「遅過 ぎた」 と い う こ と に な らな い よ う訴え た 。 ヒ ト ラ
ー

が 共産主義 に

対 する防 波堤で あるか の よ うな幻想が容認 され て い た と き，そ の 本質を明確 に し t
ヒ トラ ーに

平和を強 い る こ とがで きなければ， ヨ ー
ロ

ッ
パ とそ の 文明は破壊 され るだろ うと警告 した 。 し

か し，ナ チ ス に屈す るよ りは敢然 と死に赴 い た エ
ー

リ ヒ ・ミ ュ
ー

ザ
ー

ム の よ うな人 々 ， ドイ ッ

の 強制収 容所で 捕 らわれの 身に な っ て い る 2 万人 の 人々 ，不 自由よ りも亡命を 選ん だ 数万人の

人 々 の 存 在を 「もうひ とつ の ドイ ッ 」 として 主張 す る以外 ， ドイ ッ国内で 苦 しん で い る人 々 の

具体的な 救済計画は持ち得なか っ た 。 い ずれ icして も ，ス ペ イ ン の 場合 も， ドイ ッ の 場合 も実

際の 成果 は はかばか しくなか っ た 。 言葉の 力は い かに 豊か な もの で ある に して も，そ れが現実

の 政治的次元で 有効に発 揮され るた め には
一
定の 条件が 必 要で あ る 。 情報収集や メ デ ィ ア の 問

題 もさる こ となが ら，何 よ りも受手 を必要 として い る 。 しか し，反ナ チ ス 闘争 の ド イ ツ 内外 の

条件は決 して 有利な もの で はな か っ た 。 例 えば ア メ リカ に お い て も ， ナ チ ス に 対す る同情論や

反 ユ ダ ヤ 主 義 （亡命者に は ユ ダ ヤ 人が 多か っ た），上 述 の 共産主 義 に 対 する 防波堤 論 （ナ チ ス

が積極的 に 宣伝）な どが根強 く存在 して い た 。

　 （内面 の 問題 ）

　 ト ラ
ー

の 働 きかける場は公共的な場 と，内面の 場が あ っ た 。 それ らは相互に 関係 しあ うもの

で あ り， ト ラ
ー

の政治的働 きか けに 文化的な色彩を添えた 。 大衆 の意志の 実現は ， 実現の 過程

で ，闘い を通 して 大衆が成熟す る こ とによ っ て可能 にな る とす れば，そ の 実現に 向け て 闘 うも

うひ とつ の 意志が ，は じめ の 意志 を支 える内面 的な 何かが 必要で あ る 。 従 っ て ，現実の 反ナ チ
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の 亡命 7

ス 闘争 の 組織化 ばか りで な く，闘争 の 精神的根底 へ の 働 きか けが重 要な意 味を も っ た 。 亡命生

活ひ とつ を と っ て みて も，実際，それは悲惨なもの で あ っ た 。 経済的な面で も心配 は っ きなか っ

た し， ヒ トラ ー政府の圧力によ り，活動，居住の 面で も自由で はなか っ た 。
パ ス ポ

ー
トを持た

な い 亡命者 に は世界 は狭 く，絶えず ，収容所生活 が待 っ て い る本国送還や 国外退去の 不安 に怯

え な けれ ば な らな か っ た 。 トラ
ー

は そ の よ うな亡命者の 状況 の 下で ，様 々 な 「恐怖 の 克 服 」 を

抵抗の 不可欠の 内的条件 と考え た 。 ド イ ツ 国内に お い て も そ れ は同様で あ る 。 彼の 最後 の ド ラ

マ 〉ハ ル 神 父くは そ の よ うな こ と の 現れ で あ る。 こ の こ とか ら，逆 に ，社会 の 在 り方 と同様に

闘争 もな に よ りもまず個人 が担 う，と い う考 え方が 明 らか に な る 。 トラ
ー

に と っ て ，恐 怖を克
「

服 した者 こ そが 「明 日 の ド イ ツ 」で あ っ た 。

　 こ の よ うな人 々 に支え られ た闘争の 具体例 は ス ペ イ ン の 闘争で あ っ た 。 トラ
ー

の 反 ナ チ ス 闘

争 は フ ァ シ ズ ム ー般 に対す る国際的闘争で あ っ た の で ， ト ラ
ーは 1938年に 戦火の バ ル ーセ ロ ナ を

訪問 した 。 そ こ で ト ラ
ー

は 自らの 戦争体験 を思 い 出すと と もに
， 闘 う人民戦線 の 人 々 に 強 い 印

象を抱 い た 。 彼 は そ こ で ，市民生活 は最低 の 窮乏状態 で あ っ たが ，カ ト リ ッ ク教徒 とプ ロ テ ス

タ ン ト，民 主主義者 と社会主義者 ，自由労働組合の メ ン バ ー
と革命的サ ン デ ィ カ リ ス トt 共産

主義者 と自由主 義者が ，そ れぞ れ の 対立 を超 え て ，自己だ け の 特別 な 目的 を追求 する の で はな

く，自 らを制限 しつ つ ，一
つ の 目標 一

ス ペ イ ン の 自由 と独立 ，人間 らしい生活 を可能 に す る

基礎の 救済 一 に向か っ て 仕事を して い るの を目の 当た りに した の で あ る 。 要す る にそ こで は

トラ
ーが理想 としたデ モ ク ラ シ ーが創造 的に 生き生 きと活動 して い た 。 ト ラ

ーの 目に は 1933年

に ドイ ッ に なか っ た もの が 現実に見 え た の で あ る 。

　 しか し，個人 に依拠する こ とは同時に そ の 弱点を も抱え込む こ とで ある 。 ト ラ ーの 自殺が そ

の こ とを語 っ て い る 。
ユ

ーゴ の ペ ン 会議で ，ド イ ツ 代表団 の 反対を押 し切 っ て講演 し た こ と に

始 ま っ た ト ラ
ー

の 亡命後の 反 ナ チ ス 闘争に お い て ，最 初の 舞台で の 成功 は彼 に国際的連帯に対

す る希望 をあた え ，彼の 闘争 に 対す る姿勢を よ り強固な もの に した 。 従 っ て ，1933年か ら34年

にか けて は トラ
ー

の 言動は積極的で あ っ た 。 精神 の 自由 に対す る要求や 人権 闘争へ の 呼び掛 け

な ど，以前 と変わ る もの で は なか っ た が ，そ こ に は以前 よ りも強い 決意が 現 れた 。 しか し，

C．t．バ
ー

ル に よ ると ，ナチ ス の 成 功 ， 勢力拡大や ， 逆 に抵抗 グ ル
ー

プ の 分裂 ， 人民 戦線 計画

の 失敗等 に よ り， ト ラ ーに とっ て 新た な開始 も次第 に幻想で あ る こ とが 認識 された と い う 。 彼

は1934年の 終わ りか ら1935年に か け て を ト ラ ーの 転機 と して い る 。 そ して ， ト ラ
ーの 発言 に無

力感が 現れ ，個人 の 問 題や 自分に 対す る要求 ，被迫害者の 具体的苦悩が前面 に 出て 来た こ と ，
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

〉獄 中か らの 手紙 くで は 「克服 されな い 疲れ」が 窮われ る よ うに な っ た こ とを指摘 して い る 。

こ の 疲 れ は確 か に トラ
ー

の 自殺 につ なが る もの だ っ た 。 1936年 に平和主 義の ドイ ツ の 問題 か ら

の 回避 を批判 した時 ，運動が殉教的 に 解消 して しま うの を否定 し，精神 を未来 の価値 の 創造 に

向け るよ うに力 強 く主張 した 。 しか し，そ の 背後 で ，彼 は 確実 に疲労 して い た の だ っ た 。

K ．マ ン は 当時 の ト ラ ーの 精神状態 に つ い て 次 の よ うに 観察 して い た 。

　神経組織は 5年間の 獄中生 活か ら回復 しな か っ た
…

トラ
ー

の 性格に は素朴 な確信 と憂欝 へ

　 の 傾向が 混ざ りあ っ て い た 。 彼 は メ ラ ン コ リ
ーと闘 っ た …彼の 名誉心の すべ て は 兵士 の よ

　 うに 自分 を保持する こ とで あ っ た 。 しか し ， 根本にお い て 勝利を信 じて い る もの の 繰 り返

　 し暗い 気分の 時間 ，週間がや っ て きた 。

K ．マ ン は そ の 外 ト ラ ーの 不眠症 に つ い て も何度 か言 及 して い る 。 ま た ，自殺の 動機 に っ い て
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も，それ を詮索 して も結局解 き難い 謎 が残 る と しなが らも．自殺直後 の 時点 で は ，G ．ラ ン ダ

ウ ア
ーに 宛て ，妻 と の 離婚 ，ス ペ イ ン で の 敗北 ，ドラ マ の 上演の 困難 ，不眠 と金 の 心配 ，生活

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

の 下 らな い事柄全体を挙げ，要す る に ト ラ
ー

は もうや っ て い け なか っ た と書 き送 っ て い る 。 「年

を とりつ つ あ る自由の 戦士 は ，夜が こ の 世で 与 え て くれな か っ た 眠 り に憧れ た の だ 。 」 そ して ，

抵抗行動 の 行 き詰ま りの もとで ，ト ラ
ー

の 自殺が決 して 例 外で はな い とも伝 え て い る 。 自殺の

動機ある い は 自殺 を例外で はな くす る状況 に つ い て も少 し言及す ると．W ．ブ リ ュ
ー

ヴ ァ ル ト

は亡命文学全体の 流れの 中で の 共通性を考察 し，次 の よ うに指摘 して い る 。 多 くの 亡命作家達

は 「昨日 の 世界」 を 自伝的 に回 顧 して い るが ，「彼等 は ，個人 の 自由の 印の 下で ，自由主義 ，

文化 ，ヒ ュー
マ ニ ズ ム の 印の 下で 現われ た市民時代 の ラ デ ィ カ ル な終わ りが や っ て きた の を見

た 。 亡命 の 中で 成立 し た ，あ る い は構想 され た 自伝の ，大 きな共通の テ ー
マ は ，力ず くの 集合

化 の 中で 体験 され た ヒ ＝
一マ ニ ス テ ィ ッ ク な個人主義 の 孤立 で あ り ， 個 々 の 人 間 の 実体的孤独

の 体験 ，恐怖を呼 び起 こ す体験を通 して の ，個人の 自立 に 関 す る リ ベ ラ ル な イ デ ーの 終わ りで

あ っ た。」 トラ
ー

に と っ て も 「自由の 最後の デ モ ン ス ト レ ー
シ ョ ン として の 自殺 」 が 残 っ た に

　 　 　 　 　 　  

すぎ な い ，と 。

　 しか し，W ．ブ リ ュ
ー

ヴ ァ ル トの 美 しい 見解 は ，トラ
ー

の 場合ひ ょ っ と した ら余 り に も教養

主義的な もの か も しれ な い 。 ト ラーは もと もと個人の 自立 を ，ある い は個人主 義を 「社会か ら
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 B2

力を 得 ，社会に 力を与え る 」 と い う ，社会 と個人 の ，相互 に存立を補完 し合 う民主 主義的関係

の 下に構 想 して い た 。 ト ラ
ー

の 構想 の 根底 に 想定 され る 「人間」 とは ，第一
次世界大戦以来 ，

戦争 や 産 業化の 過程で ，そ して ナ チ ス 支配の 下で 生 きる権 利を脅か され て い た人々 ，具体的 に

は労働者 を 中心 と した層で あ っ た し， トラ
ー

が そ の 悲惨な 運命に同情 を寄せ た作家達 は彼等 の

知的な友 で あ っ た 。 そ れ故 ，彼等が 存在 する限 り，状況に 働 きか け，また状況か ら力を 得る可

能性 は い つ で も トラ
ーの 考えに残 っ て い た とい え るだろ う 。 それが亡命生活の 中で ，極めて危

険な緊張感 に曝 され て い た と して も 。

　 ニ
ュ
ー ヨ ーク の》 New 　Masses 《誌に英文で掲載 された 『エ ル ン ス ト ・ ト ラ ーの 最後の 遺言』

は．短 い 文章の 中で トラ
ー

の 抵抗行動が 余 りに も見事に 総括 され て い る の で ，不吉 な ほ どに遺

言を予感 させ る の だが ，そ の 中で 彼 の 社会的文化観が簡潔 に表現 されて い る 。 「文化 （calture ）

は芸術 ，文学 ，科学 の 創造 的生産 に とどま らず ，それは 日常生活 の 顔 ，コ ミ ュ
ー

ニ テ ィ や 国家
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 お

内の 諸関係 ，お よび それ らを規定す る道 徳的 な理 想 を意味 する」 と 。 こ こ で は文化 概念 は非政

治的教養 的な もの か ら，社会の あ り様の 問題に まで 拡 げ られ て い る 。 それは人間の 尊厳 に 対す

る敬意 と歴史的洞 察か ら発 して い る 。 ト ラ
ー

に と っ て 人 間 の尊厳 は 、個人の 自由，正義 ，正 当

な発達 に 対 す る要求 ，生きて い る もの へ の 同情 な どを意味 した 。 それに 対 し，フ ァ シ ズ ム は 人

間 の 利 用 価値を戦争 へ の 適 性で 評価 した 。 近代 の 産業社会 も こ の 意味で は根底 に お い て フ ァ シ

ズ ム と変わ ら な か っ た 。 そ れ 故 ，人間 の 尊厳 に関心 を抱 く文化 は 社会の あ り様 ，さ らに は社会

の 経済的構造 に も関心を持 っ もの で なければな らなか っ た 。従 っ て また ，こ の よ うな 文化 に とっ

て ，反 人 間 的反 動 と の 闘い は避 け られ な い使命で あ っ た 。 ト ラ
ー

は こ の 闘 い を ，しか し，決 し

て 暴力的 な もの に は考 えて い な い 。 人々 が 闘い の 過程で成熟す る とすれ ば，人 々 が そ の 過程で

堕落す る こ と もあ る 。 それ が混乱 に終わ っ たか つ て の 革命時代の 経験で あ っ た 。 フ ァ シ ズ ム に

よ る危機 に 際 して は ，彼 は恐怖を克服 した知性 ，ヒ ュ
ーマ ン な連帯 ，そ れに 支え られた行動を

提唱 した 。 行動 は 本質的な もの で あ っ た 。 そ の た め の 恐怖 の 克服 で あ っ た 。　 「亡命者達 は 脅
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迫 され た文化 を防衛するため に ，ど の よ うに 自分達の 分担を担 うこ とが で きるのか 。 」　　ト ラ
ー

の 苦難に満 ちたすべ て の 経験に 基づ く認識に よれば，脅迫 され た文化は ，自由，正 義 ，．そ して
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 鍛の

人間の 尊厳 に 対す る 「願望が意志に ，意志 が行動 に変わ る」時に の み擁護 され る の だと い う 。

こ れ は ま さ に個人 の 内面 の 変革 に 対 する要求で あ る 。 ト ラ
ー

は人間の 尊厳 を守 る闘 い が ま さに

個人 の 存立 の た め の もの で あ る が 故 に ，彼 の 生涯 最後 の 1 行 で ，個 人 の 変革を ，そ れ が もっ と

も必要 とされた時 に求め た の で あ っ た。
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