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は　 じ　め　に

　前号，ヴ ォ ル フガ ン グ・ボ ル ヒ ェ ル ト試論（1）で は， 序論の 部で ボ ル ヒ ェ ル トの 伝記的な こ と

と文学的評価の 概略を記 し，本論 と して 彼の 「引き裂 かれ た心 の 苦闘」 を総論的に 論 じた 。 本

号で は， ドラ マ 《戸口 の 外で》 を検討 しなが ら， 前号で 論 じられて い るボ ル ヒ ェ ル トめ苦闘を

作品に 即 して 具体的に論 じた 。 　　　　　　　　　　　　　 ，

　　　　　
．
　 　

「
2．　 ド ラ マ 《 戸 口 の 外 で 》

　 ド ラ マ 《戸口 の 外で》 （DrauBen 　 vor 　 der　 Tttr）は ヴ ォ ル フ ガ ン グ ・ボ ル ヒ ェ ル トの書

い た唯
一の ドラマ で あ る 。 ボル ヒ ェ ル トの 生涯 そ の もの が ドラ マ チ ッ ク な もの で あ っ たが，こ

の ドラ マ も原稿 成 立 か ら初演 に至 るま で 作者と共 に ドラ マ ヂ ッ クな 雰囲 気に 包まれ て い る。

1947年 1 月，当時 ボ ル ヒ ェ ル ト はすで に 病床に あ っ て，熱の な い 日 に か ろ う じて 家具 に っ か ま

りなが ら家 の 中が歩 ける ， とい うよ うな状態だ っ た 。 それに もか かわ らず，彼は全集版で 67ペ

ージ にお よぶ こ の 作品をわずか 8B 間で書 きあげた とい う11）自 らの健康 に対 して ， ある い は ド

ラ マ の 形式に対 して さえ も，十分注意 を払 ラ暇 もな い 程 に ，頭め 中の イ メ
ージ に追 い 立 て ら

れて書 きあげた の で ある。

．
そ の こ とを逆に，作品の 内容 そ の もの が証明 して い る よ うに も思わ

れ るが ， それ は ともか くと して ，
こ の ド ラマ は書 きあげ られる とす ぐに 身近な人 に対 して 朗読

された 。 作者 自身に よ る， 3 時間に もわ た る朗読 だ っ た。そ の 場に 居合わ せ たB
，

マ イ ヤ ー・

マ ル ヴ ィ ッ ッ は，そ の 時の 様子 を「我々 はあえ て 彼 の 朗読を中断 させ なか っ た。」 と証 言 して

い 毳
2）

そ の場の それぞれの 人の 思い 賦 は か らず も推測 されるで あろ う。 こ の 朗読が 主人公 の
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∂

厂誰 も，誰 も答え て くれ．る もの は い な い の か ？？？」とい う ， 疑問符が 3 っ もつ い た 叫びで 終 っ た

時には，誰 もす ぐに は もの もい え なか っ た とい う。 こ の ド ラ マ に つ い て 作者 自らは ， おそ らく

そ の 内容が余 りに も真実を含ん で い るため に，「劇場は上演 した が らな い，観客は見 たが らな い 」

とタイ トル の下で 自己規定せ ざるを得なか っ たの だが， まだほとん ど無名だ っ た彼 自身が驚 く

ほ ど速 く， こ の ドラ マ は公 開 され る こ とにな っ た。書きあ げられ てか ら 1 月 もたた な い 翌 2 月

13日に ，
ハ ン ブ ル グ の 放送局か ら， ラ ジ オ ド ラ マ として 放送 されたの で ある 。 しか し，作者 自

身は，居住地区の 石炭不 足に よる停電の ため
， また病気で 他の 地区へ 出か け られ なか っ た ため

自らの 耳 で 聞 くこ とが で きなか っ た の で あ り，舞台で の 初演は，作者の 死 の 翌 日 だ っ たの で あ

る。全集版の解説に よれば， こ の ド ラ マ は そ の 後， ハ ン ブ ル グの みな らず，各地の 放送局に よ

っ て も放送され， ド イ ッ の 主要 な劇場の ほ とん ど全部に よ っ て上演された とい う
’
。

　 こ の ドラマ は，主題か らすれば，終戦直後 の 状況か ら，い わば現れるべ くして 現れ た作品で

あ る。

一
般的に い っ て 戦後の ドイ ツ の 現実 に お い て ， 早 くも過去は表面上精算 され るか

， タ ブ

ー化 されつ つ あ っ た 。 政治的には ドイ ッ の 運命を狂わせ た戦争犯罪が裁か れ ， 犯罪者の 罪状 と

刑 罰 は確定 しつ つ あ っ た し，一方，国民生活の 次元で は明 日 の ため の パ ン が切実な問題 で あ り，

自らの 裁判は無 関心 に戦勝国側 に まか されたま まだ っ たので ある13） ド ラマ の主人公 は ，

一切が

破壊 された戦場か ら， 心身 ともに 消耗 しっ くして 帰還 した 「あの 多勢の一人」とされ て い るが，

帰還兵を待 ち受ける ドイ ツ の こ めよ うな現実的傾向は，あ らゆ る意味で彼 らに と っ て は，冷酷

な もの で あ っ た 。 ドラ マ は帰還兵の 直面する諸問題 現実生活の 中で の 困難な立場 や，自らに

と っ て は決 して 精算されない 過 去な どが背景 とな っ て お り，そ こ か ら発せ られた 「嘆 き」 で あ

り，「告発」 で あり， 自己認識 で あ っ た の で あ る 。 そ して
，

こ れ らの も の が 混 ざ り合 っ て ， 長 い

抑圧の 後 の 「叫び」 とな っ て 現 われ た の で あ る：
4）

多 くの 評者 に よ っ て ， こ の 作品の 持つ こ の よ

うな現実と の 強い かか わ りが指摘 されて い る 。 さ らに この 「叫び」の 代弁的な意義 も同様に指

摘 されて い る。深刻 な問題の追求を通 じて，懸命に 生 きた い と願 う一世代の 内面の 苦悩が赤裸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 詞
々 に力強 く表現 され て い る の で あ る。

　 これまで に 現れた い くつ か の 作品解釈に よ ると，こ の ドラマ で 設定された状況に つ い て
， し

ば しば 「零の 地点」 と い うこ とが 言われ て い るt5，形而上孛的にみ れば ．神に昔日の 権威 もな く

・
死 も何 の 意 味 も付与 され る こ とな く，人間存在は深淵 の 上の 操 り人形 の ダ ン ス にすぎな い 。何

もの か に委ね られ ， た ぶ らか され て い るの で あ る。 それ ゆえ ， 主人公 に と っ て形而上学的な 意

味 で の 人間存在の 確信はな い 』 P 。リ ュ
ーム コ ル フ は ， 主人公が 自殺 しよ うと飛 び込ん だ エ ル ベ

河で ， 死 に切れず腰ま で 水に っ か っ て途 方に暮れて い る状態を，極めて象徴的 な意味で指摘し
＼

て い るが16）主人公は た だ生 と死の 間で 呻吟するばか りで ，存在 に 関するあ らゆ る肯定の 確信 も

ある い は否定の 確信 さえ も失われて い るの で ある。 こ うい う意味で ，内 面世界に 人間存在の 確

固た る 支え は な い 。さ ら に 「零の 地点」 は もう
一

つ の 意味 で 理解され る 。 精神史的に は ， 人 間

存在 の 意 味 の 喪失に つ い て は久 し く言われ てきた こ とだが ， 戦場 の 兵士に と っ て は ， おそ らく

自 らの極限状況の体験に よ っ て ，そ の こ とが全 くリア ル な問題 と して 認識 され たの で ある 。 し

か し． その こ とは状況 の すべ て で はな い 。主人公 に よ っ て 人間 らしさ とか，人間を人間た らし

める相互 関係 とかが，存在の 深淵に自ら拠 り所を与え る もの と して 求め られて い る の だ が，そ

の よ うな もの は，主人公の 内面以外の ど こ に も存在 しな い し， 全 く展望 され得な い の で あ る 。

それゆえ主人公は自発的に も 「戸 口 の 外」 に ， 非人間的な 現実の生活空 間 の 外側に とどま らざ
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　　　　　　　　　　　　　　　 瓦 礫 の 中 、か ら

るを得な い の で あるIT）

　 「零の 地点」 は以上の ような二 通 りの 意味で 理解 されるが，人間が 社会の 外側で 生活で きな

い の な らば， 自らの 内面世界 に支 えを見 い 出せな い 限り，結局 は 「戸 口 」 の 内側 の 状況が 間組

で あ る 。 こ の 点か ら， 戦後 の 現実 との切実 な か か わ りが み られ る の で ある 。 しか し，
こ の こ と

か ら こ の ド ラ マ を 「告発」 の 意味で 解釈する の は一面的にすぎるだ ろ う。 確 か に 主人公は 「あ

の 多勢の
一

人」 であ っ て，そ の
一

個人 と して の 個性 が特 に 問題 で な く，．共通 の 意 識，共通 の 視

点で もっ て貫か れて い る。 ま た， ドラ マ の 最 も現実的次元 の 三 つ の 場面 を構成する人 々 は ， 主

人公を圧倒す る程に 具体性 を備えて お り， しかも， そ の 人 々 が 主人公の 非難 の対象 に な っ て い

る。非人間的状況 に対する 「嘆き」や t 「告発」の 具体的 根拠 と な っ て い る 。 とは い え ， 登場人

物 は主人公 の 内面 の 具象化で あるか ， あ るい は ， 主人公 との 関係に お い て 極度 に抽象化 され た

存在で ある 。 ド ラ マ は，ほ ぼ 主人公 と そ の 他の 登場人物の 対話 によ っ て 進行 させ られて い るが，

何よ りもこ の対話を手段 とす る認識が 問題なの で ある。 トー
マ ス ・マ ン の 《 トニ オ ・ク レ

ーガ

ー》の 場合，認識は嘔吐 を もよお させ る もの （Erkenntnisekel）に他な らなか っ たが， ボ ル

ヒ ェ ル トの 《戸 ［コの 外で 》 に あ っ て は，認識は 同時に 「嘆き」で あ り，「告発」で あ っ た の で あ

る。 　　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　　　 ，

　 トニ オ ・ク レ
ーガ ー

が 「認識の ロ区吐」 か ら 「生 の た め の 自己否定」 とい う イ ロ
ー・＝ ．

ッ シ a な

姿勢 （Haltung ）の 形成へ と 自己 の 道を歩ん だ よ うに
，

ボ ル ヒ ェ ル トの ベ
ッ ク マ ン の 苦悩は ，

戦場の 体験を負 う 「あの 多勢」 の 共通の 基盤 の 形成 へ の
， 新た な連帯 へ の

， 「
一

つ の 新 しい 星 ，

新 しい 生 へ の 到着 （8）」の 前提で あ る の だ ろう。 《戸口 の 外で》 が書かれた 1947年 1 月に，それ

に先立 っ て短編《夜 になれ ばネズ ミは眠る》が書かれて い るが，
’
ドラ マ の 最後の 問 い かけ め意

味する もの を理 解す る際に は，こ の こ とが考慮 される べ きで あ る よ うに 思 わ れ る か らであ る 。

い うまで もなく，
こ の 短編で は ， ゆがん だ実存 の 下で 　ヒ ュ

ー々 ン な一つ の 姿勢が貫か れ て お

り，
そ れ と同時期に書か れ た ド ラ マ が

， 絶 望の 絶叫で 終 っ て い るとみ る の は理 解 しが た い
。 む

しろ，現実否定か ら発 せ られ る最後 の 問 い か けは，存在の ため の
一

つ の 条件と して，問 い か け

る姿勢 と共に堅持 され て い くべ きもの とみ られ る べ きだ ろ う。 い わば新た な 「ヤ ア 」 の た め の

「ナ イ ン 」なの で あ る。もしそ うでない とす ると ，

『
ドラマ の《夜 に なれ ばネ ズ ミは眠る》 と の 関

係はど の

』
よ うに理解され るの か 。 《戸 口 の 外で 》 の解釈にあた っ て は，こ の 関係が 無視されて

は な らな い よ うに思 われる 。 ド ラマ 自体か ら何が表現 され て い る の か， とい う こ とを検討する

こ とは もちろ ん 基本で あ るが ， さ らに さか の ぼ っ て ， 作者は何を表現 した か っ た の か，とい う

視点 も こ の ド ラ 々 の 場合，看過 で き な い よ う に 思 われ る の で ある。

　《戸 口 の 外で 》は ，
ド ラ マ の 開始 に先立 っ て ， 説明が付 けられ て い る。 こ こ で，

一
人の 無名

の 帰還兵 の 経歴 と帰還後 の 状況が，あらか じめ 暗示 され， ドラ マ の ア クチ ュ ア ル な 問題性が予

感 され る。そ して ， 「彼 らの わ が家は戸 口 の 外 。 彼等ttドイ ッ は野天の ，雨の 降 る，夜ふ けの 往

来だ19）」 とい われる とき，主人公を含む 「あの 多勢」’に と っ て の 不幸な結末 も予感 され る の で

あ る。説 明の あ と
，

ド ラ マ の で き ご と は す ぐに は 始ま らな い
。 発端は 「序幕」．と 厂夢」 と い う

二 つの 説明的 な場面で あ る。 「序幕」で は，歴史的状況が神と死神 との 対話 とい う形で
， 形而上

学的に解釈 され る 。 「夢」はあの 多勢の r 人で あ る主 人公 ベ
ッ ク マ ン が，自殺の 途中で み た夢 で

あるが，その 中で 主人公が帰還後 の 最初の シ ョ ッ ク か ら立 ち直 り，復帰へ 向 っ て い く
．
こ と の 心
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理 的動機づけと
， 状況を見据える現実的な視点が

， 提供 される 。 第一場 か らよ うや く人間が登場

し，現実の 次元で の で きごとが進行する 。 第
二 場か ら第五 場の前半まで ，

ベ
ッ ク マ ン の失敗に

終らざ るを得なか っ た，
一
人間的生活空間 へ の 復帰の 試み が，で きご と の筋で ある 。 こ の試みは

各場ごと に主人公 ベ
ッ クマ ン とをれそれ の登場人物の対 話に よ

？
て 進 め られ る 。，これ らの 対話

は ， 第一
場を除い て 「戸口」 の 内側で 行わ れるが，決 して かみ合 うこ とがな く，そ の 破局 ごと

に ドア の バ タ ン と締まる音で区切 られ る。 とこ ろで ，
カ ー

ル ・ ．ミグナ ー
に よれば ，

’
ドラマ は三

つ の 次元に分類される 。

一
つ は現実の 世界で あ り，一

っ はベ
ッ クマ ン の 夢 と内面 の 幻覚で あ り，

さらに とれ らのいずれにも属さな い神と死神の 次元 で あ るま
゜）

第五場の後半は 「戸ロ の 外」で の ，

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1
’．

ベ
ッ ク マ ン の 幻覚 の 対話 で ある 。

こ ．こ で は
，

ベ
ッ ク マ ン と 「もう一人 の 男」 に よ っ て，現実

認識と自己認識をめ ぐっ て や りとりされ る 。 そ の 際，各場の対話の 破局が もう
一
度繰り返され ，

「戸 口の 外」に とどま らざるを得な い ベ
ッ クマ ン の，

一一’見絶望的な ， 直接解答を得 られ そ うもな

い 問 い か け で ，ドラ マ は終 る の で あ る 。 第一場 か ら第五 場ま で ，主人公が途方に暮れ るご と一に

登場す る 「もうiA の 男」は，内面の 幻覚 ，
ベ

ッ ク マ ン の生 へ の 意志 の 仮象 と考え られる が：
11）

こ の 男 との 対話に よ っ て 破局 と次の 対話が橋渡 しされて い る 。 こ の 関係ほしか し，逆か らみ ら

れな い こ と もな い
。

ベ
ッ クマ ン の 二面性，ナ ！ン とヤ ア の 対話が ドラマ の基本的な問題であり，

そ れに よ る 認識の 手がか りと してレ それぞれの 対話は ドラ マ の 中で の 存在理 由が あるとも考え

られるか らで．ある。以上が ドラ マ の 構成の概略で ある。

　K ．ミグナーに よ ると，登殤入物 も三 つ に 分類され る。 中心人物と して ベ ッ ク マ ジと 「もう一

人の 男」。 「もう一人 の男」 は ベ
ッ ク マ ン の別 な側面を具現して い る分身， ナイ ン ザ ーガー

に対．

するヤ ア ザー
ガ
ー （否定者 に対す る肯定者）で ある 。 そ の 他の登場人物は，序幕の 「老人」＝「神」，

第一
場の 「若い女」，第二場の 厂

一
本足の男」が ベ

ッ クマ ン をよ り詳細に規定する補足的人物で 　
『

あり，序幕 の 「葬儀屋」需 「死神」， 夢の 厂エ ル ベ 河」， 第三 場の 「連隊長」 とそ φ家族，第四場の

「キ ャ バ レーの 支配人」， 第五 場の 厂ク ラ
ー

マ
ー
夫人」 がわが 家に安住 して い られ る ，

ベ
ッ ク マ

≧の 対照的人物で ある 。 両者は共 に ベ
ッ ク マ ン を 助け る こ とが で き武 彼の 絶望を 深め る の だ

魁 ζれ らの 登場人物の ドラ マ での 決定的な役割は ，

・ベ ッ ク マ ン の 内面e
，彼

の おか れて い る状

況を， 明ち か にする こ とで あ る 。 基本 的に
．
は，彼等は ベ

ッ ク マ ン との 関係 に お い て の み，意 味

を もっ て い る の であ る112〜
この よ うな解釈ふら， こ の ド ラkの 基本的性格が次の よ ケに理解で き

るで あろう。 「戸 匚コ」 の 中の 認識が同時に 嘆 きや，告発に な っ て は い るが ， 厂戸口 」の 中 との 関係

ばか りで な く，
い ろ い ろ な関係か ら明 らか に な っ て くる状況 と自己の 認 識が

，
そ れ に もとつ く

生の 可能性 の 模索が ， 本来 ドラ マ の 中心的問題 なの で ある。 ドラ マ は決 し七， 戦場か らめ帰還

者の 困難な立場に対す る嘆きや，彼等 と の 関係か ら明 らか にな る戦後市民社会の非人間性に 対

する告発 に とどまる もの で は な い 。 極限状況を生き残 っ て きた，帰還兵 の 内面の 苦悩を明らか
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ナ イン
に しなが ら， 同時に 「戸 口」 の 中に対する主体的拒否が選びとられ て い るの で あ り，ま さ しく

．そ
の こ とによ っ て ， 、時代 の 共感 を博 したと い え 為の で あ る。 「《戸口 の 外で 》 一 こ れは意識

的 に選ば れた位置 の ための タ イ トル
， 自由意志か ら手に入れ られた，市民社会の規範と秩序の 外

側に ある白紙の 場所 （Leerplatz）な の で あるgs］）

　 ドラ マ の 性格づ けは，
それはそ れで 重要な課題で あるが

，
さ しあた りドラ マ に おける認識，

主 人公 の 嘆きや 告発，自己認識を順 を追 っ て 検討 して み る こ と にする。

　 最初 の序幕の とこ ろで 明 らか に な るの は，神は 「死ん で 」い よ うと 「眠 っ て 」 い よ うと，い

r

48

N 工工
一Eleotronio 　．Library 　



Hokuriku University

NII-Electronic Library Service

Hokuriku 　University

x

瓦 礫 の 　中　か 　ら

ずれにせ よ無力 に変わりはな い
， 人間の 実存に何の 影響力 ももた ない とい うこ と， 逆に神の手

の 届か な い と い う実存の 状況 で あ る。
こ の 状況は 厂人 間が

一人 死ん だ 。 それで ？　そ れ っ きり黝

と表現され て い る 。 言 い か えれ ば，人間存在の 根本に かか わる生死に して も， もはや誰に と っ

て も意味を もた ない まで に極端化 され て い る。そ の 下で 人間の存在は 「数字」 として の 意味 し

か もた な い ま で に，非個性化 され て い るの で ある。そ しで こ の 状況が戦場で 極限的に体験 さ

れたの で ある 。 こ の よ うな認 識 の 下で は， もは や神 にすが るとい うよ うな こ とはあ り得 な い

し， ロ マ ン テ ィ ッ シ ュ に彩 られた 「死 へ の 共感」 の よ うな， 状 況 か らの 甘美 な遁 走 など もま

して あ り得な い。状況は ありの ま まに受けとめ られなければならない の で ある。 こ の こ とは，

「夢」｝とお い て さ らに は っ きりと明らか に され る。 例え ば 「エ ル ベ 河」 はま さ に エ ル ベ 河で しか

φり得 な い の で あ る 。
こ の よ うな意 味で は， ベ

ッ ク マ ン の 自殺の 動機は不 十分で あ る 。 第一場

で 語 られ る原因はあ くまで 原因で あ っ て ，動機 と して 十分か ど うかは別問題で ある 。 ボ ル ヒ ェ

ル トの 母 の インージ が ダ ブらされ て い るfエ5）
とい わ れる 「エ ル ベ 河」は ともか くベ

ッ クマ ン に ，
．

自己 に対する 現実 的視点を提供す る。そ して ，すべ て を戦争 の せ い に して しま い た い 誘惑 をふ
’

り捨て て ， 現実を リ ア ル に み，その 中に 生の 可能性を求め て い く勇気を与え る の で ある。

　 ドラ マ の 現実の で きごとは，
「
ベ

ッ クマ ン の 投身自殺か ら始まる 。 しか し，それは真の 始まり

で はな く， 本当の 開始は ベ
ッ ク マ ン が腰ま で エ ル ベ 河の 水に つ か っ て ， い わば生 と死 の 間で途

方に 暮れ て い る第
一

場 の 冒頭 の と こ ろ で あ る 。 こ こ で 登場す る の が 「もう
一人の 男」 で あ る が

こ こ で の彼の 役割 は彼本来の 役割で は な く， ベ
ッ ク マ ン か ら自殺の 原 因を聞 き出すこ とで あ る 。

こ の 自殺の原因が，先ず狭い，個人的範囲の 事情か ら状況を明 らか に する 。 もと もとベ
ッ ク マ

ン の 様子は 最初の 説明で 描 か れ て い るの で あるが，そ れによ ると外見も内面 も案山子み た い

だ とい うの で ある。 案山子の 意味す る と こ ろに っ い て は，例えば慰 め の な い 虚脱 とか，戦場で

負わ された役割を果た し終えて 心身共にすりきれた状態とかが あげられる鯉それで も寒い野 天

で わが 家の こ とを，故郷の こ とを， い つ かは帰 るべ きと こ ろ と して ， ず つ と思 い 続けて きた の

で あ る 。 不条理 な極限の 世界で ，感 じ方 や もの の 見方 は出か け る前とはま っ た く変 っ て しま っ 　．

た の だが ， もとの 世界へ の 思 い は唯一
つ 変 らなか ろた の で あ る。そ して そ の 思い は戦場 の 死者

た ちへ の 共感 と共通の 由来の も爾で あ ろう。 人間 らしさの 現われで あ る。 と こ ろ賦 わが 家の，

故郷の 事情はこ の 思い を裏切 る。妻はもう自分を待 っ て い なか っ た し，故 郷の 町 は瓦礫 の 荒

野で ，そ の ど こか に息子が 埋 っ たま まな の で あ る 。 こ れ が 自殺の 原 因で あ る 。 結局の と こ ろ，

そ こ も戦場 とたい して 変 らなか つ たの で ある 。 単に街が 破壊 されて い るとい う外見上の 類似ば

か りで な く，《別れ の な い世代》で語 られ る よ うに
， 到底耐え る こ との で きない 過酷な別 れ に

満ち溢れ て い て ， そ れゆえ人々 は 「別れ の な い 世代」 とな らざるを得な か っ た の で ある 。 例え

ば，息子 の 死 は妻 に と っ て も過酷な，耐えが た い別れ だ っ た の で あ り，戦場の 別れ もす べ て の

人々 の別れ だ っ た の で あ る 。 　　 　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　
’

　こ の よ うな状況 の 下で ， わが家 へ の 思 い は ア ン ビ ヴ ァ レ ン トに反応する。一
つ は死 へ の 共感

で あ り，

一
つ は生 へ の 憧れ で あ る 。 自殺と い う行為は前者に由来する もの で あ り， 「若い 女」 の

登場は後者 に よ る もの で あろ う。 重なる絶望を恐 れ る か らか， ベ
ッ ク マ ン は 二 人の 関係を 「た

だ 自分が濡れ て 冷 た くな っ て い るか らだ 。 他に 理 由は な い 」 と極 め て 即物的な 由来に 帰そ うと

して い るが ，

・「若い 女」は ベ ッ ク マ ン が 「余 りに も絶望的な，悲 しそ うな声を して い るか ら」と

心 の領域に根拠を置 こ うと して い る の で あ る。 こ の 若い 女の 思 い は，後に ベ
ッ クマ ン の 幻覚 と

．
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林 敬

して登場す る時 もr 貫 して 変 らな い 。 彼女は ベ
ッ ク マ ン の こ の よ うな関係へ の

’
憧れを反 映 して

い る とみ られ る 。 彼は こ の よ うに 「い っ し ょ に」生 きた い の で あ る 。

　
』
しか し， こ の 関係は，ベ

ッ ク マ ン が人 間 ら しく憧れ る限 り，憧れ に とどま らざるを得 な い
。

それが 「戸目」の 内側で 現実の もの として 定着す るの には， 余 りに も問題が多過ぎるの で ある。

第二 場で ， 戦場か らも ち帰 っ た防毒面用 の 眼 鏡 の 存在が ク ロ
ーズ ア ッ プ され るが， こ れ は戦場

の 体験を具現 して い る もの に他な らな い 。 これを通 して 不条理な世界をみて きたの で ある 。 若

い女の 側か らすれ ば ， 生へ の 憧れか らす れ ば，
こ の 眼鏡 は い っ しょ にや っ て い くた めに は障害

で あ る 。 戦場 の 体験が い っ で も
一

人歩 き しか ね な い か らで あ る 。 しか し，
ベ

ッ ク マ ン は それを

放棄で きな い 。眼鏡 の 放棄は，彼の 不 安を耐えが た い ま で に拡大 するか らで あ る。 こ の 不安が

「
一

本足の 男」を呼 び出す 。

1
そ して こ の 男が，彼の 加害者 と して の 戦争責任を追求す る。 ボ ル ヒ

ェ ル トの 短編集 rこ の 火曜口 に 』 の 中の 「雪の 中で ，清 らか な雪の 中で」 に 納め られて い る い

くつ か の 短編で は ， 兵士の 加害者として の 側面も描 か れ て い る 。 「撃て
， と一人 が言 っ た 。 もう

一

人が繋 っ た 。 する と頭が壊れた 。 こ の 頭 は もう香水 を嗅 ぐこ とが で きなか っ た 。 もう都会を見

る こ とがで きな か っ た 。 もうイ ン ゲ とい うこ とがで きなか っ た野 一 戦場 と日常生活 どい う

異質な もの を組み合わせ て ，清 らかな雪 の 中で 演 じられ る，被害者で あり加害者で あ る兵士 の

悲 惨が 描か れ て い る 。 こ の 体験 は
一

方に お い て ，確か に忘却の彼方に 流 され な けれ ばな ら な い 。

他方，そ れは不可能で ある 。 良心の 不安か ら，とい うばか りで はな い 。 そ こ に は自己の分解   ，

一．
切の 崩壊の 不安が潜んで い る の で ある 。 生活を始めるた め の 条件が生活を不安で 満たす 。 生

活を不可能に す るの で ある 。

・こ こ に ， 第一場お よび第二場 を通じて，ベ
ッ ク マ ン の 内面の 矛盾

が，戦争の傷痕が明 らか に され る 。 状況の せ い ばか りで なく，ベ
ッ クマ ン の 内面そ の もの が死

ん で しま い た い 理 由を抱え て い る の で あ る。’

　 もと もと加害者 と して の 責任 や．悲 惨 の 責任 は 自分一人で 生 じた もの で はな い
。 従 っ て 共同

の責任 として 荷 なわれなければな らない だろ う。 もっ とも， そ の 際 ， そ の ζとを理 由に，最終的
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ノ
に は個人に帰す る もの が遠 ざけ られ た り， さ らには否認 され た りする こ とは起 り得 る。すべ て

を 「総統」 の せ い に して しま っ た り，「戦争」の せ い に して しま っ て 自らを心 的に防衛す るあの

心理で ある 。 感情の 硬直， あ るい は 目に みえ る復興 とか の 共同努力 に よ っ て ， こ の 防衛 は よ り
’
完成 に近づ き， 過去は効果的に切 り離 され るの であ る11B）

結論的に言えば こ う した心珪の 壁 に

よ っ て バ ネとば されて しま うの だ が，現実の 中に ベ
ッ ク マ ン の 矛盾を共 に荷 な っ て い く共通の

基盤が あ る の か ど うか は，ベ
ッ ク マ ン の 生が 可能 とな る の か ど うか の 重要な鍵 の

一
つ であ る 。

第三場，第四場，第五場で は その こ とが問題 で ある 。 そ して ，こ こ で 明 らか に なるの は ， 事実

に対する認識が ま るで 違 っ て い る こ とで あ る 。

　　「君は事実をずい 分歪め て 話 して い るよ うだね 。 我々 はだ が ドイ ツ 人だ。 あ くまで 我々 の ド

イ ッ 的真実に忠節を つ く した い もの だ119）

」
一 「ドイ ツ 的真実」 あ中味は ともか くとして ，

こ

こ に はすで に 一つ の 視点が現われて い る 。 個が 視点を与え る の で はな く，全体が視点 を与え て

い る の で あ る 。 従 っ て
， 「義務」とか 「責任」の 認 識がま る で 反朗に な っ て しま うの で あ る 。 「連

』

隊長」 に と っ て は，全体 の た め の 義務で あ り，責任 な の ぞある。 義務 の 中味の 個人に と っ て の

意味 などは問題で はな い。人間 ら しさの 根拠は個入の 内面 にある の で はなく， むしろ それ は弱

点 と して 圧殺 され な ければな．らな い の で あ る。 そ して 責任は この 義務に相応 する もの で あ る。

一
方，

ベ
ッ クマ ン に と っ て ， 事実は 自らの 人間 ら しさか らみ られ た文字通 り血 まみれの 悲惨な
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　事実な の で あり ， 連隊長が具現．して い る 「ドイ ツ 的真実」は，ご ちそ うと か 温 い ベ
ッ ドとか の ，

　内面的理 由か ら到底 自分の もの とはなり得 ない
， ．生活の 形骸で ある。 義務は，ま さにそ の 遂行

　に よ っ て 戦場の 悲惨が もた らされた もの で あ り，空虚な言葉で人間を死なせ る こ とは とて もで ．

　きな い か ら，責任が 問われ る の で あ る 。 「人 間 らしく （menschlich ）な りな さ い 。 」
一

「人

　簡に な り泥まえ120）

」は，連隊長が ベ
ッ クマ ン に言 っ た言 葉で あ る眠 人間 ら

．
しさ，人間 と い っ

　 た概念 がまつ た く正反対なの で あ る。 こ の とき，ベ
ッ ク マ ン の 不安 と絶望はどうな るの だ ろ う

　 か 。 「こ っ けい と悲惨」（Komik 　 und 　 Elend）
一

若 き トニ オ ， ク レ
ーガ ー

に と っ て ，
こ れが

　 こ の 世 の 究極の 真実で あ っ た が， ベ
ッ ク マ ン に と っ て も，共同責任を 追求 しよ うとすれば する

　 ほ ど ， そ う感 じられ たで あ ろ う。

　　第四場で ベ
ッ ク マ ン が歌 っ た歌 も， こ っ けい と悲惨に他な らな い 。だが ， 誰 もこ うい う真実

　 を欲す る者 は い な い 。「キ ャ バ レ
ー

の 支配人」との 対話はそれを明 らか に す る。 個入の レ ヴ ェ ル

　で は さすが に ベ
ッ ク マ ン の 悲惨が理 解で きな い わ けでは な い 。 しか し， 支配人 は こ うい う真実

　 をみな くて もすむよ うに，い くっ か の 眼鏡を も っ て い る 。 それが豊か さと い うもの で ある 。 彼

　 は 「今どき真実 （Wahrheit ）を知 りたが るや つ な ん か ，ど こ に い る もん か ね ！ こ れ はど ん な

　場合に も決 して忘れ る こ とめで きな い 事実 （die　Tatsachen ）だ」
21

〕と断言する。

ベ
ッ ク マ ン

　 はそれ を二 度繰 り返 して 確認す るが，真実 は もはや邪魔 なだけ で ある。そ の こ とは
一

っ の 事実

　 で あ り，現実 の 中で は そ うい う個 々 の 事実が あ るだ け にす ぎな い 。人 々 は都合 の い い 事実を選

　 ん で ， それに 自分を合 わ せ て い けばい い の で ある。

　　第五場の ク ラ
ー

マ
ー
夫入 との 対話か ら， こ の こ とが ま すます 明らか に なる 。 例え ば，ナ チ ス

　とい う事実が 都合の 悪い もの にな れば ， 今度 は別 参事実， 復興 とい うよ うな事実 ととりか えれ

　 ば い い
。 そ の た め に ス ケ

ー
プ ゴ ー トが 必 要 な らば，た め ら う こ とな くそれ を捧げるの で ある 。

　両親の 家とい う，ベ
ッ クマ ン にと っ て の 最後の 聖な る空間 に い た

，
い わ ば物神 に仕え る現代の 修

　 道女は ， 共感 と い うもの を全 くもっ て い な い 。 従 っ て共 通 の 視点 と い うもの が 成 り立た な い 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　 それゆ え ，
ベ

ッ ク マ ン の 両親 の ガ ス 自殺 は，ク ラ
ー

マ
ー夫人に と っ て は ガ ス の 損失 の 問題 に な

　 っ て しま うの で あり，また他人め真実が全 く無造作に， マ
ーガ リ ン の 味と とりかえ られ て しま

　 うの で ある 。 おそ らく，共通の 心が存在 しな い とき，真実もあ り得な い の だ ろ う。 逆に 真実は
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 う

　共通の 基盤の上 に立 っ て初めて真実で ありうる の だろ う。 戦場か ら もち帰 っ た ベ
ッ クマ ン の 内

’
面 の 矛盾は，厂戸囗」の 内側で は もはや現実 の もの で はあ り得 な い の で あ る。

　　耐え が た い 自己 の 内面 の 矛盾 と
，
それ に は全 く無関心 な 「戸 口 」の 中 の 状況 が認識され る 。 戦場

　 か らもち帰 っ た眼鏡。戦場の 不条理 を絶望的悲惨と して み て きた眼鏡。ベ
ッ ク マ ン は 「真実」

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ］

　 に対す る共感が あ る限 り，それを はずす こ とは で き ない
。 しか し，それ をか けて い る の で は彼

　 の 生が 始め られな い の で ，彼 は もともと こ の眼鏡を発明 し，か けさせ た社会に， こ の 眼鏡 の 重

　 みを共 に荷な う共通の 基盤が ある の か ど うか模索する 。 だが， こ の 眼鏡を通 して み え て くるの

　 は ， あまりに もかけ離れて い て ， 求め るもの は全 く存在 し得ない
， 事実で あ る。 こ の事実の 認

　 識をめ ぐっ て，一 っ の 心の 中の ナ イ ン と ヤ ア の 葛藤が姶 ま る 。 そ れは生の ため の ，ある い は死

　．の ため の 苦 しい作業で あ る 。 神は 頼れな い 。 r戸 口 の 外で 」 の孤独 な作業で あ る。
こ の 作業は，

　 舞台で は ベ
ッ ク マ ン と 「も う

一人 の 男」 の 対話 と い う形 で進め られ る。こ の 男は何 で も肯定す

　 る男，生へ の 意 志で あ る 。 しか し，盲目的な生 そ の もの とい うわ けで はな い 。 ス モ レ ン ス ク の

　吹雪の 中で ， あ る い は ゴ ロ ド
ー

クで ，
ス タ

ー
リン グ ラー ドで，生 きる勇気を失 くした ときに，
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　　　　　　　　　　　　　　　　　 林　　　　敬　　　・

何 とかもちこたえ さ骨て きた，
一

切を生 へ 向けて い く意志，言 い か えれば，すべ て を あるが ま

ま に 認め て 睦く意志で ある。 そ れゆえ， こ の デ ィ ア レ ク テ 1 ク は，ベ
ッ グ マ ン の 認識の 内容に

影響を与え るもの で はな い。 こ こ で は認 識を踏まえた態度決定が 問顧な の で ある 。 しか し，
こ

の デ ィ ア レ
’
ク テ ィ ク か ら期待 され る結論は生 じな い 。ベ

ッ ク マ ン は 巳らの 認識か らは生 の 肯定

を導 びき出せな い の だが ， 「もう一人の 男」の 示す生へ の 意志を否定で きない 。

一方 ， 「もう一人

の 男」 も，
ベ

ッ クマ ン の，生 を肯定で きな い 認識 自体は否定する こ とが で ぎな い 。 従っ て ，両

者 は，認識 と生へ の 意志 は平行的に 共存す る しか な い 。 ただ，こ の 関係は相互批判的で あ る 。

一方 には他人を平気 で 傷 つ け， 殺 さな けれ ば生 きて い けな い よ うな生 を ，

一体 ， 何 の た めに ，

誰の た め に 生 きう と い うの か と い う， そ の 内容に 対する絶望 的な懐疑が あ り， 他方 ， 生 は入間

が そ の 心 を み せ る こ とを許 さな い だ け で ，根本は人 聞はみん な善な の 魁 と認識 の 態魔に対す
る批判が あ る 。 ボル ヒ ェ ル トに と っ て ，実 は こ の よ うな共存が必要で はな か っ たの だ ろ うか 。

こ の対話は tt すで に ロ シ ア の雪の 中か ら行なわれて きたの だが，結論ζい う  で はないが ， そ

の つ どボ〜レ ヒ ェ ル トを豊か に，決然 とさせ て きて い るよ うに思 われ るの で あ る 。 《畢根の 上 の

会話》 の 中で は，自己 の生 きて い る理 由は，「ただ の反抗 （Trotz）か ら」 とされて い る。 そ の

場合 ， それ は 自分 の 青春をだ ま しと られ た こ とに対する ， 自己の 運 命に対する反抗で あ る。 し

か し，．《 戸 口 の 外で》 で 「もう
一

人 の 男」 の 現わす生へ の 意志 は ， はるか に好意的にな っ て い

る。 こ の 好意は 内面の 矛盾に もかかわ らず ，
悲観的な認識に もかか わ らず ，

と い うこ とへ の 変

化を意味．
して い る よ うに 思われ る。そ して，．．《 これが僕等 の 章言だ》 の 中の 「．ドイ ツ を ， そ の

苦悩ゆえに 愛す」とい う確信へ の 橋渡 しになっ て い るよ うに思われ る の で あ る。 《戸口の外で 》

は，ベ
ッ クマ ン の 絶望的な問で 終 っ て い る が，「もう一人 の 男」と の 関係で み る とき，問の 答は

あえ て 問題で な く，問を荷な っ て生 きて い くこ とこ そが求め られ て い る の で ある。 認識 は生 へ

の 批判 と して
， 不条理 へ の プ ロ テ ス ト と して 堅 持 され な けれ ば な らな い の で あ る 。 矛盾が 明 ら

か に され，その 克服が 状況の 中で ， 不断に 問われ続けなけれ ばな らな い の で あ る。 状況 の中で

再びマ リオ ネ ッ トの 悲劇 を繰 り返 さな い た め iCも。

’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　「取 り残された壁の がらん どうの 窓が，早 い夕 日をい っ ぱい に受 けて ，青味を帯び た赤い 色
幽
の 欠伸を して い た 。 険 しくそ びえ た っ た煙突 ID残骸の間で，

』
砂塵 の雲が キ ラキ ラ光 っ て い た 。

瓦礫の 荒野が うっ と りとま どろんで い たY2）」一 《夜になればネ ズ ミは眠 る》 の出だ しである 。

爆撃で 破壊 された情景で ある 。
ヘ ル ム ー ト ・

ク リス トマ ン はこ の 描写で 二 つ の 動詞 ， 「欠伸をし

て い た」 と 厂う っ と りとま どろん で い た」 に注 目 して い る 。 これ らの動詞は不 活発 受動 ， 苦

悩 忍礁 の貍 気をか も して ・ ると ・ う の で あ謂 しか し避 ・キS光 ・ て ・〜韋」 と・ う動

詞 も含 め て ，む しろ形容詞 と の 対比 が注 目され る べ きで は ないだ ろ うか 。 形容詞は人間の視点

か らみ られて お り， 動詞は名詞それ自体の 主体性の 視点か らみ られて い るの で ある。
つ ま り，

・人聞の 眼か ら受動的 ， 苦悩的と い う よ うに みえ る存在物が，本当は人間あ行為や感情に かか わ

りな くi それ 自体の 永遠 （ρ存在を楽 しをで い る の で ある 。 《青白い 兄弟》の 中の 「世界 ζの

日曜日の 世界 は笑 っ て い た鯉」と い う表現 も同様で ある 。 こ の 出だ しと最後の 個別 化 された風

景 との 対比 も重要で ある 。

　 登場人物はユ ル ゲ ン 少年 と中年の 男，それ に実際には登 場 しな いが）

’
ネズ ミ とうさぎである。

瓦礫 の 中で ， ユ ル ゲ ン 少年 は昼 も夜 も小さ い弟をネ ズ ミか ら守 っ て い る 。 爆撃で
一

瞬の うちに
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　　　　　　　　　　　　　　　　瓦 礫 の 中 か ら

埋め られて しま っ た の で あ る。そ こ に通 りか か っ た中年の 男が
， うさ ぎに興味を抱か せ なが ら ，

事情を聞ぎ出す。 そ して
， 「夜に なればネズ ミは眠るん だ よ 。」と教え て，少年を見張か ら解放 し

て ，
1
うさぎ の 世界 へ と導びき出 して や る。話 の 筋は以上の よ うな内面の で きごとで あ る 。 死に

対す る共感 またネズ ミで 表現 され る暗黒の 恐怖か ら， うさぎで 表現され る生の 世界へ の 誘導

で あ る。

　最後の 描写は次の よ うで ある。 「彼は曲 っ た足で太陽に 向 っ て 急 い で 歩 い て行 っ た 。 太陽は も

う夕刻で 赤 くな っ て い た。
ユ ル ゲ ン が見 ると，太陽が男の 人の 足の 聞か ら輝や い て い た 。 それ ．

ほど曲っ て い た の で あ っ た 。 そ しで 籠が興奮 して あ っ ちこ ちに揺れ ていた 。 その 中に は うさぎ

の餌が入 っ て い るの だ っ た。 緑 い ろ をした うさぎの 餌が 。 そ れは瓦礫の 埃の ため に い くらか灰

い ろ を帯 び て い た鯉」
’
曲
’
っ て い る 足 は 単な る身体的特徴で は な い だ ろ う。 そ れ に 瓦礫 の 埃の た

めに灰 い ろを帯びた緑い ろの うさぎの 餌 。 色彩 に つ い て は前出の ク リス トマ ン の 指摘が あるq 歪

ん だ過去を背負いなが ら，明 日へ と力強 く踏み 出 して い るの ℃あ る6 出だ しとの 対比 で みれば

一方 に 人 聞の ちっ ぽ けさを笑 う悠久の 存在が あ り，他方，己れ の 歪 ん だ
’
体験を 引きず りなが ら

再生 に向けて 踏み 出す力強い 歩みがあるの で ある。
ベ

ッ クマ ン は 「問い かける人間」（Fragender）

と解 されるの に 対 しfZ6）

この短 編め男は行為者 （Handelnder ）で ある。 こ の二 っ の ほ ぼ同時期に書

かれた作品を合わせて考えて み ると， 《戸口 の 外で》 は現実の 歪 み の 認識で あり， 歪み に 耐え

て ， 「戸 口 の 外で」問い 続ける こ と瓶 再生へ の 姿勢として 意図 された の で はな い だ ろ うか，「告

発」 と同時に そ の よ うな自己 の 認識が問題 な の で はな い だ ろ うか と思わ れ る の で あ る。
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