
|

|        「引き裂かれた文化」の詩人一 ヒーニーを読む (1)

|     ―詩集『ある自然児の死』、『暗闇への戸 口』、『冬を生き抜 く』、『北』、
|                 『野外調査』―

岡村俊明・

Reading Heaney―`A MetaphOユ Ofthe Split Cutture Of UIster'(1)

一つθβ肋 /β ハ物歩ura■istつο″ 力拘 肋θ Dβ五
",ヵ

与ering θ′ちN盟比
河ダゴ庇滋r

Toshiaki Okamura

まえがき

「日常のなかの奇跡と生き続ける過去を賛美している、

叙情的な美しさと倫理的な深みの作品に」 (ノ ーベル賞受賞理由)

一九九五年にノーベル文学賞を受賞 したシェイマス・ヒーニーは、現在英語圏で最 もよく読まれ

ている現代詩人の一人である。わが国においても、ヒーニーの全訳詩集が出されている。しかし翻

訳だけでヒーニーの詩を十分に鑑賞することは困難である。私が本稿を書くのはこのためである。

そればか りでなく、ヒーニーが生まれたアイルランドは、私たちには、地理的にも、心理的にも、

遠い国である。アイルランドについて、私たちが愛唱してきた詩がある。

汽車 にのって
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ひとびとが祭の日傘をくるくるまはし

日が照 りながら雨のふる

あいるらんどのような田舎へ行こう

窓に映った自分の顔を道づれにして

湖水をわたり 魃笹をくぐり

珍しい顔の歩妾や牛の歩いてゐる
あいるらんどのような田舎へ行こう

丸山薫 (―八九九一一九七四)の詩である。しかし牧歌的な 「あいるらんどのような田舎」の叙

情的美しさは、ヒーニの初期の詩に顔をのぞかせてはいるが、それを描 く彼の手法は近代英詩の「上
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品な伝統」とは異なっている。そればか りでなく、アイルラン ドの政治的状況とともにヒーニーも

変化する。アイルラン ドは、ヴァィキング、イングランド人、スコットランド人等によって、次々

と「侵略」された暗ぃ歴史を持ち、現在も、連合王国を構成する北アイルランドと、独立 したアィ

ルランド共和国に分裂 している。北アイルランドでは、一九七一年の 「騒乱」状態から、一九九七

年の「停戦」合意を経て、その後の遅々として進まぬ和平交渉が続いている。

ヒーニーは、一九二九年北アイルラン ド、デリー州にカ トリック教徒の農家の長男として生まれ

た。北アイルラン ドのカ トリック教徒は、宗教的にも、職業的にも、地理的にも、民族的にも差別

を強く意識することがあった。これが何百年と続いたこれまでの大小さまざまな 「騒乱」の原因で

あろう。彼は六〇年代か ら詩を書き始め、「政治運動には直接参加 しないという立場は終始変わらな
い」化猛 16)が 、時代を見つめ、自らも時代とともに変化 しつつ、現在も詩を書き続けている詩人

である。彼自身と同質な要素― 「沼地」、「北」なる特質、スウィーニー (鳥人間となったアルスタ
ーの王)やダンテー に、現代的意味を与えることによって、彼自身の個性を強めながらも、彼自身
とは異質な詩人― ジェムズ 。ジョイス、w・ B・ イェーッ、フィリップ・ラーキンー との、想像上

の対話を重ねることによって、それまでとは違った詩人に変化、成長 してきた。彼の生まれながら

の詩人としての資質と、それを高め、補う想像力を交えた読書― 「私のルーッが読書と交配を遂げ

たときから、私は詩人として出発した」(■ 37)は、注目すべきであろう。彼は成長の過程で異質な

要素―社会的責任 と自己探求、外的現実と内的存在、物質的なものと精神的なもの、暴力と平和―
の間で、揺 らぎながらも、バランスを保ってきた詩人でもある。両者の間の敷居、二重性の感覚、

複眼の視点こそ、ヒーニーの特色と言ってもいいだろう。

こういうヒーニーの詩を私たちはどのように読めばいいのだろうか。先ず、彼によって書かれた

言葉を、正確に理解することが必要だろう。しかしこれは簡単なようでいて難 しい。ヒーニーの詩

に出てくる地名一つを取つても、それは様々な歴史がつまっている。例えば、彼の出生地 「モスボ
ーン」(`MOssbawnつは、スコットラン ド語とゲール語から構成されてお り、彼は「私の生地の音節

の中に、アルスターの引き裂かれた文化の比喩を見る」(■ 35)と 語っているからである。

私たちは詩の文脈にそいながら、それを推測することになる。次に、書かれた言葉、表面上の意

味ばかりでなく、そこに込められているイメージや象徴を、私たちは見つけ出す必要があるだろう。

というのは、ヒーニーは、一九六七年以降 「詩の諸問題は、単に満足のいく言葉のイコンを表現す

るという問題から、私たちの窮状に似つかわしいイメージや象徴を探す ことへ移っていった」(■ 56)

からである。イメージや象徴は、二重、二重の意味があるから、それ らを見つけることは困難では

あるが、それは謎解きに似て楽しい作業でもある。この重層性こそ、ヒーニーの詩の魅力であろう。

最後に (形式的には、必ず しも最後の段階ではない)、 書かれた言葉 と、象徴や比喩を結びつける

ことになる。詩の言葉は、どれも詩という有機体の一部であるから、私たちは、ばらばらになされ

た読みを、詩全体のなかにおいて読み直 し、私たちに訴えてくる音に耳を傾けるのである。ヒーニ

ー自身が、木に降る雨の音や、ラジオから流れる残酷な爆破事件のニュースーベル ファス トにおけ

る IRAの そればか りでなく、ダブリンにおける王党派のそれ― を聞きながら、同時に彼自身の内な

る声、より説得的な 「真実の安定性」(6■ 15)の 声に耳を傾けているように。勿論、ここに提示さ

れる私の読みが唯―の読みではないため、読者はこれを手がか りに自分の読みを深めて欲 しい、と

思う。

ヒーニーは、ダンテと同じように、詩人の個人的探求を世人一般のそれに変容させた偉大な詩人
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であるから、ヒーニーの問題は、即現代を生きる私たちの問題とも重なるだろう。彼の詩が手掛か

りになって、遠い国アイルラン ドと日本が、世界が結びつけられる。ヒーニーは、政治、宗教、文

学等の問題から、抽象的な問題や 日常生活における身近な問題について、具体的、あるいは、想像

的な言葉で、私たちと一緒に考えてくれるであろう。多くの問題の中で、ヒーニーが特に希望 して

いるのは、アイルランドにおける平和である。彼はノーベル賞受賞講演のなかで次のように語つて

いる。

確実に、その国の住民すべては、その統治に関係 している両政府が、その分割がテエスコー ト

上のネットにもっと似たものになるようにする制度を作 り出すことを、希望 しているにちがい

ありません。(6■ 30)

なぜならば、ヒーニーは、世界の紛争と和解を見ながら、

壊滅的な、繰 り返される殺魏や、暗殺、絶滅の行為にかかわらず、パ レスチナ人やイスラエ

ル人、アフリカ人とアフリカーナの間の新 しい関係を印した巨大な信仰の行為、壁がヨーロ

ッパで崩れ、鉄のカーテンが開かれることになった仕方― このことすべては、新 しい可能性

がアイルラン ドにおいてもまだ生まれるという希望をおこさせます。化■ 38)

と、信 じているからである。ヒーニーが「殺裂」を描くばかりでなく、「希望」をも捨てないという

ことは、彼の次の言葉から一層明らかになるだろう。

詩は、極端な危機に際して、意識が経験する矛盾 した必要性を満足させるものである一即ち、

一方で過酷で報復的であるかもしれない真実を告げるという必要性と、他方では、甘美さと信

頼のための憧れを、詩が否定しない点まで心を堅くしない必要性ということです。化■ 47)

彼の詩には、「流血を伴うこと」(`the murderous')と 「奇跡的なこと」(`the narvellous')、 世界の

現実の過酷さと、党派、民族を超えて失われない人間の優しさが同居しているのはこのためである。

これが北アイルランドばか りでなく、世界中の人々に読まれている理由であろう。

では、ヒーニーがこのような強い思いを込めて書いた詩が平和をもたらしたのだろうか。あるい

は、

美はどのようにしてこの猛威 と争うことができるのか、

美の訴訟権は一輪の花ほども強 くないのに。 (シェイクスピアの『ソネット集』65)

と、過酷な政治状況にたいして詩の効能はあるのだろうか。彼は次のように答えている。

ある意味では、詩の効能はゼロである一 いかなる抒情詩も一台の戦車を止めたことはない。

他の意味では、詩は無限である。それは砂に書かれた文字のように、その前では咎める者も、

咎められる者も、言葉を失い、再生するのである。

私が考えているのは、ヨハネの福音書の第八章に記されているイエスの書いた文字である。

(θq 107)

人間の歴史が繰 り返 してきた悲劇とそれを乗 り越えるための示唆が、彼の深い詩の中に含まれて

いる、と思われる。本稿によって、ヒーニーを愛読する人が一人でも多く生まれることを、私は願

っている。

ここに取 り上げた詩は、ヒーニーの詩集から、彼の特異性を表 していると私が思ったものである。

視点の違いによっては、違った詩が多く取 り上げられることになるであろう。訳は私訳である。
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一 詩集『ある自然児の死』から

「今私は詩を作る

自分自身を見るために、暗闇をこだまさせるために」

掘 る

私の人差 し指と親指の間に、

ずんく
｀
りしたペンがある、銃のように心地よく。

私の窓の下では、澄んだカリカリという音がする。

鍬が、砂利混 じりの畑に食い込む音だ。

私の父が掘つている。私は窓から見下ろしている一

花壇の中に見える、彼の張 り切つた尻は、

下がったり、上がった りしている一

屈み込み、リズムに合わせて、

ジャガイモ畑を掘つていた、二十年前の父の姿だ。

粗末な長靴は、鍬の耳におかれていた。ひざの内側にあてた

鍬の柄は、固いてこ代わりとなった。

彼はのびたジャガイモの葉を抜き、光った鍬の刃を

深く土に埋め込み、新ジャガをあた りに掘 り上げた。

固い冷たさを手に心地よく感 じなが ら、私たちはそれを拾った。

まことに、その老人は、鍬をうまく使つた。

まさに、老いた彼の父と同じようだ。

私の祖父は、 トーナの沼地の誰よりも、

一日に、多くの泥炭を切り取つた。

一度私は瓶にミルクを入れ、紙でいいかげんな栓をして、

彼に持っていった。彼は背筋を仲ばし、

それを飲み、それからすぐに、

きちんと刻み目をつけて泥炭を切 り取 り、

肩越 しにそれを投げ、良質の泥炭を求めて、

どんどん深く掘っていった。掘つている。
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ジャガイモ畑の表土の冷たい匂い、水に濡れた泥炭の

ビシャビシャ、ピチャピチャ、生きている根を、鉄の刃でぞんざいに

切 り取るしく
｀
さ― これ らが私の記憶に甦ってくる。

だが私は、こうした人々をつぐには、鍬を持っていない。

私の人差 し指と親指の間には、

ずんぐりしたペンがある。

私は、それを使って掘ろう。

この詩は、ヒーニーの最初の詩集『ある自然児の死』の中の最初の詩である。これについてのヒ

ーニーのコメントを最初に紹介しよう。

「掘る」は、実際のところ、私の感情が言葉に込められた、と私には思われた、あるいは、も

っと正確に言えば、私の「感触」が言葉に込められた、と私には思われた、私が書いた最初の

詩の名前であった。一これは、私が言葉の並び変え以上のことをしていると私が感 じた最初の

詩であった。私は、現実生活に心棒を打ち込んでいると感 じていた(■ 41)。

詩人が「現実生活に心棒を打ち込んでいる」というこの詩において、この詩の題 ともなっている

「掘る」は、どういう意味があるのだろうか。それは、先ず詩人の父や祖父が、鋤を使つてジャガ

イモや泥炭を掘ることを意味するが、詩人がベンを使って比喩的に「掘る」 ことをも意味する。こ

のように、鋤やペンという物が、掘ることの、比喩的なものも含めた多層な意味と結びついてくる

が、そのことが全体を通じて語られる。

この詩は、「私の人差 し指 と親指の間に、/ずんぐりしたペンがある、銃のように心地よく」で始

まっている。なぜ 「ずんぐりした」ベンなのか、なぜ 「銃」のようなのか、という疑間が浮かぶ。

先ずペンだが、鋤の比喩であることがやがて分かるため、その形との類似性か ら、ずんく
｀
りしたと

なるだろう。それ以外の意味もあるが、後で考えてみよう。次に、銃であるが、なぜ銃なのだろう

か。この言葉は、ここだけで後は使われない。奇妙といえば奇妙である。これに対 して、ヴェンド

ラーは次のように言っている。

「掘る」について不穏なことは、アイルランドのカ トリック教徒の子どもたちは、二つの道具

一鋤と銃―の申し出の間で育ったということである。彼の文化から、二つの対立する声が「選

べ」と言った一「農場を受け継げ」と農業的伝統が言った、「武器を取れ」と共和的武闘主義は

言った。そして本当に、詩人の最初の思いは、いわば、剣とペンを量りにかけることであった

(ヽ石endle4 28‐ 29)。

納得いくコメン トであろう。では、どうしてペンの比喩としての銃が、これ以外に書かれなくて、

これが遊離 しているように思われるのだろう。「銃を持っている人の芝居がかったさま」(■ 41)と

の詩人の言葉を、私たちはその通 り取っていいのだろうか。やがて見 られる、アイルランドにおけ

る政治的暴力の中にあってヒーニーは、詩人として生きていこうとするが、それが象徴的にこの一

行に表されているのではないだろうか。ヒーニーは、軍事的攻撃の道具を選ぶ ことが念頭にないわ

けではないが、彼が最終的に選ぶのは、アイルランドの大地を耕す鋤である。その行為こそ、アイ

ルランドの大地に根ざした詩を書くことの比喩であろう。そのため、「銃」という言葉が一行日だけ



岡村俊明 イ引き裂かれた文化」の詩人一ヒーニーを読む (1)

に置かれて、後は、ペンと鋤について書かれることになる。

次に、「私の父が掘つている。私は窓か ら見下ろしている」は、面白い表現であろう。大人になっ

て、詩人になろうとしている現在のヒーニーは、家の中にお り、戸外の畑では、農夫の父が肉体労

働をしている。家の中の詩人、外にいる肉林労働者の父、ぬくぬくとした内なる世界と厳 しい自然

の中の外なる世界、二人を隔てているのは窓ガラス。こういうことが対照的に書かれている。二人

(あ るいは二つ)の 関係は、「見下ろす」、「見下ろされる」関係である。ここではそれ以上の意味は

ないが、第六連までくると、これ以上の意味を持ってくる。それはともかく、父の労働を見ている

現在の世界が、父の尻の 「下がった り、上がったりする」動きを示す一つのセンテンスの中で、一

挙に二〇年の過去へと飛んでゆく。見事なまでに劇的である。

第四連は、現在と変わ らぬ父の労働が描かれているが、「固い冷たい手に心地よく感 じなが ら、私

たちはそれを拾った」と、父の手伝いをしているのは、過去の子どものヒーニーである。第六連で

は、泥炭を切 り取つている祖父も描かれるが、「瓶にミルクを入れ、紙でいいかげんな詮をして、/

彼に持っていつた」のは、子 どものヒーニーである。子とも時代のヒーニーは、ジャガイモを掘つ

ている父や、泥炭を切 り取つていた祖父の手伝いをして戸外にいた、彼も彼 ら同様自然の一部にな

っていたのである。それと対照的に、現在のヒー二十は、「窓から見下ろしている」が、この対照が

ここになると際立って くる。「窓から見下ろしている」意味を考えて見よう。

アイルランドの諺に 「ペンは鍬より軽い」というのがあるが、これは、肉体労働者の労働は、知

的労働者のそれより、苛酷である、ことを意味する。そうだとすれば、窓から見下ろすということ

は、詩人ヒーニー自身の、肉体労働者に対する優越感、侮蔑感 と同時に、彼は、父祖の世界から隔

離されているという疎外感、罪悪感が込められているだろう。その罪悪感の裏返 しが、ペンを鋤に

似せた比喩で、ことさら「ずんぐりした」重たいという印象を与えることになったのではなかろう

か。

第七連になると、過去の父と祖父の労働が、「生きている根を、鋤の刃でぞんざいに /切 り取るし

ぐさ」(父 と祖父の仕事は、ヒーニーとの連携の根を切り取ることでもある)が、彼の記憶に蘇つて

くる。再び現在に帰ったヒーニーは、「だが私は、こうした人々をつぐには、鋤を持つていない」と

認識せざるをえない。

最終連の二行は、銃の比喩を除いた、最初の行の繰り返しである。その後で 「私は、それを使つ

て掴ろう」tI'1l dig with it')と 、ヒーニーの決意が未来形を使つて述べられる。これは、アイルラン

ドの地方の経験を詩として書くという彼の決意であろう。この言葉は、詩人が噺絶と意識した後の

言葉であるから面白いと言える。なぜなら、ヒーニーは、父祖が持っているアイルランドの伝統を

継承しながらも、ある断絶感、ある罪悪感を持って、それを批評的に見ようとしているのであって、

まさにそこにこそ、ヒーニー自身の出発点があつたのだ。

クロイチゴ摘み

フイリップ・ホブスバウムのために

八月の終わり、丸一週間続いた大雨と

強い日照りのため、クロイチゴは熟してくる。
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最初は赤くて緑色で、瘤のように固い多くの中の、

たった一つの、艶のある深紅色のつぶ。

最初の一粒を食べれば、その果肉は、

芳醇なワインのように甘かった。夏の血がそこにあり、

それは、舌にイチゴの色と摘み取 りたい欲望を残 した。

それから赤いつぶが熟してくると、取 りたい熱望のため、

私たちは出かけた、空のミルク缶、豆缶、ジャムの壺を持って。

そこでは茨に引っ掻かれ、濡れた草で、私たちの長靴は白っぽくなった。

私たちは、干 し草畑、麦畑やジャガイモ畑をまわ り、

缶一杯になるまで摘み取った。

カラカラ鳴っていた缶の底は、やがて緑色の粒で覆われ、

上には、大きくて黒い粒が、目を盛った皿のように、

燃えていた。私たちの両手は、

さんざしのとげにさされ、手のひらは青髭のそれのようにねばねばとしていた。

私たちは、牛小屋に摘みたてのイチゴを蓄えた。

だが桶が一杯になると、私たちは毛に似たものを、

イチゴをむさばり食っている、ネズミ色の菌を見つけた。

その汁もまた悪臭を放つてきた。一旦茂みから摘み取られると、

その果実は発酵し、甘い果肉は酸っぱくなった。

私たちはいつも泣きたい気持ちだ。缶一杯に取った

愛らしいイチゴがどれも悪臭を放つのは、あんまりだ。

毎年腐 らないでくれればと思いながらも、そうでなくなることを、私は知っていた。

この詩を捧げているフイ リップ・ホブスバウムは、ケンブリッジ大学で、FRリ ーブズの指導の

下に、英文学を学び、その後一九五〇年代においてロンドンで、詩人が自作を読み上げ、批評 しあ

うセミナーである「グループJの主宰者 として知られている。彼は、ベルファス トでも、一九六〇

年代に「グループ」を組織 したが、一九七〇年にグラスゴーに移った。ヒーニーはこのグループに

参加し、詩人としての自覚も与えられ、一九六六年に彼の第一詩集を発表 した。従って、ホブスバ

ウムは、ヒーニーに詩人として自党を与えることに寄与した詩人の一人であり、この詩の内容も、

それに相応 しいとなっているはずである。

この詩は、自然の恵みを扱った一六行と変わりやすい自然を扱った八行の二連から成立 している。

各連におけるどの行にも、`sun'と `ripen'、 `sveet'と ぐ
it)と いうふうな、ハーフライムの押韻である。

こういう押韻は、ヒーニーの詩では珍しくないが、最後の二行は一「残酷な押韻ぐnOザ と'■ot')で終わ

っている」(Parker,68)― は注目すべきであろう。ヒーニーは、最後の押韻によって、この詩に暗

示されている、自然の掟の残酷さを強調していることになる。

「八月の終わ り、丸一週間続いた大雨と/強 い日照 りのため、クロイチゴは熟してくるJで この詩は

始まる。クロイチゴが熟す過程が、特定の時 (「 八月の終わ りJ)と時間の推移の中で提示されてい

る。それから「赤いつぶが熟してくるJ(よ り多くのイチゴが熟してくる)が、そこにはさらなる時
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間の経過が暗示されている。この時間の経過は、何に結びつくのかに注目しながら、この詩を読む

ことになる。

少年時代のヒーニーの、クロイチゴを「取 りたい熱望」は、異常なほどである。彼は、見つけら

れる限 りの容器を持って (「 空のミルク缶、豆缶、ジャムの壷」)、 障壁を乗 り越え (「 そ こでは茨に

引つ掻かれ、濡れた草で、私たちの長靴は白っぽくなった」)、 隈なく捜し求めて (「 私たちは、千 し

草畑、麦畑やジャガイモ畑をまわり」)、 取れるクロイチゴをすべて取つたことになる。クロイチゴ

に対する、少年の欲望の大きさは、目を見張るほどである。このような欲望は、若い男性の性衝動

と似ていないだろうか、とふと思う。このようにして両者の類似性に意識 しながら、この詩を読み

返すと、それは確かにある。

この詩 の題 「クロイチ ゴ摘み」は、普通 の英語 では`blackberrying'と な るが 、 ヒーニー

は'Blackberry‐ Picking'と いう新語を作成 した。その理由は、彼は
(blackberry'と ともに、`picking'

を重視したからだ、と考えられる。`pickingでは、「摘み取 りたい欲望」tlust for picking')、 「摘み取

った」(`piCked')と して繰 り返されるばか りでなく、「(サ ンザシの)棘」(`pricksつ と、音が似ている

ことに注目しよう。この「棘」に注目しなが ら、青髭 (フ ランスの伝説で、六人の妻を殺 した残忍

な男)を読むと、それはペニスという性的な意味を持つ。その観点から見ると、「夏の血」、「その果

肉」tits nesh')、 「目を盛った皿」という言葉も、人間の身体に関する言葉と重な り、特に、`nesh'

は人間の肉体、`lustは 性的欲望そのものを指す。従って、「摘み取 りたい欲望」は「性的衝動への

欲望」と連想される言葉である。このように考えると、「クロイチゴ摘み」とは、子どもが性的に目

覚める時をうたった詩である、と言える。このようにして暗示された性的衝動は、何かに結び付け

られるはずである。そのことにも注意しながら読んでいこう。

クロイチゴは、視覚(「艶のある深紅色」、「赤い粒が熟してくる」、「濡れた草で、私たちの長靴は

白っぽくなった」)、 聴覚 (「 カラカラ鳴つていた缶の底」)、 味覚 (「 その果肉は、芳醇なワインのよ

うにすかった」)、 触覚 (「茨に引っ掻かれJ、 「私たちの両手は、サンザシの刺にさされ」)と いう、

少年の四つの感覚で捉えられている。第二連になると、嗅覚 (「悪臭を放って」)が力日わ り、クロイ

チゴが腐ってくるさまが描かれている。五つの感覚で捉えられたクロイチゴは、最後に 「毎年腐 ら

ないでくれればと思いながらも、そうでなくなることを、私は知っていたJと いう、「私」による「泣

きたい気持ち」で得られた自覚― 自然が変化すること、万物は不変ではないこと― に至っている。

ここになって、時間の経過と性的な目覚めは、子どもから大人への成長、また、冷酷な自然の掟

を自覚した詩人へと成長することと結びつけられていることが理解されよう。この観点か ら言って

も、この詩が、ホプスバウムに捧げられていることは、意味がある。

あ とに従 う者

私の父は、馬鍬で耕した。

彼の肩は、鍬の柄と畝の間に張られた、

風を字んだ帆のように、致形となっていた。

彼が舌を鳴らすと、馬は引き綱をぴんと張った。
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名人芸だ。彼は鍬に刃じりをつけ、

ピカピカの、尖った鉄の鍬先をはめ込んだ。

鋤かれた土は、砕けることなく、巻き込まれていた。

畝の先端では、手綱の一引きで、

汗を流していた二頭の馬が、方向を変え、

元の畑に帰ってきた。彼の目は、

細められ、畑を斜めに見ながら、

すき道を正確に描いていた。

私は、彼のどた靴が歩いたところで蹟 いたり、

時には鍬で磨き上げられた畑で、倒れたりした。

時には彼は、背中に私を乗せてくれたが、

彼が歩く度に、私は沈んだ り、浮き上がったりした。

私が望んだことは、大人になって畑を耕し、

片目を閉じて、腕の筋肉を引き締めることだ。

だが私がしたことと言えば、農場の中を

彼の広い影の後に従うことだった。

私はいつも蹟いたり、倒れたり、

泣きごとを言った りする厄介ものだった。しかし今では、

蹟きながら私のあとを追っかけ、

離れようとしないのは、私の父である。

この詩は具象的に書かれてお り分かりやすいようである。書かれていることは分かるとしても、

何の比喩も託されていないのか、という疑間がある。そういうことに注意して読んでいこう。

最初の行は「私の父は、馬鋤で耕 したJと なっている。現代の農夫は、馬鋤を使い畑を耕すこと

はないであろう。今では失われてしまった道具を再現 しているかのようである。「彼の肩は、鋤の柄

と畝の間に張 られた、/風 を摯んだ帆のように、球形となっていた」では、「球形となっていた J

(`gloved')は、「地球のようにまるいJと いう意味で、地球を肩に担いでいる巨人神ア トラスの姿を

連想させ、「風を摯んだ帆Jは、大航海時代の船乗 りを連想させる。これ らの言葉によって、詩人の

父は、大地、いや自然と一体化 している。

父の名人芸ぶ りが、鋤に刃じりをつけたり、尖った鉄の鋤先をはめこんだり、鋤かれた土が砕け

ることなく巻き込まれていった り、汗を流していた二頭の馬が方向を変えた りするさまが、事細か

に描かれている。ヒーニーは、どうしてこのように細かく農夫としての父の仕事ぶ りを描 く必要が

あるのだろうか。一つの理由は、そのように描くことで、優 しさ、暖かさ、親密の情をこめて父を

見つめ直すためであろう。

それまでは、父を見ていた詩人の視線で描かれていたが、四連になって、「私」が登場し、私と父
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との関係で、子ども時代の詩人が描かれている。「私は、彼のどた靴が歩いたところで蹟いたり、/

時には鋤きで磨き上げられた畑で、倒れたりした」において、「倒れた」ことが意味を持っている。

その私を背中にのせてくれ 「彼が歩く度に、私は沈んだり、浮き上がった りした」。「沈んだ り、浮

き上がった り」は、「風を卒んだ帆のようにJと 連想されると、畑ばかりでなく、私を海にも連れ出

し、遠い世界へ連れ出してくれる比喩ともなる。

最後の連では、父と子の立場が逆転してくる。「しかし今では、/蹟 きながら私のあとを追っかけ、

/離れようとしないのは、私の父であるJ。 この詩の題の 「あとに従う者」は、父の後を追 う子ども

時代の詩人であり、最終連では、その逆の子に従 う父であることになる。この詩は、最初の五連が

過去の父と子であり、最終連は、現在のそれである。

では、ヒーニーは、この詩において何を言おうとしているのだろうか。父とは、生物学上の父で

あると同時に、ヒーニーが接 した父なるもので代表される世界、教え、慈 しみ、権威のある巨大な

存在、それでいて、彼を家に、家庭に、狭いカ トリックの世界に閉じ込める存在であろう。こうい

う世界とは、密接に繋がっているという感じと、不連続という感 じが同居 している。それが最終連

におけるヒーニーのいらだちであり、不安である。彼は、父のあとを継ぐことはできなかったが、

そこにある種の罪悪感があり、父の世界こそは、彼の永遠の基盤となっているという意識も認めざ

るをえなかった。

ヒーニーは次のように語つている。

「詩」(`verse')は 、ラテン語の 昭ぉコsか らきている。それは一行の詩を意味するが、農夫が一つ

の畝を終えて、別な畝に向かうとき、畑の端で向きを変えることを意味する(■ 65)。

これをこの詩に当てはめて考えてみよう。「向きを変える」は、この詩の三連にある「方向を変え」

と同じ意味を持つ。詩ぐverse')は、詩の一行であるばかりでなく、耕された畝ということにもなる。

そうであれば、鋤きで耕す人(ploughman― 農夫)と は、根源的な意味において、詩人の比喩という

ことになるだろう。

ヒーニーは最初の詩「掘るJにおいても、父と子の関係を描き、「私はそれを使つて掘ろう」とい

う決意を述べるが、ここでも父のあとに従って、鋤ではなく、ペンで詩を書 こうとの自らの意志を

表明しているのである。

ジャガイモ掘 りに行って

ジャガイモ堀 り機は、畝を粉砕 し、

黒い雨のようなジャガイモと土を跳ね上げる。

人夫達はその背後に群がり、うずくまりながら、

柳細工のしょい籠を一杯にする。彼らの指は、寒さのために死んだようになる。

カラスのように黒い畑を、攻撃するカラスのように、彼らは

生け垣から枕地まで、ごちゃごちゃと散らばっている。

何組かの者は、不揃いの列を更に壊し、
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-杯 になった籠を持って、イモ盛 り場へ行き、背を仲ばし、

少しの問頭を高く上げるが、すぐに砕けた大波から、

新しい荷を釣 り上げるために、よろめきながら帰っていく。

頭は垂れ、背中は曲が り、手は黒い母なる大地をまさぐる。

泥炭地を、列を作って前屈みに歩くさまは、

秋のように無心に繰り返される。

何世紀も続いた飢餓の神に対する恐れと畏敬は、

敬虔に折 り曲げられた膝の筋肉を

強くし、芝土を季節ごとの祭壇とする。

火打ち石のように白くて紫色。これらのイモは、

膨れあがった小石のように散 らばっている。

半分に切られた種芋は芽を出し、塊となっていた場所、

黒い粘上の小屋一そこから生まれた、

これらの節々のある、切れ長の目をした根茎は、

畑の石化 した心臓のようだ。

鍬で裂かれたイモは、クリームのように白く見える。

細かく砕かれた大地から、香気が発散する。

樹皮のようにざらざらした腐葉土は、

数珠つながりのイモを次々と吐き出す (汚れのない誕生 )。

その固い感触、その濡れた内側は、

大地とイモの味を約束する。

それらはイモ盛り場に積まれる、盲目の生きた頭蓋骨となって。

盲目の生きた頭蓋骨、とてつもなくごちゃごちゃした、

骸骨にのっていたが、

四五年の大地を駆けめぐり、

腐ったイモをガッガッ食い、死んでいった。

新ジャガは、石のように丈夫であったが、

長方形の土のイモ盛り場に、

三日間置かれると、悪臭を出した。

それとともに何百万も腐っていった。
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堅く結ばれた日、頑張 り抜いた目、

羽根をむしり取られた鳥のように、冷え冷えした飢餓の顔。

百万もの小枝で作つた小屋の中で、

飢餓の嘴は、内蔵を啄んでいた。

生まれたときから飢えて、

植物のように地面を掘つていた人々は、

大きな悲しみに接ざ木された。

希望は、骨髄のように腐つていた。

悪臭を放つイモは、大地を汚し、

イモ盛 り場から出たウミは、汚れた盛 り土へと流れた。

イモ掘 り人夫のいるところでは、

今もウミの出ているただれから、悪臭がしている。

四

陽気なカモメの小艦隊の下では、

規則的な動きは死に、人夫たちは仕事を休む。

黒パンと、輝くカップになみなみと注がれた茶が、

昼食に出される。死ぬほど疲れた人たちは、

溝に ドカリとすわり、たらふく食べる、

感謝 して、果てしなく続いた断食を破 りながら。

それから、信義のない大地に大の字に倒れ、

冷たい茶を注ぎ、パン屑をまく。

この詩は四つのセクシヨンから成立 しているが、中心はアイルランドの一八四五年の大飢餓であ

る。「殺 し屋菌は一八四五年九月に発生し、翌年の二月には、ジヤガイモの四分の三は壊滅的打撃を

受け、発疹チフスは、三二州の内二五州において猛威を振るった。その危機に対するイギリス政府

の不十分にして、不適切な対応は、一九六二年発行の、セシル・ウッドハム・スミスの著書『大飢

餓』に十分に記録されている。その飢餓は、アイルランド人の精神を永遠に傷つけた。ほぼ百万人

がその猛威の直接の犠牲者 として死に、一五〇万人は海外へ移住した。その飢餓の後、ケル ト語と

民族の習慣は、使われなくなり、衰えていつた」(Parker)69)。

パーカーに書かれているように、百万人の犠牲者と百五十万人の海外移住者を出し、ケル ト語と

アイルラン ド民族の習慣に壊滅的な打撃を与えた大飢餓は、アイルランドの歴史にとつてばかりで

なく、現代にとつても大きい意味を持つているとヒーニーが考えるのも当然のことである。しかし

ヒーニーは、その大飢餓を、何千年と続いた飢餓の神に対する、アイルランド農民の祈 りの中にお

いている。そのためにこの詩は、大飢餓 というトピカルな側面ばかりでなく、宗教的な詩のレベル

にまで昇華 している。では、各セクシヨンについて具体的に読んでいこう。
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第一セクションは、「ジャガイモ堀 り機は、畝を粉砕 し」という、一見奇異な言葉で始まっている。

普通なら、「畝を粉砕 し」(`wrecks the drill')で はな く、「畝を耕 し」で十分であろう。これは明らか

に政治的な言葉 と言えようが、私たちはそれとの関連で注意 して読むと、軍列を意味する 「列」

(`ranks')、 敵軍を攻撃する「攻撃する」tattackingつ が他に使われていることに気づく。それ ら一連

の言葉は、大飢餓に対する、アイルランド人の、イギリスに対する反感と取ってよかろう。しかし

政治的、攻撃的言葉から、「頭は垂れ、背中は曲が り」、「飢餓の神に対する恐れと畏敬」という言葉

に示されているように、「何世紀と続 く」、「母なる大地」に対する信仰の言葉へと移行 している。過

去における多くの飢餓は、アイルランド農民の「敬虔に折 り曲げられた膝の筋肉を/強 くし、芝土を

季節ごとの祭壇にしている」。彼らは、飢餓のために、ますます強く、宗教的になってきている。

第ニセクションは、「火打ち石のように自くて紫色」という言葉で始まっている。これは健全なジ

ャガイモの比喩であるが、「火打石」は、第一セクションの「何世紀と続いた」と結びつけて読まれ

ると、古代のイモを連想させる。このようにして一つの言葉で、一挙に一〇〇〇年、二OOO年 前

へと時間が飛翔 している。何千年もの間イモは、「ノJヽ 石のように」、「畑の石化 した心臓のように」大

地の恵みを受けて、次々と生み出されていた。ここまでは分かるが、私たちが 「その固い感触、そ

の濡れた内側」という言葉に出会うと、しばし考えることになるだろう。大地は、第一セクション

では古代ゲルマン族の豊穣の女神(Nerthus)で あり、母 (「黒い母」)で あつたが、ここでは同時に恋

人にもなっているから、このような性的な言葉で書かれているのであろう。農夫と恋人との性的交

渉の結果、「味」のよいイモが誕生 し、それ らのイモは、「盲目の生きた骸骨となって J、 イモ盛 り場

に積まれる。「盲目の」は、「切れ長の目をした」の延長線上に考えられ、「骸骨」は、健全なイモの

比喩である。

ところが第ニセクションになって、同じ言葉が繰 り返されると、それは痩せさらばえた飢餓時の

人間となる。この手法は、「映画における巧みなディブルブの手法」(Corcoran,70)(フ エイ ド・イ

ンとフェイ ド・アウ トのショットを重ねて、場面の転換を示す手法)と 同じである。「四五年」とは

勿論、一八四五年のアイルランドの大飢餓の年である。「それとともに何百万も腐つていつた」とは、

イモばか りでな く、何百万 というアイル ラン ドの人々が死んだことも意味 している。原文では

`Millione rotted with it'と して、「何百万」は必ず しもイモばかりでないことを暗示 している。「羽

根をむしり取 られた鳥のように」とは、飢餓時の農民の比喩であるが、それは、第一セクションの、

繰り返された 「カラス」と連想されよう。そのカラスは、労働に励んでいるアイルラン ドの農民の

比喩であったが、ここでは、その黒い羽根がむしり取 られ、「冷え冷えとした飢餓の顔」へと変容 し

ている。

このセクションにおいて最も重要な行は、「イモ掘 り人夫のいるところでは、/今 もウミの出てい

るただれか ら、悪臭がしている」であろう。このセクションは、すべて一八四五年という過去の出

来事について書かれているが、ここだけ現在形が使われている。なぜならば、アイルランドの人々

にとって、大飢餓は今も現在の問題であるからである。

第四セクションは、比較的安 らぎを与えるものとなっている。第一セクションの 「カラス」に始

まる鳥のイメージは、第ニセクションの「羽根をむしり取 られた鳥」を通過 して、このセクション

の「陽気なカモメ」へと変容している。しかし、「陽気なカモメ」にもかかわらず、「規則的な動き

は死に」(`The rhythm deadens'「 死ぬほど疲れた」ぐDead‐ beat')の 「死」のイメージも提示され

ている。これらの言葉は、普通なら「リズムは弱まり」「疲れきったJと 訳 して差 し支えがない慣用
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1     的な表現である。しかしこれらの「死」を暗示する言葉は、第一セクションの「死んだようになる」、

十     第ニセクションの「死んでいった」と呼応 してお り、「溝に ドカリとすわ り」の溝は、第ニセクショ

ンの、イモが腐つたイモ盛 り場と「何百万」という人々の墓場をも暗示 しているため、「死」はその

まま訳 したほうがよかろう。

それにもかかわ らず、農民たちは仕事を休み、黒パンとお茶 という粗末な昼食を楽 しむことがで

きる。飢餓をもたらした大地は、豊穣の女神ではなく、「信義のない大地」ではあるが、農民たちは

「冷たい茶を注ぎ、パン屑」をまいて、大地に祈 りを捧げている。ヒーニーは、そういうアイルラ

ンドの農民たちの姿のなかに、「仕事と信仰の永遠の儀式を行っている人々に対する魅惑と尊敬の念

を持ち続けている」(Foster,16)と 言えよう。

私 のヘ リコー ン

マイケル・ロングリーのために

私は子供の時、釣瓶と巻き上げ機のある

井戸や古いポンプから、離れなかった。

私は暗闇の中を落ちる水、水に捕 らえられた空、水草と

カビと湿ったコケの臭いを愛 した。

煉瓦工場にある、腐った木のふたのある井戸。

私は、ロープのはしについた釣瓶が、

水に落ちこんだ時の、豊かな響きを楽しんだ。

だが井戸が深すぎたためか、水に映った影が見えなかった。

乾いた石の水路の下にある浅い井戸は、

水槽のように、水草の実をつけていた。

柔らかな水草から長い根を抜くと、

水底に白い顔が映った。

こだまを返すいくらかの井戸もあった。それらは澄み切った

新しい音楽となって、あなた自身の呼び声を返していた。

その一つは怖い井戸であった。そこに生えているシダや背の高いジキタリスの中から、

ネズミが水に映った私の顔を、音をたてて横切ったからだ。

今水車の根を覗き見ること、泥を指でつまむこと、

大きな目をしたナルキッソスのように、泉を覗き見ることは、

どれも威厳のある大人のすることではない。今私は詩を作る、

自分自身を見るために、暗闇をこだまさせるために。

492
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詩集『ある自然児の死』の最後に置かれたこの詩は、先ず題が面白い。ヘ リコーンとは、ギリシ

ャ神話のアポロと詩の女神 (ミ ューズ)が住んでいたといわれている、ギリシャのポエチア山であり、

特に、そ こには、霊感の泉とされるヒポヅリーンとアガリッペの二泉があるところである。 しかし

「わたしのヘリコーン」は、ヒーニー自身のボエチア山というより、彼自身の詩の泉であり、彼の

詩の霊感の源を指 している。そればか りでなく、最終連に見 られる、同じくギ リシャ神話のナルキ

ッソスと同じように、ヒーニーは、彼自身の詩的霊感の神話を作っている。したがってこの詩は、

詩を生み出す創造的過程についての詩、いわば詩についての詩であり、その意味で、ヒーニーと同

じ年に生まれたアイルラン ドの詩人マイケル・ロングリーに献呈されていることも、ヒーニーの思

いを示 していて興味深い。

この詩においてヒーェーは、子ども時代のさまざまな経験を、詩を書こうとする大人の経験と結

び付けている。どれも、文字通 りの意味と比喩的意味があり、私たちはその両方を読まなければ、

この詩を十分に読んだということにはな らないだろう。どの連にも共通しているものは、井戸に映

つた (あ るいは、映らなかった)彼の姿である。彼の姿とは、文字通 りの意味と比喩的な意味 (彼

の個性、自我、実体等)を含んでいる。このようにして、彼の姿が多様性を持ち、発展、成長 して

ゆくさまが描かれている。

第一連は、ヒーニーが子ども時代に、彼の家の近くにあったさまざまな丼戸について、大づかみ

に書いている。この連に書かれた言葉は、どれも後の連に繁がっているものである。その後ヒーニ

ーが提示するのは、具体的な三種類の井戸である。

第二連は、第一の井戸について書いている。「釣瓶」は、第一連の「釣瓶」と同じであり、「水に

落ちこんだ時の、豊かな響きを楽 しんだ」は、第一連の「暗闇の中を落ちる水」を連想させている。

この深すぎる井戸は、「水に映った影が見えなかった」ものである。少年のヒーニーは、個性、自我

といえるものを持っていないという比喩であろう。

第二連には、第二の井戸について書いている。この「水草」は、第一連のそれと同じであり、「柔

らかな水草から長い根を抜くと」とは、時として井戸を豊かにし、時として井戸を井戸 らしからぬ

ものにしている爽雑物である水草を除去すること、換言すれば、彼の個性を発見するあらゆる努力

をするという比喩であろう。そこに映ったのは、彼自身の「白い顔」である。「白い」とは、少年の

日焼けした顔とはことなる、ヒーニーにとって見知らぬもので、彼自身にとっても奇異に思われた

ものであろう。それは彼自身の真の個性、自我ではない。

第四連は、第三の井戸について書いている。「澄み切った/新 しい音楽」、即ち井戸のこだまは、ヒ

ーニーによって、新しい詩に変えられているのであろう。この連にある「シダ」「ジキタリス」は、

第一連にある「カビ」「コケ」と同類に考えられるものである。ヒーニーは、自己発見の努力をする

過程で、井戸の底に映った彼の顔を見るが、ネズミが音をたてて横切ったために、それは恐怖をも

たらすものとなる。自我を探求することは、彼自身が予期 しないものを発見することことにもな り、

時として恐怖に繁がるものであろう。

最終連は、大人となった現在のヒーニーについて書いている。それまでの、文字通 りの自分自身

の顔を見ることが、比喩的な意味で最初から書かれているが、私たちは、さらにその比喩を読み取

る必要があるだろう。

「今私は詩を作る、/身分自身を見るために、暗闇をこだまさせるために」は、大きな意味を持っ

ている。「自分自身を見る」とは、これまでに書かれた、水に映った自分の姿を見ることを更に押 し
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進めて、自分の本当の姿、真の自分自身を知ろうとすることである。アポロの神殿に記されたとい

われている「汝自身を知れ」とは、古 くて、現代においても通用する新しい言葉であり、ヒーニー

も自分自身を知ることを、子ども時代から一貫 して押 し進めて、彼自身の新 しい神話を形成 してい

る。

「暗闇をこだまさせるためにJの 「暗闇」とは、無意識、潜在意識など彼自身にとって自分の分か

らない部分であると同時に、彼と接する他の人、外の世界、あるいはアイルラン ドの歴史の暗闇で

あろう。その分か らない部分を、井戸の中でこだまさせることによって、ヒーニーが知ろうと努め

ることであろう。詩人が詩を作るとは、主に視覚と聴覚をたよりに、見える彼と見えない彼、彼の

全存在と自分を取 り巻く他の世界を知ろうとすることである。ここにおいて、彼の見える自我と見

えない自我、彼の内なる世界と外なる世界が結びつけられている。

二 詩集『暗闇への戸口』から
「私が知っていることといえば、暗闇への戸口である」

鍛冶屋

私が知っていることといえば、暗闇への戸口である。

外では、古びた車軸と錆びた鉄のたが。

内では、ハンマーで打たれる鍍廉の短いピッチの響き、
火花の、予測できない扇形の尾、

あるいは新 しい蹄鉄に、水で焼きを入れる時のジューという音。

鉄床は、どこか部屋の中心にあってしかるべきもの。

それは一角獣のような角を持ち、片方の端は四角となり、

動かずにそこに置かれるものであり、鍛冶屋が

形と音楽のために、身をす り減 らす祭壇である。

彼は時々革前掛けをして、鼻毛を見せ、

脇柱にもたれて顔を外にだし、車が何台も列を作 り、

通 り過ぎていくところで、蹄の音を思い出す。

それからぶつくさ言って、バタンと窓をしめて仕事場に戻 り、

ふいごを動かして、本物の鉄を打ち延ばす。

この詩は、abba/cddc/efB色クという押韻形式を持つ、イタリア型変形ソネット(十四行詩)で ある。

第一の四行連と第二の四行連の終わ り (四行日と八行日)は 、カンマ、ピリオ ドなどの休止がない

ため、文章の構造および意味の点からいって、ソネット形式を援用 した短詩ということができよう。

この詩の題である鍛冶屋は、「滅びゆく職業の代表者」(Murph沸 21)で あるが、ヒーニーはその仕

事ぶ りを描きなが ら、芸術家、狭 く言えば、詩人の比喩としてそれを描いている。鍛冶屋は「彼」

として書かれ、詩人ヒーニーは、「私」として書かれているため、鍛冶屋は詩人自身ではなくて、詩
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人はその外側に立ち、鍛冶場で、鍛冶屋の仕事ぶ りを見て、想像をしている、ということになって

いる。

一行日の「私が知っていることといえば、暗闇への戸口である」の「暗闇」とは、前詩集の最後

の詩 「私のヘリコーン」の「暗闇をこだまさせる」と重なるところがあり、同時にこの詩を収録 し

ている詩集『暗闇への戸口』と同じ言葉である。したがって、「暗闇」は、ヒーニーの前詩集 とこの

詩集を繁ぐ重要な言葉であって、その意味から言つても、この詩の第一行 日は大きい意味を持って

いる。

では「暗闇」と「戸口」は、何を意味するのだろうか。詩集『暗闇への戸 口』について言及して

いる、ヒーニー自身の言葉を引用 してみよう。

私が私の詩集を『暗闇への戸口』と名づけたのは、詩が種々の感情に隠された生命の入口もし

くは出口であるという考えに意思表示をしたかったからです。言葉はそれ自体戸口である。ヤ

ヌス神は、ある程度は、言葉の神であり、語根や連想の分枝を後方に見や り、意義と意味の説

明を前方に見ます。(■ 52)

この言葉をこの詩に当てはめるとすれば、「種々の感情に隠された生命」である「暗闇」は、ここ

では、鍛冶場の暗い内側であり、同時に、芸術家の予期できない創造性、芸術作品の神秘性を意味

するだろう。換言すれば、「語根や連想の分枝」を自由にはりめぐらせている混沌とした言葉の苗床、

あるいは予期できない芸術の創造性、神秘性を育む場所と言ってもよいだろう。

詩人は、暗い鍛冶場の中で行われていることを、聞こえる音 と覗き見ることによって推測するし

かない。それは、「ハンマーで打たれる鉄床の短いピッチの響き、/火 花の、予測できない扇形の尾、

/あ るいは新 しい貯鉄に、水で焼きを入れる時のジューという音」である。それ らは独自な言葉によ

つて表現されているのが特色である。低音部 (`low‐ pitChedつ や調子の高い(`high‐ pitched')は 普通

に使われる言葉だが、「短いピッチの響き」ぐshort‐ pitched ing')は 、ヒーニー独自の言葉である。

また制作される、神秘的な芸術作品を、「予測できない扇形の尾」(`The unpredictable fantail of

sparksつ と表現 している。飛び散る火紅を「クジャクなどの扇形の尾Jと 喩えている表現は独 自で

あり、面白い。

彼が作っているのは、馬のための蹄鉄である。現代の世界は、「車が何台も列をつくる」車社会で

あるのに、鍛冶屋は、何千年も続いた仕事に専念 している。そのため、彼が使つている鉄床は、伝

説上の動物ユニコーン (額 に一本のねじれ角・カモシカの尻・ライオンの尾をもつ馬に似た動物 )

の角をもっている (角 の形をしている)。 したがって彼が作っている腑鉄は、馬に似たユニコーンの

蹄鉄をも連想させるだろう。それだと、芸術作品の、永遠性と神秘性が、より明らかになるだろう。

そればかりでなく、彼は、キリス ト教成立以前の時代にあって、古代の祭司さながら、「形と音楽の

ために、身をす り減 らすJ祭壇として、それを用いている。この現代の祭司は、「革の前掛けをして、

鼻毛を見せ」という、一見平凡な男のようでもある。このように、鍛冶屋の日常性と非日常性の同

居は面白い。また、彼は、鍛冶場の外にある、「古びた車軸と錆びた鉄のたが」を、修繕する役割も

担っている。彼は、このように、芸術作品の制作と、古い作品の改訂をしている。

「滅び行 く職業の代表者」としての鍛冶屋についてのマーフィの言及を更に引用してみよう。「し

かし、彼は、この詩においては、普通の、周辺的な、時代遅れの人として提示されているが、彼の

鉄床が鍛冶場の中心に置かれていると同じように、鍛冶屋 もまた中心に置かれているJ(Murph滉 21)。

この言葉を念頭におきながら最後の二行に注目してみよう。「それからぶつくさ言って、バタンと
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窓をしめ、仕事場にもどり、/ふいごを動かして、本物の鉄を打ち延ばす」。彼は、一過性の (「 通

り過ぎていくJ)現代の効率的、通俗的社会に不満をもち、結局は、一人で仕事場に閉じこもり、永

遠に生き残る (「 動かずに」)ユニコーンの貯鉄にも比すべき作品を作ることになるだろう。そのと

きは、芸術家は、マーフィが言っているように、世界の中心に置かれるものとなるだろう。

夜 の ドライ ブ

日常性の臭いは、

フランスを通る夜の ドライブでは、新鮮になった。

大気中の雨と、干し草と森の匂いは、

オープンカーに温かい空気の流れを作った。

交通標識は、容赦なく白くなった。

モントルーユ、アブヴィル、ポヴェは、

約束され、また約束され、やって来て、過ぎていつた。

それぞれの場所は、その名前の成就を認めていた。

夜遅く、呻きながら進んでいるコンバインは、

その作業灯を横切る種子を、血のように流 した。

森の火は煙ったまま燃え尽きた。

一つひとつ、小さなカフェは閉じられた。

私は、絶えずあなたのことを考えていた一

暗くなった天球で、イタリアがフランスに、

その腰を寄せていた、千マイル離れた南にあって。

あなたの日常性は、そこでは新鮮なものとなった。

この詩は、車を運転 しているヒーニーの視点から書かれたものである。「私は、絶えずあなたのこ

とを考えていた」の 「あなた」とは、ベルファス トにいた彼の妻マリーと考えてよかろう。 したが

ってこの詩は、詩人の妻に寄せた愛の詩ということになる。しかし普通の意味での愛の詩ではない。

夜の中を疾走する車という狭い空間に一人身をおくことは、孤独を体験することであり、その極限

は死の連想である。同時に、そのような時間に移動することは、愛する人に近づくことであり、そ

の極限は性の連想である。これ らの連想の「性」が特に第二連に、「死」が第二連に書かれている。

この詩は、イタリアに滞在 していたヒーニーが、フランスを通 り、カレーからドーヴァを経由し

て、約一〇〇〇マイル離れた北アイルランドの妻のもとへ帰ろうとしていたときに作 られたのであ

ろう。カレーヘの道筋は、パ リの東に位置するモントルーユからボヴェ、アブヴィルであるはずだ

が、この詩では「モントルーユ、アブヴィル、ボヴェ」(`MOntreuil,Abbё ville,Bcauvais')と 書かれ

ている。人口約一〇万人のパ リの郊外都市モントルーユがまず提示され、そのあとは、人口半分以
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下の、あまり知られていない町は、アルファベット順に並べられている。

夜、車を運転 していると、 ドライバーの目にはいるものの一つは、車のライ トに照らされた交通

標識である (「 白くなった」)。 その際、それぞれの場所は、その標識によって、到着することが約束

され、そこに着き、そこから去るという三段階の ドライブを意味し、約束通 りの ドライブであるこ

とを、「成就」という。しかし、ここに示された二つの交通標識と実際の場所は、それぞれの交通標

識と場所であると同時に、性的含意も持っている。その観点から見ると、モン トルーユ、アブヴィ

ル、ボヴェは、地名であると同時に、三人のフランス女性を意味するのではなかろうか。そのため

に、性的オルガズムに達する意を持つ「やって来て」 ('co meつ が使われてお り、オルガズムの前後

は「約束された」 (ゎ rOmise')と 「過ぎていく」(`go')と いう言葉である。また三段階の性的欲望

を十分に満足することは「成就」ぐflllalmentっ ともなる。車を運転 している詩人は、三つの場所を

経由し、二人の女性と交渉を持ちながら、 ドライブと性的感情の三つの段階を経験 しつつ、究極の

目標である妻のいるベルファス トヘと近づいていく。

最終連の「暗くなった天球で、イタリアがフランスに、/そ の腰を寄せていた」は、地形までも、

性的に読み込まれた例であろう。これについて、「大地自身が、ヒー三―の性的欲望を共有している」

(Andrews,45)と のコメントが参考になるだろう。

夜の ドライブは性ばかりでなく、死も連想させるが、それらは、

夜遅く、呻きながら進んでいるコンバインは、

その作業灯を横切る種子を、血のように流した。

森の火は煙ったまま燃え尽きた。

一つ一つ、小さなカフェは閉じられた。

と、書かれている。死を意味する言葉は、「口申きながらJ tgrOanう 、「血のように流 した」(`bled')、

「煙ったまま燃え尽きたJ(`smO11ldered Outり 、「(カ フェは)閉 じられた」(`shllt')と 表現されている。

特に面白い表現は、「種子を血のように流 した」(`bled seeds')で あろう。「種子」とは精液をも意味

するから、それは性と死の結合例である。その観点で、前の連の第一行、「交通標識は、容赦なく白

くなったJを見れば、「白くなったJ twhitened')は 、死の恐怖のため、蒼白になる、という含意も

あることになる。ここでも性と死の結合がある。

このように性と死で満ちた夜の ドライブでは、日常性が変容 してくる。「日常性」という言葉は、

第一連と最終連に使われているが、その使われ方が面白い。雨や干 し草や森は、一定の場所では注

意を引くものではなかったが、場所の移動によって、日常性を失い新鮮なものとなって蘇る。それ

と同じように、日常的に詩人の傍 らにいた彼の妻は、別離の後の再会を予期 した、詩人による移動

によって、日常的な存在、新鮮さを失いかけた存在から、魅力的な女性へと変化 してくる。このよ

うに、「夜の ドライブ」は、自然と人間における日常性の変容によって生まれた愛の詩である。

海岸線

循を曲がり、ダウンサヽNの

丘を越えると、生け垣の裏手へ、

斜めににじり寄 り、迫ってくる
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海が見える。そうでなければ、

水たまりのある、死んだ魚のような目をした、

灰色のなぎさが見える。

思いがけない形状の、潮流で作 られたクレーターは、

麦畑と牧草地に押 し寄せてきている。

アントリムのまわりはどこも、またそこから、

西の方三百マイルの彼方、モハのあたりも、

玄武岩は敵襲に備えて待機 している。

大洋も海峡もともに、

アイルランドの黒い巻き毛に向かって

泡立っている。だがウイックロウや

メイコーから離れた岸辺の波は、シーンと静かに

服従 している。

いつでも見よ。潮は、

どの野原のふもとにも、

どの崖、砂利浜にまでも、

打ち寄せてきている。

聞き耳を立てよ。それは、

帆に黒鷹の旗を結びつけたデーン人、

あるいは、甲冑を身にまとったノルマン人、

あるいは波を高く飛び越えて、

砂浜へやつて来た紺鶴 だろうか。
ス トラングフォー ド、アークロウ、キャリックファーガス、

ベルマレットとベントリーは、

衛兵のように、忘れられ、留まっている。

この詩の題の「海岸線」とは、海と陸の接点であり、波が絶えず押し寄せてくるところであり、

太古か ら現在まで、その動きは続いていることを意味している。しかしアイルラン ドにあっては、

それ以上の意味を持っている。それは、敵がアイルランドの内陸部に侵入する際の上陸点であり、

アイルランドを支配する要塞ともなるところである。過去にあって、ヴァイキング(デーン人)、 ノ

ルマン人、イングランド人、スコットランド人が攻め寄せてきたが、ある意味では、外の世界の侵

略は現在でも続いている。アイルラン ドの歴史とは、海岸線に上陸し、侵入 してきた敵に敗れた歴

史でもある。この詩の題の「海岸線」は、`ShOreline'と して示されているが、この詩には、海岸線
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を意味する同義語が、「なぎさ」tForeshore')「 岸辺」(`strands')「 砂利浜」(`shingles')「 砂浜」ぐsand')

と、多様に使われている。それは、アイルランドのどの海岸線もという意味を持っているものと思

われる。

この詩の導入の仕方は巧みである。

角を曲がり、ダウン少Nの

丘を越えると、生け垣の裏手へ、

斜めににじり寄 り、迫ってくる

海が見える。

詩人の動きと眼前に拡がる海一心躍る出だしである。その明るい調子が、第一連の最後の行に、「そ

うでなければ」という副詞が提示されるや、「死んだ魚のような目をした」という、アイルランドの

暗い歴史を想像させる、不吉な調子へと急転する。その後に提示されている「潮流で作 られたクレ

ーター」の 「クレーター」は、通常は火山の噴火口を意味するが、敵襲の爆弾によって掘 られた穴

と同じように、海流によって侵食された海岸線である。「押 し寄せてきている」ぐmarch')は、軍事

用語であり、敵軍が内陸部まで攻め寄せてくることを意味する。

天然の要塞として、敵襲に備えてきた (「 敵襲に備えて待機 している」も軍事用語の一つ)玄武岩

の屹立しているアントリムやモハの海岸もあり、敵襲を退けた海峡もある (「大洋も海峡もともに、

/ア イルランドの黒い巻き毛に向かって/泡立っている」)。 しかし「ウイックロウや/メ イコーか ら

離れた岸辺の波は、シーンと静かに/服従 している」。なぜウイックロウやメイヨーは服従 している

のか。それは、それぞれの地名と歴史を見れば、分かるだろう。ウイックロウは、古期スカンジナ

ヴィア語で、「ヴァイキングの牧草地」を、メイヨーの元のアイルラン ド名は、「サクソン族のいち

いの木の平原Jを意味している。メイヨーは、この他に、一二世紀には、ノルマン人によって侵略

され、一七世紀には、アルスターからやってきたイングランド人の植民地ともなったところである。

従って、ウイックロウやメイコーは、アイルランドにおける敗北の歴史の象徴となっている土地で

ある。

第五連と第六連は、読者に二人称で呼びかけられ、視覚および聴覚に訴えられている。それらは

どれも、アイルランドに対する「敵襲Jについて書かれている。「潮は、/ど の野原のふもとにも、/

どの崖、砂利浜にまでも、/打ち寄せてきているJと は、アイルラン ドにあって、海に接 していると

ころはどこも、野原のふもとに至るまで、敵の侵略 (「 打ち寄せてきている」(`Is rummaging in'も

軍事用語の一つ)に 敗れたことを意味している。

「網代船」(`cuttachs')は 、アイルラン ドやスコットランドで利用される、柳の小枝 と獣皮で作

られた小舟であるが、ここでは植民のためにアイルランドに侵入してきたスコットラン ド人を意味

する。「波を高く飛び越えて」とは、「女性を凌辱している男性を連想させる」 (Foste島 27)。 この

ように凌辱、あるいはそれに近い結婚によって、スコットランド人はアイルランドを征服 してきた

のであろう。

この詩の最後の三行は、特に面白い。

ス トラングフォー ド、アークロウ、キャリックファーガス、

ベルマレットとベントリーは、

衛兵のように、忘れられ、留まっている。

その一行 目の地名は、アイルランドの東海岸の地名である。二行目は、西海岸の地名である。ス ト
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ラングフォー ドは、「激 しい流れのある入江Jと いう意の古期スカンディナヴィア語から成 り立ち、

ヴァイキングによって征服された歴史を示唆 していよう。アークロウは、ヴァイキングによって征

服されたが、中世にはイングランドの要塞があった所として知 られている。キャッリクファーガス

は、ノルマン人の要塞があったところであり、後に、スコッ トラン ド人エ ドワー ド・ブルースによ

つて略取され、十七世紀には、イングランド及びスコットランドの新教徒たちの避難所ともなった

ところである。ベルマレットは、ノルマン人とイングランド人の植民地となったメイコー州の港町

である。ベン トリーは、侵略したデーン人が、アイルランドから撤退 した最後の場所として知られ

ているところである。ということは、どのアイルランドの海岸線も、ヴァイキング、ノルマン人、

イングラン ド人、スコットランド人によって、次々と征服されてきた。換言すれば、アイルラン ド

の歴史とは、これ らの 「合板状の文化」(M01inO,45)と も言えるのである。それらの海岸線が「衛

兵のように一留まっている」(その場所から離れずに見張っている)の は、衛兵の職務として当然だ

が、それが侵略に無防備であったことを意味する「忘れられて」と並置されている。アイルランド

の海岸線は、いかに侵略された歴史を持っていようとも、それに抵抗 した歴史と共に、アイルラン

ドの海岸として現在も存在 し続けている、という意味であろう。最後の行のヤ
矛盾撞着語でしか、ア

イルランドの海岸線は表現できないというのが、ヒーニーの思いであろうか。

湿地 の国

TRフ ラナガンのために

私たちには、夕方の大きい太陽を

薄切 りにする大草原はない。

どんなところでも、天空の目は、侵入してく

地平線に屈服 し、

箸められて、キュウクロプスの目のような、

小潮 となる。私たちの柵のない国は、

太陽の顔を見ている間に、

固い外皮の湿地となる。

人々は泥炭地から、アイルランドの、

オオツノジカの骸骨を掘 り出し、

それを空気で一杯の、

驚くばか りの骨の籠に組み立てた。

一〇〇年以上前に、そこに沈められた

バターは、掘 り出されてみれば、

塩気と白さを失っていなかった。

大地自身が優 しく、黒いバターとなり、
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何百万年もたてば、

足の下で溶けて、口を開き、

その究紅的な定義ができないでいる。

人々は、ここでは石炭を掘 り出すことはないだろう。

あるのは、パルプのように柔らかく、大きなエレの

木の、水にしみ込んだ幹、ただそれだけだ。

私たちの国の開拓者は、

内側へ、下へと掘 り続ける。

剥ぎ取られたどの地層でも、

彼らが昔仮住まいをしたようだ。

泥炭地の穴の水は、大西洋のわき水かもしれない。

その水の中心は、底なしだ。

この詩を捧げたTPフ ラナガンは、ヒーニーと同時代のアイルランドの著名な風景画家である。

パーカーによれば、一九六八年の秋、フラナガン夫妻は、ヒーニーー家を、 ドネガル州のあるホテ

ルに招待 した。妻達が子 ども達の世話をしている間に、フラナガンとヒーニーは、 ドネガルの光景

を見るためにドライブに出た。二人は草を止めると、フラナガンはスケッチをしたが、彼 らが目撃

している光景については、話 し合わないという暗黙の決定がなされていた。「湿地の国に対するフラ

ナガンの畏敬は…古代の生活がそこで営まれたことの理解から生まれた」(Parker,87)。 画家と詩人

の違いを越えて、両者が共有しているのは、アイルランドに対する畏敬の念である。このためにヒ

ーニーは、この詩をフラナガンに捧げたのであろう。

この両者の畏敬の念とは別に、「湿地の国」(`Bogland')は 、『オックスフォー ド英語大辞典』によ

れば、「湿地の多い国、ユーモアをこめてアイルランドを指す」とある。イングラン ド人の、アイル

ランドに対する感情は、「ユーモアをこめて」に見 られるように椰楡と軽蔑がないまぜになっている

かもしれない。ヒー二十は、この定義の背後にあるものを含めて、アイルランドの正 と負のイメー

ジを徹底的に考えている。この結果、「湿地の国Jは 、ヒーニー自身が言っているように、「一種の

ユング的大地」となっている。「ユングの心理学における無意識が、民族の原型的な記憶であると同

じように、湿地は光景の記憶としての機能を持っている」(Corcoran,62)。

この詩は、次の二行で終わつている。

泥炭地の穴の水は、大西洋のわき水かもしれない。

その水の中心は、底なしだ。

もしこの二行が独立しているならば、私たちはその意味を理解 しがたいであろう。それは誇大妄想

か、子ども蝙しの言葉であろう。実は、「その水の中心は、底なしだ」は、親が子ども達に警告する

ことばであった(Andrews,34)。 わが国でも、「鬼がでるぞ」と言って、子ども達を危院なところに

近づけない親の知恵があるが、それと同じものだと思えばよかろう。 しかし、詩人ヒー二十は、こ

の理解 しがたい事柄を、独自の論理と想像力によって、人々に理解させ、この詩を象徴の域にまで



岡村俊明 イ引き裂かれた文化」の詩人一ヒーニーを読む (1)

高めている。

この詩には、次のような否定形 (またはマイナス・イメージ)が ある。「大草原はない」(`no prairieぎ )、

「屈服する」tconcedes')、 「私たちの柵のない国」(`Our unfenced country')、 「その究極的な定義が

できないでいる」(`Missing its last dea� tion')がそれである。アイルランドは、否定形で表現する

ほうが相応 しいということであろう。「夕方の大きい太陽を薄切 りする」とは、どこまでも続 く平 ら

な平原を意味し、そういう平原は、アイルランドにはないことになる。「天空の目は、侵入してくる

/地平線に屈服し、宥められて、キュウクロプスの目のような、//卜潮となる」は、山間地に没した

と思われた太陽は、ギリシャ神話に登場する一つ目巨人のような湖となっている、という意味であ

ろう。「目は…目となる」という表現は面白い。このようにして、天と地は、時空を越えて一体化 し

ている。ヴァイキング、ノルマン人などの侵入を許 したアイルランドを意味する「私たち柵のない

国」は、太陽に照らされて地表はかさかさになっても、湿地そのものは、変化 していない。

では、アイルラン ドとは対照的に、肯定形で表現できる国とは、どこの国であろう。それは、大

平原があり、征服されたことのない、世界の大国アメリカである。金鉱と新天地 と自由を求めて、

西進するのがアメリカの「開拓者」であるとすれば、同じ「開拓者」という言葉を用いて、「私たち

の開拓者は、内側へ、下へと掘 り続ける」。アメリカの開拓者は、平行運動をするが、アイルラン ド

のそれは内面的下降運動をするのだ。そ してアメリカには、アメリカの開拓者の物語が多 くあるよ

うに、アイルランドには、アイルラン ドの物語、そこは歴史が古いだけに、神話 と言えるものがあ

ることになる。

このようにして第二連以降には、アイルランドにおける、二種類の考古学的発掘物が取 り上げら

れている。一つは、アイルラン ド・オオツノジカである。これは、氷河期にマンモス等とともに絶

滅した、更新世紀 (今からおよそ一〇〇万年前)の、幅四メー トルに及ぶ掌状の角を持った巨大な

鹿である。もう一つは、一〇〇年前のバターである。日常の食べ物と自然の驚異 (「 驚くばか りの」)

ともいえるオオツノジカが、同じ湿地から掘 り出されるのが面白い。湿地は近代工業的生産とは結

びついていないが (「 ここでは石炭を掘 り出すことはないだろう」)、 驚くばか りの保存力を持つてい

る。湿地とは、何百万年の歴史を誇 り、絶えず変化 し、開放的で (「足の下で口を開き」)、 何百万年

たってもその定義を拒むところがある (「 その究極的な定義ができないでいる」)。 アイルランドも、

このように変化し、定義しがたいというのが、ヒーニーの意図であろう。

剥ぎ取られたどの地層でも、

彼 らが昔仮住まいをしたようだ。

上の引用の 「仮住まいJと は、原語で`camped'で あり、それは次々と住民が変わつたことを意味す

る。それは「アイルランドの考古学と歴史を構成する、ある文化の上に、合板状に重ね られた様々

な文化を描写 している」(MolinO,48)こ とにな り、アイルランドの文化の多様性が理解されるであ

ろう。時間において、一〇〇年前、何百万年前に遡った歴史は、空間において、下へ、下へ と掘 り

下げる歴史 と合わさり、想像力は、際限の無い時空のかなたへと、私たちを誘う。

このようにして私たち読者は、最後の二行にまで読み進んでくると、それは誇大妄想でも、子 ど

も踊 しの言葉でもない、詩の言葉として納得するのである。ヒーニーはこのように、考古学的発掘

物などの具象物を提示 しながら、理解 しがたい言葉を、私たちに理解させている。「湿地の国」が「光

景の記憶Jと しての象徴の域に達 していると言えるのはこのためである。
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三 詩集『冬を生き抜く』から
「今やわれわれの不満の冬は、

コーク家の太陽のおかげで華々しい夏となった」

ディヴィド・ハモンドとマイケル・ロングリーのために

今朝、露に濡れた高速道路から、

私は、政治犯の新しい収容所を見た。

爆弾は、道端に新しい上の弾孔を

残していた。向こう木立に見られる、

機関銃のある讐戒区域こそ、明らかに本物の碧濡であった。

そこには低い大地特有の、白い霧力渤 かゝっており、

それは既視感、音声のない悪夢に似た、

第十七捕虜収容所を撮つた、ある映画のようだ。

死の前に生はあるのか。それは、市の中心街の壁に、

チョークで書かれていた。苦しみながらもや り抜 く決意、

次々と生まれる悲惨、少しの食べ物と飲み物。

私たちは、ささやかな運命を再び抱きしめる。

この詩は、二部構成の詩集『冬を生き抜く』の、序章といえる詩で、第一部の最初の詩の前に置

かれ、原文ではすべてイタリック林で書かれている。それは最初に雑誌『リスナー』に収録されて

いたが、この詩集に収録され、後にヒーニーの詩集『北』(一九七五年)では、詩「何か言いたくと

も、何もいうな」のなかに、一行だけ変えて、収められている。そのことは、この詩が、ヒーニー

にとって大きい意味を持っているというを物語っている。

この詩は、ハモン ドとロングリーの二人に棒げられている。その一人マイケル・ ロングリーは、

ヒーニーと同じ年に、ベルファス トに生まれた、戦争の恐怖を描いた詩人である。ハモン ドについ

ては、ヒーニー自身が、彼の評論集『言葉の力』 (θ冤 1988)で語つている。「私は、一九七二年ベ

ルファス トで、ある夕方友人の歌手ディヴィ ド・ハモンドに会 う約束をしていた。私たちは、ミシ

ガンの共通の友人に送る歌と詩のテープを録音するために、レコーディング・スタジォで落ち合う

ことになっていたJ鰺冤 xi)。 結局録音は実現 しなかった。なぜだろうか。「スタジオヘの途中、市

内で多くの爆破騒ぎがあり、あちこちで救急車や消防草のサイ レンが鳴つていた。死傷者のニュー

スもあった。私たちを点検したうえで通 してくれた王党派BBC放 送局警備員の対応には、半ば私

たちに向けられたある怒 りが明らかであった。何が起こるか分からない感 じがあった。そ して相変

わらず救急車のあのしつこい気のめいるような唸りが続いていた」 (θtt xi)。
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北アイルランドでは、一九六八年から六九年にかけて、市民権運動が抑圧された。七一年には、

紛争が一段と激化 し、裁判もなく、千人以上の人たち (殆 ど全てがカ トリック教徒)が収容所に強

制的に収容された。こういう状況下における「爆破騒ぎ」である。では、ヒーニーに対する「王党

派 BBC放送局警備員」の対応を、私たちはどう読み取ればよいのだろうか。警備員の怒 りは、人々

が苦しんでいる時に、歌と詩のテープを作ることに対する、半ばあからさまな非難であろう。その

ためにヒーニーは、録音を止めることになった。しかし、なぜわざわざ「王党派」と書かれている

のか。それは、何かが起こると、王党派 (王党派 BBC放送局警備員)と 共和党派 (ヒ ーニー達 )

間の緊張は高まる、ということであろう。この詩は、こういう状況下で書かれたものである。

この詩は、

今朝、露に濡れた高速道路から、

私は、政治犯のための新しい収容所を見た。

で始まっている。車を運転 しているヒーニーが一人称 (私は)を使つて書いた、現在形に限 りなく

近い過去の出来事である。車を運転するとは、鉄 とガラスによって、回りの光景から、遮断されて

いることであり、ヒーニーは、その意味で、傍観者ということになる。もう一つの特色は、移動す

るということである。ヒーニーは、場所を移動するばか りでなく、時間も移動する。「爆弾は、道端

に、新しい土の弾孔を/残していた」は、収容所を見た今朝より前の時間に (過去完了`had le■つ、

爆弾による土の弾孔が作 られていたことを意味する。場所の移動によリヒーニーが次に目撃するも

のは、時代錯誤的に使われた「砦柵」tstockadeつ である。砦柵とは、米国ニュー・イングランドの

初期の植民者たちによって、インディアンの襲撃に備えて築かれたものである。その内戦を思わせ

る状況に対応するために北アイルランドで強制収容所が作 られたのである。

そういう北アイルランドの状況は私たちには理解 しがたいが、その苛酷な現実を覆い隠すのが、

「白い霧」である。しかしこの霧は、現実を覆い隠すばか りでなく、時間と空間のさらなる移動に

よって、ヒーニーが子ども時代に見た、第二次大戦下のナチスの強制収容所の映画を思い出させる。

信じられないようなアイルラン ドの収容所は、同じく信じられないナチスの収容所と、共通点を持

っている。アイルランドの収容所は、その非人道性においては、ナチスの収容所と何 ら異なるもの

ではない、ということになるのであろうか。歴史は繰 り返すと言うが、このようにして、ナチスの

時代にあっても、現在の北アイルランドにおいても、強制収容所は作 られてきた。

第二連では、現在と未来のことが書かれている。「死の前に生はあるのかJと は、市の中心街の壁

に書かれた落書きである。北アイルランドのカ トリック教徒にとって、この世における生とは、人

間らしい生といえるのか。それは「次々と生まれる悲惨、少しの食べ物と飲み物」。それでも彼らは

カ トリック教徒として生きようと再び決意を固める (「私たちは、ささやかな運命を再び抱きしめ

る」)。

「私たち」は、視点の変化を示 している言葉である。草を運転 している傍観者としての「私」から、

北アイルランドにおいて、劣悪な状況に置かれた多くのカ トリック教徒と運命を共有する「私たち」

への変化である。そのようなことが落書きとして書かれていることは、多 くの人々の意識を、明白

な形で示し、次の時代まで伝えることを意味する。

ヒーニーは、この詩集において、その時代のアイルランドの状況を直視して、それまでのいささ

か牧歌的な特徴を持った詩作の態度を一変させようとする、これはその最初の詩と言えるだろう。
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老召使 い

彼は不作の年の冬を、

生き抜いている一

ほや付きカンテラを振 り、

納屋を見回る、

影のような一人の人夫として。

あなたは、年とった労働を売る売春婦、奴隷の

血、一人ひとりの競 り手の視線に晒され、

帯の立つ丘にやって来た者、

忍耐をし、不平を人に

明かさずにいた者、その

あなたは、自分の通った路へ、

私を引き寄せているのだろうか。あなたの路は、

干し草置き場から馬小屋へと乱れて続き、

ばらばらに落ちた馬草は、

雪の上で固くなっている、

それは元旦の朝、小さな

豪族の裏木戸へと

通じている、あなたは憤慨 しながらも、

悔い改めもせず、

温かい卵を抱えながら。

この詩の題「老召使い」は、原語で Servant BOy'で ある。`servant‐ maid'(女 中)と いう語は、『オ

ックスフォー ド英語大辞典』に収録されているが、`servant bOyと いう語はない。この複合新語の

なかの`bOy'と は、現代では、侮蔑的に黒人の召使い等に使われているものであって、若い年齢を意

味しているものではない、と考えたほうがよさそぅである。というのは、第二連に、「年とった (召

使い)」 (oldつ とあるから、ここでは、「老召使い」ということになる。このような複合新語は、
′
'こ ケ

の詩の特質を示 している。他の複合新語として、`wOrk whOre'(「 労働を売る売春婦」一売春婦のよ

うに労働を売る男の召使い)、 `81aVe‐ b100d'(「奴隷の血」)があり、この二語は、古英詩 (ア ングロ・

サクソン語による英詩)に見られるケニラグ (`heaven candle'(空 の蝋燭は太陽)な どの比喩表現
による複合語)を 思わせる複合語である。ヒーニーは、アングロ・サクソン的言葉を使いながらも、

イングランドとは違ったアイルランドの特質を歌い上げている。

この詩の設定は、一八世紀初頭のアイルランドである。「一七〇三年までには、… (ア イルランド
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の)土地の一〇分の九は、イングランドまたはスコットラン ド系の新教徒によって占有されていた」

(Parker,96)。 こういう時代のアイル ラン ド人の生き方はどうであったか、また現在どういう生き

方が可能なのかという問いを、ヒーニーはしていると思われる。

彼は不作の年の冬を

生き抜いている一

で、この詩は始まっている。その現在形が意味するものは、アイルランドの召使いは過去の存在で

あっても、比喩的な意味で現在まで続いている、ということであろう。「冬を生き抜 く」(`is wintering

out')と は、元々、家畜などを、冬の間自然の苛酷な条件から守るために、囲つて、食べ物を与える

ことを意味する。そればか りでなく、これは、シェイクスピアの『リチャー ド三世』における、冒

頭の四行を想起させる。

今やわれわれの不満の冬は、

ヨーク家のこの太陽のおかげで華々しい夏となった。

われわれの家の上を覆つていた陰険なすべての雲は、

深い大海の奥底へ葬られてしまった。 (一幕一場 )

こういう連想を誘うこの語は、「華々しい夏」を夢見ながら、老召使いが苛酷な冬の季節を生き抜く、

という比喩で使われている。それは、この詩が収録されている詩集『冬を生き抜く』(力7pterinす 0口♪

の題でもあるから、それだけヒーニーが、この詩に託している気持ちが強い、と言えよう。

この詩の文章の構成には、句跨 りが多いことやセンテンスの主語が明確でないため、安定を欠い

ているという特色がある。二語か らなる複合語`slave‐んlood'(奴隷の血)は、二行に跨っているこ

と、
lthe htde/barons'(小

さな衰族)では、名詞を修飾する形容詞が名詞 とは別な行に置かれてい

ること、名詞節を導く関係副詞`how'が '`kept your cOunsel,how/you draw me'(「 不平を明かさ

ずにいた者、そのあなたは、一私を引き寄せているのだろうか」)と 、行の最後に置かれていること、

また、最終連の`resentfll1/and impe� tent,/carrying the warm eggs'(「 憤慨 しながらも、悔い改

めもせず、温かい卵を抱えなが ら」)の主語は、第二連の`Y5ur trail'(「 あなたの路」は、一方では

「一通 じている」の主語となっているが)における、主格`豹 ll'と 読まれた所有格`¥bur'で あること

などのためである。

「『詩は、熱いス トーブの上の一片の氷のような、溶けていく氷に支えられている』というロバー ト・

フロス トの見解を、ヒーニーは引用することを好んでいた」(CorcOran,76)と あるが、このことは、

ある行が次の行に溶け込み、所有格が主格の中に溶け込んでいる変化 自在なる文体のなかに、詩の

面白さがあるということを意味 しているだろう。ヒーニーが、彼の詩論を実作によって展開してい

る一例と言える。

二人称 (「 彼は」)で始まった詩は、「あなたは、自分の通つた路へ、/私 を引き寄せているのだろ

うか」では、二人称 (「 あなたはJ―牛の売買業者)になってお り、一人称の「私をJ弓 |き 寄せてい

る。この間の事情を説明すれば、ヒーニーの父親は、モスボーンの農耕者であったが、牛の売買業

者でもあったので、「一人ひとりの競 り手の視線に晒され、/市の立つ丘にやって来た者」とは、そ

の老召使いばかりでなく、ヒーニーの父でもある。ということは、老召使いとは、詩人ヒーニーの

父や詩人自身も含めた、現在のアイルラン ドの多 くの人々の先祖である、ことになるだろう。そう

すれば、アイルラン ド人とは、「影のような人夫Jであり、「労働を売る売春婦」であり、「奴隷の血」

である。そういう人々が生き延びる道は、人間的な「憤慨」はするが、「労働を売る売春婦」として
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の行為に「悔い改めもせず」に、「ゲール文化の栄養源である」(Parke4 97)「 温かい卵を抱きなが

ら」生きること一 こういう矛盾を秘めた生き方、こういうしたたかな生き方をおいてない。そうす

れば、雪の上についた乱れた足跡は、文字で書かれた言葉のように、二〇〇年の時間を超えて現代

に伝わってくる。「(豪族の)裏木戸」(`the back door')も 面白い表現である。第一行 日の「冬」は、

原詩では、`the back‐ end'(一年の終わ りの季節)と 、同じ`back'が使われているか らである。召使

いが、冬も豪族の裏木戸 も忍耐 して通り過 ごせば、「華々しい夏」が来るということであろう。この

ようにして、一八世紀のアイルラン ドの召使いが冬を生き抜いたように、現代のアイルラン ドの人々

も、この詩集が書かれていた六〇年代終わ り頃の、アイルラン ドの厳 しい時代を生き抜いていきた

い、ということになるだろう。

ヒーニーは、イングラン ド固有のケニングや、イングラン ドの誇 りであるシェイクスピアを念頭

に置き、イングランド的なものといえど利用できるものは利用 して、この詩が書かれた時期の厳 し

いアイルランドの状況を生き抜く道を模索 しているのだと言えよう。

トゥーム

私は口を丸めて、

柔 らかな破裂音を出し続ける、

トゥーム、 トゥーム、

舌のような石版を

取 り除き、その下の

地下道に、私は入 り、

百世紀前のローム層のなかに、

新しいものを探し求める、

火打ち石、マスケット銃の弾、

陶器の断片、

首飾 り、魚の骨を。

探 している私の腕は、やがて沖積層の

泥土につかる。その泥土は、

沼地の池と支流のもとで、

急に落ち込む。

するとシラスウナギは、私の髪にまとわ りつく。

この詩の題である トゥームは、アントリム州の、ネイ湖の近 く、バーン渓谷のある地名である。

ヒーニーが生まれた、デ リー州モスボーンから、遠 くないところにあり、ヒーニーは子どもの頃か

ら、 トゥームもよく知っていた、と思われる。そこは、アイルランドでは、人間が住んだ場所とし
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ては、最古の遺跡の一つあり、同時に、イギリスに対する、一七九八年の叛乱の場所でもあった (一

八〇一年には、アイルランドは、イギリスに合併された)。 トゥームのゲール語による語源「埋葬塚 J

は、叛乱による死体を埋葬した場所を指すものと思われる。

ヒーニーは、最初の詩集の、最初の詩 「掘る」では、ペンによって 「大地を掘って」きたが、こ

の詩では、言葉によって、百世紀前のローム層まで発掘 している。「ヒーニーはこの詩において、言

葉による発掘の道具としての、彼の詩の可能性を実現している」 (FOsteム 37)。

この詩は、次のように始まっている。

私は口を丸めて、

柔 らかな破裂音を出し続ける、

トゥーム、 トゥーム、

トゥームとは、「地下の世界への謎めいた通路で発せ られた、秘密の合言葉としての呪文」(Hart,

62)であろうが、なぜ詩人は口を丸めて音を出すのだろうか。それは、やがて提示される丸い トンネ

ル状の地下道を、読者に予測させるためであろう。そうであれば、発せ られた言葉は、発掘の道具

であると同時に、通路でもあるという両義性を持つことになる。唇が発する「破裂音」は、 トゥー

ムという音であり、また火薬の爆発音という極めて軍事的な出来事を連想させる。従つて、詩人が

ローム層の中に発見するものは、「火打ち石」、「マスケット銃の弾」であるのも自然である。このよ

うにして読み進んでゆくと、「地下道」(`80uterrain'は考古学的用語で、地下道、地下の貯蔵所の意 )

は、 トンネル状の地下道であるばか りでなく、同時に、アイルランド人がイギリスから物資を隠 し

ていた地下の貯蔵所となる。「舌のような石板を/取 り除き」tthe dislodged/81ab Ofthe tongue')

も、二つの意味を持っている。第一の意味は文字通 りの意味として、第二の意味 (「取 り除かれた石

板のような舌Jと読めば、「舌」は言葉を意味する)は、イギリスによって奪われたアイルラン ドの

固有な言葉 (ゲール語)を意味している。ヒーニーは、アイルラン ド人にとって、その固有の言語

とは何なのかという問いを続けていくことになる。

詩人が一〇〇世紀前のローム層のなかに探 し求めた 「新 しいJも のは、皮肉なことに、全て古い

ものである。その発掘物は、二種に大別される。一つは、火打ち石 (マスケット銃の火縄に火をつ

けるもの)と マスケット銃の弾という軍事的なもの、もう一つは、陶器の破片、首飾 り (`torcs'は

古代アイルランド人等の首飾 り)、 魚の骨という、生活用具の品々である。従って、トゥームは、軍

事的地名であると同時に、アイルランド最古の、人間の居住跡の一つであることが、具体物 によっ

て示されている。ヒーニーは、一〇〇世紀前にさかのぼって、アイルラン ドについて考えているが、

換言すれば、アイルランドの始源のなかに、「新 しいJ現代的意味を探そうとしているが、それを、

詩人の単なる空想ではなく、多くの読者が納得できるように、具体物によって示しているが、これ

も彼の詩の特色の一つと言えよう。すると詩人はそ こにくつろぎを覚えるのではなく、「沼地の池と

支流のもとで、/急 に落ち込むJ。 一万年という歴史を持っている沖積層の泥土のなかで、詩人は足

場を失い、不安感に襲われる。

トゥームにはネイ湖の支流があり、その湖は、シラスウナギがいるところとして知 られている。

ヒーニー自身もネイ湖のシラスウナギについての詩 (「 ネイ湖連詩」)を 書いているが、「するとシラ

スウナギは、私の髪にまとわりつくJは どういう意味を持っているのだろうか。

詩人は、不安感に襲われたあと、それが現実 となって、メデューサに変えられてしまった。とい

うのは、髪にまとわ りついたシラスウナギは、頭髪が蛇となった、ギリシャ神話の女怪ゴルゴンの
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-人であるメデューサを連想させたからである。メヂューサは、神罰を受け、その視線にあう者を

石にしたということでも知 られている。私たち読者は、最終行の言外の意味をどう読めばいいのだ

ろうか。詩人はメデューサとなって、彼の詩を読む、親イギリス的読者を石にするということなの

だろうか。それとも、詩人はメジューサのように、英雄ペルセウス的読者によって、首を斬られ、

その詩が読まれなくなるかもしれないことを暗示しているのだろうか。

これをどう読むかは、私たち読者に突きつけられた課題である。

新 しい歌

私は、デリーガーブから来た少女に出会った。

消えてしまった、強烈な野香にも似たその地名は、

私に思い出させた一その川の長い蛇行を、

夕暮れどきの、カヮセミの青い稲妻を、

浅瀬に沈んだ、黒い日歯に似た

踏み石を、渦巻きの変わりやすい

光沢を、ハンノキの下を、

楽 しく流れるモヨラ川を。

私は思った、デリーガーブは正に、

消えた音楽、黄昏の水、

偶然出会ったヴェスタ神の処女が、注いだ

過去の柔らかな神酒だったと。

だが生まれ故郷を奥深く訳めていた、

私たちの川の舌は、今は水かさを増し、

子音で囲まれた領地を、

母音の抱擁で、氾濫させるに違いない。

そうなれば私たちは、友軍に引き入れることになるだろう、

入植され、要塞化された囲い地一カースル ドーソンと

アパーランドーを元のように草の生えた、リンネルを晒す草地にも似て、

=馨
や石臼のような音語として。

反英的政治活動により絞首刑に処せられたアイルランドの愛国者 ロバー ト・エメット (一七七八

――八〇七)が、一八〇三年に、イングランドとアイルランドの関係を「古い歌」と言ったが、ヒ

ー二十はそれを念頭において 「新 しい歌」を書いている。従ってこの詩の主題は、イングランドと

アイルランドの新しい関係は可能か、ということであろう。
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これは、前に取 り上げた「トゥーム」と同じく「地名の歌」の一つである。この詩は、

私は、デリーガーブから来た少女に出会った。

で、始まっている。しかしこの詩は、デリーガーブあるいはそこから来た少女について発展 してい

くのではなく、その近 くを流れているモヨラ川についてである。第三連に再びデリーガーブが出て

くるが、それはモヨラ川を思わせる比喩となっている。デリーガーブは、モヨラ川に位置的に近接

していることが、この川のイメージで書かれた理由であるが、それ以外にそれは、第四連の「水か

さを増し」等の一連の政治的言葉を引き寄せているからである。

一行目の終わりに置かれている「デリーガーヴ」('Derrygarve')は 、抑揚のある、三音節から成つ

ている語であるため、三行 目行末の「その川の長い蛇行」(`the ttver's long swerve')を 連想させて

いるが、同時に、それらはスラント・ライムによる押韻のために使われている。これは、音と意味

の一致という、ヒーニーの詩の特徴の一つである。「夕暮れどきのカワセミの青い稲妻」は、静かで、

澄んだ川についての、独 自で、記憶に残る比喩である。「楽 しく流れるモヨラ川」(`the MoyOla/

Pleasuring')は 、私が出会った少女との関係で、性的連想を持った言葉として使われている。この

語は、後に「母音の抱擁」を引き寄せる。

ここで使われている特徴的な言葉― 「消えて しまった、強烈な野香」、「夕暮れどきの」、「浅瀬に

沈んだ」、「消えた音楽」、「黄昏の水」、「過去の柔 らかな神酒」―は、ある共通点を持っている。ヒ

ーニーが子 ども時代に経験 したアイルランド的光景は、滅びつつある、あるいは、滅んでしまった、

ということである。それは、エデンの園のような、幸福な過去の回想といってよい。

それが、最後の二連で突然変化する。それまでは過去形が使われていたが、それが第四連では、

現在形、最終連では、未来形になる。それは幸福な過去から、不幸な現在、未来への移行ではなく、

過去の幸福という幻想を捨てて、アイルランドの独自な現在及び未来の建設 という意味であろう。

この二連にある「母音」、「子音」、「音語」(`vocable')は 理解困難な語である。先ず ヒーニー自身の

説明を提示 してみよう。「私は、個人的でアイルランド的敬虔な心を母音で、イギリス的なものによ

って育てられた文学的な感性を子音で考えている。私の希望は、詩は、私の全ての経験を十分に伝

える音語になるだろう、ということである」(■ 37)。 この説明が、最後の二連を読む手がか りを与

えてくれる。

この二連には、軍事的な用語がある。それ らは、「水かさを増し」(`rise'_反 抗 して立つ、という

意にもなる)、
「友軍に引き入れるJ(`enlist')、 「入植され」(`plantedつ という言葉である。私たち読

者が、これら二つの言葉をキー・ワー ドにして、この二連を読むならば、「私たち」アイルランド人

(「私は」という単数の主語が、「私たち」という複数のそれになることにも、注目したい)は、「イ

ギリス的なものによって作 られた」「領地」(`demesne'は 、イギリス人による荘園付き附属地を意味

する)を 、氾濫させるために、立ち上がるにちがいない、ということになるだろう。最初の三連の、

ヒーニーー人の問題が、多 くのアイルランド人の問題へと移っている。また 「川の舌は今は水かさ

を増 し」とは、波が高くなるという以外に (それは「氾濫させる」を引き寄せる)、 詩人を含めたア

イルランドの人たちは、言葉によって反英的意思を表明する、ということだろう。デリーガーブと

いう地名は川の比喩で描かれてきたが、それは政治的意味を与える伏線であることに、私たちはこ

こに至って気づくはずである。しかしヒーニーはここで、イギリスに対 して、暴動や軍事的叛乱を

促しているとは、必ずしも言えない。というのは、「母音の抱擁で」という「アイルランド的敬虔な

心」を介した、イギリスとの和解が意味されているからである。
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そうすれば「私たち」は、イギリスによって入植され、要塞化された囲い地カースル ドーソンと

アッパーランドを、廃語となっているゲール語「土塞」ぐFaShつ と「石白」ぐbullaun')と 同じように、

植民地状態から解放して、「アイルランドの経験を十分に伝え」るものとすることができる。その試

みは、入植者の主要な工業製品である「リンネル」生産地を、アィルランドの元の草地に復元する

試みにも類似している。そうすることが、最初の三連で歌われたアイルランドの過去を正 しく復元

し、未来のアイルランドにすることを可能にする。それが、ヒーニーが意味する「新しい歌」では

なかろうか。

卜,レ ン ドの男

いつの日か私は、オルフスヘ行こう、

彼の泥炭のような茶色の頭を、

柔らかな巽にも似た講を、
尖つた皮の帽子を見るために。

彼が掘 り出された、

近くの平 らな大地で、

(彼が最後に食べた冬の種子の揺は、

その胃壁に固まりつき、

帽子と絞首索とベル トのほか、

何も身につけずにいたが )、

私は長い問Tも う。

女神にとっての
1花

婿のように、

女神は、首輪で彼を強く絞め、

その沼を開いた。

その黒ずんだ液体は、彼を、

保存状態のよい、聖者の遺体とした。

その遺林は泥炭掘 りの、蜂の巣状の

仕事場で見つかった、貴重な発掘物だ。

泥炭がしみついた彼の顔は、今や

オルフスで休んでいる。

私はあえて涜神の罪を犯し、
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私たちの聖地である、大釜ともいえる

沼を清め、芽が出ることを、

彼に祈願したいものだ一

待ち伏せて殺され、ばらまかれた

労働者の死体から、

農家の庭に並べられた、

ス トッキングをはいた遺体から、

また枕木に血の斑点をつけ、

何マイルも線路にそって、

引きずられた、若い四人の兄弟達の、

事件のすべてを物語る皮膚と歯から。

彼が護送草で連ばれていたとき、

彼の悲しい自由のいくらかを、

車を運転 している私は、思い出している。

トルンド、グロボール、ネーベルガー ドと、

私は名前を唱え、

その地方の言葉は知ることもないが、

指さす人々の、

手を見つめている。

人殺 しの、古い教区ともいえる、

そのユ トランドにあって、

私は当惑するだろう、

悲しみつつも、くつろぎを覚えて。

この詩の題の「トルンドの男」とは、一九五〇年に、デンマークのユ トランド半島東部の、 トル

ンドの泥炭層において発見された鉄器時代の男の遺骸のことである。その遺骸は、そのユ トランド

半島の港町オルフスの博物館に保存・展示されている。ヒーニーは、この遺骸を直接見て書いたの

ではなく、PWグ ロップの『沼地の人々』を読み、そ こに収録されているこの遺骸の写真を見た。

「これらの犠牲者の忘れ得ぬ写真は、アイルラン ドの政治的、宗教的闘いの長い儀式にあって、現

在および過去の、残酷に殺された者の写真と、私の心の中で交わ りあった」 (二 57)。 ヒーニーは、

このようにして、ユ トランドとアイルラン ドにおける、過去及び現在の、宗教と政治のll■牲者を結

びつけようとしている。



鳥取大学教育地域科学部紀要 教育 。人文科学 第 4巻 第 2号 (2003)

この詩は、三つのセクションから成 り立っている。第一セクションは、 トルンドの男が展示され

ているオルフスヘの、詩人の想像上の巡礼で始まる。詩人は、古代ゲルマン民族の豊穣の女神ネル

トウスの生け贄として殺された男の前に立っている。「柔 らかな爽にも似た瞼」、「彼が最後に食べた

冬の種子は、/その胃壁に固まりつき」― これらの言葉によって、二〇〇〇年前以上の遺体が生き

生きとして現前せ しめられてお り、これは第ニセクションの、アイルランドの犠牲者の、再生の祈

願の伏線となっている。 トルンドの男の遺骸を前にして、ヒーニーは、「長い問」考える。すると、

それは変容を遂げ、単なる犠牲者の遺骸ではなくなってくる。「帽子 と絞首索とベル トのほか、/何

も身につけずにいた」とは、この男は殆ど裸同然ということだろう。それは、結婚式の後の花婿と

結び付けられる。では、帽子とベル トは、結婚式における、装飾のシンボル的なものとして理解で

きるが、絞首索とは何だろうか。それは、宗教の犠牲者を殺すための道具ではあるが、それだけで

は理解できない。

女神は、首輪で彼を強く絞め、

その沼を開いた。

女神が、花婿を抱擁するが、首輪とは、その強い抱擁の比 H金 として捉えられないだろうか。それ

には一連の性的イメージが使われていることに注意したい。「沼を開いた」とは、女神の性器を開く

ことであり、「その黒ずんだ液体」(`Those dark juices')と は、交接の際の、女神の腔液を意味する。

これらの性的なイメージこそ、女神と結婚 した トルン ドの男を、女神 と同じ聖なるイメージヘと昇

華させる。このように殺された男は、「保存状態のよい、聖者の遺体」となったからである。という

ことは、生け贄として殺されたはずの男は、考え方によっては、女神 と結婚 して、聖者とな り、今

は、聖者と同じように、巡礼にくる多くの人々 (ヒ ーニーもその一人であるが)の ために展示され

ている、ということにもなるだろう。

第ニセクションは、北であり、同じ湿地ということで、デンマークと同じ特色を持つ、アイルラ

ンド (現代の、特に、政治犯のための強制収容が設置された一九七〇年代)の、政治の犠牲者につ

いて書かれている。「待ち伏せ して殺され」、「ス トッキングをはいた遺体」一 これらの言葉は、彼 ら

が不意を打たれて殺されたことを意味している。しかも「何マイルも線路にそって、/引 きずられ

た」とは、彼らの生命は奪われたばか りではなく、死体にたいしても、残虐な行為がなされたこと

を意味する。このように強い敵意でもって殺された彼 らの死は、尋常な手段では贖われないだろう。

そこで、ヒーニーは、「あえて涜神の罪を犯し」、 トルンドと同じく湿地であるアイルランドを清め

ぐConsecrate')、 豊穣と再生のシンボルとなっている鉄器時代の トルン ドの男を、聖者 として、いや

神として祈 り、アイルランドの政治の犠牲者もそのように再生することを祈願 している。あるいは、

彼らが再生することによって、アイルランドが豊穣と平和の国になって欲しい、とヒーニーは祈願

しているのだろう。敬虔なカ トリック教徒ヒーニーによる、キ リス ト教の枠組みをも越えた神への

祈願が、この詩の大きい特色であろう。

最後のセクションでは、アイルランドと類似 しているユ トラン ドにあって、 トルンドの男とヒー

ニーは、一体化されようとしている。その男が処刑場へ運ばれる「護送車」には、フランス革命時

代の死刑囚護送車(`tumbril')を 意味する言葉が使われている。これで鉄器時代の生け贄を運ぶとは、

時代錯誤的であるが、これは時代を越え、国を越えて犠牲者は生まれるという比喩として読みとれ

よう。そ して、いつのまにか、ヒーニーも彼自身の車に乗つている。「彼の悲しい自由Jと は、トル

ンドの男にとっては、死がくることは確かなことであるが、それは同時に、自由をも意味する。こ
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|

|      れはトルンドの男にとっては、間近に迫ったものであったが、時間を延長すれば、ヒーニーにも当

|     てはまることになる。

|         トルンド、グロボール、ネーベルガー ドと、

私は名前を唱え、

その地方の言葉は知ることもないが、

指さす人々の、

手を見つめている。

次ぎ次ぎに唱えられた地名は、教会で唱和される祈祷に類似 した響きを持っている。 トルンドは、

生け贄が捧げられた場所だが、これが、グルボール、ネーベルガー ドでも繰 り返されて欲 しくはな

い、とヒーニーは祈願 しているのだろう。上の引用の、最後の三行は、そこの人々は親切ではある

が、言葉の壁のため意志の伝達できる相手ではない、という詩人の複雑な心境を示 している。これ

はユ トランドにあっても、北アイルランドにあっても言えるだろう。これは一種の逆説であり、最

後の、「私は当惑するだろう、/悲 しみつつも、くつろぎを覚えて」の表
オキシモロン (矛盾撞着語 )

に対応する。

この詩は、アイルラン ドの苛酷な現実を扱いながら、抵めて宗教的な味わいを持っている。ヒー

ニー自身、ジェイムズ・ランドルとの対談で、この詩について次のように語つている一 「私があの

詩を書いたとき、私は、本当にある線を越えた一私の全存在が、何かの担保にとられて、何かをす

る担保にとられて、基本的な意味の、宗教の心に捉えられていた一 という感 じを持った」(Andrews,

65)。

西へ行 く

カリフォルニアで

私はランド・マクナリス社製 「公認

月面地図」の下に座っている、

(それは蛙の皮膚の色、

拡大されたクレーターは

開き、「ピティスカットJと いう名のそれは、

目の高さにある)、

ドネガルの最後の夜を、

思い出しながら。私の影は、

骨に似た月光を浴びて、

水漆喰の壁に品よく浮かび、

庭の石は、卵のように

青白く光つていた。
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夏は西部の、

人のいない円形劇場、

そこで終わる、

自由降下だった。聖金曜日の午後、

私たちは出発 し、通 り過ぎていた、

引き下ろされている店のブラインド、

静かな教会の外側に、静かに停止 している車、

壁にもたせかけられている自転車の前を。

私たちは、何もない祭壇で、

鈴の舌が音を出していたとき、

だんだん小さくなる妨害音を出して、

車で通 り過ぎた。

会衆は釘を打ち付けられた、

十宇架像に頭を下げていた。

その瞬間に、どんな釘が落ちたのだろう。

道路は、輝く水に投げ出された、

釣 り糸のように、

落下する光を、

繰 り出し、また繰り出した。

月の聖痕の下で、

六千マイルも離れた私は、

想像する、乱されることのないほこりを、

弱くなる引力を、両手で

体重を計るキリス トを。

ヒーニーはこれまで、一oO世紀前、あるいは鉄器時代等という遥か古代に、時間を遡ることで、

現代のアイルラン ドの問題を考えてきたが、ここでは、アイルラン ドから遥かに離れた空間、即ち、

地球から約三〇万キロも離れている月を考えながら、月との連想で、復活祭 (二月二一 日以降の、

満月の後の最初の日曜日)のキリス トを想像 し、同じく党1派 間の戦いで殺された、多 くのアイルラ

ンドの人々の死を悼んでいる。

この詩の題「西へ行く」には、多くの連想がある。イギリスでは、「西へ行く」tgo west')

は、二つの意味を持っている、一つは、「死ぬ、滅びる」という意味であり、もう一つは、「アメリ

カヘ行く」という意味である。一方アメリカで「西へ行く」とは、自然の猛威や、インディアンと
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戦いながら、金鉱や新 しい土地を求めて、東部か ら漸次西へ進んでいった開拓者精神 と密接に結び

つけられている。このように、この詩の題の意味は、イギリスにおいても二つあり、英米において

は異なっていることに、注目したい。では、「東に行 く」とは、イギリスでは、どのような連想があ

るのだろうか。東は、聖地エルサ レムがある方向であり、また太陽が昇る方向であるため、死から

甦るキリス トと結びつけられている。キリス ト教国における教会の祭壇は、教会の東に位置するの

はこのためである。したがって西へいくとは、それ自体が種々の連想を持っていると同様 に、東ヘ

行くことの意味も念頭に置かれている。

ヒーニーは、こういう「西へ行く」ことを、`going west'と か、`going westward'と かいう英語を

使わずに、『オックスフォー ド英語大辞典』にも収録されていない`vestering'と いう語をあえて作 り、

このような渾然とした連想から新しい意味を含意 した言葉「西へ行く」を考えている。この詩では、

ジョン・ダンの「一六一三年の聖金曜日、馬で西へ向かう」が踏まえられている。二つの詩の共通

点は、二人の詩人が出発したのが、同じ聖金曜 日 (復活祭の前の金曜日)であり、西へ向かうのが、

ダンは馬で、ヒーニーは、近代の馬ともいうべき車でである。その詩の中でダンは、「今 日、私の身

体は西の方へ運ばれてゆく、私の変は東に向かおうとしているのに」と書いているが、身体 とは反

対に、魂が東に向かっていることに注目したい。

この詩が書かれた一九七〇年頃は、ヒーニーが、北アイルランドを去 り、カリフォルニア大学バ

ークレー校へ、客員講師として招かれた時期であり、その頃は、北アイルランドに強制収容所が設

置されるなどして、紛争が激化 し、カ トリック、プロテスタント双方の人々に、多 くの犠牲者が出

た。このような時期に、アメリカヘ行くことの後ろめたさ、一種の罪の意識がこの詩に感 じ取 られ

るとしたら、それはこのためであろう。これはダンの詩の、ヒーニーによる現代的解釈 とも言える。

この詩は、

私はランド・マクナリス社製「公認

月面地図」の下に座っている、

で始まっている。ランド・マクナリスとは、アメリカに住んでいるアイルランド出身の男で、「(ヒ

ーニーと同様の)アイルランド亡命者」 (Parker,113)で ある。ヒーニーは、アイル ラン ド人が作

った月面地図を見ながら、彼が後にしたアイルラン ドの ドネガルを思い出している。「拡大されたク

レーター」は、アイルランドの紛争で作 られた、地面にあいた弾孔や人々の傷を思わせと同時に、

それは、「空想的な」を意味するラテン語「ピティスカット」という名を持っている。アイル ラン ド

の現実の弾孔や傷口が、その瞬間現実感を失い、現在のアイルラン ドは、月の影響を受けて (「骨に

似た月光を浴びて」)、 幻想的なまでに (「私の影」)、 平和にみえてくる。アイルラン ドの庭の石は、

月のようなワFを思わせ、ともに幻想的で (「 青白く光つていた」)、 平穏である。

では、私たちは、第四連から第八連までをどう読みとればいいのだろうか。ヒーニーが、西へ行

くことは、同胞が苦しんでいる国を一時的にしろ、捨てることになるが、それは、前述 したように、

彼自身に「亡命者」としての烙印を押すことである。従って、カリフォルニアの飛行場に到着する

ことは、堕落tfalr)を 意味する「自由降下」 (`fl・ ce fa11つ であり、また、第八連では、ライ トをつけて

走る夜の ドライブを、「落下する光」((falling light')を 繰 り出すとしているが、この 「落下」も、ヒ

ーニーの「亡命者」としての後ろめたさからくる、「堕落」の感情であろう。そのために、彼 と家族

が、聖金曜 日、教会でミサのために祈っているアイルラン ドの同胞の傍らを通るとき、彼 らもヒー

ニーに心を閉ざしていた。ヒーニーの言葉は、彼 らには、「妨害音」にすぎなく、しかも彼 らから遠
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ざかっている。信心深い人たちは、十字架のキ リス トに頭を下げて、ひたす ら祈っている。そのよ

うな時、キ リス トを礫にした釘が落ちるということが可能だろうか。キリス トの手足に打ち込まれ

た釘とは、党派間の強い憎しみを意味するが、それが祈 りによって、無 くなることが可能だろうか。

そして、アイルラン ドの人々の罪も、キリス トによって贖われるのだろうか。

最後の連を見てみよう。

月の聖痕の下で、

六千マイルも離れた私は、

想像する、乱されることのないほこりを、

弱くなる引力を、両手で

体重を計るキ リス トを。

月面のクレーターが、ここではっき り、十字架にかけられたキ リス トの傷 口である「聖痕」

(`stigmata')と 呼ばれていることに注意したい。これは、アイル ラン ドの紛争によって作 られた人々

の傷口が、キリス トによって贖われることの比喩ではなかろうか。「乱されることのないほこり」と

は、平和なアイルラン ドを意味し、「弱くなる引力」とは、月面の引力と同じように、地球の引力が、

現在の六分の一の引力になることである。そうなれば、十字架にかけられたキリス トの身体が軽く

なる (「 両手で/体重を計るキリス ト」)。 それは、キリス トの復活に至る前提である。

この詩がアメリカに行 くことに対する、ヒーニーの一種の自己弁護でないとは言い切れないが、

もっと広い文脈の中で、アイルランドか ら「六千マイル」離れたカリフォルニアの地で、アイルラ

ンドを見て、キリス トによる贖いを通して、アイルラン ドの傷が癒え、平和がくることを祈願 して

ものと言えるだろう。

四 詩集『北』から
「長年にわたる略奪の中で、

北紅光を期待せよ」

葬儀

私は、ある種の男達を担いでいた、

堂に入 り、死んだ祝族たちの、

棺桶を持ち上げながら。

彼らは、汚染された部屋に、

並べられていた。

彼らの積は輝き、
パ ン生地のように白い手 には、
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ロザリオの数鞣がかけられていた。

その膨らん|だ指関節の敏は、
消|え ており、爪は

黒ずんで、手首は従順に

傾斜していた。

ダルスのように茶色の発二かたびら、

キルティングをした結学の寝棺、
私はそのすべてを賞賛しながら、

うやうやしく脆いた。

その時、蝋燭のろうはとけ、

蝋燭を伝わつて流れた。

その光は、私の背後で、

ためらって女達の方へ、

揺らいでいた。

そして常に隅には、

棺桶の蓋があり、

そのくぎの頭は、

小さく光る十字架で飾られていた。

石鹸石の仮面をした愛しい人々、

そのイグルーのような額に、

キスをすることで、十分であつたはずだ!

やがて釘が打ち込まれ、

それぞれの葬儀の、

黒い氷河が、

押し流されていった。

今隣人同士の、

殺害の知らせが届く度に、

私たちは、葬儀を、

従来通りのリズムを、

ブラインドを下ろし|た 一軒一軒の家を、
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曲がりながら通り過ぎていく、

行列の穏やかな足取 りを、切望する。

私は,ボインの大きな墓室を、

復元したいものだ、

またコップ型に凹んだ石の下に、

墓を準備したいものだ。

横丁や脇道から、

ゴロゴロというエンジン音の、家族用の大型車は、

どの鼻先も埋葬塚に向け、

国全体は、弱められた太鼓の響きに似た、

一万のエンジン音に、

調子を合わせている。

後に残された、

夢遊病者にも似た女性達は、

誰もいなくなった台所で、歩いている、

埋葬塚に向かう、

私たちのゆっくりした、勝禾Jの行進を想像しながら。

草の繁った広い道を、

蛇のように静かに進みながら、

行列の尾が、北の渓谷を

離れたときに、

その頭は、巨石時代の遺構の戸口に、

既に入っていた。

墓の入り口が、

石で蓋がされると、

私たちは車で、ス トラングとカーリングの

フイコル ドを通り過ぎ、再び北へ向かうだろう。

記憶の食い戻しは、

一度だけ宥められ、楷1慰の
仲裁は思いやりを持ってなされ、
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私たちは想像する、丘の下の人々を一

非業の死を遂げたが、

復讐されないままで、

埋葬塚の中に、

美しく横たわっている、

グンナルのような人々を。

人々が言うには、彼は

その時、名誉についての詩を朗唱していた、

その墓室の四隅には、

四本の蝋燭の火が燃えていた。

その墓室が開かれると、彼は振り返り、

喜ばしい顔をして、

月を見た。

この詩は、三つのセクションから成っている。第一セクションでは、葬儀の長い列が、死者の家

から出るまでが書かれている。ヒーニーが、亡くなった親族の棺桶を担 ぐ前に、彼 らの瞼、手、指

関節、爪、手首、経帷子、寝棺 と、詳細にわたって描いているのは、親族と知人が,い をこめて、彼

らの死を悼んでいるためである。それは親しい人を亡くし、悲しみ、その悲 しむ心を宥め、再び彼

らの日常生活に帰るための儀式である。彼 らがそのように悲 しむことによって、死者も安 らかに眠

ることができる (「手首は従順に/傾斜していた」)。 そのようにして、このセクションは次のように

終わっている。

そのイグルーのような額に、

キスをすることで、十分であったはずだ。

やがて釘が打ち込まれ、

それぞれの葬儀の、

黒い氷河が、

押し流されていった。

彼 らが死者を埋葬塚へ送 り出す前にキスをすることは、死者を悼む人々のある種の満足感を意味

しているはずだ。 しかしヒーニーは、このような葬儀に十分満足 していたわけではない。絶えずこ

の種の死が繰 り返される。これを無くすには、どうしたらよいのかを彼は考えていた。なぜならこ

れは、ロザ リオの数珠や、十宇架で飾られた釘の頭が打ち付けられている、亡 くなったカ トリック

教徒は、プロテスタントとの聞いで殺された犠牲者であり、しかもロザ リオの数珠は、「(手かせの

ように)かけられていた」(`shackled')と いうことになると、カ トリック教徒としての葬儀も、宗教

による人間の隷属状態、いわばセク ト間の聞いの犠牲者のためのものであって、それを越えた葬儀

にはなっていないからである。ではどういう葬儀が可能かというと、それは「北」のイメージによ
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って示されるものであろう。それは、北アイルランドの新旧キリス ト教徒の憎悪による闘いではな

く、キ リス ト教成立以前の、両教徒にとって共通の基盤を持つ北欧等の「北」の葬儀である。その

ために、「イグルー」 (氷や雪の固まりで作った、エスキモー人の丸屋根)や 「氷河」 (「 北」の葬儀

の長い列)と いう、和解を暗示する「北」のイメージが使われている。この「北」は、第ニセクシ

ョンにおいて、はっきり示される。

また「私は、ある種の男達を担いでいた」(`I shouldered a kind of manhoodつ とは、「男達」とい

う言葉のなかに、人間性という含意もあり、それも和解を暗示するだろう。なお、ここでは第ニセ

クションと同じように、男と女の仕事と精神状態が分けられていることが面白い。男達は棺桶を担

ぎ、「その光は、私の背後で、/た めらっている女達の方へ、/揺 らいでいた」とあるように、女性達

は死者を悼み、蝋燭の光のように、ためらい、揺れている。その心も癒されなければ、真の葬儀と

はならない。

第ニセクションでは、葬儀の列が死者の家か ら埋葬塚に着 くまでの間にヒーニーに感 じられた、

現在のアイルラン ドの犠牲者に対する悲しみと、彼 らを懇ろに悼むための葬儀に対する願望が書か

れている。

「隣人同士の殺害」(`neighbourly murdeゴ )と は、隣同士に住んでいる、カ トリック教徒とプロテ

スタント同士の殺 し合いのことであり、それを「友好的な殺害」と解すれば、それは、ヒーニーに

特色的な
★
オキシモロン (矛盾撞着語)と なるであろう。その殺害は、心的に複雑なものを秘めたも

のであり、同時にそれは、将来への和解を暗示する言葉となる。現在のアイルランドの犠牲者に対

しては、第一セクションで述べられた、ヒーニーの子 ども時代のように、死者を懇ろに弔うことに

はなっていない。その儀式のおざなりなことこそ、時代の変化、事態の切迫さに対する人々の心の

荒みに対応 している。私たちが適切な儀式を行うことは、カ トリック教徒およびプロテスタント両

方の祈願であろう。なお、ここに書かれている「私たちは」についてコーコランは、「この詩は、「私

たち」、「私たちの」という語が、北アイルランドのカ トリック教徒の社会よりもっと大きい社会を

定義している、ヒーエーの作品における主な例である」 (COrcOran,110)と述べている。 こういう

意味の「私たち」が使われているのは、興味深いといえよう。

では、どのような葬儀が可能なのだろうか。それは、「私は、ボインの大きな墓室を、/復元 した

いものだ」に示されている。ボイン渓谷とは、一六九〇年、アイルランドにおけるスチュアー ト朝

勢力が根絶され、プロテスタントの優位が確立された場所であり、同時に、先史時代のケル ト人の

墓室がある場所である。即ち、そこは、新旧キ リス ト教徒の対立の元を作った場所であり、また、

対立がなかった場所の比喩である。それは、矛盾撞着語としての意味を持っているが、両セクトの

和解を祈願するヒーニーは、両者の対立のなかった時代に、重きを置きたいと考えているのであろ

う。

そこから更に和解の トーンは続く。「ゴロンゴロンというエンジン音の、家族用大型車は、/どの

鼻先も埋葬塚に向け」(`purring family cars/nose into hne')に おける「ゴロンゴロン」とは、猫が

満足 して喉を鳴らすことであり、どの鼻先も埋葬塚に「向け (て )」 とは、対立 した意見が一つにな

ることである。「弱められた太鼓の響きに似た、/一万のエンジン音」とは、消音器で弱められた車

のエンジン音のことであるが、同時に、それは、戦場を思わせる太鼓の響きが弱められて、「国全体

が調子を合わせる」和解 ということになるであろう。私たちが埋葬塚へ向かうことが、「勝利の行進」

ttriumphつ であるとは、その トーンを更に強めたものであろう。しかし葬儀の列は、「蛇」のように
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悪意にみちて、「北の渓谷」 (北 アイルランドラウス州のカー リンフォー ド渓谷)か ら「巨石時代の

遺構」 (ア イルラン ド共和国ミース州ボイン渓谷近辺のニューグレンジ)へ と、延々と続いている。

アイルランドの歴史は、延々と続 く暴力の歴史である。このサイクルを打ち破るものは、キリス ト

教を越えたものでなければならない。

第ニセクションでは、墓の入 り口を石でふさぎ、ヒーニーは車で北へ向かいながら、「ポインの墓

室」が意味するものより理想的な葬儀、即ち、殺害と復讐という悪の連鎖を断ち切って、「復讐され

ないままで」埋葬された、北欧の神話に描かれた英雄グンナルの死に込められた和解を意味する葬

儀を考えている。

私たちは、ス トラングとカーリングの

フィコル ドを通 り過ぎ、再び北へ向かうだろう。

ここに出てくるス トラングとカーリングは、ともに、ス トラングフォー ドとカー リングフォー ドと

いう、ヴァイキングによって名付けられたアイルランドの地名であるが、ヒーニーは、英語の語尾

の「フォー ド」(生 fOrd')を削除し、それに変えて、直接ヴァイキングと関係づけるデンマーク語の「フ

ィヨル ド」(`芍 Ordつ (高 い断崖の間に、深 く入り込んだ狭い湾)をつけて、両セク トを含めた「私た

ち」は、和解を祈願するために、「北J(目 標点は、それによって意味されるヴァイキングの国)ヘ

向かう。そこは、英雄グンナルが眠っているところである。その墓室における蝋燭は、第一セクシ

ョンとは違い、揺らく
Sこ

となく燃えている。

その墓室が開かれると、彼は振 り返 り、

喜ばしい顔をして、

月を見た。

この 「月」とは、ヒーニーによる「西へ行く」に出てきたキリス トの復活を意味する月であり、こ

こでは、グンナルの復活が連想されている。

ヒーニーは、種々の葬儀を考えながら、キリス ト教を越えたもののなかに、理想的葬儀、言い換

えれば、アイルラン ドにおける真の平和を祈願 しているが、それがキリス トを思わせる北欧の神話

的英雄の葬儀というのも、面白い。

】ヒ

私は、長い岸辺に、

鍛造された蹄鉄に似た入り江に、

帰ってきて、ただ継「く大西洋の、
世俗的な軍勢を発見した。

私は顔を向けた、アイスランドの

魔術を失った魅惑に、

グリーンランドの

痛ましい植民地に。すると突然、
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これらの伝説上の侵入者たち、

錆びた長い剣と、

同じ背丈をした、

オークニーとダブリンに横たわつている者達Ⅲ

石の舟の、

かたい腹の中にいる者達、

切り刻まれ、雪解けの流れの、

砂利の中に、きらあいてぃる者達一

これらの者達の声は、大洋の雷 きのため、

聞こえなくなってい.たカミ、私に警告を発した。

それらの声は、暴力や啓示という形で、再び声を張り上げた。

ヴアイキング船の,波を切る舌は、

あと知恵で浮かんでいた一

それが言うには、 トール神のハンマーが打ち下ろされたのは、

領土や交易問題|イこ、

愚かな政略結婚や復讐に,

アイスランド国会の、憎悪と陰日に、             Ⅲ

うそと女達に、

平和という名の消耗に、

流血を抱擁している記憶にだ。

それは更に言った。

「言葉の宝庫に横たわれ、

畝となつている、あなたの頭の、

輝く渦巻きを掘れ。

暗闇の中で詩を作れ。

長年にわたる略奪の中で、

北極光を期待せよ。

光の滝は求めるな。

つち らの泡を見通すように、

あなたの目を、曇りなくしておけ。

あなたの手が熟知している、

ボ越の宝石の感触を信じよ」。
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「トルンドの男」でヒーニーは、巡礼者 としてユ トランド半島のオルフスヘ行こうと言ったが、こ

の詩では、ヒーニーが巡礼者として北から、大西洋に面 している北アイルラン ドの西海岸、「蹄鉄に

似た入江」の ドネガル湾に帰ってきたものと思われる。その入江では、巡礼者としてのヒーニーが

当然期待するものとは違った世俗的なもの一 「轟く大西洋の軍勢」―を発見する。これは、押し寄

せてくる波を意味するが、同時に「蹄鉄に似た入江」によって導き入れ られた言葉であり、それは

アイルランドに侵入してきたスカンジナヴィア人の軍勢を連想させるといえる。

そこでヒーニーが視線を向けたのは、神話や中世文学が残っているアイスラン ド (「魔術を失つた

魅惑」)と植民地の悲惨な歴史を持つグリーンランド (「 痛ましい植民地」)である。共にデンマーク

の植民地であったこれらの二つの国は、アイルランドの北に位置するが、同じく北に位置するノル

ウエーやデンマークというヴァイキングの国々と違い、アイルラン ドに侵入 したのではなく、彼ら

によって、それらの国々も侵略され、長い間、文字通 り、植民地とされてきた国々である。従って、

この詩の題の「北」とは、ヴァイキングによって征服されたアイルラン ドにおける「北」の歴史を

意味するが、ここでは、そればかりでなく、アイスランドとグリーンラン ドをも意味する。この詩

では、このように「北」が多層的な意味をもっている。

第三連では、ヴァイキングが直接に登場する。オークニやダブリンの博物館の、石の舟の中に展

示されている彼 らは、アイルランドに侵入 して、住民を殺 し、征服 したのであるが、ここでは、ア

イルランド人によって、「切 り刻まれ、雪解けの流れの、/砂利の中に、きらめいている者達」であ

る。彼らは侵入者であり、また殺された者である。加害者であり、被害者でもあるというアンヴィ

ヴァレントな彼らの存在 こそ、「暴力と啓示Jと いう相反する仕方で、「北」を意味する国々、アイ

スランド、グリーンランド及びアイルラン ドばか りでなく、ヴァイキングの国々にも警告を発する。

博物館に展示されている石の舟とは違った「ヴァイキング船の、波を切る舌」とは、船の両先端

が反 り上がったヴァイキング船の舶先のことであり、それが舌と表現されているのは、古代スカン

ジナヴィア神話における、雷、戦争などを司る トール神の警告に関係 している。なおこれは、波を

切って泳いでいる蛇をも連想させるだろう。そうすれば、蛇がアイルラン ドにやってくるとは、「男

性の侵略者に対する女性としてのアイルラン ド」(Foste島 62)を 連想させる。この詩が収録されてい

る詩集『北』には、「アイルランドによせる海の恋歌」があるが、そこでは、女性的アイルラン ドは、

強い国によって凌辱される国として表現されている。侵略されたアイルラン ドは、このようなイメ

ージで描かれている。

長い間侵略した者の声を聞くことは、アイルラン ドでは喜んですることではないが (「大洋の轟き

のため、/聞 こえなくなっていたが」)、 彼らが加害者であり、彼 らの死でもって自らの罪の代償をし

ているがゆえに、加害者が直面 した様々な問題 (「領土や交易問題に、/愚かな政略結婚や復讐に、/

アイスランド国会の、憎悪と陰口に、/う そと女達に、/平和という名の消耗に、/流血を抱擁 してい

る記憶」)は、アイルラン ドにとって現代にも通用する真実であるかもしれない (「 あと知恵で浮か

んでいた」)。 確かに、これらは単に過去の問題ではなく、現代のアイルランドの問題でもある。

第八連以降のヴァイキングの言葉は、「後知恵」ではなくて、それとは反対の、ヒーニーに宛てた

予言の言葉であろう。それは、ヒーニーに再び詩に帰 り (「 言葉の宝庫に横たわれ」)、 アイルランド

の歴史と言葉の宝庫を掘ることを勧めている。「掘る」という行為は、彼の初期の詩より何度 も見ら

れたが、「畝となっている、あなたの頭の、/輝 く渦巻きを掘れ」という言葉は、ヒーニー自身の内
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面に測鉛を垂 らし、それによって、アイルラン ドの歴史と言葉を探 し、彼自身の詩を作ることを勧

める声であろう。

第九連の「略奪」とは、ヴァイキングの行為の歴史であり、同時に、「北」から詩的霊感を「略奪」

する詩人ヒーニーの詩的活動を意味 している。直線的で、眩い光 (「光の滝」)で はなく、変化 し、

曲が り、乱反射する「北極光」を期待するよう、詩人は勧められている。何故なら、アイルラン ド

の問題の解決には、どんなに優れていても、一つの論理では、対応できず、乱反射する「北極光」

のようなアプローチにならざるをえないからである。多面的なヒーニーを予言 している言葉である。

最終連におけるヴァイキングの予言は、ヒーニーにとって、見て、感 じた世界 (「 小粒の宝石」)

の感触を信 じなさいということであろう。そうすれば詩人は、その感触を手がか りに暗闇の中でも、

見えないものを手探 りで探 し、つららの泡を見るように、空中に消えてしまったものまで見ること

が出来るのである。

これ らの言葉は、ヴァイキングの「あと知恵」であり予言であると同時に、別な見方をすれば、

ヴァイキングを介 した、ヒーニー自身の「自己との対話の声」(Corcoran,102)と 言ってもよかろう。

ヒーニーはこのようにして、過去のアイルラン ドの加害者からも啓示を受けて、現在のアイルラン

ドの問題を考えながら、内面的詩人として生きて行こうとしている。

グラウバウルの男

彼は、タールを浴びせられたように、

泥炭を枕にして

横たわり、彼自身の、

黒い川に似た、

涙を流しているようだ。

彼の手首の皮膚は、

沼地のオークのようで、

丸く膨らんだかかとは、

玄武岩の卵のようだ。

足の甲は、白鳥の足、

それとも濡れた沼地の根に似て、

冷たくちぢかんでいた。

その尻は、ムラサキガイの、

稜線と膨 らみであり、

脊椎は、きらめく泥の中で、

捕 らえられたうなぎだ。
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その頭は上を向き、

顎は、切り裂|かれた喉の.

穴の上に上げられた、

まびさしだ。その喉は、

なめされⅢしなやかになってい.た。

癒された傷は、

暗いニワトコの生えている所へ、

内側に開いている。

生きているような、彼の色つやを、

誰が「死骸」というだるうか。

神秘的な彼の眼りを、

誰が 「死体」というだろうか。

錯びたような彼の髪は、

胎児のよ―う 1と、

もじゃもじやし.た髪
`

私は最初、写真で見た、

彼のねじれた顔を、

鉗子で取り出された赤ん坊のよ―うに傷つき、

泥炭から取り出された、

頭と肩を。

しか し、彼は今、

赤みを帯びた、

角形の爪にいたるまでヽ

私の記憶の中に、完全な姿で横たわる。

彼は美と残酷きの|、

両天秤にかけられていた,

そうだ、彼の盾の上に、

あまりにも完全に四い込まれた「瀕死のガリア本」と、

日隠しをされ、切り裂かれ―、

投げ捨てられた、

犠牲者一人ひとりの、

実際の重さという両天秤―に。
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一九七三年に、ヒーニーは、デンマーク英語教員協会の招聘を受けて、デンマークに出かける。

その際、彼は、オルフスの博物館で、平和と豊穣を期待 して、冬至の生け贄 として殺されたグラウ

バウルの男の遺体を見る。ヒーニーは、先に同じように冬至の生け贄として殺された 「トルンドの

男」についての詩を書いているが、この詩 も、同じような意図で書かれたものである。またこの詩

も同じように、P.V.グ ロッブの『沼地の人々』に収録されている写真 (「私は最初、写真で見た、

/彼のねじれた顔を」)を見て、詩想が湧き出たものであろう。ヒーニーは、グラウバウルの男 (三

世紀ごろから五世紀 ごろと推定されている)の遺体を見ながら考えているが、それは「ヒーニー自

身の乱れた暖味な反応」(Corcoran,115)と なっている。

グラウバウルの男は殺 され、年月の経過とともに、今は「彼の手首の皮膚は、/沼地のオークの

ようで、/丸く膨 らんだかかとは、/玄武岩の卵のようだ」と、沼地の一部となっている。それか

ら、彼の足の甲、尻、脊椎 と詳細に描かれ、どれも植物及び動物、いや自然の一部に変容している

ことが示されている。そのようにして、

癒された傷は、

暗いニワトコの生えている所へ、

内側に開いている。

と、続いている。「ニワ トコ」とは、キ リス ト教伝説では、キリス トが礫刑にされた十宇架であり、

イスカリオテのユダが首をくくった木であるといわれているが、ここでは、前者と取つたほうがよ

かろう。キ リス トの死から復活に至るイメージが、グラウバウルの男の再生へのイメージと重ね合

わされているからである。彼の遺体についての、「誰が「死骸」というだろうか」、「誰が「死体」と

いうだろうか」という二つの修辞的疑間文は、彼の再生の暗示であり、それは、「錆びたような彼の

髪は、/胎児のように、/も じゃもじゃした髪」における「胎児」で強められている。 しかしその

胎児は、「鉗子で取 り出された赤ん坊のように傷つきJと なっていることが問題である。というのは、

健全な赤ん坊ではなくて、「傷ついて」いるとは、十分な意味の再生ではないという意味である。こ

の言葉をきっかけとして、既に出てきた「彼自身の、/黒 い川に似た、/涙 を流しているようだ」を

読めば、それも亦再生に負のイメージを与えていることになる。

このようにして、グラウバウルの男は、三つに分化 していることになる。即ち、自然の一部とな

つた美しい姿態、残酷に殺された犠牲者と不完全な再生のイメージである。これが、ヒーニーの「記

憶の中に、完全な姿で横たわJり 、ヒーニーはその二つの要素―美と残酷さ―を、美の原型と言え

る「顔死のガリア人」と残酷さの原型と言える現代のアイルランドの犠牲者に変容させ、その二つ

を両天秤にかけて考える。

しかし、そのどちらに対 しても、ヒーニーの態度は曖味である。美について言えば、古代ローマ

時代の彫刻のガリア人は、頭を垂れ、左手を右膝につき、全体重を右腕で支え、狭い盾の上に、完

全に囲い込まれている。ミケランジェロが褒めたその姿は芸術的には美しくはあるが、「神話や芸術

という、本来囲い込まれてはいけないものを、「あまりにも完全に囲い込」むが、その時の象徴化に

伴う欠陥」(Tobin,120)と も考えられるからである。

一方残酷さを意味し、ヒーニーが目撃する、アイルラン ドの現代の犠牲者は、「目隠 しをされ、切

り裂かれ、/投 げ捨てられた、/犠牲者一人ひとりの、/実 際の重さ」として描かれていて、あまりに

も生々しく、あまりにも残酷すぎる。このように考えながら、不完全な再生のイメージを交えつつ、
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ヒーニーは自問自答 している一 「顔死のガリア人」は永遠の美と言えるのだろうか、北アイルラン

ドの政治の犠牲者は犬死ではなくて祖国を再生させるための平和の礎になっているのだろうか、殺

害はやはり今も昔も殺害にすぎないのだろうか。ヒーニーは、そういう美と残酷さを両天秤にかけ

て、アイルラン ドの平和を考えながら、彼の心のなかで議論 しているが、確かな答えを見つけるこ

とはできない。

刑罰

私は、感じることができる、

彼女の首筋に、引き締められる絞首索を、

被りもののない彼女の顔に、

吹き付けられる風を。

風は彼女の乳首に吹き付け、

それを琥珀色のビーズとする。

風はまた、壊れやすい索具のような、

彼女の肋骨を揺さぶる。

私は、思い描くことができる、

沼地に沈められる彼女の身体を、

重しの石を、

浮きとなった棒と枝を。

沈められると、最初に彼女は、

樹皮を剥がされた若木となったが、

掘り上げられた今は、

オークとなった骨、桶となった脳だ。

黒い麦の、切 り株のような、

髪をそり落とした彼女の頭、

彼女の目隠し布は、汚れた布、

彼女の絞首索は、

愛の思いでを

蓄える輪だ。

小さい姦通者よ、

あなたが罰される前は、
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亜麻色の髪をして、

やせ細 り、あなたの

タールのように黒い顔は、美しかった。

罪の身代わりとなったかわいそうな人よ、

私は殆ど、あなたを愛しそうだ。

しかし私は、沈黙の石を

投げたであろう、と思う。

私は、狡猾にも覗きみする人だ、

晒され、黒ずんだハチの巣の

ようなあなたの脳を、

網の目のようなあなたの筋肉を、

数え立てられたあなたのすべての骨を一

タールで覆われた、

ともに姦通 しているあなたの姉妹たちが、

柵のそばで泣いていたとき、

黙って立っていた私、

文明化 した激 しい怒りを

黙認するが、

厳格で、民族間の、

心からの復讐は理解している私。

この詩は、RVグ ロッブ著『沼地の人々』(一一〇一一五)か ら想をえて、書かれたものである。

グロッブによると、鉄器時代の、一四歳の「ウインダビーの少女」は、ユ トラン ド半島南部のシュ

レスヴィッヒにおいて、姦淫の罪で、殆ど全裸にされ、日は目隠しの布で覆われ、首には絞首索を

はめられ、生きたまま、四フィー ト四インチの水中に沈められた。警察当局によって羽代の殺人事

件と思われていたこの遺体は、現在はシュレスヴィッヒ・ホルスタイン少H博物館に保存されている。

ヒーニーは、このウインダビーの少女に対する刑罰と、一九七〇年代に、イギリス兵 と情を交 し

たために、タールと羽根をつけカ トリック教徒により私刑に処せられたアイルラン ドの、カ トリッ

ク教徒の女性の刑罰を比較している。両者の罪はともに姦淫である。このようにしてヒーニーは、

過去を見ながら、現在を見、現在を見ながら、過去を見ている。ウインダビーの少女に対するヒー

ニーの態度は、博物館に展示された、単なる発掘物に対するものではないことになる。しか し、過

去と現在の、姦淫の罪を犯し、同じ民族によって刑罰として処刑された女性に対するヒーニーの態

度は、アンビヴァレントなもの、矛盾に満ちたものである。

ウインダビーの女性は、最初は二人称で描かれている。
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私は、感じることができる、

彼女の首筋に、引き締められる絞首素を、

被 りもののない彼女の顔に

吹き付けられる風を。

この女性が処刑された過去の瞬間を、あたかも現在のように、ヒーニーは、生き生きと、感覚的に、

再現 している。この後は、視覚的に (「私は、思い描 くことができる」)、 その少女を沈めた「重 しの

石」や 「浮き石となって棒と枝」を再現 している。このように約二〇〇〇年前の過去を、まさに立

ち会ったかのように現在に再現することは、ヒーニー自身が、この女性に対する強い同情を持って

いるからである。第四連では、彼女が変容をとげた現在の姿― 「オークとなった骨」、「桶となった

脳」―の描写に移る。第五違では、その少女の、処刑される直前の人間の属性を持った姿 「黒い麦

の、切 り株のような、/髪をそ り落とした彼女の頭」が描かれている。詩人の想像力は過去に遡 り

なが ら、生身の少女姿を目の前に蘇 らせてゆく。その時に、彼女の絞首索を、「愛の思い出を蓄える

輪」(`a ring/to store/the memories oflove')と している。愛することが、彼女の破滅になったと

いう、愛のパラドックスを示 しているのは、面白い。ヒーニーの同情がだんだん強 くなってきてい

る。ここからその少女に対する呼び掛けは、二人称から二人称 (「 小さな姦通者よ」)イこなる。その

少女の処刑される前の美しい姿は、「亜麻色の髪をして、/やせ細 り、あなたの/タ ールのように黒

い顔は、美しかった」となる。ここから別な呼び掛けが、「罪の身代わ りとなったかわいそうな人よ」

(`My poor scapegoat')と 、される。「罪の身代わ り」とは、旧約聖書では、人々の罪を負わされて、

荒れ野に放たれた贖罪のヤギ (レ ビ記第十六章)の ことであり、「カ トリック教の祈祷書では、キリ

ス ト」 (CorcOran,117)の こととなる。このようにして、異教の世界がキリス ト教の世界に変容を

遂げている。それを確実なものにするために、新約聖書等の言葉が踏まえられてくる。第八連の「沈

黙の石を/投 げたであろう」(黙つてはいたが、非難する気持ちはあった、という意)は、姦淫の罪

で捕 らえられた女性を見ている、群衆を前にして、キリス トが言った言葉 「あなたがたのなかで罪

のない者が、まずこの女に石をなげつけるがよい」 (ヨ ハネ伝第八章第七節)が踏まえられている◇

第八連の「数え立てられたあなたのすべての骨」は、「カ トリック教徒の礼拝において、キ リス トに

ついて歌われる賛美歌の一つ一『彼 らは私の手と足を刺 し通 した。彼らは私のすべての骨を数えた

てた』一からのものである」(COrcoran,117)。 異教徒の少女が、キ リス トのイメージで描かれてい

るのは面白い。

ヒーニーは、このような女性に対 して 「私は殆ど、あなたを愛しそうだ」というが、それに「殆

ど」という副詞を添えて、逸る気持ちを抑えてる。結局彼は沈黙を守ることになったが、彼の心の

中で戦う。その少女に対する愛情と非難の気持ちがあったからである。ともかく告発者の立場 (非

難する側)に立った彼は、第八連では、性的倒錯者に特有の、「覗きみする」(`voyeurつ 罪を犯し、

一転 して、告発される立場に立つ。性的倒錯者という罪を犯した彼自身を、ヒーニーはそのまま放

置しないだろう。「黙つて立っていた私」を、「沈黙の石を投げたであろうJに重ねて読むと、彼自

身に対する非難が読み取れるだろう。ウインダビーの少女に対する非難が、カ トリック教徒の女性

に対する彼自身への非難と変わつているのではあるが。

このようにして、最後の二連が提示される。ここで提示されているのは、現代アイル ランドにお

いて、イギリス兵と情を交わし、「姦淫」の罪を犯したとして、カ トリック教徒によって私刑に処せ

られた、カ トリック教徒の女性である。その女性と、彼らを処刑 したカ トリック教徒に対するヒー
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ニーの態度は、沈黙 (「 黙って立っていた」)と 黙認 (「文明化 した暴力を黙認するJ)と 理解 (「 理解

|     している」)の間で揺れ動いている。新旧キリス ト教という宗教の違い、ローヤリス トとナショナリ

|     ストという政治的立場の違いを越えて愛 した女性を、同じ民族が 「処刑」して、それに対 して、詩

人が完全な同情ではなく、揺れ動く、矛盾に満ちた態度 (「文明化 した激しい怒 り」̀civilized outrage'

と「′いからの復讐」`intimate revenge'と いう矛盾撞着語にも注意を)を とっていることは、現代の

アイルランド問題の、解決不可能とも思われる複雑さを示 している。

「刑罰」をめぐるこの詩は、過去においても現在においても、「他人」ごととして考える人にとっ

ても、「私」に引き寄せて考える人にとっても、重いテーマである。

何か言いたくとも、

何も言 うな

アイルランド問題の見解を求めている、

イギリスのジャーナリストとの会見の後、

私は書いている。私は冬ごもりの場所に帰ってきた。

そこでは、悪いニュースはもはやニュースとはならず、

そこでは、報道関係者や通信員がかざまわり、指 し示 し、

ズームレンズやテープレコーダーや巻いた導線が、

ホテルに散乱 している。この世の関節が外れてしまった。

しかし私の心が傾くのは、ロザリオの数珠であって、

政治家や新聞記者のなく
｀
り書きや分析ではない。

なぜなら彼 らは、毒ガスや抗議行動から、

ダイナマイ トから軽機関銃に至る、

長期の闘争について書きなぐり、

「エスカレー ト」、「激しい反動」

「弾圧」、町RA暫定派」、「分紅化」

「昔年の憎悪」を、彼らの脈拍にあてて、確かめてきたか らだ。

しかしここで、私は生きている、私もまた生きている。私は歌う、

ラジオの最初の報道の、高い緊張感で、

市民の隣人とともに、巧みに市民の言葉を使い、

まやかしの味や、権威的な、古い、手の込んだ応答の、

石のような味を証めながら一
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「おお、恥ずべきことですよ、確かにその通りですね」、

「いつ終わるのでしょう」、「一層悪くなりますね」、

「彼らは人殺しですよ」、「強制収容所。当然でしょうね」。

「正気の声」は耳障りとなってきている。

人々は、近くで死んでゆく。爆破された通 りや家では、

ダイナマイ トは、ありふれた交響効果となっている一

セルティックが勝つと、「ローマ教皇さまは、

今夜は、ご機嫌でしょう」、とその男が言う通 りだ。彼の信徒たちは、

心の深い底の底で思っている、その異教徒は、

ついに、火あぶ りになる覚悟でついてきた、と。

私たちは、炎の近 くで震えているが、実際の発砲事件と

関わ りを持ちたくない。私たちはいつものように、

利益のことばか り考えている。魔女の乳首のように冷たく、

しゃぶるのが難 しい、背中にあるもう一つの乳房を長い間ずつと吸っていると、

私たちは国境にかんする些細な問題では、いつも二枚舌になってしまう。

自由主義のカ トリック教徒の調子も虚ろに響 く、

昼も夜も、すべての人々の心や窓を振るわす、

銃声と混ざり合い、増幅されるときには。

(こ こでは「陣痛」を主張 した詩を書き、

苦境の中で、再生を診断したい気持ちとなる。

しかしそうすれば、他の病状を無視することになるだろう。

昨夜の、オレンジ党の太鼓の響きを

聞き取るには、聴診器など必要なかった。それはパースにも、

表菫にも、ともにアレルギー反応を起こすだろう)。

四方で、「小さな小隊」は、召集されている。

その言葉は、偉大な反動家バークを経由した、クルーズ・オブライエン

のそれ。一方私たちは、同時に箸ともなり、餌ともなる、

言葉に対する千ばつに苦しみながら、ここに座っている、

それらの言葉が、さまざまな種族の魚群を、警句や

秩序へとおびき寄せるだろう、と思いながら。私は信じている、

もし「青銅より長持ちする」という、正しい言箕が与えられると、
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私たち誰もが、偏狭と偽物の間に楡
ン
を引くことも可能だ、と。

「宗教はここでは日にされません」。勿論です。

「目を見れば彼らが分かります」。だからあなたは黙っていなさい。

「どちらの側も悪い」。どちらがより悪いということではない。

大変だ、小さな漏れ口ができるころだ、

シェイマスに続く恐ろしい氾濫を防く
｀
ために、

そのオランダ人が作った巨大なダムに。

しかし、こういう芸術や他の物書きの仕事をやっていても、

私にはそれは出来ない。有名な

北国の寡黙、場所と時間という身動きのならないさるぐつわ。

そうだ、そうだ。「ちっちゃい六つ」について、私は歌う、

そこでは救われるためには、ただ自分の面子をたてていればよい。

そして何か言いたくても、何も言わないことだ。

火炎信号は私たちに比べると、大声で語 りかけてくる。

名前と学校を見つけるための策略、

呼び名による巧妙な差別、

命名の規則にとっては、殆ど例外はない。

ノーマン、ケンとシドニーは新教徒、

シェイマス (シ ョーンと私を呼んでくれ)は、正真正銘の旧教徒だ。

お―、合い言葉、握手、 麟
と
きと会釈の国、

落とし穴のように、開いている広い心の国よ。

そこでは炎の下の、灯心のように、舌はとぐろを巻き、

私たち半分は、木馬のなかにいるように、

ずる賢いギリシャ人さながら、檻に入れられ、牢に投ぜられ、

包囲の中に包囲されて、モールス信号を囁いている。

四

今朝、露に濡れた高速道路から、

私は、政治犯の新しい収容所を見た。

爆弾は道端に、新しい上の弾孔を、

残していた。向こう木立に見られる、
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機関銃のある警戒区域こそ、明らかに本物の砦柵であつた。

低い大地特有の、あの白い霧がかかつており、

それは既視感、音声のない悪夢に似た、

第十七捕虜収容所のある映画のようだ。

死の前に生はあるのか。それは、ボーリマーフィに、

チョークで書かれていた。苦しみながらもや り抜く決意、

次々と生まれる悲惨、少しの食べ物と飲み物。

私たちは、ささやかな運命を再び抱きしめる。

この詩は、四セクション、三二連、八四行という、ヒーニーの詩にしては、長詩に属する。一行

は緩やかな弱強五歩格で、押韻は ababで あり、各連は四行から成つている。ヒーニーは、歌謡連

とも言える形式を用いて、凝縮 した詩というより、日常会話をそのまま取 り入れた、散文に近い文

体で書いている。

この詩が書かれたのは、一九七〇年代の初め、北アイルランドで紛争が激化 し、プロテスタント

とカ トリック教徒のテロの応酬、警察と軍隊の激 しい取 り締まりという「騒乱」(`Troublesう の時代

で、ヒーニーは、カリフォルニア大学バークレー校の客員講師をしていた年である。

ヒーニーは、過去の問題を考える際にも、現代に引きつけて考えるのが、彼の詩の特質であつた

が、この詩では、紅めて現代的問題を、直接的に取 り扱つている。しかし彼自身の意識は、二重に

も、二重にも分裂 している。ある時には、「市民の言葉を使い」、ある時には 「正気の声」 となり、

ある時にはハムレットになって、乱れた世を、正そうとする姿勢を見せる。「現代的問題」を「直接

的」に語ろうとすることが、詩人の意識を分裂させ、この詩をわかりにくくさせている。

この詩の題 「何か言いたくとも、何も言うな」tWhatever ttu Say/Say Nothing')は、騒乱の時

代にあって事件に巻き込まれないためには、何 も言わないという保身を意味する言葉であり、同時

に「何を言ってもいいが、意味のないこと (「市民の言葉を使い」と同じ意味)を言え」ということ

になり、この詩の題それ自体も、「二枚舌」 (`fork‐ tongued')を意味するであろう。

第一セクション

ヒーニーは、冬でも温暖なカリフォルエアから、厳 しい冬の寒さの北アイルラン ド (「冬 ごもりの

場所」)に 帰ってくると、イギリスのジャーナリス トの「会見」が待っていた。その「会見J(`encounter'

という言葉は、不意の、不快な対決をも意味している。その一人のジャーナリス トの背後には、多

くの「報道関係者」や 「通信員Jがおり、彼 らは拡大された視覚や、永遠に記録する道具とその付

属品である、「ズームレンズJや「テープレコーダー」や「巻いた導線」を持っている。それ らが「ホ

テルに散乱 している」とは、かってはローマ人やヴァイキングがアイルランドを占領 したように、

狭い空間であるホテルをイギリス人が占領 していることの暗喩であろう。その次に来る言葉が面白

い― 「この世の関節が外れてしまったJ。 これは『ハムレット』(一 。五 。一八八)か らの引用である

が、原作からその後を続けると、「お―、呪われた運命、私がそれを正すように生まれたとは」とい

うハムレットの述懐となる。ヒーニーは、腐敗 した世を矯正すべく生まれたハム レッ トと、同じ意

識を持つのではなく、「それを正すように生まれた」、「呪われた運命Jと いう原文を引用せず、この
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詩の流れを中断して、「しかし私の心が傾くのは、ロザ リオの数珠であって、/政治家や新聞記者の

なぐり書きや分析ではない」と続ける。本来の思考の流れから言えば、「この世の関節が外れてしま

った。/し かし私の心が傾くのは、ロザ リオの数珠であって、/こ の世を正すべき行動ではない」の

方が自然であろう。この半分見せられ、半分隠されたもの、換言すれば、分裂 したヒーニーの意識

は、表現を変えて、この詩に何度か浮上してくる。

ヒーニーは、政治家や新聞記者を信 じない。なぜなら彼 らは、 IRAに 代表される「毒ガスや抗

議行動から、/ダイナマイ トか ら軽機関銃に至る、/長期の聞争について書きなぐってきた」人た

ちである。「書きなぐる」(`have scribbled down')と は、ヒーニーが彼 らに好意を寄せていないとい

うことであろう。また彼 らは、「「エスカレー トJ、 「激しい反動」、/「弾圧」、「 IRA暫 定派」、「分

極化」、/「昔年の憎悪」を彼 らの脈拍にあてて、確かめてきた」人たちである。「脈拍にあてて、

確かめてきた」とは、ロマン派の詩人ジョン・キーツの書簡から引用された言葉である。元の言葉

は、「哲学における公理は、脈拍にあてて確かめ られなければ、 (真の)公理とはならない。私たち

読者は、いいものを読むが、私たちが著者と同じ経過を経験するまでは、それ らを十分に理解 した

とは感じることができない」である。ヒーニーは、キーツの言葉を極めてアイロニカルに使ってい

る。何故なら、政治家や新聞記者は、「エスカレー ト」等の言葉を、北アイルランドのカ トリック教

徒に反感を抱く表現として、彼 らなりに、これらの言葉を使つてきたからである。

そういう彼 らの中にあって、ヒーニーが主張することは、「しかしここで、私は生きている、私も

また生きている」ということである。この言葉は、ローヤ リス トとしての、政治家や報道関係者の、

北アイルラン ドを自分たちの領土だと主張する人たちと対照的に、ナショナリス トで、カ トリック

教徒としての詩人も、この国で、生きる権利を主張している表現であろう。ではそれをどのように

主張するかといえば、「市民の隣人とともに、巧みに、市民の言葉を使い」となる。肩すかしを食っ

たような言葉であるが、これもヒーニーの分裂 した意識の一つである。まやかしの主張をしている

ヒーニーは、それ らを「石のような味」と感じざるをえない。ヒーニーが、多 くの人々の「偏狭 J

と折 り合ってやつていくには、彼自身が「まやかし」をしなければならないのである。

このセクションの最終連の言葉は、七〇年代の北アイルランドの「騒乱」に対する傍観者 として

の、多くの市民達の反応であろう。しかし彼は、そういう市民達の決まり文句は、正 しくないと思

っている。そのため「「正気の声」は耳障りとなっている」という言葉が書かれる。市民達の声と正

気の声は、相対立してお り、ヒーニーの分裂した意識は、「正気の声」に傾いている。

第ニセクション

第一セクションの傍観者としの市民の反応は、彼 らが安全圏にいるのは当然の権利であるという

意識から生まれたものである。それに反してこのセクションは、多くの人々は危瞼地帯にいるとい

う、否定しがたい苛酷な現実― 「人々は、近くで死んでゆくJ―を提示 している。ダイナマイ トで

爆破された通 りや家に隣接 していても、人々は、サッカー試合場に行った り、家のテレビで観戦 し

ている。カ トリック系のチームである「セルティック」が、プロテスタント系のチームであるグラ

スゴー・レーンジャーズと対戦 して勝つと、「ローマ教皇さまは、/今夜は、ご機嫌でしょう」とな

る。そう言った「その男」(`the manつ とは誰なのか。それは、第一セクション、第一連のプロテス

タントの「イギリスのジャーナ リス トJ(tan English joumalisザ )ではないだろうか。すると、「彼の

信徒たちJ(`Hisユockつ を、北アイルランドのカ トリック教徒とすると、「その異教徒は、/つ いに、
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火あぶ りになる覚悟でついてきた」とある「その異教徒は」(単数)を誰だと取ればいいのか。解釈

としては、一つは、北アイルラン ドの過激なカ トリック教徒に敵対 したローマ教皇とする読み方と、

もう一つは、プロテスタントであるそのイギリスのジャーナリス トとする読みであろう。前者だと、

いくら教皇が敵対 したとしても、カ トリック教徒の代表ともいえる教皇が紅刑に処せられるという

読みは、アイルランドのカ トリック教徒にとっては無理があるのではないだろうか。筆者は、後者

の考えを取 りたい。そうすれば、こう読めるだろう。人々が近 くで死んでいくという、非 日常生活

の中にも、サッカーの試合という遊びの日常生活があり、そういう試合の中にも、プロテスタント

とカ トリック教徒の闘いがあり、その試合にプロテスタントが敗れれば、非 日常生活の中では、彼

らは、火欠 りの刑に処せ られる覚悟を持つに等しいと。

その後は、次の詩がくる。

私たちは、炎の近 くで震えているが、実際の発砲事件と

関わりを持ちたくない。私たちはいつものように、

利益のことばかり考えている。

これらの「私たち」は、ヒーニーを含めた多くの市民たちである。これも彼の分裂 した意識の一つ

の表現といえよう。「私たちは、利益のことばかり考えている」(`4/e're On the make')は 、表面的な

意以外に、「私たちは、セックスの相手ばかり求めている」という隠された意も含んでいる。この隠

された意味があるために、「魔女の乳房」、「背中にあるもう一つの乳首」という、グロテスクにも性

的な表現へと続いていく。魔女とは、「きれいはきたない、きたないはきれい」と二枚舌の予言をし

て、マクベスに希望を持たせ、破滅させた『マクベス』の魔女のような存在である。そういう魔女

の言葉を信 じていると (「魔女の乳首―を吸っていると」)、 「国境に関する些細な問題」(`the border

bit')(こ れはヒーニーにとって些細な問題ではないが、(`tit')(乳房)と 押韻するために使われたア

イロニカルな言葉である)では、「私たちは…いつも二枚舌になってしまう」。「二枚舌」とは、前セ

クションの「市民の言葉を使い」と、ほぼ同じ意味の表現である。

新旧キリス ト教徒のテロの応酬の最中にあっては、「自由主義のカ トリック教徒の調子も虚ろに響

く」。この自由主義者の立場は、詩人ヒーニーの分裂した意識で、彼もそうありたいと思っている人

の立場を代弁しているものであろう。

次は、括弧で括 られる六行が来る。彼は、苛酷な現実を前にすると、楽観主義を排除せざるをえ

ない。ヒーニーは、これまでに何度か、暴力による犠牲者が再生することを歌ってきたが、ここで

は「再生を診断 したい気持ちとなる。/しかしそうすれば、他の病状を無視することになるだろう」

と言って、苛酷な現実の前に「再生」を祈願することはできないでいる。ここでは、病気のイメー

ジが繰り返 し現れている一 「陣痛」、「苦境」、「再生」、「診断J、 「病状」、「アレルギー反応」、「聴診

器」。この時代は、「この世の関節が外れてしまっている」のだ。

次に出て くるパースとは、パ トリック・パース(―八七九一一九一六)で 、一九一〇年の復活祭蜂

起で敗れ、処刑されたアイルラン ドの、カ トリック教徒の愛国者である。そのパースもローマ教皇

も、オレンジ党 (北 アイルラン ドの、過激なプロテスタント)の行進の太鼓の響きを聞けば、彼 ら

に対する病的なまでの嫌悪感を持つだろう。「反動家バーク」とは、アイルランド生まれの、反動的、

保守主義者エ ドマン ド・バーク(一七二九一九七)の ことであり、オブライエンとは、戦聞的で、過

激なカ トリック教徒の武装集団に敵意を募 らせていた、アイルラン ド生まれの政治家である。「ノトさ
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な小隊」とは、オブライエンが用いた言葉であろう。それに対 して、ヒーニーは何のコメントもし

ていないが、文脈から読む限 り、彼はバークにも、オブライエンにも、同意できない立場であろう。

では、ヒーニーが詩人として求めるものは何であろうか。それは、「さまざまな種族の魚群を、警句

や/秩序へとおびき寄せるだろう」という言葉である。彼はあくまでも詩人である。しかし、彼は、

今はそういう詩も書けないでいる。

ヒーニーは、「私は信 じている」と、一人称を使って断言する。

もし「青銅より長持ちする」という、正しい言葉が与えられると、

私たち誰もが、偏狭と偽物の間に確 を引くことも可能だ、と。

多くの人たちは、偏狭かまやかしの態度をとっている。そう断言するヒーニー自身も、分裂 した意

識のなかでは、偏狭であつたり、まやか しであった りする。しかし、分裂 した彼の意識のなかで、

「正気の声」あるいは「自由主義者のカ トリック教徒」の声が、より強い声となれば、苦 しい状況

を切 り開き、新 しい光を見いだす ことが可能ではなかろうか。その表現は、「引くことも可能だ」

(`Could draw the lineう となっている。この`cOuld'は 、現実には、困難であり、いや実現不可能かも

しれないという、彼の心情が透けて見える表現ではなかろうか。

第ニセクション

このセクションの第一連の三行は、傍観者としての市民の声とそれに対する陰の声とも言えるも

のが付け加えられている。

[市民]「宗教はここでは口にされません」。[陰 の声]勿論です [そ んなこと言わなくても分かつ

ていますよ]。

[市民]「 目を見れば彼らが分かります」。[陰の声〕だからあなたは黙っていなさい。

[市民]「 どちらの側も悪い」。[陰の声]どちらが [カ トリック側が]よ り悪いということではない。

その後に続く行は、アイルランドにおける、抑圧されたカ トリック教徒の歴史が踏まえられてい

る。オランダ出身の英国王オレンジ公ウイ リアム (治世期間一六八九一一七〇二)は、一六〇九年、

ポインの聞いで、既に退位 していたジェイムズニ世を破 り、アイルランドにおけるスチュアー ト朝

勢力を根絶 した。したがって、「そのオランダ人が作つた巨大なダム」とは、オ レンジ公ウイリアム

が作つた、アイルランドにおけるイギリス人 (プ ロテスタント系の)の定住地を指 し、「シェイマス」

とは、ヒーニーのファース ト・ネームであり、同時に、ジェイムズに対応するアイルランド名であ

る。したがって 「シェイマスに続 く恐ろしい氾濫Jと は、スチュアー ト王朝を支持 したアイルラン

ド人の暴動という意味である。「(そ のダムに)河 さヽな漏れ口ができるころだ」といつて、ヒーニー

自身も、その暴動の加担を示唆するが、その直後 「私にはそれは出来ない」といって、彼自身それ

を否定する。これは、第一セクションの、「この世の関節が外れてしまった」のところで考察してき

たが、ヒーニーの分裂 した意識の一つ、乱れた世を正そうとする意識の一つであろう。とにかく、

ここでは、その意識は、三度否定されたが、更に、また現れることになる。

北国アルスターの人たちは、寡黙であるが、その六州である「ちっちゃい六つ」(`wee six'の 'wec'

は、ちっちゃいを意味する幼児語である)に ついて、ヒーニーは歌うが、それは、ただ面子を立てる

ことと、何も言わないことという矛盾 した表現になってしまう。詩人は、幼児に等 しく、意味不明

のことしか言わないのだろうか。

四連以降は、より厳 しさを増している北アイルラン ドの状況を示 している。 日常的に激 しく対立



岡村俊明 イ引き裂かれた文化」の詩人一ヒーニーを読む (1)

している場所は、学校、職場は勿論、集会所、いや路上においてす ら、ふとした挨拶が、名前や学

校などを明らかにし、彼 らが、新教徒か旧教徒を明示するという状態になっている (「 命名の規則に

とっては、殆ど例外はない」)。 「落とし穴のように、開いている広い心の国よ」は、きわめて幸辣な

アイロニーを持っている言葉である。

最終連の、「舌はとく
Ⅲ
ろを巻き」 (【tongues lie coiled')は 、第一セクションの、「ズームレンズや、

テープレコーダーや巻いた導線」(`zoom lenses,recorders and coiled leads')の 、イギ リス報道関係

者や通信員が持っている「巻いた導線」に呼応 している。そういうイギリス人に包囲されている「私

たち半分」(北 アイルランドのカ トリック教徒)は、

木馬のなかにいるように、

ずる賢いギリシャ人さながら、檻に入れられ、牢に投ぜられ、

包囲の中に包囲されて、モールス信号を囁いている。

この木馬は、言うまでもなく、 トロイ戦争で、ギ リシャ軍が、敵を欺 くために用いた トロイの木

馬である。そうだとすれば、「木馬のなかにいるように…包囲の中に包囲されて」と、読者の視点は、

包囲に向けられるが、隠された視点は、当然のことながら、 トロイの木馬に潜んだギ リシャ軍が ト

ロイを滅ばしたように、カ トリック教徒は、アルスターのプロテスタントを滅ぼす ことになる。こ

のようにして、三回までも、押さえに押さえられていた、乱れた世を正そうとする詩人ヒーニーの、

隠れた意識が巧みに書き込まれている。 しかも、「ちっちゃい六つ」と、幼児語が使用された後で、

それが出されることは、幼児の声を借 りて、分裂 したヒーニーの意識を示 していて興味深いものと

いわねばならない。

第四セクション

三連から成るこのセクションの詩は、詩集『冬を生き抜く』の巻頭の献呈詩である。その詩の趣

旨にそって、『冬を生き抜く』が読まれることが意図されているように、「何か言いたくとも、何も

言うなJと いう詩も、このセクションの詩によって、解釈の方向性が与えられていると考えられる

だろう。

ただ変更箇所が一カ所ある。「市の中心街の壁」が 「ボー リマーフィ」と変更されたことである。

なぜ一カ所の変更がなされたのだろうか、またなぜその献呈詩が、ここに再び置かれているのだろ

うか。

まずボー リマーフィであるが、それは北アイルランドの首都ベルファス トにあるカ トリック教徒

の住宅地で、暴動の中心地であったところである。「市の中心街の壁」より、具体的になっているだ

ろう。

では、前セクションからの続きで、このセクションを読むとどうなるのだろうか。前セクション

では、北アイルランドのカ トリック教徒が、プロテスタントを滅ぼす暗喩として トロイの木馬が提

示された。 しかし、このセクションでは、北アイルランドの状況は、何 ら変わつていない。収容所

は残っている。多くのカ トリック教徒は、木馬の中のギリシャ人のように、閉じこめられたままで

ある。

ヒーニーは、こういう収容所を、彼の運転する草から見ている。草を運転するということは、移

動することによって、運転者がそこに近づいていくことは可能にすると同時に、車のフロント・ガ

ラスや窓ガラスによって、状況から切所されていることをも意味する。その切断 こそは、これまで
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述べてきた、彼の分裂 した意識と呼応 している。

収容所がいつまでも残っている状況で、「私たちは、ささやかな運命を再び抱きしめる」。ヒーニ

ーを含めた北アイルランドのカ トリック教徒は、運命にささやかな満足感を覚えなが ら、厳 しい状

況を切 り開いて行こうとしている。

五 詩集『野外調査』から
「それはお前たちが通 り過ぎるとき、動かずに立っている、

震えながら立っている、あの見えない倒されないオムパロスは」

牡蠣

私たちの牡蠣の殻は、皿の上でカタカタと鳴つた。

私の舌は満ちてくる河口であった。

私の口蓋には、星明か りが下げられていた一

私が塩辛いプレイアディズ星団を味わったとき、

オリオン座がその足を海中に浸した。

生きたまま凌辱され、

氷の床の上に横たえられていた、

二枚貝。その引き裂かれた球状部と、

海の愛撫の吐息。

何百万という牡蠣は、開けられ皮をむかれ捨てられていた。

私たちは車に乗り、花と花開岩の

町を通 り、その海岸に来た。

そこで私たちは、友情のために乾杯しながら、

ひんや りした草葺き屋根と瀬戸物の中に、

申し分のない記憶を蓄えた。

アルプスを越え、千し草と雪の中に深々と詰め込まれた

牡蠣を、ローマ人は南のローマに運んだ。

私は湿った荷籠が、葉のような縁をした、

塩水の香 りのする、過剰の特権を、

吐き出すのを見た、

そして怒った、海の方から寄せてくる、

詩や自由のような、澄み切った光を、
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私が信頼できないことを。私はその日を、

慎重に味わった、その味が、

動詞、純粋な動詞へと、私の全てに生気を与えると、期待 して。

この詩は、各連五行からなる五つの連から成っている。

第一連。視覚、聴覚、味覚が渾然一体となった表現が多い。第一行は、視覚と聴覚、第二行は味

覚と視覚が融合した表現である。牡蠣はふつくらとして、その味は、塩水に、少し淡水が混 じって

いる (「 私の舌は満ちてくる河口であつた」)。 その後、

私の口蓋には、星明か りが下げられていた―

となる。これはシュールレアリズムを思わせる表現である。 しかし私たちは、なぜこのような表現

になっているのか―詩人が飲み込む前の、日蓋にある牡蠣は、なぜ星明か りに結びつけられるのか

―を考える必要があるだろう。

「牡蠣」は、詩集『野外観察』の最初に置かれている詩であるが、その前の詩集『北』の最後の

詩は「燐光」(`Exposureつ である。このように時間的に近い関係にある両詩集の、最初と最後の詩の

中に、詩人は、ある共通のイメージを作つたようである。「燐光」に「水星の脈打つバラ」tThe comet's

pulsing rose')と いうシュール レアリズム的表現がある。それは、詩人の視界か ら消えた水星は、地

上に咲いているバラのなかに脈打っていることを意味するが、このように地上のバラと天上の星が

結びつけられている。それと同じように、その共通するイメージとして、詩人が食べようとしてい

る牡蠣は、星明か りに結びつけられている、と言いってよかろう。他の理由は、星明りが次行のプ

レイアディス星団に結びつけられているからであろう。

第四行と五行 も難解であるが、先ず、プレイアディズ星団とオ リオン座についての説明が必要で

あろう。前者は、ギリシャ神話の、ア トラスの七人の娘で、ゼウス神によって、星に変えられ、プ

レイアディズ星団となったものであり、後者は、同じく、ギ リシャ神話における巨漢で、美男の猟

師オリオンのことであるが、それがプレイアディズを追って、アルテミスに殺され、天に上げられ、

南天のオリオン座となったものである。したがって、「私が塩辛いプレイアディズ星団を味わった」

とは、女性に喩えられた多くの牡蠣を、ヒーニーが味わったという意味であろう。その牡蠣は、地

上では、女性であったということが、第二連になると意味を持ち、「凌辱」のイメージに繁がる。ヒ

ーニーは夕暮れ時、南天の星座を見て、神話を思い出しなが ら牡蠣を食べている。ゆった りとした

時間が流れて行 くが、その間にオリオン座星雲の足に相当する部分 (リ ゲル)が海中に没して くる。

この連では、ヒーニーとその友人が牡蠣を食べるが、ヒーニーの感覚的な喜びが、このように、独

特な表現で描かれている。

第二連。明るさ、友情、光、拡が りを特色とする第一連と違って、この連は、冷たさ、罪悪感を

特色とする。詩人は、牡蠣を味わったが、それは、女性に対する、一種の凌辱にも等 しい行為では

なかろうかという思い、罪悪感に襲われる。牡蠣は、女性の性器に形態的に似てお り (「 引き裂かれ

た球状部」)、 そう考えると、牡蠣を凌辱したのは、詩人ばか りでなく、海という男性でもあること

になる。その時に使われた「(海の)愛撫の (吐息 )」 (`philanderingう という表現は独自である。詩

人がそのように眺めていると、

何百万という牡蠣は、開けられ皮をむかれ捨てられていた。

という光景が、詩人の眼前に展開していた。
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第二連。詩人は、友人と ドライブをしながら、花と花蘭岩の町を通 り、海岸線にやってきた。そ

こで、涼 しい藁屋根の小屋に入 り、皿に牡蠣を盛 り、ワインで祝杯をあげなが ら、それを食べた。

幸福な時間と友情と食事に感謝 したい気持ちが溢れている。しかし、彼は突然、牡蠣は美食ゆえに、

どんな歴史を辿ったかを考え始める (第四連 )。 かって、ヨーロッパを席巻 したローマ人は、植民地

で賞味していた牡蠣を、アルプスを越えて、故国ローマにも持ち帰った。牡蠣は、ローマ帝国主義

が独占した美味のシンボルとしての役割を果たしてきた。ヒーニーは、「湿つた荷籠」が「葉のよう

な唇をした、/塩水の香 りのする、過剰の特権を」を吐き出すのを見た。「葉のような唇をした」と

は、葉のようなギザギザの縁をした牡lTHの ことであり、同時にそれは、ローマ人が、アフリカから

連れてきた黒人奴隷を連想させる(Curtis,104)。 「過剰の特権」とは、帝国主義のローマ人が、権力

を行使して、食車に供 した牡蠣のことである。この連は、ローマ人の、牡蠣の運搬現場に、ヒーニ

ーが立ち会っているという印象を与える。「彼は[ヒ ーニーは]ロ ーマについて思い出しているが、イ

ングランドについても考えている」(Hart,121)。 そうすれば、ヒーニーは、加害者という立場から、

被害者という立場になる。

一つのセンテンスが、第四連か ら最終連に続いて、「そして怒った」となって、牡蠣についての彼

の怒りを、詩観へと転じながら、彼の中で自問自答している。怒 りの理由は何なのか、と彼は間う

ている。詩人が書 くべきものは、「海の方か ら寄せてくる/ 詩や自由のような、澄み切った光」で

はないのか。ローマ人とイギリス人による「過剰の特権」に対する怒 りか ら、本来の詩を書 くこと

ができないことに対する、彼自身に対する怒 りではないのか。では詩人はどうすればよいのだろう

か。そこで彼は、答えを見つける。

私はその日を、

慎重に味わった、その味が、

動詞、純粋な動詞へと、私の全てに生気を与えると、期待 して。

彼は、日常生活 (「 その日」)の なかにあって、「慎重にJ言葉を選び、詩を書き、そのようにして初

めて、彼の全身、全霊を捧げて、名詞に代表される、ローマ帝国とか、イギ リスに代表される、所

有とか、領土ではなくて、そこから解放する「動詞」への期待をこめることになる。

この詩は、彼の全身全霊に生気を与え、苦 しいアイルラン ドの状況から出発 して、それを越えた

詩を書きたい彼の祈念の詩であろう。

トゥーム街道

ある朝早く私は、強力なタイヤで囀るような

音をたてている、警護の装甲車に出会った。

どの車も、折ったハンノキの枝で擬装し、

ヘッドホーンをつけた兵士は、砲塔に立っていた。

彼らは私の道を、自分のもののようにして、どのくらい前から、

ここにやって来ていたのだろうか。国全体は眠っていたようだ。

私の権利として保持 していたものは、通行権、畑、牛、

開けはなった納屋にある、錬付きトラクター、
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サイロ、冷たい門、濡れた屋根瓦、納屋の屋根の

緑と赤色。多くの人たちの裏口には、

掛けがねをかけているが、私は誰に走 り寄 り、言えばいいのだろうか、

来ると思いながらも、遠ざけておきたい、

悪いニュースの伝達者、あの真夜中の訪間客がやってくれば。

種子をまく人よ、墓石を立てる人よ…

お前たち眠っている大砲の上の、おお、磯
り
軍夏 ょ。

それは、お前たちが通 り過ぎるとき、動かずに立っている、

震えながら立っている、あの見えない倒されないオムパロスは。

ヒーニーの詩集『冬を生き抜く』に、「トゥーム」という詩がある。その詩で、「私は口を丸めて、

/柔 らかな破裂音を出し続ける、/ト ゥーム、トウーム」と書かれている。このように「トゥーム」

は、独特な音の連想において書かれたが、この詩においても、最後の行の 「オムパロス」が、同じ

特色を持っている。この詩の題 「トゥーム街道」とは、 トゥームに通 じる街道であるが、 トゥーム

については、詩 「トウーム」におけるコメントを参照されたい。

この詩は、ヒーニーの多くの詩と同様に、多様な含蓄を持つ言葉で始まっている。

ある朝早く私は、強力なタイヤで囀るような音をたてている、

警護の装甲車に出会った。

「ある朝早 く」は、六行日の「国全体は眠っていたようだ」、「お前たち眠っている大砲」を予測さ

せ、最後の行の「オムパロス」と結びつくと、夜がすっかり明けることを期待する詩人の言葉とな

るだろう。「警護の装甲車」とは、誰を警護するのかという問いかけを含んでいる。

それは、イギリス人 (あ るいは、北アイルランドのプロテスタント)を警護するのであって、カ

トリック教徒にとっては、警護ではなくて、侵略を意味するのではないだろうか。「囀るような音を

たてて」(`warbling')も 面白い表現である。普通ならば、「(強力なタイヤで)大地を振るわせ」とな

るから、これは、軽いというか、どことなく場違いな表現になっている。その表現が、「ヘッドホー

ンをつけた兵士は、砲塔に立っていた」と結びつくと、喜劇と臨戦態勢という悲劇が、ない交ぜに

なっている。「どの車も、折つたハンノキの枝で擬装 し」とあるが、イギリス兵は、アイルランド人

を「警護」するとみせかけ、擬装しているので、「警護」は擬装のエンブレムとなるだろう。

そのイギ リス兵に対するのは「私」である。彼 らは、我が物顔にここにやってきたが、その道を

元々所有するのは「私」ではないのだろうか。このようにして、「私」とイギリス兵は敵対する。で

は敵対はどのような態度で示されるのだろうか。この「私」が権利として保持 しているものは、「通

行権、畑、牛、/開 けはなった納屋にある、鍬付き トラクター、/サイロ、冷たい門、濡れた屋根

瓦、納屋の屋根の/緑と赤色」である。しかしこの「私Jは、厳密な意味でのヒー二十ではない。

むしろ、農民であつた彼の父、あるいは、広い意味の、アイルラン ドの農民である。ヒーニーは、

この時北アイルランドにいなかったが、先祖伝来そこに住み着いている土着の人を想定してこそ、

「アイルランドにおける政治的現実の挑戦に対決する」(Curtis,105)こ とができるのであろう。

では、その「私」が、イギリス兵に対 して、どのように反対、抵抗をするのだろうか。それは一

〇行 日から一四行までに書かれているが、被害情報があつたときは (「 悪いニュースの伝達者、あの

真夜中の訪問客がやってくれば」)、 誰に言えばいいのか、と「私」は怯えているに過ぎない。なぜ
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なら、私の仲間も、眠っているような真夜中に眠 らず (「 国全体は眠っていたようだ」)、 「掛けがね」

はかけるが、鍵はかけず、そういう情報を受け入れる人であって、抵抗する人、戦 う人ではない。

土着のアイルランド人は、ヒーニーと同じく、そういう悲劇に静かに耐えている人である。

では、いつまでも彼 らは敗北者であり続けるのかということになるが、それに対するヒーニーの

答えが最後の四行である。

「大砲」は、男性性器をも意味するから、「種子をまく人よ」は、ヒーニーの詩「刑罰」における

ように、アイルランドのカ トリック系の女性と肉体関係を持ったイギリス人である。あるいは、「種

子―争いの種子― を蒔いた人である。彼らは、[ア イルラン ド人を]殺す人たちでもあるか ら、墓石

を立てる人でもある」(Tobin,150)。 その後省略 (・
・・という記号)し ているが、ヒーニーは、この種の

ことをもっと言いたいのであろう。その後ヒーニーは、このイギリス兵を「戦車兵」(`chariOteers')

と呼び掛けているが、「チャリオティアJと は、古代ギリシャ 。ローマの、二輪の戦車を引く兵士と

いう意味を持っているから、時代錯誤的な言葉である。しかし、アイルランドは、古代ローマ人に

よって征服され、今はイギリス人によって支配されてお り、征服者の現代版がイギ リス兵と考えら

れるならば、それは深い連想を持つ言葉ということになる。

最後の二行を引用しよう。

それはお前たちが通 り過ぎるとき、まだそこに立っている、

震えながら立っている、あの見えない倒されないオムパロスは。

この「オムパロス」とは、世界の中心と考えられた、古代ギリシャにおける、アポロ神殿にある円

形の石である。ヒー二十は、この意以外に、オムパロスは、「オムパロス、オムパロス、オムパロス

という音は…私たちの家の裏日の外側にあるポンプから、誰かが水をくみ出す調べJ(=17)1こ似

ている、と言っている。音を通 じて、世界の中心を意味する古代ギリシャの石と、ヒーニーの生家

モスボーンは、このようにして結びつけられている。従って、「オムパロス」があるところは、古代

ギリシャのアポロ神殿であり、詩人の生家の裏庭であることになる。それは「動かずに」、「震えな

がらJ立っていることになる。この逆説は、「見えない」、「倒されない」へと続いている。それは、

「存在するばかりでなく不在であり、内在的であるばか りでなく超越的である」(TObin,151)。 オム

パロスは、このような逆説によって、アイルランドのカ トリック教徒にとって、生命力のシンボル

となっている。

ヒーニーがこの詩で主張 しているのは、イギリスに対する抵抗とは、オムパロスというシンボル

を持ち続けることである。長い歴史的な目で見るならば、そうすることで、かつてのローマの侵略

者が滅びたように、イギリスのそれも滅びることになるというのが、ヒーニーの思いであろう。

ベグ湖の岸辺

コラム・マッカートニを偲んで

この小さい島のまわリー面に、白波が

打ち寄せる、ずっと岸辺のところに、

その泥を含んだ砂から、高いイグサが生えている。

(ダ ンテ『神曲』「煉獄編」第一歌一〇〇一一〇三行)
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あなたは、ガソリンスタン ドの白い照明と、

野原の中の、二、三の寂 しい街灯から離れ、

丘をのぼり、ニュータウンハミル トンヘ向かい、

フューズ・ フォーレス トを過ぎ去 り、星空の下に出た。

その道に沿って、なんの飾 りもない巡礼者の山の小道があった。

そこは、噛みついたり歓声をあげたりして、地面から光を放ち、

悪魔の群となった、血まみれの頭、山羊の髭、

犬の目の前を、スウィーニーが逃げたところだ。

あなたの前で光っていたものは何なのか。見せかけの路上の障害物だったのか。

振られた赤い電灯、突然かかったブレーキ、停止する

エンジン、人々の声、フー ドを被った頭と冷たい鼻面をした銃だったのか。

あるいは路肩から突然離れ、あなたの車を停止させた、

あなたのバック・ ミラーに映る、尾行する車のヘッド・ライ トだったのか。

そこではあなたは知られていなく、あなたが知っているものから一

低地の泥とベグ湖の水、チャーチ島の尖塔、

柔らかな線を描いた市松の並木道から一遠 く離れていた。

そこであなたは、鴨打ちがキンセンカやイグサの生い茂った

ところに出没する、あの日の出のずっと前、

家の裏手で、銃の発射音を聞いたものだ。

しかし岸辺を横切 り、牛を引いて帰る途中見つけた空の薬包を、

刺激性の、真鍮色の、生殖器の、発射されたものを

見つけ、あなたは今も怖がっていた。

なぜならあなたとあなたの仲間、あなたの仲間と私の仲間は、自信なさそうに戦い、

共に裏切 り者の古い言葉を話 しながらも、

鞭をならすことも、現在を楽しむこともできなかったからだ、

大声で話すげすな人たち、牛飼い、千し草や牛の尻を

撫ぜまわす人たち、牛小屋でだべっている人たち、

埋葬地の愚鈍な仲裁者のあなたがたは。

あのあなたがたの岸辺を横切ったところで、牛の群れは、

早朝の霧に腹までつかり、草を食っているが、

今は驚きもせず私たちに、目を向ける、

露でびしょぬれとなり、キュッキュッと音を立てる茅のなかを、

骨折って進んでいる私たちの方へ。刃先はピカピカと磨かれているが、

刀身は曇っているように、ベグ湖は霞の中で半ば輝いている。

あなたの足を引きずる音が、私の背後で聞こえなくなったため、

私はそこに視線を向けると、あなたの髪や目のなかに、
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血や道端の泥がつき、脆いているあなたを見つけた。

私は露がしたたり落ちんばかりの車の中で、あなたの前に

脆き、冷たい露を何度も手一杯にすくって、従兄弟よ、あなたを

洗ってあげよう。私はコケを軽くあなたに押しつけ、きれいにしてやろう、

低く垂れ込めている雲から、降る霧雨のように細かいコケで。

私は腕の下にあなたを抱き上げ、地面にたいらに寝かせてあげよう。

再び、緑色の芽を出すイグサで、私は緑色の肩表を編み、

あなたの経僻 の上に、着せてあげよう。

この詩の題のベグ湖とは、デリー州とアントリム州にまたがり、ネイ湖のす ぐ北にある小さな湖

のことである。副題にあるコラム・マッカー トニは、ヒーニーの従兄弟であり、農夫として描かれ

ているが、「アーマー州出身の、社会的地位の低い大工である」(Parker,160)。 牧羊者又は牛飼い

として描 くのが、牧歌(Pastoral)の 伝統であり、彼はそれに則って農夫 (牛飼い)と して描いたも

のであろう。彼は、アイルランドの 「騒乱」(`Troublesウ )の 犠牲者であり、その死を悼むための詩で

あるとすれば、それは哀歌(elegy)と なろう。従って、若き友人の死を悼んだ、ジョン・ミル トンの

「リシダスJ(を″ゴtFaOが 、牧歌的哀歌 と言われているように、この詩も牧歌的哀歌 と言われてもよ

かろう。

この詩には、ダンテの『神曲』「煉獄編J第一歌からの引用が、題辞(エ ピグラフ)と して、添えら

れている。わずか三行であるが、そこにキーワー ドがあるとすれば、それは 「岸辺Jと 「イグサ」

であろう。この二つの言葉は、この詩において重要な意味を持ち、第ニセクションの最後のあた り

で、ダンテについてのヒーニー的解釈を導くものとなっている。岸辺とは、この詩の題の一部とも

なっているが、マッカー トニが殺された場所であり、ヒーニーが弔いの儀式を行 う場所であり、ま

たそこで生えたイグサは再生を意味するものである。

この詩は、三つのセクションに分かれてお り、第一セクションは、事件の最中から始まっている。

最初の四行は、マッカー トニが夜のフットボールの試合を見て、「ガソリンスタン ドの白い照明」か

ら、暗い運命を予測させる丘を上っていく。ここに出てくるスウィーニーは、ヒーニーの詩集『ス

テーション島』第二部の自注に、「七世紀のアルスターの王で、聖ロウナンの呪いのために、鳥人間

に変身させられ、森のなかに亡命 した」(一二三)と ある。またヒーニーの翻訳詩『さまよえるスウ

ィーニー』の裏表紙に、この主人公である「狂気のスウィーニーは、さまざまな煉獄的冒瞼を経験

する」と説明されている。ここで「悪魔の群 となった、血まみれの頭、山羊の髭、/犬の目の前を」

逃げたスウィーニーをヒーニーが提示 した理由は、マッカー トニ殺害の前の、不吉な感 じを強める

ため、また政治と宗教の犠牲者は、なにも現代のマッカー トニばかりでなく、七世紀以来アイルラ

ンドでは続いていることを示すためであろう。

その後、プロテスタントのテロリス トによって、マッカー トニが殺される。その現場に、ヒーニ

ーがあたかも居合わせたように殺害に至る状況が生々しく描写されている(し かし殺害そのものは、

描かれていない)。 その殺害の現場は、マッカー トニの故郷から離れてお り (「 そこではあなたは知

られていなく、あなたが知っているものから遠 く離れて」)、 それだけその死は無差別的殺人である

ことを示 している。マッカー トニの故郷一

低地の泥とベグ湖の水、チャーチ島の尖塔、
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柔らかな線を描いた市松の並木道から一

と、殺害の現場は、離れているばか りでなく、その両者の特質は大きな対照を見せている。という

のは、彼の故郷は、「尖塔」のある聖なる場所であるからである。

第ニセクションは、鴨撃ちに怯えていた、子 ども時代のマッカー トニを描 いている。彼は「日の

出のずっと前」 (第一セクションの夜から、早朝へと移つている)、 家の裏手にやってきていた鴨撃

ちに怯えていた。その彼が、長じて、テロリス トの標的にされるとは、夢にも思ってもいなかった。

テロリス ト達は、

刺激性の、真鍮の臭いのする、生殖器の、発射されたものを

という、まことに男性的な、圧倒的力を示 している。露骨な男性の性は、時 として女性に対 して暴

力的であるばかりでなく、男性に対 しても暴力的であり、また暴力のアレゴリでもある。

マッカー トニは、「大声で話すげすな人たち、牛飼い、千し草や牛の尻を/撫でまわす人たち、牛

小屋でだべっている人たち」という仲間の一人、換言すれば、政治的意識のない田舎の集団の一人

である。彼 らは、仲間がテロリス トによって殺されても、仲間の復讐心を鎮める 「埋葬地の愚鈍な

仲裁者」である。そ ういう仲間の一人であるマッカー トニは、「鞭をならし」、「現在を楽 しむ」人た

ちの無作為の犠牲者となった。このセクションにおいても「イグサ」と「岸辺」という言葉が使わ

れている。それらは次のセクションにおいて大きな意味を持つ。

第ニセクションでは、早朝 (こ れは再生に相応 しい時刻である)、 ヒーニーとマッカー トニの亡霊

がベグ湖の岸辺を歩いている。牛の群がマッカー トニの死を悲しんでいるようである。「古典的な哀

歌では、自然すべてが亡くなった羊飼いの死を悼む」(Foste為 91)と あるが、ヒーニーは、その伝統

を踏まえて、

早朝の露に腹までつかり、草を食っているが、

今は驚きもせず私たちに、目を向ける、

と、牛の群が、彼の死を悲しんでいる表現をしている。

この二人の旅は、現実のようでもあり、夢想のようでもある。なぜなら、それが 「ベグ湖は霞の

なかで半ば輝いている」という情景描写で描かれているからである。亡霊として歩いていたマッカ

ー トニは、ヒーニーの背後で再度死ぬことになる。「あなたの髪や 目のなかに、/血や道端の泥がつ

き、蹟いているあなたを見つけた」。これは生々しい死の描写である。

それ以降の七行は、ヒーニーによる、マッカー トニに対する清めの儀式である。「私は腕の下にあ

なたを抱き上げJで は、「詩はピエタ[キ リス トの死体を膝に抱いて嘆く聖母マ リアの像]と なってい

るJ(Parker,161)。 しかし、その最 も中心にあるものは、ダンテのヒーニー的変容である。ダンテ

の『神曲』「煉獄編J第一歌では、ウェルギリウスは、地獄巡 りで汚れたダンテの顔の泥を洗い清め、

ダンテの腰をイグサでしばるためにイグサを抜 くことになる。するとそこか ら別なイグサが生えて

くる (同一二七一一三六行 )。 この描写を、ヒーニーは、

再び緑色の芽を出すイグサで、私は緑色の肩衣を編み、

あなたの経帷子の上に、着せてあげよう。

としている。「肩衣」(lscapularつ とは、修道士が着る、肩を覆う短い外套であり、聖なるイメージ

を表す言葉の一つである。「再び緑色の芽を出すイグサ」は、再生の意味を持っている。世俗的な言

葉で表現すれば、犠牲者の死が、無駄死でなくなること、それこそアイルランドの再生であろう。

この詩を書いた後ヒーニーは、マッカー トニの死の意味について再度書いている。それは、彼の



鳥取大学教育地域科学部紀要 教育・人文科学 第 4巻 第 2号 (2003)     547

詩集『ステーション島』の第二部「ステーション島」第八番目の詩である。死んだマッカー トニは、

|     ヒーニーに次のように言う。

|       「あなたはそれを見て、そのように書きましたね一事実をではなくて。

あなたは逃げ口上と芸術的技巧を混同していたのです。

私の頭をぶち抜いたプロテスタントを、

私は真正面から責めていますが、間接的には、

恐らくこの墓の上で今罪滅ばしをしているあなたを責めているのです。

なぜなら、あなたは醜さの表面を飾 り、

「煉獄」という美しいブラインドを下ろして、

私の死を朝の露という甘味で味付けをしたからです。」

ヒーニーは、「ベグ湖の岸辺」におけるマッカー トニに満足できなかったため、再度同じテーマで

書いたのであろうが、ヒーニーにとって、苛酷な現実を詩 (「 芸術的技巧」)でいかに表現するかと

いうことは、今もって解決困難な問題であろう。

グ ランモア・ ソネ ッ ト、八番

裂けている丸太に雷。体温の温かさで、

凶事の予兆にあふれ、擁の刃先に強く打ちつける(

黒くて大きい雨だれ。

今朝ぎくしゃくとした足取 りのカササギが、森のはずれで、

眠っている馬を検分していたとき、

私は、鎧と腐面に降った露について考えた。

私は路上で、壷墾れになった何に出会ったのだろうか。

ヒキガエルは積み重ねた薪のどれほど奥に、座っていたのだろうか。

農作物の、この暗い静けさのなかから、何がころがつてくるのだろうか。

老いた母が小さい歌に合わせて、

膝にのせたダウン症の子供をゆすって、ゆすつていた、

ラン ド地方のあのペンションを、あなたは覚えているかい。

私のところへ早く来ておくれ、私は三階で震えている。

雷に打たれた白樺の私の、すべてであるあなたよ。

ヒーニーー家は、一九七二年、北アイルランドの「騒乱」の最中に、アイルラン ド共和国、ウイ

ックロウ州のグランモアに移 り住んだ。「北アイルランドの騒乱の日々の経験から、遥かに離れた南

アイルラン ドの田舎への彼の転居は、詩人としての彼の政治的コミットメントについての正確な本

質を彼に再評価することを促 している。しかし他方において、それは、政治的重大な局面にあって、

彼の故国を捨てたことについての、ある種の不安感、罪悪感を引き起こしているJ(MurphЙ  70)。

ヒーニーは、前の詩集『北』にあるような、四行からなる連を選ばず、英詩の伝統的な詩形であ

る★
ソネットを選んだ。それは、「彼が、『野外調査』において、ある意味では、イギ リス抒情詩の伝
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統に負っていることを、最も公然と承認 していることである。一しか し彼の生まれ故郷モナガンの

田舎の世界を、繊細なタッチで記録 している「取 り入れの誘惑」の、パ トリック・カバナーのソネ

ット連作が、ヒーニーにグランモア・ソネットを書くきっかけを与えたかもしれない」(COrcoran,

143)。 因みに、カバナーは、ベルファス トの中等学校教師であったヒーニーに、詩人になるきっか

けを与えてくれた詩人であった。

グランモア・ソネット連作は、一〇編からな り、その献辞に、「,い から迎えて下さったアン・サン

ドルマイヤーに捧げる」とある。サンドルマイヤーとは、ヒーニーー家に廉価で家を貸 してくれた

カナダの学者である。これらは、ヒーニーの初期の詩にあるような自然界を扱ったものが多いが、

この第八番のソネットは、「世界の暗い、名状しがたい悪」(Andrews,139)に 向けられている。

その後の多くのものを予測させる、完全なセンテンスとなっていない最初の三行は、「雷」と「雨

だれ」は名詞で、あとはこの二つの名詞を修飾する語句である。「裂けている丸太」と「雷」は、最

後の行の「白樺」と「雷に打たれた」を予測させる。「体温の温かさ」と「あふれ」(`lush'は官能的

という意味も持っている)は、同じく、最後の行の性的なものを予測させる。「鈍」は、本を切る道

具であり、かつ、戦闘の武器ともなる。そのため、その語は、「鎧と腐肉」と結びつく。「凶事」と

「黒くて」は、ここで取 り上げた他の語とともに、世界の暗い悪という、このソネットの主調を構

成するだろう。

次に続 く二行は、好奇心旺盛なカササギという、穏やかな田園風景のようである。 しか し、その

前の暗い凶事との連想で読むと、カササギは、やはり、凶事の鳥である。では「鎧と腐肉」は、も

つと具体的に言えば、何だろう。これは、現代の戦場ではなく、古戦場を思わせる。この言葉から、

次の三行の修辞的疑問文に続き、その第一行は、「血塗れになったJと いう『マクベス』(四 。一・

一二三)か らの借用語句と密接に関係する。この句ばか りでなく、『マクベス』に出てくる「雷」(―・

―・一の 卜書き)、 「ヒキガエル」 (四 。一 。六)、 ネズミ(―・三・九)は 、この詩のイメージ (「 ヒキ

ガエル」は、八行 日に明示されているが、九行 日に「ころがってくるものは」は農作物を食い荒 ら

す 「ネズミ」であろう)と して提示されるばか りでなく、彼が子ども時代の恐れの対象として描い

たもの (「 ヒキガエル」については、詩集『水準器』の「犬がウイックローでもないている」の中に、

「ネズミ」については、詩集『ある自然児の死』の中の、「私のヘリコーン」の中に、取 り上げられ

ている)と重複している。ということは、ヒーニーの子 ども時代の恐れは、世界の暗い悪 と結びつ

いたものとなり、それは、根底には、現代にまで続いている『マクベス』に代表される過去の戦争

に対する恐れがある、ということであろう。

その後の五行は、ヒーニーの恐れを打ち消すものとして、彼の妻マリーが登場する。ラン ド地方

の出来事は、彼女と共有 した記憶であろう。そこに登場する老婆は、回復の見込みのないダウン症

の子どもをあやしている。彼女の献身的行為は、代償を求めない愛のエンブレムともいえよう。

この共有 した回想から、彼は妻自身を直接に呼び起こす。特に最後の行は、面白い。

雷に打たれた私の、すべてであるあなたよ。

これを、コーコランは、次のように述べている。「それ [人間の苦悩の記憶]は 、傷つきやすい絶望で

あり、それは「私の、すべてであるあなた」tMy all ofyOuつ という句に、最も最も力強い表現とし

て、記録されている。その句は、性的結合それ自体を確実に模倣する、文法的な結合 (彼 [私 ]の所

有形容詞と彼女 〔あなた〕の人称代名詞という)を もたらし、その結合において、彼は、雷に打た

れた本のように、乗っ取 られ、所有され、忘我の境地にさせられるだろう」(COrcoran,148)。 彼の
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恐怖心を癒し、世界の悪1こ対する.恐怖心を癒―すものが、こういう.、 愛する者との性的カタルシスで

あることは、その言葉の特異性とともに、注目に値するものであろう。

カフ ウソ

あなたが本に飛び込んだとき、

トスカナ地方の明かりが、

沼の水面から、底まで、
1智

めき子揺れた.。

私が愛したのは、あなたの濡れた頭、素散なケロール、

泳ぎ上手の背申と肩。

それらは今年も、いやそれ以来毎年のことだが、

水面に現れ、また現れる。

私は熱い石の上に、渇いた喉をして座っていた。

あなたは私の手の届かないとこ―ろにいた。

芳醇な透明な空、濃い葡萄酒色の大気は、

色あせ、期待はずれとなつた。

有り難いことに、弾を込めるのに時間がかかるが、

あなたを抱いている今、

私たちは、水に接する大気のように、

深く接している。

私の両手は、深さを翔られた水だ。

あな.たは、その瞬間その沼で,

触知できる、しなやかな、

私の記憶のカワウツ|だ。

あなたは向きを変え、背泳ぎをしながら、

静かに般を揺るがせて、水を蹴る度に、

再び光の波動を作 り、

あなたの首に、冷たさを投げつけている.。

突1然あなたは水から出てくる。

あなたは前のようにはつらつとぅ再び帰って来て、

新しい毛皮に着替え、重くて軽快にはねながら|、
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石に印をつけている。

この詩の題は、グロテスクな動物となっている。しかもこの詩に描かれたものは、カワウソであ

り、また比喩としての彼の妻マリーでもある。では、ヒーニーが彼の妻をもっと優美なものに喩え

なかったかという読者もいようが、ここに描かれた、しなやかで、なめらかで、自由で、優雅で、

躍動感があり、ユーモラスなカワウソとその比喩についての、ヒーニーの意図を読みとれば、ヒー

ニーの妻が、バラなどに喩えられなかったことに納得することになるだろう。その間の事情は、彼

の他の詩 「スカンクJと 同じである。

私たちは、カワウソとその比喩を、同時に想像 しながら、かつ各連における二つの意味を意識 し

ながら、読むことになる。すると多 くの言葉は、さらに多くの意味を持つてくることになるだろう。

この詩は、カワウソを二人祢で呼びかけ、過去形で始まっている。「あなたが水に飛び込んだとき

/ト スカナ地方の明か りが/…違めき、揺れた」とは、溌刺としたカワウソが、 トスカナ地方の変

わりやすい気候を背景に、優美に描かれている。カワウソは、自然の一部 となっている。同時に、

カワウソをヒーニーの妻ととれば、彼女は、水という「彼の両手」に飛び込んできたことになり、

二人の性的関係を含む結婚生活を始めたことの比喩となるであろう。その結婚生活は、疑いの日々

(「 揺れた」)も あるが、輝かしく、楽 しい経験なのであろう。

三連と三連は、沼の中で泳いでいるカワウソと、石の上で見ている私を示 している。「濡れた頭」

のあなたと、「渇いた喉」の私が、対照的である。二人は離れているが、その二人を近づけ、過去を

現在にするのは、「芳醇な透明な空」と「濃い葡萄色の大気」が、色あせ、消えてゆくためである。

その結果、二人は想像の世界に入 り、やがてその世界は詩のそれになる。

そのため第四連以降では、カワウソより、その比喩である彼の妻の方に、より比重が置かれるこ

とになるだろう。想像上の世界に移行するのに、ある種の時間の経過が必要であつたが、それは、

「弾を込めるのに時間がかかる」と表現されている。勿論、これは、結婚 という日常生活では、性

的衝動に時間がかかるということをも意味している。しかし、このような 日常性のなかでも、二人

は「水に接する大気のように/深く接 している」。夫婦の愛は、深く、透明感をもっている。

「私の両手は、深さを測 られた水だ」とは、カワウソが自由に泳ぐのは、それがよく知っている水

の中であり、同時に、私の腕の中、つまり、私は妻を抱いている、ということになる。その抱擁は

現実のものであり、また想像上 (「私の記憶」)の ものである。第六連では、妻の泳ぎが続いている。

それは、第二連の「クロール」ではなくて、「背泳ぎ」となり、かつ「股を揺るがせて」となってい

る。これは性的行為の表現である (ジ ュリエットの乳母は、彼女に「お前は年頃になると、仰向け

にころぶんですよ」(―・三・五六)と いう)。 それでいて、そこで見 られるイメージ(「再び光の波

動を作 り」)は、優美である。ヒーニーの妻は、時として捕らえ所のない、しなやかな盤力を持った、

女性の原型をも示しているだろう。

最後の連になると、妻は、水から出てくるが、これは二人の抱擁が終わつたことを意味する。す

ると数ヶ月という時間を突然飛び越えて、彼女は「重くて、軽快に」(妊娠 しているが、軽快に見え

て一一種のオキンモロン)、 「石に印を刻む」、即ち、二人の間の、子 どもの誕生が意味されている。

私たちは、カワウソを彼の妻との比喩でこの詩を読んできたが、カワウソを介 して、ヒーニーの

詩が誕生したと読めば、カワウソは、彼の詩神 (ミ ューズ)と も読めよう。詩神とは、あるいは詩

を書くとは、このように優美で、 しなやかで、捕 らえ所のないものであろうか。
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ウゴ リー ノ伯爵

私たちはすでに彼のもとを去っていた。私が氷の上を歩いていると、

凍った穴の中でぴったり重なっている二人を見た。

その一人は他の者に馬乗 りになり、その頭は他の頭を帽子がわりにして、

一切れのパンを求めていた飢饉の犠牲者のように、

首と頭が、脳という甘美な果実に、

接ぎ木されているあたりを、むさばり食っていた。

それは逆上したティディアスが、メナリパスの切断された頭を、

汁のしたたる肉のメロンのように、

歯ざしりしながら、食っていた姿に似ていた。

「あなたよ」、と私は叫んだ。「馬乗 りになっているあなたよ、

どんな憎しみがあつて、飽くこともなくそんなにがつがつ食っているのか。

どうしてあなたは、さかりがついた獣のようなことをしているのか。

私が地上の世界に帰って、彼に敵対するあなたのために、

何か言って欲しくはないのか。

私の舌がその時まで、喉の奥でしなびてしまうことがなければ、

私は真実を告げて、あなたの汚名を晴らそうではないか」。

その罪人は私に答えようと、食っていたその頭から

口を離し、噛み潰したその犠牲者の頭蓋骨に、

残っている髪で、口をぬぐって、

私に言った。「私が語る前に、

あのすさまじい悲しみのすべてを、新たに

体験 しなければならないという思いだけで、私の心は痛くなる。

ましてやそれを語るとなると泣けてくるが、それでも私は、

呪いのような言葉を蒔こう一

私がむさぼり食う頭に、呪いの言葉が増え、増殖するように。

あなたの言葉を聞けば、あなたはフローレンスの人だと、私には分かる。

だが私には分からない、あなたが誰か、

またどのようにして、あなたは地獄に降りてきたのかは。

それでもあなたは私の名前を知るべきだ。私はウゴリーノ

伯爵で、この男はロジャ大僧正であった。

確かに人々のよく知っていることだ、なぜ私が騎手のように、

この男に馬乗りになっているのか、また信 じやすい私は、

やすやすと彼の悪意の食い物になったことは。

また私が捕らえられ、閉じこめられ、殺されたかということも。



岡村俊明イ引き裂かれた文化Jの詩人一ヒーニーを読む (1)

しかしもし、あなたが彼を裁くならば、

あなたは知 らないことを一彼の手に掛かって残酷に私が

殺されたいきさつを一聞かねばならない。だから今聞いてくれ。

私に因んで、飢餓と名付けられたあの牢獄で、

私がやせ衰えていったように、聞いているあなたがたも、

やせ衰えるだろう。また輝き夢遊病者のような月が、

狭い穴を通して、何度も頭上を通 り過ぎるのを、私が見たように、

あなたがたも見るだろう。そのように私はついに、あの夜悪夢を見、

私の未来のベールは引き剥がされてしまった。

私は狼狩 りの男の夢を夢に見た。彼はピサと

ルッカの間の丘を馬で駆け、狼と

その子ども達を追いつめていた。彼は威厳と風格があり、

猟犬たちは勇み立ち、部下達は、

グアランディとシスマンディばか りでなく、

ランフランチーも、彼の前にいた。

彼 らはすぐ狼の父と息子達を疲労させた。

そして私が夢で見たものはどれも、

鋭い歯と、引き裂かれ血の出ている腹であった。

明け方目覚めると、私の頭は、

パンを求めて泣きながら、私の傍 らで涙を流 して眠っている、

息子達の鳴き声で、満ちていた。

(私の心がこれまでに苦 しんだ一つひとつに、あなたがたの同情が

まだ生まれていなかったとすれば、またまだ泣き出して

いないとすれば、あなたがたは無情であろう)。

彼 らは、その時目を覚ましていた。いつもなら、

食べ物が運ばれる時刻が近づいていたからだ。

その夢の後、彼 らは皆恐れていた。

その時私は悪夢の塔の遥か下方で、 ドアに鋲が打たれ、

ハンマーでかたく閉ざされる音を、聞いた。

私は息子の顔を見たが、一言も話さなかった。

私の目は乾き、心は石のようであった。

彼 らは泣き叫び、私の小さなアンセルムは言った。

「どうかしたのですか。お父さん、なぜそんなに、見つめているのですか」。

しかし私は涙を流さず、答えもしなかった、

その日も、その後の夜の間もずっと。

ついに、空には別の太陽が輝き、

小さな光線を放ち、牢獄の壁のなかの、
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悩める者を照らし出した。その時四人の顔のなかに、

自分の顔かたちを見て、

私は絶望のあまり、両手を噛んだ。

すると彼 らは、空腹のあまり私がそうしたと考え、

興奮して、突然立ち上がって、

言った。「お父さんの手ではなく、私たちを食べて下されば、私たちの苦しみも、

随分と軽くなるでしょう。この悲しい肉の衣をお着せになった

あなたは、私たちから再びここで引き剥がしてもいいのです」。

そこで私は、彼 らの気持ちを静めようとして、私自身の心を静めた。

私達は沈黙した。あの日もその次の日も、静かに過ぎた。

大地は私にも、子ども達にも冷酷なようだった。

四日間というもの私たちは、重苦 しい沈黙がつのるままにしていた。

するとガ ドーは、私の前に身を投げ出し、

言った。「お父さん、なぜ助けてくれないのですか」。

そのようにして彼は死んでいった。私がここにいるのは確かなことだが、

そのように確かに、五日目と六日目に、

二人の息子が、一人ひとり死んで倒れるのを見た。

ついに私には、生きている子 どもがいなくなった。私は盲目とな り、手探 りしながら、

二日間彼 らの遺体をまさく
Ⅲ
り、名前を呼んだ。

悲嘆は単に、傷つけただけだが、飢餓は彼 らを殺したのだ」。

彼がこのことすべてを語 り終えたとき、目をぎょろりとさせ、

骨に噛みつく犬のように、彼の歯は

その頭蓋骨に食らいつき、もう決して離さなかった。

ピサ、ピサ、あなたの音は、私たちの国の車の葉ずれの言葉で喋る、

シューという、蛇の音に似ている。

近隣の国々が、あなたを絶滅させる熱意がないならば、

島のように巨大な堤防が、

アルノ川の河口をふさげばよい。

カプライヤとゴルゴナの島々がダムとなり、あなたとあなたの国の人々が、

氾濫のため、死ねばよい。

なぜなら、あなたの城を売ったウゴリーノの罪は、

その子ども達には、報いられるべきではなかったからだ。

あなたの残忍さは、第二のテーベだ。彼 らは若く、

罪を知 らなかった、ヒューとブリガーターと、

その名前が、私の歌に歌われている他の二人は。

(ダンテ『神曲』「地獄編J第三二歌、第二三歌より)

この詩は、ダンテの『神曲』「地獄編」第三二歌一二四一二九行及び同三二歌一一九〇行の、ヒー
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ニーによる翻訳である。この訳詩は四つのセクションに分けられているが、第一セクションは「地

獄編」第二二歌一二四十二九行で、第二―第五セクションは、同三二歌一一九〇行である。ヒーニ

ーの詩集『野外調査』の、最初のページに置かれている詩は「牡蠣」であり、最後の詩はこの「ウ

ゴリーノ伯爵」である。この二つの詩に共通している特色は、食べ物である。しかし、「ウゴリーノ

伯爵」における食べ物は、彼の政敵であったロジャ大司教の頭という食べ物一ぞつとするような主

題―である。この原詩の、この物語の背景について、ペンギン版 (Mark Musaに よる英訳)を参

照しながら、少し説明してみよう。

ウゴリーノ伯爵は、 トスカナ地方の貴族で、ピサの室¥党の党員であつた。一二七五年に、彼は

党派争いを止めさせるために、義理の息子ジョバンニ・ビィスコンティと謀つて、ピサの実権を

毅堂えに譲り渡すよう試みた。この企ては失敗しピサから追放されたが、ニーノ・ヴィスコンティ

(ジ ョバンニの子)は、同市の教皇党の実権を掌握した。その後、何かにつけてニーノ・ヴィスコ

ンティと対立したウゴリーノは、ロジャ大司教と謀つて、ピサからヴィスコンティを追放 しょうと

した。しかし大司教は、皇帝党の助けをかりて、ピサの実権を握り、ウゴリーノと彼の息子及び孫

を塔に幽閉し、彼らを餓死させた。ダンテがここで取り上げたのは、特に、ウゴリーノ伯爵とロジ

ャ大司教である。

では、ヒーニーは、なぜ『神曲』のこの部分を翻訳したのか、またそれを彼の詩集のなかに加え

たのだろうか。

『神曲』におけるこの箇所には、党派闘争、裏切り、飢餓、復讐が書かれている。それらは、ヒ

ーニーにとって、現代のアイルランドの問題そのものであり、彼は、同種のテーマで、いくらかの

詩を書いている。ここに書かれたウゴリーノ伯爵とロジャ大司教は、北アイルランドの笑粁絲 と

王晃熊と置き換えられても、何 ら不自然ではないからである。しかも政争に巻き込まれ、故国フィ

レンツェから追放され、流浪の半生を送 りながら『神曲』を書いたダンテのように、ヒーニーも故

国北アイルランドを自ら去 り、アイルランド共和国に移 り住んだが、時折アメリカとの間を往復し

つつ、流浪の生活を送っていた。ヒーニーがダンテに見出したのは、似たような両者の境遇の中で

の、政治聞争に対する芸術家の任務なのであろう。

第一セクションから必要に応じてコメントを加えてみよう。

「私たち」とは、ダンテと彼を導いているローマの詩人ウェルギリウスの霊である。以降 「私」こ

とダンテの話りとなる。「ぴったり重なっている二人」とは、地獄に落とされているウゴリーノ伯爵

とロジャ大司教である。ウゴリーノ伯爵は、ロジャ大司教の「汁のしたたる肉のメロンのように」、

「脳という甘美な果実」を食っていた。このニカ所は、ダンテの『神曲』にはない、ヒーニーが補

足した部分である。なぜなら、「一切れのパンを求めていた飢餓の犠牲者」は、一八四六年の大飢餓

を初めとする、アイルランドの飢饉の犠牲者達でもあり、この飢餓をもたらした者に対する怒りに

よる、人肉を食うという行為の対象を、一見食欲をそそるが、それだからこそ一層おぞましくも、

グロテスクとなる表現で書くことに、ヒーニーは意味を見出したものと思われるからである。更に、

「何か言つて欲しくはないのか」、「私は真実を告げて」というダンテの言葉が、芸術家とは、政治

聞争にあって、真実を報告する責務があるということを、ヒーニーに考えさせたことであろう。そ

ういう芸術家を信頼するから、第ニセクションにおいて、ウゴリーノ伯爵は、「語るとなると泣けて
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くる」ことを、また「あなたが知 らないこと一彼の手に掛かって残酷に私が /殺されたいぎさつ」

を、詩人に語ることになる。

第ニセクションは、ウゴリーノ伯爵の語 りである。彼は、「狼と /そ の子ども達を追いつめてい

る」、「狼狩 りの男」の悪夢を見る。第四セクションでは、その悪夢の、現実における彼の追体験で

ある。ウゴリーノ伯爵と四人の子ども達と孫達が、飢餓のために死に瀕 した状況と死ぬ瞬間が、リ

アリスティックに、大写しで、克明に語 られている。 ドアに鋲が打たれ、ハンマーで固く閉ざされ

る音、石のようになったウゴリーノ伯爵の心等が。ウゴリーノが両手を噛むと、「お父さんの手では

なく、私たちを食べて下されば、私たちの苦しみも、/随分と軽くなるでしょう」と、彼の子ども

達は語る。飢餓というテーマが、ヒーニーに最も強く訴えているのは、この箇所である。現世にお

ける子ども達のこの訴えがあるからこそ、地獄におけるウゴリーノ伯爵の、本来人間の行為として

は許されない、人肉を食うという行為がなされる。

第五セクションは、詩人ダンテの語 りである。ダンテは、ウゴリーノ伯と彼の子ども達の死の真

相を聞き、その怒 りを、ロジャ大司教ではなく、彼を含むピサに向けている。その際、ピサは、終

末論的イメージで描かれている。ダンテの「シーという音が聞かれるあの美しい国」(ダ ンテの時代

では、シー (yesiは い)を意味する語によって、言語地域を指すのが慣例であつた)(Musa,I,376)

を、「あなたの音は、私たちの国の/車の棄ずれの言葉でしゃべる、/シューという蛇の音に似てい

る」とヒーニーは意訳して、楽園のイヴを誘惑する蛇の悪意にも似たピサに対して、非難を更に強

めている。

北アイルランドにおいて、党派聞争がいつまでも終息しないのは、何の罪もない子ども達に、1報

復されるためであろう。いかなる行為にも限度が必要ではなかろうか。何の罪もない子どもや孫に

対する餓死による報復行為は限度を越えたものであろう。

「『神曲』を読むという行為は、純化していく元素の中を通過し、そのため、姿勢を正し、生の可

能な種々相を思い出すことである」(MOrisson,82)。 現世におけるロジャ大司教の行為も、国を裏

切ったウゴリーノ伯爵の行為も、共に許されていない。そのために彼らは地獄に落ちているのであ

る。しかし、ダンテ、そしてヒーニーが告げている「真実」は、何の罪もない子ども達に、それら

が報復されてはいけないということである。このことが、「生の姿勢を正すものを思い出させる」こ

とになり、報復の連鎖を断ち切 り、この世に、希望の未来をもたらすものである。ウゴリーノ伯爵

の人肉を食うという極端な行為は、それを終わらせ、和解を、希望の未来を得るための行為である。

ドロドロとした政治闘争を経験しながら、人間の魂の救済という普遍的なテーマを追求したダン

テは、「個人的追求を、世人一般のそれに変える詩人の偉大な例である」CTobin,144)が 、それと同

じようなことが、ヒーニーについても言えるだろう。
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