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序章 国際学会をわが国で開催するにあたって

敗 戦後 まもな く,1955年 ロー マで ドイツ文 学者 の 国際 会議(IVG)1が 開催 され て,わ が

国か らも当時,日 本独文 学会 の会 長 を してお られた相 良守峯(さ が ら も りお)東 大教 授(当

時)が 参加 され,さ っそ く全 世界 の,し か るべ き有 資格 者 とお もわれ るゲ ルマニ ス トた ち

に入会 を勧誘 す る こ とにな った ら し く,個 人 参加 の会 の性質 上の や むを えぬ措 置 で あった

とお ぼ し き,相 良 先生 の貴重 な 自筆 と拝 察 され る筆蹟 の あて名書 きで,筆 者 の ところに も

ご案 内 が とどき,た だ ち に入 会 の手続 きを とって審 査 を受 け,5年 ご とに開催 され るその

国際学会 に入会 し,大 学 ・学 会 での公務 多端 な身で はあ ったが,プ リンス トン(1970年 第

4回)と バ ー ゼル(1980年 第6回)の 大 会 に出席 し,そ れ ぞれ に,ふ だん論文 や著 書 を通

じてあ る程度 は,か た まって いた はずの学術 交流 の基礎 に,あ たか も沃野 に慈雨 が そそ ぐ

ように,国 内で仕事 を してい るだ けで は得 がた い測 り知 れ な い新知 見 の恩恵 に浴 す る こ と

がで きた思 い出 のかず かず が,走 馬燈 の よ うに脳裏 につ ぎつ ぎに思 い うか んで くる。

敗戦 国 ドイ ツに対 す る警戒 心 は,こ の よ うな研 究者 集 団の なか にお いて す ら,き わ めて

つ よ く,開 催地 は ローマ につづ いて コペ ンハー ゲ ン,ア ムス テル ダム,プ リンス トン,ケ

ンブ リッジ,バ ーゼ ル ともっぱ ら ドイ ツ本 国 を と りま くくに ぐに,そ れ も欧 米諸 国 に限定

され てい る ようにみ えた。 この こ とをお そ ら く ドイ ツ人 のゲル マニ ス トた ちは,に が にが

し くお もって いたの であ ろ う。敗 戦直後 か ら世界 の ドイ ツ文 学界 のみ な らず文 学理 論 のす

べ て の分野 に一世 を風靡 し,本 質 的 な意味 にお いて は今 日なお その右 に出 る ものは な く,

とお く,ひ そか に,わ が学 問の 師 と仰 ぐWolfgangKAYsER(*Berlin24.12.1906;†
まな

G6ttingen,Erwaldstr.77,23.1.1960)2の 愛弟 子 で筆者 と も親 交 のあ ったG6ttingen大 学

の主任教 授 のAlbrechtScHONE氏(*Barby/Elbe17.7.1925・)[10]が 筆者 に「IVGのNiveau

(水準)が 問題 だ」 と語 っ た こ とが あ る。 それ まで は一 回 も出席 した こ との な い,そ の

SCHONE教 授 が突 如 と してバー ゼル の第6回 大会 に姿 をあ らわ し,し か も次 期会長 に選任 さ

れ,1985年 にはG6ttingenで 大会 が開 催 され る こ とに なった。 国際学会 の世 界 に もある種 の

政 治性 の風潮 が しの び よって きつつ あ る ことを感 取 し,わ た しは,そ の大会 に はあ えて出

席 しなか った。

はたせ るか な,の ち に,つ た え き くところに よる と,西 独 の文化 政策 の風 が吹 き荒 れ,
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直 前 に参加 を も うしで た無名 の ゲルマ ニ ス トた ちに さ え旅費 ・滞在 費 をふ んだ んにふ る ま

い,そ うい う意味 での,た いへ んな盛況 ぶ りだ った ,と い う。 しか も,も っ とお どろいた

こ とには,次 期 会長 に 日本 の ゲルマニ ス トが選 任 され,1990年 には東京 で開 くことを引 き

うけて きた,と い うので あ る。 筆者 が1967年 以 来,学 会 理事,文 科 系学会 連合 常任 理事 ,

口本学 術会 議専 門委 員 として20余 年 にわた って 「ヨー ロッパ 系言語 ・文学研 究 資料情 報 セ

ン ター(仮 称)」 な らびに 「ヨー ロッパ語 系人 文 ・社 会研 究情報 セ ンター(仮 称)」 設 立勧

告案 策定 のた め にたず さわ って きた研 究 ・推進 活動 が,国 立 国会図 書館関 西館(仮 称)設

立の気 運 と表 裏 をな して,よ うや く日の 目を見 せ は じめたか にみ える昨今 の情 勢で は ある

もの の,た とい この気 運 が実 を結 ぶ 方向 に展開 した と して も,順 調 に行 って最低10年 はか

か る こ とを覚悟 しなけれ ばな らな いので あ り,も と もと,は なはだ し く立 ちお くれ てい る

わが 国の研 究体制 に多少 とも活 をいれ る効 果が 出 は じめ るの には,す くな くともあ と15年 ,

つ ま り21世 紀 を待 た ね ばな らない はずで あ るの に,3期 も4期 も時期 尚早 にす ぎる タイ ミ

ン グのわ る さをお して,な んの 目算 が あ って大 会 を引 き うけて こなけれ ばな らなか ったの

で'あろ うか 。

第1章 脚 下照顧3

ともつな

しか し続 は,す で に解 かれ てい るの で ある。上記 の よ うな感 懐 を禁 じえない者 が,こ の

事態 に立 ち向か うた めの根本 姿勢 は いか にあ るべ きか。 それ は,ほ か で もない。 ヒ来 のべ

て きた主 旨 を こめて,ま さに,わ れわ れ を と りま く現実 の脚下 を じっ くりと見 す え,照 顧

す る こ とか ら出発 す るほか ないの で あ る。 その よ うな,ま さし くゲ ルマニ ス トで あ る と同

時 に,い や それ以 前 に根 本的 に 日本 人 で あるわれ われ 自身 の アイデ ンテ ィテ ィに立脚 して,
　 　 　 　 　 　 ロ 　 　 　

この国 七にふ か く,ふ か く根 ざ して いる,根 こそ ぎの 自己 を照顧 す る ことで あ る。 生涯 を

ささえて きた ドイツ語学 ・文 学 ・ゲ ルマ ン文化 へ の傾倒 によ って培 われ て いる はずの ,よ
　 　 　 　 　 　

りふか い洞察 に さ しか け られ て,そ れ とあ ま りに もか け離れ た,異 質 な 「自己」 とい う脚
　 　 　 　 の 　 　 　 　 　 　

下の赤裸 々 な真相が 見 えて くるはずで あ る。 これ を,あ くまで も具体 的 に点検 し,検 証 す

る作 業 を通 じて,そ の作 業 に照 りか える こ とに よ って,こ れ とは,あ ま りに も異質 な ゲル

マ ン文化 の根下 にか くされ ていた 真相 も見 え る ともな く見 えて くるはず で ある。
　 ロ 　 　

いま具体的に といったが,ま さに精神文化の多様 をきわめる表層部 にのみ とらわれるこ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 む 　

とな く(表 層部 の み を切 りとるな ら,反 訳 に よってで あれ,え て か ってな解釈 によ ってで
　 　 　 の 　 　 　 　 　 　 の 　 　

あれ,自 由に移転することが可能なのである),そ れ らの表層部 をして表層部たらしめてい
リ ロ 　 　 　 　 　 　 　 　

るところの土台 ・根 っこの部分の彼此 それぞれに固有のはたらきに注目しなければならな

い。表層部 はいかにも自由に移転可能 であるかに見 え,開 放的 に見えようとも,そ れを決
　 　 　 　 　 　 　 　 　

定的 に動 か してい る土台 ・根 っ この基 層 部 におい て,わ れわれ は,な ん と不 自由 を きわ め,
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なん と融通 の きかぬ閉鎖性 を露呈 して くる ことで あろ うか。 つ まり,わ れわれ の文化 を根

底 にお いて支 配 し,あ やつ り,が ん じが らめ にして閉鎖性 の 目に見 えぬ網 に とじこめ てい
　 　 　 の 　 　 の 　 の

る ものが,わ れわれ の社 会で あ り,制 度 ・統 治 ・機構等 のすべ ての装 置群 にわ た る文 ・物
　 　

の系で あ り,し か もその全体 を,こ こち よ く真綿で くるむ よ うに,つ つみ こんでい る,わ
　 　 　 　 　 　 　 　 り 　 　 　

れわれ固有の生態系から,い やおうな くわれわれの文化のすべての層へ と浸透 し纏綿 して
　 　 　 　 の 　

や まな い ものなの であ る。 この文脈 での表 層部のみ を一般 には 「文化 」 と呼 び,そ の基層

部 を無意識 に切 りはな して,そ うい う 「文化 」 を論 じる ところに,い わ ゆる 「文 化論」 な

る ものの 限界 がみ とめ られね ばな らな いのであ るが,そ の よ うな欠落 した視点 を抜本的 に
　 　 ロ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

補完す るもの として,こ の文化の基層部 と文化の表層部 とを打 って一丸 とする全体が高度
　 　 　 　 　 　 の 　 　 　

化 ・普遍化 ・大規模化 した もの を文明 と定 義す る ことにす る。 この主 旨は,世 界 最初 の全

国学会 として1983年12月 に,わ が国 に誕生 した 「比較文 明学会 」の,そ の後 の5年 間 の知

的営為 の成 果[14]に 照 らして,お お むね承 認 され うる内容 であ ろう。

第2章 ドイツ語学か ら比較文明へのアプ ローチ

前章 まで に述べ た ところか ら明か であ るよ うに,「 わが国 でIVGを 開催 し,世 界の諸文明

圏か らお客 さ まをお迎 えする」 に当って,筆 者 の立 た され た視 点は 「脚下 照顧 」 とい うこ

とで あ ったので あ り,そ れ は,お の ずか ら,自 己の脚下 を照顧 しつつ,そ の実践 を通 じて

お客 さまが たの諸文 明圏 の基底 へ と照 りか える ことによって,そ の営 みの うちに文明比較

の地 平がひ らけて くるで あ ろう,と い う洞察 に もとつ いて本論 の表題 をかか げるにいた っ
　 の 　 　 　

たので ある。注 の3に おいて,い さ さか くわ し く敷 街 した ように,脚 下照顧 の本来 の 自己
　 　

は,く し くも中国文 明 の,さ らにはイ ン ド文明 の精髄 と通底 してい たのであ り,こ の本 来
　 　 　

の 自己 こそが,日 本 文明 と中国 ・イン ド両文 明 との文明比 較 のtertiumcomparationisで な

ければ な らない。 この ことは虚心 に対 象 を観照 す る ことに よって対象 の中 に照 りか え り,

観察行 為 において対象 と一体 になる こ とを努 め るた めに も,き わ めて有効 な作業仮説 で あ

る とい えよ う。

詳細 は次稿以 降 に予定 す る各論 にお いて具体 的 に展開 す る ことに して,そ れ への導入部

の役割 を総論 のかた ちで,本 稿の根拠 となった洞察 を裏 づ ける若干 の事例 をゲルマニス テ

ィクの主要 分野 に求 め,そ れ についての所見 を本 章以下 に披涯す る ことにす る。

E∫z囎 勉 β勿面4伽 〈B勿の4朋 〉のわが 国 にお ける通 常の理解 は,こ れ につていの学

会等 での公式発 表 を まった く見か けな いの で大 小 さ まざ まの独和辞典 で検 証す るほかな い

が,そ こで異 口同音 の ように くりか えされ て きている「土砂 降 り」とい う訳語 は,℃RIMM'[c£

12]のREGNEN'の 項 のぐgleichmaBiganhaltenderregen'の ぐbildlich'な用法,と い う記述

か ら読 み とるべ き北 方ゲル マ ンの風 土の なかで呼吸 している コB勿吻 露 η〈B勿碗4醜 〉'の比
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喩 の 限 界 を,か な り は み 出 す 日 本 列 島 南 部 で の 大 樽 を ひ っ く りか え す よ う な 集 中 豪 雨 的 な

降 り方 を も 含 め た 独 特 の 風 土 の 中 で の み 育 ち え た 「土 砂 降 り」 と い う イ メ ー ジ で も っ て 恣

意 的 に 置 き か え る も の で あ っ て,℃RIMM'が か か げ る 引 例 に 明 ら か な,ま さ に 絵 に 描 い た よ

う な 誇 張 の 可 能 性 の 限 度 を も は る か に 逸 脱 す る も の で あ る 。 む し ろ 「条 条 と雨 が 降 り し き

る 。」 と い う 代 案 を 提 出 す る 。 「条 」 に は 元 来 「ひ も 」 と か 「な わ 」,「 な が い 」 の 意 味 も あ

る 。 し か し,こ の 「条 」 も 中 国 文 明 か ら の 借 物 な の だ 。 こ こ で も比 較 文 明 の 課 題 に 逢 着 す

る[18]。

e翫6加 κ縦!B6加'は よ く 唇漉 ωδ76η'と
,つ い で 刃観 加 ガ`6擁 αψ 陀η',冨76漉 ガ,ピ配αg6η',

等 と と も に 用 い ら れ る が,℃RIMM'[cf.12]は 【STEIN'の 項 のII,C,2,ろ で 「こ の 表 現

の 解 明 は む ず か し い の で 」 と し てSp.2004-2006に わ た っ て,ま ずBelegeと 事 実 的 考 証 ・

言 語 的 解 釈 の 諸 説 と を 整 序 し た 形 で あ げ つ つ,Sp.2005の な か ほ ど で は じ め てfest,kraftig,

hochundteuerの 意 味 で の くbloBerで な く>adv.acc.と す る 自 説 で 前 半 の 結 着 を つ け,

も の の い い か た のsehrhartnackigundohnenachgiebigheitを も意 味 し,ま た,べ つ の 意

味 で のs!.κ.わ.(dat.!)々 ♂㎎6η の 用 例 を あ げ た の ち,[imp.の 用 例 が お お い]s!.zイ.わ.〃 ∫ε76η

は,こ れ ら と は こ と な る 解 明 を 要 す る と し,[M.THEYNE'のacc、desergebnisses=stein-

undknochenhartと す る 説 を,特 例 に し か あ た ら ぬ,と し て し りぞ け,鉱 麗.ろ.を ぞtotesund

　 　

lebendiges'の 意味 の主語 とす る自説 を披潅 す る。 主語 として直訳 をこ ころみた 『小学館 大

独和』(1985)に は,い ちお う軍配 をあげた いが,そ の あ とで カ ッコをつ けて 「石 も骨 も凍

る(骨 身に徹 す る)寒 さだ」 と先 行辞典 に もどって しまった。 しか し,翫 祝.B.は,そ の

順序 さ えか え られ ないの だ(℃RIMM',Sp.2004の 上 と後述 参照)。 ましてS'.(=Totes)を

お きざ りにし,8(=Lebendiges)だ けに こたえる程度 の寒 さで よいのか。秋 には もうTrost'

(氷点下 の寒気)が お そって くるよ うに(4ガ667s伽F7δ 漉 珈1弛7襯)苛 酷 な,自 然 と
　 　 　 　 　 の 　 　 　

風 上の脅威にさらされながらはぐくまれる民衆の文化の移転不 可能な基層部(前 章のおわ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ロ 　 　 　 　 　 　 り 　 　 　 む 　 　

りにのべた ように,こ れ をふ くめた文 化の トー タルが高度化 ・普遍化 ・大規模 化 した もの
　 　

を文 明 と名づ け よう)。た とえば支配権 力 に よって拡張 しす ぎて没落 したギ リシア とエ ジプ

トによるエーゲ海 ・ヘ レニ ズム文明,ロ ーマ とイスラーム による地 中海 文明,た くまし く

世界 文明た らん としつつ も新大陸 のア メ リカの援 護 に もかかわ らず,な お も大西洋 に後 退

したか にみ えるアング ロ ・サ ク ソン文明。農耕社 会以降 の民衆の生業 の場 が昼 であ る とこ

ろで は 「昼夜 」 とか 「日夜」,7セg〃 η4八 耽1πが 自明 な ように,民 衆 が狩猟 ・牧畜 を生業

とした イ ン ド ・ゲルマ ン社会 の生 業活動 では夜 を重視 す るこ とが なが く民衆 の言語 文化 に

生 きつづ けて中世 ドイ ツ語で はη盈'槻46`鷹 が頻 出す る(『 ドイツ文学 論放』第28号1986

細 谷論文)。 この種 の ことば を逆転 させ,と くに前置 されて いる もの を抹殺 して しまう こと

は,反 訳 とい う移転 を契機 に,そ の根幹 を抹殺 し,む しろ文化 と文 明の相互理解 をはばむ

要因 とな る。
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そ もそ も移 転 は不 可能 なので あ る。 ゲー テのい うよ うに 「詩作 を理解 しよ うと欲 す る者

は,詩 の 国へゆ かね ばな らぬ」(Notenu.AbhandlungenzubesseremVerstandniBdes

West-dstlichenDivansの タイ トルペ ー ジ[33](本 文151ペ ー ジ参照)。 文 化 の基 層部 の動か

しがた い文 明の根,土 壌,風 土 につ ちかわ れ る もの はその構 築物 で さえ,そ の社会 習俗 を

呼 吸 し,そ こにのみ は ぐ くまれ る ことばで たがい に会釈 をかわ しでい る。哀惜 の念 を こめ

て,た だ,そ こで会得 しえた もの を,で きるだ け こころに とどめ,つ た えるた めに次善 の
　 　 　 　 　

記述 を こころみ る ことはで きよう。一 案 として 「Totes森 羅 万象[こ の こ とば自体,中 国

文 明か らの借用 であ り,そ の背後 には イン ド文明 の宇宙観 が こめ られて お り,他 文 明の基

層にせ まるには,借 りもの の借 りもの しか もちあわせが ない,と い う側面 を日本文 明 は も

ってい る](Lebendiges生 きとし生 け る ものみ な)が 凍 てつ くほ どの寒 さだ」 としてみ る

が,温 暖 な気候 に恵 まれ生命 にあふ れ る 日本 文明 につ ちかわれ た 日本 の文 化の なかで の語

感 として は,(生 きとし生 け る ものみ な)を 前 に もって きたい。 日本 文明 が この表 現 を うけ

いれ,移 転 しよう とす る とき,す でにゲル マ ン語特有 の6sの 内実(℃RIMM'のES'の 項参 照)

が うしなわ れ,ど うしよ うもない,翫=Totes[=森 羅 万象]の 「森 羅万象 」に,む しろ(生

き とし生 け る ものみな)が つ つみ こ まれ,さ らに それ が 日本 の風 土の なか では,ど うしよ

う もな く,き えて ゆ く6sの 空無 にす い こ まれて ゆ くので あ る。日本文 明 に とって は,こ の よ

うなゲ ルマ ン文明 の基層部 に接触 して も,そ れ をうつ し とる,み ず か らの ことばを もた な

い。ところが ゲル マ ンの社 会で は,こ の8sに こそ神 の ように素 朴 に,勤 勉 に,苛 酷 な風 土 に
　 の 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

耐 えぬ く民 衆の赤裸 々 なた ま しいの こえその ものが あ り,そ れ は,ま ずEs翔 θπ ∫忽%と こ
　 　 　 　

だ ま して一 つ にな ったので はない か。 それ が,お そ ら く中世 にはい った時代 の民衆 の なか
　 　 　 　 　 　 　 　 　 り 　 　 　 　

の,と あ るひ とりの うた こころに観4B6勿 と押 韻 をひびかせ,こ とば として全土 に はばた
　 　 　 　 　 　 　

く こ と に な っ た が,宮 廷 詩 人 に よ っ て は,な が く注 目 さ れ る よ し もな く,JohannesGuTENBERG
の 　 　 　 　 　 の 　 り の 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

(1397頃 一1468)に よ る印刷術 とい う文明 の装 置 の革 命的 な発 明 とあい まってHansSAcHs
　 　 　 　

(1494-1576)な ど,す ぐれたお お くの民 衆詩人 に とりあ げ られ るこ とになったの だ。 こ

れがわ が くにで は,な が く 「俗語 」あつか い され て きたが,『 郁文堂独 和』によ って は じめ

て 〈z老g3.〉として復権 した ことに,ふ か い感 銘 をおぼ え る。わ れわれ の教 育 ・研究 の場 に も
　 　 　 　 　

日本文明の存亡がかかっている。学生はキャンパスにいのちのかてをお くる大学の心臓。
　 　 　 　 　

教 育 と研 究 の接 点 にお いて,文 明 と文明 との対話 が かわ され る まで に,そ の現場 にいの ち

が か よわ され,ふ か く掘 りさげ られね ばな らない。

GRIMM兄 弟が 民衆 の こ とば に,ふ か く耳 をかた むけ,話 しこ とばでつた え られ て きた民

話や伝承 をひ ろ く収 集 した ことは知 られてい る。H.PAULは19世 紀 のゲルマン文献 学 を集大

成 した℃rundriB'の 最初 の3巻2(1900-1909?)を 一貫 す る方法論(そ れ を碩 学 で第3巻

「法制 史」の筆者KarlvonAMIRAが 証 言 してい る)を 述 べ た第一巻 の冒頭 で,ゲ ルマ ン文

献学 はいわゆ る精神 科学 で はあ るが,探 究 の対 象が精神 の領域 を こえる場合 には,そ の領
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域 を こ えて ど こまで も きわ めつ くさね ば な らな い,と い う主 旨 の こ とを述 べ て い る が
　 　 　 　 　 り 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 つ

[19],こ の方 法 は まさに民衆 によ って さ さえ られ る文化 の基 層部 としての文明 の比較 研究

の現代的課 題 意識 と通底 す る。 さ きに述 べ た℃RIMM'のSTEIN'の 項 目の担 当者 は,5面 η

観4ろ6加 とい う表 現がmhd.literaturの ど こに も,そ の更beleg'をみ いだす ことが で きず,H.

SAC}lsが は じめて で ある とお もわれ るか ら,こ の表 現 は,結 局,か な り新 しい こ とに な る,
　 　 　 　 　 　

と事実 関係 の考証 を結 ん でい る(Sp.2005の 上)。 しか じbeleg'と い うの は書 かれ た典拠 し
　 　 の 　 　 　 　 　 　 　 ゆ 　 　 り 　 り 　 コ 　 　 り 　 　

か意味せず,こ れのみをもって語 られた ことば,民 衆の こえのすべてが基層部を構成する,
　 　 　

こ とばの問題 に断定 を くだす ことはで きない。

この意味 を こめてEs海6πS勧 η襯 ゴB伽zと い う表 現 につい て も若 干の考 察 を こ ころみ
　 　 　 　

たわ けだ が,話 しこ とばの現代 標 準 ドイツ語 は共時 論的 に,オ ー プン システ ム として コー
　 　 　 　 の 　 　 　 　 　 　 　 リ

ド化 され は したが,話 しこ とば を過 去 に さか のぼ って通時 的 に システム化 し,コ ー ド化 す

るには いた って いない。 しか し書 きこ とば ・話 し こ とば を通 じ,ま た共時 論的 ・通時 論的

な こ とばの と りあつか い を通 じて,比 較 文明 の課題 意識 が おお きくかか わ って こざ るを え

ない ことを例 示 したの で ある。

話 し ことばに もせ まろ うとす る,い わゆる共時 論的 言語理 論 は,Duden-Grammatik4'[35]
　 　 　 　 　 　 　 　 　

が第3版 い らい追 究 して きた もので あ り,デ ー タベー スの構 築 によるtoolの 駆使 もあずか っ
　 　 　 　 　 の 　 　 　 　 　

て力が あ ゲDuden-Grammatik4'で 不 可能 を可能 にす る礎 石が 築かれ た とい って よいが,そ

れ は,い わ ゆ る通 時論 的 方法 といた ず らに対立 し,こ れ をた んに排除 す るので はな く,書

き ことばに限定 され ざるを えなか った独 断 と偏 見か ら解放 して,文 明 の基 層部 を さ さえ,
り り 　 コ 　 　 　 　 　 　 の 　 　 　

にな う民衆 の話 し こ とばの実態 究明 の ため に通 時論 的方法 を も参画 せ しめ よ うとす る もの

である,と いちお う好 意的 に理解 してお こう。この ような立場 から,さ きの1941年 刊の℃RIMM'の
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

STEIN'の 項 の執筆者の事実関係の考証における結びの文 言は,い ずれ書き改められねばな
　 　 　

らない だ ろ う。

第3章 ドイツ文学 を中心 に,文 学か ら

の比較 文明への アプ ローチ

ゲーテ は最晩年 に,ロ ーマで わ た しは一番幸福 で あ った とい う主 旨の ことをエ ッカーマ

ンに語 ってい る。 ゲー テ は こう言 った。 「ゲ ッ トリンク教授4が あ んな に熱 心 にイ タ リアの

話 をす る[前 日の1828年10月8日,帰 国早 々 に再 会 した ときの話 の こと],そ の真情 が,わ

た しには よ くわか るの だ。 なに しろ,わ た しじ しんが どうい う気持 ちで いた か,わ すれ る

こ とがで きないで い る。 まった く,人 間 ら しい人間 とい う ものが どうい う ものか,わ た し

は ロー マで しか実感 した こ とが ない,と い って もい い。 この よ うな実感 の極 限,こ の よ う

な実 感 をあ じわ うこ とがで きる とい うほん とうの幸福感 を,わ た しは,そ の の ち,も う一二
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度 とあ じわ う ことが で きなか った。 そ もそ もロー マでのわ た しの境遇 とくらべ るな ら,そ
　 　 　

のの ちは,も はや楽 しいな どと思 ったた め しが一度 だ ってなか ったのだ。一 しか し,も

う,淋 しい愚痴 はや めに しよ う」 と[...][20]5[21]。

ゲー テは1786年 の,9月3日 にカル ロヴ ィ ヴ ァー リ(カ ール スバ ー ト)を 立 ち,ブ レ ン

ナー峠 を こえて ヴェローナ ・ヴ ェネツ ィア経 由で あ こがれ の ローマ に着 いたのが2か 月 た

らずの ちの10月29日 の 夕方で あ った。 到着早 々の11月1日 付 の二 つ 目の手記 の 冒頭 で ある

が,「 わ た しは とう とう,こ の世 界の首 都 にた どりつい たのだ!」 と抑 え きれぬ歓喜 を じっ

くりとか み しめなが ら,ロ ー マへ行 きた い とい う渇望 が途方 もな く大 き くて,一 刻 一一刻 い

や増 しにつの って くるので,も はや どこに も逗 留す る気 持 ちの余裕が な く,ヴ ェローナ ・

ヴ ィチ ェ ンツ ァ ・パ ドヴ ァ ・ヴ ェネツ ィアの四つの都 市 ぐらい は比較 的 じっ くりと観 光 で

きは した ものの,テ ィ ロール の山々 は飛ぶ よ うに通 りす ぎ,フ ェラー ラ ・チ ェン ト ・ボロ

ー ニ ァは念 をいれ て見物 す るい とま もな く,フ ィレ ンツ ェには3時 間 しか滞在 で きない で,

ほ とん ど何 も見 なか った こ とを,く や むので はな く,や っ とロー マにつ いて,い ま,じ ぶ

ん は,た しか に ローマ にい るのだ,と い うや す らぎ と安 堵感 がゲー テの これ か らの全 生涯

にわ た って しみわ た ってゆ くよ うに思 われ る,と い う実感 を書 き とめて いる。 なぜ な ら,

これ まで隅 か ら隅 まで知 りつ くして いるつ も りで あ った もの が,じ つは断片 にす ぎず,そ

の背後 の全体 を自分 の眼 で見 る ことが で きるよ うにな ったの であ るか ら,お そ ら くは,ま

った く新 しい人 生 が これ か ら始 まる,と い って よいだ ろ う。 わた しの 青春の夢 が,そ っ く

りその まま,い まや生々 しい現 実 とな って,わ た しの眼 前 に あ るのだ,と 記 す の で あ る

[22]。この よ うな感動 を こめた手 記が2度 にわ た る長期 の ローマ滞在 を うず めつ くして い

る6。 か ざ らな い率直 な筆致 の なか に,42年 ものの ちに,現 実 に生 きて きた全生涯 をふ まえ

ての エ ッカーマ ン との対 話 の こ とば と,ま った く符節 を合 わせ た よ うに,ぴ った りと一一枚

にな る内実 を看 取 しな けれ ば な らない。

ドイツ文学 の詩人 や作 家 に とって,そ れ ぞれ に,な ん らか のかた ち ・意 味 におい て,そ

れ ぞれ の 「イタ リア体験 」 が必須 な もの とな ったの は,ゲ ーテの 『イタ リア紀 行』[cf,22]

い らいの こ とであ る。まさに ドイ ツ文学 史上,空 前絶 後 のエポ ック メーキ ングな出来事 で

あ ったわ けで あ る。
　 　 　 　 　 　

ゲー テは まず体験 の詩 人 であ った。 ゲーテの こころの なか では,早 くか らイタ リアへの

憧憬 が よび さ まされ,こ の約束 の 国が,古 代 や ルネ ッサ ンスの芸術 の研 究 がゲ ーテ に,ゲ

ーテの文学 に
,な にを もた ら した であ ろ うか,と い うこ とにつ いての有力 な手が か りを上

に述 べ て きた。 この イタ リア,そ して ロー マ こそが,ゲ ーテの詩嚢 を肥 や すの に貢献 した
　 　 　 の の

第一 の領域 なの であ る。
の 　

一 心 に自然 と取 りくむ とい うゲー テの態度 も
,彼 の幼 少 の時代 に さかの ぼ るが,し か し

当然 『イタ リア紀行 』 の随所 に,ゲ ー テの後 半生 を も支配 す る ことにな る ような,こ の基
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本 的態度 につ らぬか れた手記 や観 察 が ち りばめ られ て いる こ とを見逃 してはな らない。 こ
　 　 　 　 　

れが ゲーテの芸術 に糧 を もた らして い る第二 の領 域 に ほか な らない。
　 の 　 　 　 の 　 　 　 　 　

そ してゲー テの芸 術 的発展 にお ける第三 の形 成力 とな ってい るのが オ リエ ン トであ る。

しか し,こ の第 三の形成 力 を形成 力 として真 に力 あ るもの に して い るもの こそ第一 の イタ
　 　 り 　 　 　

リア体験 で あったの であ り,こ の意味 にお いて ゲーテの イ タ リア体験 は,ゲ ー テ文 学の偉
り り む 　 　 　 　 　 　 　

大 さを測 定す るた めの,い わ ばアル キメデ ス ポ イ ン トで あ るこ とを看過 してい る ところに
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

ブー ル ダッハ の三 分説[23]の 限界が あ る。 この ブール ダ ッハ批判 の根 拠 の一端 を以下 に

略述 す る。

ドイツ文学 の歴 史 の決 定的 な転 回点 としての ゲー テ文学 の偉 大 さを測定 す るた めの,い

わば アル キメデ ス ポイ ン トとして ゲー テの イタ リア体 験 の意義 を,か つ て東 西 の研 究者 が

だれ も指摘 しなか った重 要 な意 味 において示唆 したので あ る。 その典 拠 とした エ ッカー マ

ンの対話 の こ とば は従来 まった く看過 され た ま まで あ った とい って よい。 しか しさ り気 な

く語 られ た この言句 その もの に,な に よ りも当時の ゲー テの境 涯 に立 っては じめて看取 で

きる底 の内実が こめ られて いるので あ り,途 方 もな く広大 なひ ろが りを もつ現実 の イタ リ

ア体 験 の根 底 と して の底 面 の 上 に42年 の 苦 渋 な 歳 月 をか け て積 み 重 ね られ た い わ ば

BewuBseinspyramide(意 識 の ピラ ミッ ド)の,リ ル ケ的 な意味[cf.24]に お いて,も は
　 　 　 　 　 つ 　 　 　 　

や不 可視 とな った頂 点,頂 点 であ りなが ら,「 頂 点 であ る」こ とに とらわれ ず,頂 点 その も
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

の をす ら空 じて,素 朴 に,し か し もっ とも確 しか に,ピ ラ ミッドの隅々 にゆ きわ た り,そ
コ 　 の む 　 　 　 　 　

して ピラ ミッ ドのす べて を自在 に呼 吸 してい る。

この アル キメデ ス ポ イ ン トを計量 的側面 か ら一瞥 す る と,ワ イマル版通 巻全143巻[cf.

22]の うち第1部63巻 が評論 のた ぐい を含 む文学作 品で,最 後 の2巻,通 計1323ペ ー ジが
　 　

索 引 にあて られ てい る。 この索引の なかで 「イ タ リア体験」 は様 々な キー ワー ドに分 けて

多元的 に検 索 で きる ようにな って い るが,こ れ を中心概 念 で ある 「ローマ」 に限定 して も,

22ペ ー ジにお よび,参 照指示 は ほ とん どすべ て の巻 にわ た って い る。 これ はゲ ーテの作 品

にた いす るすべ ての キー ワー ドの うちの最大 の規模 の もので ある。 第II部 通 巻全14巻 は自

然科学論 文 ・手記 の た ぐいで,4巻 に分割 され てい る索引 の見 出 しは科学者名 と学術 用語

が 中心 であ り,第III部 通 巻全16巻 は 日記で最後 の3巻 が索 引,第IV部 通巻全50巻 は書簡 で

索 引 は5巻 に分割 されて いるが,内 容 の性質 上 ゲー テが壮年 期以降終 生,半 世紀以 上 にわ

た り,国 家枢 要 の地位 にあ って親 し く仕 えたSachsen・WeimarEisenach大 公 国 と大 公一 家

に まつ わ る日常 身辺 の項 目が 大 きな比 重 を もつ ことは,お のず か ら首肯 され る ことで,第

1部 とは,ま った く質 を異 にす る。ただ し第III部 にお さめ られ てい るフ ォン シ ュタ イン夫

人の ため に記 され たイ タ リア紀 行 日記,第IV部 にお さめ られて い るイタ リアか らの書簡 は,

第1部 の 『イタ リア紀行 』全3巻 に近 い分量 で,こ れ と表裏 一体 をなす重 要 な資料 価値 を

もつ もので ある。
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学術 情報 群 を,情 報力学 的 に割 りき って,ひ とつの台 風 にな ぞ られ るな ら,さ きの エ ッ
リ の 　 　 　 　 　 　 　

カーマ ン対話の ことばは観測可能な台風の眼に相当する。眼 を眼その もの として観測す る

限 り,そ れは可視的であるには違いないが,眼 を可視性の限度 においてとらえるかぎり,

その意義の重 さ,台 風のダイナ ミックスは捨象され,活 きて荒れ狂 う台風の動性,台 風 を

して台風た らしめている台風の生命 ともい うべきものは見 うしなわれている。台風の眼 に

おいては,か えって可視性 のかげにか くれ不可視 となっている,可 視的即不可視的 という
り 　 　 　 　 　 　 　 　 　 の

ほかない核 ともい うべきものが,台 風 の隅か ら隅 まで禰満 している眼に見 えない無数の核
　 　 　 の 　 の 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 コ

群 と連 動 して活 き,台 風 としての全体 を動 か してい るので あ り,す べ ての思想 の情 報群 は,

この よ うなWirbel・Kern-Auge,whirl-core-eyeの 力動 的構 造 を もつ と考 えられ る。今 世紀初
　

頭 の 偉 大 な 書 誌 学 者 で あ っ たGeorgScHNEIDERの,い わ ゆ るGedankenbibliographie(思
　

想の 書誌)に は,か な らず し も,こ の よ うな情報 理 論 的裏付 けはな か ったが[25-28],
　 　

ScHNEIDERに よる19世 紀書誌学の集大成の正統な遺産は関連諸基幹科学 によって十分に再
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

評 価 され活 か されね ば な らない。 図書館1青報学 のいわ ばマ ク ロの数理 ・統 計処 理 の分野 に

Bibliometrie(bibliometrics文 献計 量学)が あ り,そ の ミク ロの応 用研 究 として,Chemical

Abstractsな どの大型 ゲ ー タベ ー ス を統計 母集 団 とす るcitationanalysis(引 用分析)が 行

われ,収 書計 画等 の実施 に利 用 され た りもして い る[cf.29]。 しか し科 学者 た ちの,そ れ ぞ
　 　 　 む 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

れ に独 創性 の核 をは らんで,そ の周辺 にのみ思 想 を形 成 す る とい うscientificactivities(科
　 　

学研 究 活動)の 実 相 は,上 記 の考 察 をぬ きに した,う わ つ らだ けに終 始 す る計量 測定 で は,

と らえ られな い もの で あ る。 も とよ り計量 測定 も重 要 では あ る。具体 的計 量測 定 な き思想

は空疎(1eer)で あ る。 が,し か し思想 の核 な き計 量測 定 は盲 目(blind)で あ る,と いわ

ね ばな らな い(こ の1eer-blindの いい まわ しは カ ン トの 『純粋 理性 批判 』[30]に 由来 す

るtopos)。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

本論 文 の主題 と もかか わ って くるゲー テの イ タ リア体験 とい う思想 の核 にせ まる もの と

して,本 質 的 な意味 で ドイ ツ文 学 を代 表 して世界 文 学 に組 み いれ られ る こ とにな った ゲー

テの超 大作 『フ ァウス ト』 の 冒頭 「夜 」 の一句 に問題 の焦 点 を しぼ る こと としよ う。 ヴー

グ ナーが退場 した あ との ファウス トの独 白の 中核 をなす部 分 であ る。「お前 が,お 前 の父祖

か ら受 け継 い で もって い る もの を,つ とめ,は げん で本 当 に 自分 の もの とせ よ」[31,cf.

22]。 天才 ゲ ー テは突如 と して この世 に現 わ れた ので はな い。ゲー テの由緒 あ る家柄 の生家

があ り,そ こで幼 少 の時代 をお くったFrankfurta.M.はRhein河 とMain河 の まじわ る物

流 ・情報 の基 地 と して ローマ帝 国の時代 か ら栄 え,郊 外 の北 辺 にラテ ン語 でTaunusと よば

れ る山が あ り,そ こに はLimes(リ ー メス。 ゲル マ ン民族 の侵入 にそな えた防壁)が 築 かれ

て いたが,ロ ーマ軍 はゲ ルマ ン民 族 の頑強 な抵抗 の た めに,そ こか らは一 歩 た りとも北進

す る こ とが で きなか った。この よ うな緊迫 した軍事 対決 の場 で,な お かつ,Frankfurt市 民

は,軍 事 的 に は ロー マ軍 の 占領下 にあ りなが ら都 市 の繁栄 を誇 って ロー マ帝国 と対等 にわ
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た りあい,自 主独立の自治権 を堅持 して今 日にいた り,現 在 は米軍の ヨ～ロッパ最人の基

地がある。分断国家の国境の町 として板門店 をお もいうかべても,想 像 を絶 した天地の ち

が いである。軍事 占領下にあり,ま た,さ まざ まな歴史の苦難 をか ちぬきなが ら,活 力あ

る市民 生活 にささえられてローマ帝国か ら文化遺産 をあびるほどに,ゆ たかに享受 してき

た1400年 の蓄積 がゲーテにとっての 「父祖伝来 の大 いなる遺産」であ ったのである。 に も

かかわ らず,ゲ ーテは,そ れ は文化の表層部 にすぎず,そ の基層部 を丸ごと,打 って一丸

とした文明 の総体ではない ことを洞察 していたのであ り,こ こにゲーテの天才 としての資

質があった。 この欠落 を補完する とい う,や むにや まれぬ内心の衝動につ き動かされて,

ローマを訪れ たのである。天才のみ洞察 しうる,ま だ見ぬ文明の全体像,天 才のみ先駆的

に掘 りドげることので きる自己の文明 の基盤 となるべ きゆたかな土壌の地平,そ こに勃興

しつつある新文明の開拓者のみがかわすことのできる,華 麗 に没落 していった旧文明 との

対話がある。 この一点で,江 戸文化文政の開花の前夜 に書 きの こした与謝蕪村の 一句 にも,

日本文明揺藍期の天才的開拓者 と,大 水軍 に護衛 された豪華な巨大宝船船団の もた らす交

易物資で繁栄を誇 りつつ謎の没落 を とげた往時の東 シナ海文明の覇者高勾麗 との対話が よ
こ ま ぶね

み とれ る。 「高麗 船 の よらで過 ぎゆ く霞 か な」(『第 五 折 々 の うた』[cf.32,p.17]の 著 者

大 岡信氏 は,そ こまで は言及 して い ないが)。

しか し,健 康 な科 学精 神 ・西 欧啓 蒙思 想 の体 現者 で あ った ゲー テは,こ の 出会 い,対 話

を洞察 とか 予感 に と じこめて お くこ とに甘 ん じる こ とがで きず,じ ぶ んの眼 で確 か めね ば

や まなか った。 そ して それ を実 行 したの で ある。科 学 者の 眼で 岩石 を,動 植 物 を,人 間 を,

謝 肉祭 の群 衆 行動 を観 察 し,図 解 し,ル ポ ル ター ジ ュしたの であ る。 この点 に,わ れわ れ

の文明 の先 駆者 た ち と,ゲ ルマ ン文明 を き りひ らこ う とす るゲー テ との根本 的 な相違 点 が

あ る。

ゲー テは東 洋 の 土をふ まず してペ ル シ ャの詩 法 をわが もの に し,東 洋 的遊 化 三昧 の境涯

か ら 「西東詩 集』 を書 いた。 このゲ ル マ ン文 明 の開拓 者 にふ さわ しい独 脱無 依 とも思 われ

る,し たが って 旧来 の西欧 文 明 に ひた りき って い る読 者 に とっては,ま った く異質 としか

うつ らない お それ のあ る この詩編 の読 者 の「よ りよ き理解 の た めに」,そ の本 文 をは るか う

わ まわ る ほ どの 『注解 と論 考』を付 して,そ の タ イ トル ペ ー ジに 「詩作 を理解 しよ うと欲

す る者 は詩 の国 へ ゆか ね ばな らぬ。詩 人 を理 解 しよ う とす る者 は詩 人 の 国へ ゆか ね ばな ら

な い」[33]と い うモ ッ トー をか か げて い るので あ る。 みず か らは,そ の土 地 をふ まず して

これ らの詩編 を書 いた。に もかか わ らず,読 者 には,「 その国 へ行 か ね ばな らぬ」 とすす め

て い る。 じつ に,こ の こ とば に こそ,ゲ ー テの 「イ タ リア体験 」 の すべ ての重 み が かか っ

てい るので あ る。 イ タ リア体 験 に先 立 ってい だい たあ の洞察 と,そ してゲ ー テ自身が 東洋

へ も行 かね ばな らな い と思 って いる この洞 察,そ の上 に実際 に イタ リアの,ロ ーマ の 土を

ふ む こ とが で きた 時の感 動 一 この三 つ の局面 が この一・句 で は一枚 に な ってい るの であ る。
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ブー ル ダ ッハ の三分 説 の限界 は こ こにあ る。 ゲー テの詩 嚢 を肥 や した第三 の領 域 オ リエ ン

トも,こ の よ うに して,こ れ を根 底 か らさ さえて い る第 一 の領域 「イ タ リア体 験 」 のた ま

もので あ った とい わね ば な らない。

第4章 現 存 す る外 部の異文明 との摩 擦 内部に

誕 生 した コン ピュータ文明 とのつ きあい

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

これ までのべて きた異文明 との出会 いないし対話の対者は,栄 華 をきわめつ くしなが ら
　 　 じ 　 　 　 　 　 　

も,い つ しか 自己完 結 を とげ て,そ れ ぞれ に没落 して行 った文 明 で あ った。文 明 は没落 し

て も文 化遺 産 をの こし,廃 壇 とな った文 明 の構 築物 の残骸,手 も足 も もぎ とられ なが ら,

なお お もか げ を残 す トル ソーの美 の あの 「た ふ とさ」。 それ を創 り出す 民族 は もはや その土

地 には いな い に もか かわ らず,そ れ らの 「美 の かた ち」 は,そ れ らが 置 かれ た ま さ し くそ

の土地 に しかな い風土 を呼吸 して,そ の か ぎ りにお いて,い ま もなお,生 きつづ けて い る

ので あ る。 文化 の表 層部 な ら,い ざ し らず,こ の意味 にお いて文明 は移 転不 可能 なの で あ

り,こ れ を理解 す るに は,こ れが うち建 て られ た,そ の 国へ行 か ね ばな らぬの で あ る。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

これに反 して現存 する文明 と文明 との接触 は 「喰 うか喰われるかの関係」 とい う様相 を

呈する。それぞれの文明はその基層部 においては移転不可能なのであ り,し か も,そ れぞ

れ に独 自に自己完結を とげようとして他 をはばか らぬのであるか ら,そ のか じとりをあや
　 　 　 　 　

まるな らば,当 時 者 の双 方 に とっての死 活 の 問題 とな る。今 日いた る と ころに露 顕 しつつ
　 り 　 　

ある,い わゆる国際摩擦 なるもの も,け っ して表層 にあ らわれている現象面での貿易摩擦

とか人種摩擦 とか,ま してや文化摩擦 といった言いか えで解決がつ く問題 ではない。 その

根は,き わ めて深刻 で,政 治や経済や文化の統合系の根 っこのところで,こ れ をがん じが
　 　 　 　 の 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

らめにしてあやつ っている基層部 をも含 めた全体 システムとしての文明系の問題なのであ
　 　 　 　 　

る。個々の文明 を担 う個々人がつねに普遍的な人間本来の 自己に立ちかえり,虚 心に自他

を見 きわめる洞察を具体的 に深めることによってのみ可能な,相 互理解への努力 と叡知 が

もとめられ るわ けである。

最後 につ けくわえておかねばな らぬ重要な課題 として,自 己の文明 のまっただなかに勃

興 しつつある新文明 とのつ きあい方 という問題がある。 そのような新文明 として,知 識集

約型の社会 をつ くり出 しつつある科学文明があるが,こ の表現は文明論 としては,や や,

あいまいである。文明 とは,そ の固有 の生態系 と密接 にむすびつつ,み ずか らがつ くりだ

す社会 の制度 ・文物 ・構築物 とこれ を運用 する固有の社会的装置群 の系 を,そ の根 っこの
　 　 　

と ころか ら丸 ご とひ っ くるめた文 化 の統合 システム の ことをい うの で ある。今 日,科 学 文
　 　 　 　 　 　 　 　 　 コ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ゆ 　 　 　 　 　

明 の なか で科 学 を動 か して い る もっ と も強 力 な シス テ ム こそ コ ンピ ュー タ にほか な らな ら
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 む 　 　 　 　 じ 　 　 　 　

ない。 この意味での コンピュータ文明がわれわれの社会生活のすみずみ まで,日 常的意識
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の眼にはとまらぬ ところで不気味な浸透力 をもって,着 実に規制の領域 をひろげ,征 覇 し
　 　 　 　

つ つあ るので あ る。 巨大科 学 は も とよ り,中 央 ・地 方 の行政 統 治機構,大 ・中 ・小 あ らゆ

る規模 の産 業 技術機 構,す べ て の経 済 ・金融機 構,さ らには大 学 にお け る人 文 ・社会 系 の

すべ ての研 究 ・教 育機 構 に まで コン ピュー タ端 末 の配 置 は完 了 して いる。 この趨 勢 か ら落

伍 した機構 は コ ン ピュー タ文 明 の下敷 きに な って死滅 を待 つ のみ で あ る。 これ は論 外 とし

て,要 は,そ の 次 にあ る。 つ ま り,コ ンピ ュー タ文明 の進 路 を暴虎 愚河,空 拳 を もって阻

止 しよ う として 下敷 きに な って 犬死 す る とい う愚 策 は とらない こ とに して,こ れ を よ り有
　 　 　 　 　 　 　 　

効 に飼 い な ら して ゆ く,こ のつ き合 い方 が問 題 なの で あ る。 コ ンピ ュー タ文明 はか つての

いか な る産 業革 命 よ りも巨大 で あ り,か つ社 会 生活 へ の絶 大 な浸 透力 を もつ もの で ある か

ら,そ の進 展,浸 透 の 方 向 ・様 相 を刻 々 に とらえ切 る こ とは,専 門 の技術 者 に とってす ら
　 　 　 　 　 　

至難のわざである。 それは技術者当人に とってす ら死活の問題であるか ら,世 界的な規模
　 　 　 　 　 　 　 　 　 り 　 　 　 　 　 　 　 む 　

で技術者相互の横の連携を密に して的確 な現状把握のデータを全人類 にわか りやすい表現
　 　

で公開すべ きである。

次に この新文明 と共存するかたちで,当 分はその役割 を強力 に堅持 しつづけねばな らな
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

い,ふ る き,よ き,ま こ とに人 間 味豊 か な 旧文 明 が併存 して い る。 問題 は,こ の 旧文明 が

新 文 明 のか げ に埋 れ て,厳 然 とした存 在感 が うすれ つつ あ る,と い うこ とで あ る。 新文 明
　 　 　 　 　 　 　 の 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

との共存 下 で,し か も旧文明 の精髄 を毅 然 と堅持 す るた めの教 育 ・研 究の根 幹 が,ひ よわ

にな りつつ あ る,と い う現状 で あ る。 ひ と昔 まえ まで は ドイ ツ文学 の 受講希 望 者 に 「わた

しの ゲー テの講 義 を受講 した いな ら,ゲ ー テ全 集 を30回 読 んで こさせ る こ とに して い るが,

あなたは 日本人 だか ら10回 でよい ことにしよう」(旧制 一 高の立 沢 剛教授 がFriedrichGuNDoLF

[*Darmstadt20.Juni1880,†Heidelberg12.Juli1931][cf.34]か ら受 けた指 示)と いっ

た指導 方針 が通 らな くな って きた の であ る。

そ こへ登 場 したのが コ ン ピュー タで あ り,九 州大 学 の樋 口忠 治教授 は逸 早 く世界 最 初 の

トー マ ス マ ン(ThomasMANN,1875-1955)全 集 全13巻 の フ ァイル を完 了 し,国 内大型

計算 セ ンター を通 じ解放 す る こ とは も とよ り,ド イツの 国立機 関 で あるマ ンハ イ ムの 「ド

イツ語研究 所 」 か らの要請 に よ り,磁 気 テ ー プを 「研 究用 」 に限定 して,無 料提 供 した。

本学 の コン ピ ュー タは,ま だ大型 セ ンター との接 続 の経 験 を まった くもたぬ,と い う こ と

で,い た しかた な く筆者 は検 索 を同教 授 自身 に電 話 で依頼 した ところ,世 界 一 の処 理能 力

をほ こ る九州 大 学大 型 セ ン ターの処 理 システ ム 「シ グマ」 は,12,000ペ ー ジの検 索 をキ ー

ワー ド1件 あ た り4-5秒 以 内の高速 で処理 す る とい うこ とで,翌 朝 には速 達 便 のハ ー ド

プ リン ト ア ウ トが届 いた。 しか も,そ の結果 は理 想 的で あ った。その,ご く一一部 を紹 介 す

る と,ド イツ語 で 「とて も」 とい う場合 の形 容詞 原級 を修 飾 す る副詞 は,ふ つ うはs碗7で

あ る こ とは一応 分 り切 った こ とだ が,θ 刎 に も 「大 い に」 とい った,「 とて も」に通 じる語

義 が あ るの で,「 碗1を 使 っては絶対 に い けない のか」とい う問題 点 にあ らか じめ決着 をつ
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　 　 　 　 　 　 の 　 　 　 　 　 の 　 　 　 　 　 　 　 　

けてお くた めの検 索 で ある。 しか し問題 は,ま さに,こ こにあ る。 コン ピュー タに頼 りき
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 の 　 の 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

って いた ので は コン ピュー タは,ま と もな答 え を出 して くれ ない。 この キー ワー ドを決定
　 　 　 　 　 　 　 　 　 の 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

す るに さ きだ って,徹 底 的 に伝 統 的 文献 学 の成 果 を,き わ め つ くしてお かね ばな らな い。

GRIMM[cf.12]の{VIEL'関 係 の項 は複 合 形 をあわ せ る とSp.105か らSp.251に お よび,
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 の 　

優 に単行本1冊 ぐらいの分量にのぼるが,そ のII3)の 冒頭で 「原級の形容詞の前に副詞の

加θ1がつく用法は,両 語が独立した形ではもはや使われないが,複 合形 としては無数にあらわれ
　 　

る。形 容詞[原 級ユの前 に魏1を つ け る用 法 は新 高 ドイツ語で は ます ます まれ に な り,そ の
の 　 　 　 　

か わ りに∫功7が 用 い られ る[...]」 とあ り,5)で は 「形容 詞 の前 の∫oθ観 はバ イ ヤー ン,
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

オース トリアで は形 容詞 の前 のs功7と 同 じ意味 に使 われ る」 とし,3)の 中程 で 「書 き こ と
　 　 　 　 　 　 　 　

ばで,特 定 の舵 ∂,64以 粥 肋,6勉 襯4'㎎ 御4sα 〃zとい った,呼 びか けの ことばのな かで
　 　 　

使 われ る形 容 詞の 前で は,一 番長 きにわた って碗1が 使 われ て きて い る[...]。 た とえば卿1

6〃6初 η8〃翻(い とや ん ご とな きお嬢様)」 とあ る。13巻 本 のFischer版 約12,000ペ ー ジ(流

布本 だ か ら目録 には強 いて あげ ない)検 索 の結果 は,グ リムの この定 義 を判 で押 した よう

な稀 有 な1例 で あ った。 それ はBetrachtungen'のVonderTugendと 題 す る章 でマ ン独 自

の強烈 な アイ ロニー を こめて,そ れ だ けに,い っそ う真剣 にロマ ン派 をと りあ げ,Joseph

FreiherrvonEIcHENDORFF(1788-1857)の 〔AusdemLebeneinesTaugenichts'(の
　 　 　

らくら者の生涯 より)の 冒頭の部分をマ ン自身の ことばで要約する箇所で,場 所 は南 ドイ
の 　 ロ 　 　 　 　

ツか オー ス トリア。馬 車 にの ったふ た りの貴婦人 に呼 び とめ られ て 「ど こへ い らっ しゃる

の」とた ずね られ,口 か ら出 まかせ に`踊 訥 隅 肋"と 答 えた のが縁 で,そ の馬車 に ウィー
　 　 　 　 の 　 　 　

ンまでのせ て もらい,か くて,い と美 しき奥方 さ ま(呼 びか けの ひび きが こもる)へ の愛

の物語 りが始 まる(4佛 〃 ろ69伽![...]漉606s6痂6玩6∫6勿6γL勅62〃 ア 碗1s漉 伽6η

g纏4畑 ηF駕 π[..,])と い う くだ りで あ る(1983年 版 第378ペ ー ジ)。 この知見 に もとつ い

て,は じめて本学 での初歩 ドイ ツ語 の指 導 に誤 りな きを期 す る ことがで きた。 教育 ・研究
　

用の端末がい まだに一台 も設置 されていない本学のようなケースは稀有の例であろう。初
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

歩の語学教育に もコンピュータ検索 によらなければならない確認を要す る事項が山積 して
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

いるのである。初歩の語学教育 にあた って,学 生 をまどわさせないために具体的データに
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

基づいた知見をあらか じめ確認する必要 を感 じて検索 した,な お若干の事例をあげてみる。

検索の作業 は,す べて前記樋口教授 をわず らわさねばならなかった もので,こ の場であら

ためて謝意を表 してお きたい。

ドイツ語初歩の段階で学生が とまどうことのひとつに,名 詞,形 容詞の格語尾,動 詞の

人称語尾 に,一 般に「口調上」とか,ひ どいケースになると,「つけて もつけな くてもよい」
　 　 　 ゆ り

な ど と,あ い まいに説明 され る こ との 多 い「-6をつ け るの か,つ け ないの か」とい う問題 が

ある。いわ ゆ る6・Tilgung,6-Erweiterungの 問題 で あ る。第1例 は名 詞BriefのDativ(3格)

に一6をつ け るか,と い う問題 で あ る。 トーマ ス マ ン フ ァイルの場合,[第]01[巻]202[ぺ
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一 ジ][第]13[行](以 下[]内 を省 くの で ,ケ タ数 で判 読願 いた い)の 勿6勿6〃2Bガ ψ

と0269937の 切 ∫61η〃ηjB万⑳ の2例 が あ った。(比 較 の た めに,3格 を示 す語 尾だ けを取
　 　 じ 　 　

り出 しで 翻B7妙 とな る,-6を 省 いた ケー スの検 索 も依頼 すべ きで あ ったが,気 が ひ け て
　 　 　 　 　

断念 した こ とは,く や まれ る。第2例 は,sα 麗 γの ように,形 容詞 の,複 母音 で あ る第1幹

母 音 と語 末 の第2母 音 とが,母 音 同 士 で重 な る ケー スで,ふ つ うは,格 語 尾 ・比較 級 の語
の 　 　 　

尾 をつ ける と きには 「か な らず 第2母 音 の 一6一を省 く」 と教 え られ る。 た しか に検索 の結 果

は,格 語尾 ・比 較 級語 尾 をつ ける ときはsα雛 とな って第2母 音 がお ち る例 が34例 あ り,お

ちな い例 が042122Sα π676ル1ガ161z,04233216初6祝sα 〃676ηLク6舵1η,06228286勿2∫ α〃6z6

(タ7加α5sピ,0730414伽s2伽o麗 ηsα〃6z6κ 瞬 勿 の4例 に とど まる。 だ か ら とい って後 者 の

例 を否 定 し去 る こ とはで きない。この例 の コ ンテ クス トを よ く調 べ る と,さ きの単 数Dativ
　 　 　 　 　 　 　 　 の 　

のB万 ψ の場合 と同様,こ れ らの表現は,た しかに,い ずれ も「念 をおして丁寧 に発話 され
　 　

て い る」の で あ る。 と くにマ ンの4例 の うち3例 まで が,『 郁文 堂独 和』な ど,学 生 が か な
　 　 ロ 　 　 　 　 　

ら ず 使 う 辞 書 で は,す べ て 一 律 に,わ ざ わ ざsαz4昭 ル1∫1碗,∫απz6sjし δ6加1η,2〃o麗 η∫ακγ6
　 り 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

ル1㎎麗 ∫㍑のか た ちで 出 してい るの で,た ち まち齪 齢 を きた す。「必 らず省 く」 で もな けれ ば
　 　 　 の 　 の 　 　 　 　 　 　 　 　

「どち らで も よい 」で もな く,全 人 類 共通 で あ る こ とばの理 にかな った 「使 い わ け」が あ
　 　 　 　 の 　 　 　 　 　 　 　 　

る こ とを… 応 ひ とこ と説明 してや るのが,語 学 教育 の本 道 で はあ る まいか。

cD
uden-Grammatik4'で は 「語幹 が 歯音(4あ るい は!)に 終 る不 規則 変化(3基 本 形 で母

音が交 替 す る)動 詞 は直接 法 ・過 去 形 ・単 数 ・第2人 称 にお いて人 称語 尾 一s紛前 に6を つ け
り の 　 　 じ 　 の 　 　 の 　

るピErweiterungは 古 風 な,あ るい は詩 的 な言 い まわ しの特 徴 と考 え られ,標 準 語 で は通 常

磁 ヵ η4∫ご,4z4わo's'の よ うに6の な い語 形 が つか われ る」 として い る[35,127-128ペ ー ジ,
　 　 　 　 　

§209,1.]。Duden-Grammatik'第3版 のnuringewahlterSprache(雅 語 での み)と さ

れていた文 法記 述が,さ らに念 を押 す ように第4版 ではalsZeichenarchaischeroderdich-

terischerSprache(古 風 な,あ るい は詩 的 な言 い まわ し)と 改 め られ てい るの で あ る。nur

ingewahlterSpracheで 十分 「雅語 」 とい う意 味 は つたわ るはず だが,こ れ を独 和辞 典 の

語義 どお りに 「上 品 な,洗 練 され た」 としか解 す る こ とので きな い未熟 な学 生 や教 師 に対

す る老婆 親切 か らだ ろ うか。 それ とも意 図的 に強 調 してい るのだ ろ うか。 だ とす れ ば,こ

の記述 に は問 題 が生 じる。Duden-Grammatik4'の 努 力 に対 しては,第2章 の終 りで,い ち

お う留保 つ きなが ら好意 的理 解 を示 したが,に もか か わ らず,そ の記 述 を全面 的 に鵜呑 み

にで きる とは思 って いな い。 昨 年 に筆者 が小 文 で い ま しめた よ うに眼 光紙 背 に徹 す る細 心

精緻 の点検 ・検 証 を うなが す問題 の 箇所 も多 いの であ る[18]。 原 級形 容詞 を修 飾 す るs幽 γ

のか わ りに つかわれ る碗1の 特 殊用 法 に対 する まこ とに適切 な使 用例 が約12,000ペ ー ジのな

か に,た だ の1例 あ った こ とを,さ きにのべ たが,こ れ を も って想 定 す る こ とがで きる よ
　 　 　 　 　

うに,ト ーマス マン自身の文体 は一応現代の標準語 を代表する作家のひ とりである,と 考

えることができる。 にもかかわ らず,前 記の とお り九州大学の樋口教授 に依頼 して得た検
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索 の結 果 はDuden-Grammatik4'の 反証 とな ってい るので あ る。 『郁 文堂独 和』の主 要強変

化 動詞表 で,直 接法 過去 基本形 が 歯音 にお わ る もの は29箇 あ るが,そ の単 数 ・第2人 称 で冨

の人 称語 尾 の前 に6を つ けて 一6s'とな る トー マス マ ン フ ァイルの使 用例 は約12,000ペ ー ジ

中48例 に対 し,6を つ けな いで 冨 とな ってい るの は如醗1例 に す ぎな いの であ る。εがつ い

て嬬6s!と な る もの は14例 であるか ら,'観 の過去 形 の使 用頻 度の29箇49例 に占める割 合 は29

箇 の平均 値1.69例 の8.88倍 と相 当高 い比率 にな る こ とは,こ の動詞 の性質上,首 肯 で きる。

に もかかわ らず 窺 に なる ものが 彪魏1例 にす ぎず,ト ー マ ス マ ンは詩 をほ とん ど書 いてい
　 　

な いのであ るか らこれ ばDuden-Grammatik4'に 対 する完 全 な反 証 にほか な らない。Duden-

Grammatik4'が 「標準 語 で は通 常使 う」 と推 奨 してい る如観 の語形 が,'観 の第2人 称 ・過

去形 使用 例 全体 の15分 の1に す ぎず,し か も,こ の使 用例 はFischer版 全 集第3巻 『魔 法 の

山』の第37頁,第12行 目つ ま りレoπ4〃7翅 嬬6加Z6襯400〃2Gzoβ 襯6〃 加2厩 ⑳6舵7

0観 読(聖 盤 と二 重 の姿 を した祖 父 につ いて)と 題 す る第2章 の 冒頭6ペ ー ジ 目で,や が

て8才 を迎 えよ う とす る少 年 ハ ンス カ ス トル プが洗礼 をうけた時の話 しを祖 父 が少年 に話
　 　 　

して きかせ た ときの,新 生 児 カ ス トル プのふ る まい を表現 す る吻s[6zs6伽66舵 η,膨 勿6刎

翅 ∫!伽 磁 碗 卿6勿(怖 が った り,泣 い た りな んか しなか ったんだ よ,ほ ん とに)と い う,

第2人 称 伽 をつか うケー ス として は,む しろきわめ て特殊 な,極 限のsituationで の使 用例

とい うべ きで ある。さ らに樋 口教授 が好 意 でHamburg版 全12巻 通 算約10,000ペ ー ジのゲ ー

テ全集 フ ァイル を,過 去基本 形 が歯音 で終 る動 詞 の うち主要強 変化動 詞表 の は じめの5語

に限定 して,過 去 形 ・単数 ・第2人 称 加η爵4∂ α規 ∂7忽寓6〃z如 η4∫4ヵ 漉 醜 をキー ワー

ドとして検 索 して くだ さった結果 は,さ らに意 外 な結 果 を もた ら した。 す なわ ち トー マス

マ ンの場 合 は29語 の キー ワー ドについ て如競1語 の みが 冨 に終 って いたの に対 し,ゲ ー テ

の場 合 は5語 の キー ワー ドにつ き(ト ー マス マ ンの場 合 は これ らの使 用例 が皆無 で あ った

の に),加 η4s!5例 の 一∫'に終 る使 用例 が あ り,し か も詩集 ・散文 の各巻 に またが ってい るの

であ る。前述 の とお り動 詞の性 質上 伽 の使 用頻度 が 抜群 に高 い こ とが想定 され るか ら,検

索 を媚s雌 含 む29語 に拡 充 すれ ば,圧 倒 的多数 にの ぼ る こ とも想 定 され,-6一 をつ けな い一s'
　 　 　 の 　 　 　

の形が,決 して現代の標準語 の特徴であるとはいえないことがほぼ確実に認められ るであ
　 　

ろう。本学で研究用の端末 を利用 できないので,肝 心要な ところで,ほ ぼ と言葉をにごさ

ざるをえない ことは,い かにも残念である。 この検索 は,あ くまで も樋口教授の好意 によ
　 　

る もの で あ って,ご 好 意 に甘 え るの は限度 が あ る。本 学 で端 末 を自由 に使 えるな ら,目 玉

の嬬s雌 ふ くむ,他 の24の キー ワー ドにつ いて も検 索 を して,こ の仮説 を断定 で きる ところ

まで追究 し,現 時点 でDuden-Grammatik4'批 判 の決 め手 とす る ことが で きたで あ ろ う。
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終 章 日本 文 明 の 課 題(要 旨Abstract)

2年 後の1990年 にゲルマニス トの国際会議第8回IVGを 日本で開催 し,共存する世界の諸

文明圏からお客 さまがたをおむかえするにあたって,筆 者が これに対処す るための出発点

とした ものは脚下照顧 ということであ り,そ こにお よそ文明 というものの比較 を可能にす

るtertiumcomparationisと いう作業仮説を認め,ゲ ルマニスティクの言語 ・文学 ・文化 を

中心 とする主要分野 に既成観念 を打破 するアルキメデス ポイン トとなりうるような発見的

事例の 端 を枚挙 し,紙 面の限度内でそれぞれに対 して創造的批判 を展開 してきた。脚下

照顧 に徹 するこの ような科学実践 に こそ,本 稿ではいちお う示唆するにとどめる日本文明

の比較文明的課題があると考える。

グーテ ンベルクの印刷術の発明は数千年 にわたって文化の基層部にうもれていた民衆 の

ことばをす くい とるために絶大な偉力 を発揮 した ことは,す でにのべたが,印 刷術 の革命

的 といえる発明 とともに,ひ らかれたあ らたな地平 は,ま た民衆の もっ とも必要 とする知

識の解放 ということであった。 したたかな民衆 は自己の もっとも必要 とする ものが何でな

ければならぬかをよ く知 っていた。 なによりもまず腐敗 したカ トリックか らの,こ ころの

自由 をもとめて聖書 を印刷 し,そ して同時 に物質的 自由をもとめてユーク リッド幾何学の

教科書を印刷 し,そ のいずれ もが 当時の人類最高の印刷部数 を記録 して近代産業革命 ・科

学文明への道 をひ らき今 日の西欧文明 を確立するための基礎 をきずいたのである。 まこと

に印刷術の発明は新文明 を創造する装置群 を築 きあげるための一一粒のcornで あ り,む しろ

coreで あった,と いってよい。 ここにゲルマン文明の精髄がある。わが国の国立国会図書

館 の貸出 し用カウンターの壁面 をか ざる,つ ぎのヨハネの福音書第8章 第32節 の一句[36]

は,ま ことに象徴的である。

HAAH⑭EIAEAET⑤EPΩ ΣEITMAΣ

その左 に,「 真理がわれ らを自由にす る」という日本語が,ほ こらしげにかかげられてい
　 　 　 　 の 　 　 　 　

る。 ギ リシア語の原文 を直訳すれば 「真理はあなたがたを自由にす るであろう」 と未来形

になるが,こ れは日常的な単純な未来ではな く,真 理である神がheiBenす る(い いつ ける)

確言的未来,つ まり 「必 らずや自由にする(で あろ う)」 の意味で,「 自由にする」 と訳 さ

れているのは正 しい。 さらに聖書のギ リシア語では 「あなたがた」 と第2人 称 の複数形に

なっているの に 「われ ら」 と訳 されているのは,敗 戦直後の民主主義の高揚期の,わ が国

にはじめて勃興 した熱い図書館運動のかがやか しい自主独立の自負が うかがわれ,西 欧思

想の核 であ るキ リス ト教の聖書の ことばを主体的 に奪い とった感が こめられている。当時

の国立国会図書館建設事業の龍巻 きの中核 だったのが中井正一氏で,同 氏は館長に擬せ ら

れなが らも,副 館長の職 にとどまり,今 日から見れば,天 寿 を全 うする とい うこともな く,
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比較的若 くして世 を去 ったことが,館 の今 日の沈滞の運命 に陰 を落 しているようで,惜 し

まれ て な らな い。

初心 な くして成 業 はおぼ つかな い。大学 問題 に して も同断 で あって,新 制 とい え ど も,
　 　 　 　 　 　 　

いや し くも大学 を建 設 しよう と思 うな ら,大 学 院後 期博 士課程 まで,切 れ 目な しに,年 次

を追 って充 実 を はか るべ きであ る。 大学 院 のな い人 学 なぞ ナ ンセ ンス であ る。 い た る とこ

ろにひ ずみ を生 じて くる。道 なか ば に して 中断 す る ことはあ ろ う。 どの よ うに苦 しい中断
　 　 　 　 ゆ 　 　 　 　 　 コ

の さなか にあ って もた えず初 心 に立 ちか え る ことで あ る。 その初心 す らなか った,と い う

ことで あれ ば,そ の集 団の後 継者 に,な ん とい って わびれ ば いいので あ ろ うか。 内憂外 患,

日本文 明が いか に多事 多難 で あるか,そ の一端 をか い まみて きた。T.S.オ リエ ッ トに「終

りが始 め」[37]と い う詩想 ・トポ スが ある。本稿 を欄 筆 す るにあた り,も ういち ど,冒 頭

の第1章 を思 い うか べ ていた だ くよ うお願 いす る。 脚下照 顧 一 ここに 日本文 明の課題 が

あ り,さ らに課題 解決 のmethodischerGriff-methodologicalgripさ えあ るので あ る。

注(Notes)

1現 在 の 正 式 の 名 称 はInternationaleVereinigungfUrGermanischeSprach-undLiteraturwis-

sellschaft=InternationalAssociationforGermanicStudiesで,IVGと 略 され る が,む し ろ 一一

般 に は 内 容 を と っ た 略 称 でInternationalerGermanisten-KongreBと 呼 ば れ,わ が 国 で も 「国 際 ゲ

ノレマ ニ ス ト会 議 」 と略 称 さ れ て き た 経 緯 が あ る。

2こ の 生 没 を 暗 記 して 覚 え て お く こ と は至 難 の わ ざ で あ る
。家 族 の 生 年 月 日 を す ら,き ち っ と即

座 に お もい 出 せ る ひ と は お お くな い で あ ろ う。 だ か ら こ そ た しか な 記 述 が 必 要 な の で あ る。

カ イ ザ ー を こ こ ろ の 師 と仰 ぐ ひ とは お お い こ と で あ ろ う。わ が 国 で も,わ た し が 教 室 で した し く

指 導 し た 前 任 大 学 で の 門 下 生 た ち は す べ て こ の 思 い に つ な が っ て い る こ と を よ く知 って い る。海 外

に 出 か け る こ とが じ つ に 多 くな っ た近 年 の こ とで あ る。 そ の よ う な 多 忙 な 旅 先 で,「 こ こ ろ の 師 」

の 墓 に詣 で,意 義 あ る 一 日 を す ご し た い と願 う こ と もあ ろ う。そ れ も生 誕 の 日 とか 命 日 に 日取 りの
　 　 　 　

都合がつけ られる,と なれば感慨 もひとしお。この意味で も,生 没年月 日をきちっと確かめてお く
　 　 　 　 　

ことが,ど んなにおお くのひ とび との役 にたつことか,こ のおもい をもこめて活字 にす るのであ

る。

本稿の文末にかかげる参考文献目録 は,主 としてISBDs(国 際標準書誌記述)シ リー ズ(そ の う

ちの主な ものは[1-3])に 則 って相ついで制定 された各国の 目録規則[4-6]な らびに独立

した形態 をなさない単行本 ・逐次刊行物 の章 ・節,寄 稿論文,私 的メモの類 まで記述を可能 とした

CP(ComponentParts)用 の,し たがって研究者 のもっとも必要 とする目録規則のガイ ドライン

等[7-9]の 線 にそい,「 論文 中での使用例」としては,お そ らく世界で も本稿での採用が最初

のケース となるであろう学術情報の国際化のための試行実験 の意図をももって記述 してある。

謝辞 これらの貴重な文献 を,そ れ ぞれ筆者が必要 とした時期に,き わめてタイム リーにお世話

くだ さった金沢大学図書館司書で日本 図書館協会目録委員会委員の永田治樹氏[1-3],京 都大

学助教授で同委員の原田勝氏[5],国 立国会図書館付置図書館研究所長で同委員長の丸 山昭二郎

氏[7],GMD(ド イツ国立情報処理研究所)東 京事務所長のDr,UrlichWATTENBERG氏[8,

9]ら の永年にわたる友情 とご好意 にたいして,こ ころか ら感謝の意 を表明す る。

本稿の本文 ・注 をとわず,こ の角カッコ(squarebrackets,eckigeKlammer)の アラ ビア数字

は,す べて文末の参考文献番号 を示 し,必 要に応 じて,引 用箇所 のページ等 を付記す る。上記学術
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情報の国際的流通のために,文 献 口録では漢字 は 切(ロ ー マ数字す らも,な るべ く)使 用せ ず,

非ヘボ ン式 ローマ字 ・アラビア数字 に翻字 し,必 要最少限度の漢字のみ本文・注に記 して参照で き

るようにすることにす る。さもなけれ ば通信衛星 をつかって世界 に流通するはずの ネッ トワー クに

乗らないのであ り,デー タベース化をすすめている日本独文学会の作成経費におお き くひびいて く

るか らである。

本注が 直接対象 とする本 文の典拠 は,そ の[10]に よった。

この典拠[10]そ の もの について付記すべ き重 要なことは,こ の種のハ ンドブック,つ まり参考

図 君の類いは欧米の大学図書館等,し かるべ き研究機 関では完備 しなければな らない基本文献であ

り,こ の原則 に貫かれた収書計画 ・蔵書構成 にな ってい るのであるが,わ が国ではい まだに このプ

リンシプルが根づ いていない。この原則 を貫 くことので きるような有能なラ イブラリアンが まった

く養成 されてお らず,ま た各学部要員 もこれに理解 を示 して予算 をゆずるこ ともせず,む しろこの
　 　 　 　 　 　

惨状 を よしとして,「 個人装備」として私費で購入すべ き類の図 書まで も,ま った く無原則 に校費
　 　 　 　 　 の 　

で購入 して,あ るものは どこで もあるが,大 学図書館 として必要か くべか らざる リフェンス トゥ
　 　 　 り り の 　 　 　 　 　

一 ・レと よ ば れ る 基 本 的 参 考 文 献 で す ら,な い もの は 全 国 ど こ に もな い,と い っ た 惨 状 を 呈 し,国 費
　 の 　 り 　 　 　 　 　 の 　 　 　

と公費のはなはだ しいむだつかいによる学術研究体制の基盤の脆弱化を招来 している。

その基本文献の標本の ような もののひ とつのケー スが[10]に かかげる重要文献で ある。本 書は

東大はもとよ り京大は じめ全国 どこを さが して も見つけることは至難の技であろう。しかもここに
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

しかd{確 な記述がないのである。なぜわた しが本書を所蔵するか といえば,本 叢書は年 刊であるか

ら,ど の巻を もっていてもよい,あ るいは必 要 とする時 に最新の巻 を買えば,買 いかえる経費 を節

約することがで きるという浅はかな さもしい購入心理に左右 されやすいのが通幣であるが,大 学図

、茎1館で完備すべ きものの うち,利 用価値 の もっとも高い と判断 され る ものは私費を投 じて座右にお

くべ きなのである。しからば,な ぜ もっ とも利用価 値が高い と判断 したか といえば,1931年 の第4
　 　 　 　 　 　 　 の 　 　 　 　 り 　 　 　 　 の 　 り

版以後 はすべてその補彙で あって30年 をへだてた1961年 の第9版 をまってはじめて生存 ドイツ人科
　 　 　

学 者のすべて を網羅す る完全版 とな り,先行の諸 巻に全部あたる必 要がな くなったか らにほかな ら

ない。本巻に収め られなが ら刊行の直前 までに死亡 した研究者の没年月日と逝去地 とばNekrolog'

に収録 されてお り,カ イザーの ケースがそれにあたるのである。つ まり本書 を必要 と判断 し,わ が

Halldbibliothekに 収蔵 していなか った としたら,こ れ らの ことを知 るよしはまった くなか ったわけ
　 　 　 　 　 　 　

で あ る。 ・世 代 ・度 の,ま た とな い チ ャ ン ス で あ っ た の で あ り,同 様 の チ ャ ン ス を ね ら う とす れ ば

1991年 ま で 待 た ね ば な ら な か っ た こ と で あ ろ う。

本 書 の 利 用 価 値 は た ん に 学 者 の 生 没 を 調 べ る こ とに つ き る も の で は さ ら さ ら な い 。ドイ ツ の 大 学
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 の 　

で は 学 位 授 与 の レ フ ェ リー 制 が 厳 然 と定 着 し て い る か ら,研 究 者 と し て研 究 活 動 を 行 な い,か つ 本

書 の 出 版 者 の 求 め に 応 じて 自 己 申 告 を行 な っ た 「学 者 」 は 所 属 の い か ん を とわ ず,す べ て 網 羅 さ

れ,そ の 現 住 所 の 町 名 ・番 地,所 属,職 歴,編 ・著,定 期 刊 行 物 寄 稿 論 文 等 に い た る ま で 手 に と る

よ う に わ か るBioBibliographieの 機 能 を,も っ と もzweckmaBigに は た し て い る の で あ る 。グ リ ム

辞 典[cf.12]に は項 目 ご との 執 筆 者 名 は原 則 と して 記 載 されて い ないが,TREU',?TREUE',TROST'

の じつ に 見 事 な 出 来 栄 え の 項 目 の 筆 者 が ヒUrlichPRETzEL'の 仕 事 で あ る こ と も,本 書 を通 じて 確 認

し え た こ との ひ とつ で あ り,ド イ ツ 本 国 の 全 学 界 の 現 況 が 手 に と る よ う に わ か り,稗 益 す る と こ ろ

は,は か り しれ な い 。 しか し あ く まで も こ の 記 事 は 自己 評 価 ・自 己 申 告 に 基 づ く もの で あ る か ら,

1948年 の 化 学 ノ ー ベ ル 賞 受 賞 者 で あ っ て も 業 績 の 記 載 が ま っ た く な い ケ ー スCPaulMULLER')も

あ る 。
　 　 　

このように して私文庫のために収蔵 した図書 ・資料のた ぐいがたま りたまった文字 どお り汗牛充

棟,2万3万 点 と増 えつづ け,し か も専門 とす る主題領域 を中心 に網羅 して重複が ない 一 これ
あるじ 　 　 　 　 　 　 　 　

が ・国 城 の 主 と して の 主 題 専 門 の 研 究 者 の 特 殊 コ レク シ ョ ン と して の蔵 書,い わ ゆ る 更Handbiblio-

thek'な の で あ り,そ の な か か ら取 り出 し て 利 用 し た 一一一冊 の こ と を 「誰 そ れ の 受Handexemplar'」 と

い う の だ が 一 この よ う な 研 究 者 や 作 家 等,知 的 創 造 に た ず さ わ る 人 間 の 実 相 に 対 す る カ イ ネ ア
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一ヌンク(か らっきしの無知)を さらけ出 して,わ が国で生産 されつづけ千何百版 もの版 を重ね る

独和辞典においてす らこの2語 に対す る適訳 をまった く見いだせない。τHandexemplar'に いたっ

てはその項 目す らない。このような仕事 をす るひとたちは ドイツ語学・ドイツ文学の基幹科学と し

ての ゴー ト語か ら現代 にいたるゲルマ ン文献学 とじっくり取 りくむとい う(カ ームの 『[現代]ド

イツ文法』[11]参 照)そ の仕事の大前提 となるべ き条件す ら満たさぬ暴虎凋河の徒 といわざるを

えない。い まも孜々 として この種の作業が進 められているもようであるが,せ めてひ と息ついて,

この2語 についてはグ リムの 『ドイツ語辞典』の当該項 目と第5巻 の序文[12]の 使用例 ぐらいに

は当ってもらいたい ものである。ヨー ロッパの学術研究機関の現状 を知るにも,同 様 にして入手 し
　 　 　 　

た,本 邦では稀襯本 ともい うべき[13]が 貴重である。本論文で参考書目に掲載 するもののほ とん

どすべては,こ のような自助努力の結晶であることを付記する。

3こ の禅林固有の概念は 「照顧脚下」とも表現 され,目 的語を動詞のつぎにお くほ うが通常の漢

文の語法 にかなっているように もお もわれるが,そ れだけに照顧がかえってその対象としての脚下

に限定 され,日 常的な 「お足 もとに御注意あそばせ」といった冗語に堕するのがおちである。禅殺

にそのような冗語は一切無用である。 その真意 は,む しろ「脚下照顧」のほ うに端的にあらわれて

お り,「脚下」は単なる目的語ではな くして,端 的に 「脚下照顧」と問 うているのであ り,そ の問

いに答えうるほどのひ との 「脚下」であるな らば,そ の 「脚下」は,そ れ自体が主語 となって 「照
　 　 の 　 　 　

顧 」 して く るの で あ り,そ こ に 「照 顧 」せ られ る 目 的 語 は な い の で あ る か ら,そ れ は,ま さ に非 対
の 　 の む 　 　 　 　 　 　

象化せ られた空無の主体 としての本来の 自己でなければならない。「来るな ら悟って こい」,「悟 っ
もんしつぼん

ていないのな ら即今,悟 る覚悟で来い」であ り,『維摩経』の 「問疾品第五」にあ らわれ る文殊師
ぜんらい

利菩薩ほ どの達人には 「善来」(よ く悟 っていらっしゃい ました)と いう歓迎 のあいさつの ことば

ともなる。その 「善来」といわれ る文殊師利の維摩詰に対する病気見舞の来訪の仕方が 「不来の相

にして来 り 不見の相に して見 る」[15]の であることは,上 述の とお り空無の主体である本来の自
の 　 　 　 　

己のあらわれによるのである。

この意味 における「脚下」は古 く『碧巌録』「第1則 武帝問達磨」[16]の(與 三 十棒 不知脚眼下放
あにけいきよくをしようずることをまぬかれんや すでにふか きこと よびきたせろうそうがためにせんきや くせしめん

二大光明 ⇒ とか宣.免.生 荊 棘 ・(脚眼下 己 深 数丈)と か喚 来 與 一老 僧.洗 脚。 と

いわれている語句,つ まり西暦527年 ごろの故事にまでさかのぼるもの。 この脚銀下 にこそ梁の武
いかなるかこれしようたい

帝が達磨大師に 「如何是 聖諦第一義」と問うて磨が答えた 「廓然無聖」の 「大光明」が燦然とか
ちんにたいするものはたぞ ふ し き

がやいているのである。 しかるに 「封 朕 者 誰」との問いに 「不識」 と答 えられ,面 くらってい
これはこれ

るあいだ に江のかなた北魏 に見失 った帝が 「此 是 観音大士傳 佛心印.」 なることを知 らされて悔
かつこ くさるも た またかえ らじ 　 　

い,使 いをつかわすが閻 国 去。佗亦不 。回。国をあげて追っても彼は帰って こぬであ ろう。脚下 を

照顧せず して他 に求めて も,ど こにも達磨 はいないのだ。脚眼下に放つ大光明,そ こに こそ,求 め
　 　 り 　 　 　 　 　 　 　

る達 磨 の 正 体 「廓 然 無 聖 」の 当体 が あ る の で あ り,そ れ が 空 無 の 主 体 と して の 本 来 の 自 己 に ほ か な

ら な い 。この 省 察 を う な が して くだ さ っ た の はFAS久 松 真 一 先 生 門 下 の 高 足,花 園 大 学 の 常 盤 義 伸

教 授 で,国 際 的 に 評 価 の 高 い 多 くの お 仕 事 の う ち[17]の 一 点 を記 し て謝 辞 に か え る。

4KarlWilhelmGOTTLING(1798-1869)薬 学 ・化 学 者 で1789年 か らJena大 学 で 哲 学 科
,化

学 ・薬 学 科 の 教 授 を つ とめ,ゲ ー テ と も交 友 が あ っ たJohannFriedrichAugust(1755-1809)の

息 子 で,[古 典]文 献 学 ・考 古 学 者 。Rudolstadtで ギ ム ナ ジ ウ ム教 授,Neuwiedで ギ ム ナ ジ ウ ム 校

長 を つ と め,1822年 か らJena大 学 で 哲 学 科 の 教 授,図 書 館 長 を つ と め た 。ギ リ シ ア 語 が あ ま り得 意

で な か っ た ゲ ー テ を た す け て エ ウ リ ピ デ ス の フ ァエ トン な ど を翻 訳 して提 供 し(1821年10月25日 付

の ゲ ー テ の 日記),「 この 冬 じ ゅ う エ ウ リ ピ デ ス を 手 離 さ な い だ ろ う」と10年 以 上 もた った1831年11

月23日 付 の ツ ェ ル タ ー あ て の 手 紙 で,ゲ ー テ は の べ て い る。 また ゲ ー テ の 詩DieneueSirene'(新

しい セ イ レ ー ン)を ギ リ シ ア 語 に 訳 し て ゲ ー テ に提 供 し た り,letzterHand版 の 全 集 の 校 訂 を 手

伝 う な ど,ゲ ー テ に と って 身 近 か な存 在 だ っ た 。

5高 橋 義 孝 氏 の 監 修 ・訳[21]も あ るが
,こ の 対 話 は きわ め て 重 要 で あ る の で,拙 訳 で は,と く

に ゲ ー テ の 真 意 を汲 み と る 工 夫 を こ ら した 。 先 師 大 山 定 一 先 生 が 言 及 さ れ た こ と を 門 下 生 一 同 と
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ともに追憶 し,記 念の しる しとす る。

6[22]に 示す ように
,ワ イマル版では2度 にわたるゲー テのローマ滞在時の手記が計487ペ ー

ジにわた り第1次 滞在の分は1786年11月1日 付か ら87年2月21日 付 まで,第2次 の分は1787年6月

8B付 から88年4月14日 付 まで,前 者はすべて日付のある手記であ るのに対 し,ペ ー ジ数 に して

5,6倍 の後者 は日付のある書信 のほかに日付のない,あ るいは明確 でない報告・論考体の文章が

かな り織 りこまれている。

7謝 辞 ゲーテに'言及するに当って先師をともに追憶、し,筆 者の古い記憶を客観的な資料 と照合

するのに必要 とす る様々な情報を提供 していただいた京都大学芦津丈夫教授 に感謝の意 を表する。
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