
1933年という年がドイツにとって､ ヨーロッパにとって持つ意味を､ ここで

改めて申し上げる必要はないと思います｡ ヒトラーが政権につき､ ドイツは第

二次世界大戦の破局へ助走を開始しました｡ この年の夏､ 50代半ばのヘッセは､

13篇の詩を書き上げています｡

◎������������������������｢1933年夏の詩｣
● �����������������������(｢嵐のあとの花｣ ６月)
● �������������(｢夕べの家並み｣ ７月)
● �������������(｢暑い真昼｣ ７月)
● ���������(｢盛夏｣ ８月)
● ����������������(｢夜の雨｣ ８月)

● ��������������(｢夏至のころ｣ ７月末)
● ������������������������(｢雷雨の前｣ ８月)
● ���������(｢古びた公園｣ ８月)
● ������������(｢回顧｣ ８月)
● ��������������������������(｢晩夏の蝶｣ ８月)
● ��������������(｢訪れぬ雨｣ ８月21日)
● �������������(｢夏は老い｣ ８月)
● �����������(｢萎れた葉｣ ８月)
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６月から８月まで､ おそらくは夏の訪れを告げる嵐から､ 秋の到来まで､ 第

六篇を除けばほぼ時の歩みに沿って配置された詩群には､ 既に14年を暮してい

たアルプス南麓､ イタリア語圏スイスの小村､ モンタニョーラの景物が描きと

られています｡ 第二篇 ｢夕べの家並み｣ を見てみましょう｡������������������������������������������� ××́××́××́××́ ��������������������������������� ××́××́××́××́ ��������������������������� ××́××́××́××́ ������������������������ ××́××́××́××́ ��������������������������� ������������������������������� ��������������������������� ×́×××́×́×××́ ���������������������������� ����������������������������� ������������������������������� ×́×××́××́××́ ��������������������������������� ������������������������ �
｢弱強｣ のヤンブスを四つ連ねた４詩脚｡ 脚韻はすべて､ 強拍で終る男性韻

です｡ 押韻は､ ����､ ����の抱擁韻の第一､ 第二連に､ ����の交叉韻の第三
連が続いています｡
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強拍で始まる第二連第三行 (����������������������������) と第三連
第二行 (��������������������������������) を除いて､ 詩行はすべて全く
乱れのないヤンブス４詩脚で構成されています｡ この安定した詩の歩みは､ こ

こに描かれる安らかなテッシンの光景にふさわしい呼吸を作り出しています｡

また､ 先にふれた第二連第三行 (����������������������������) にし
ても､ ���������������｢強弱弱強｣､ ��������������｢強弱弱強｣ と､ 前半
と後半は同じリズムによるシンメトリーであり､ 第三連第二行では､ 同じく

｢強弱弱強｣ の ���������������は､ 後半 �����������������で基調をなす
ヤンブスに復帰します｡ リズムの撹乱は穏やかな強調として作用するのみです｡

押韻を個別に見れば､ 第一連の ���と ���､ 第二連の ����と �����､ 第三
連の ����と ���は､ それぞれ､ 完全に一致した純粋韻ではないにしても ｢同

音的｣ であり､ この各連内の相似た音の反復も､ アルプス南麓の村の静けさを

歌うにふさわしいと言えるでしょう｡ 更に､ 押韻を詩全体において俯瞰すれば､����と �����の韻を持つ第二連を ���､ ����､ ���の親近した音を重ねた第一､
第三連が囲い込んでいることがわかります｡

一日の終わりの黄金の光にひたされた家並みの､ 時代を超えた安らかな様が､

この詩には､ 韻律と音の両面で写し取られています｡

この光景は､ 浮世を離れた桃源の地で庭いじりに時を過ごす､ ｢モンタニョー

ラの隠者｣､ ヘッセというイメージの背景として､ ふさわしいかに見えます｡

しかし､ ｢1933年夏の詩｣ には､ 全く異なったトーンも聞かれるのです｡��������� (第四篇)�������������������������� ××́××́××́××́ ������������������������������� ××́××́××́××́ �
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���������������������� ××́××́××́××́ ��������������������������� ××́××́××́××́ ��������������������������������� ×́×××́××́××́ �������������������������������������� ××́××́××́××́××́× ������������������������������� ××́××́××́××́× ������������������������ ××́××́××́××́ ��������������������������� ××́××́××́××́ ������������������������������ ×́×××́××́××́ ��������������������������� ××́××́××́××́× ������������������������������� ××́××́××́××́ �������������������������� ××́××́××́××́ ����������������������������� ××́××́××́××́× ��������������������������������� ××́××́××́××́ ������������������������������ ××́××́××́××́× �������������������������� ×́×××́××́××́× ������������������������������������ ××́××́××́××́ �������������������������������� ××́××́××́××́ ��������������������������������� ××́××́××́××́ �
男性韻のヤンブス４詩脚を基本としながらも､ ５詩脚の第六行 ���������������������������������������､ 女性韻の第六 (押韻記号では､ �)､ 第七
(�)､ 第十一 (�)､ 第十四 (�)､ 第十六 (�)､ 第十七行 (�) を含んでいます｡
また､ 押韻記号�の第五行 ����������������������������������､ 記号�の
第十行 �������������������������������､ 記号�の第十七行 ������������
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���������������は強拍で始まっています｡ この３行では､ リズムが乱され
ているのです｡

押韻は��������と抱擁韻を二つ重ね､ その後に��と対韻をおく形態を一
セットとし､ この単位を二つ重ねたものがこの詩の構造と言えるでしょう｡ 対

韻�の第十行で､ この詩は前半と後半に分かれています｡
この整った押韻に比してこの詩の前半部を特徴づけているのは､ しかし､ 押

韻ブロックと文末の不一致です｡ 冒頭からの第一文は､ ����の抱擁韻を越え
て､ 次の�の第五行まで続きます｡ これに続く第二の文が終るのは､ これも抱
擁韻をはみ出して､ 対韻��の第十行､ 前半の最終行です｡ 押韻構造とあえて
噛み合わぬように二つの長文が連ねられています｡ 因みに､ 強拍を冒頭に持つ

第五 (�)､ 第十行 (�) がそれぞれの文の終わりであることを考えれば､ 基本
のヤンブスを乱すこの２行冒頭の強音は､ 押韻とは別の､ 詩の内的構造を読者

に暗示する構造指標と考えられます｡

各々５行の二つの長文からなる前半に比して､ 後半は､ 中間部 (第十四～十

六行､ 記号�から�) の短文の積み重ねとそれに前後するアンジャンブマン
(文節と行末の不一致)､ 及び､ 第十七行冒頭の強拍 ������による基本リズム
の撹乱を特徴としています｡ すなわち､ 記号�の第十三行から第十四行前半
は一息に読まざるを得ないため６詩脚 ��������������������������������������となり､ これに２詩脚 ��������������������､ そして､ 基本どおり
の４詩脚 ����������������������������������､ そして再び２詩脚の短文���������������が続けられた後に第十六行後半から第十七行前半までの４
詩脚 �����������������������������､ 及び､ その後の６詩脚 ����������������������������������������������������の一文で歌いおさめるわけであ
り､ 書き留められた詩行の形態とは異なる流れが想定されていたと考えざるを

得ません｡ (ただしこの場合も､ 詩脚数は６＋２＋４＋２＋４＋６となり､ 反
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復される ｢２＋４｣ のブロックを６詩脚が囲い込むため､ 均衡は保持されてい

ると言ってよいでしょう｡) １行の空白の後に改めて歌い出される２行は､ こ

の詩に初めて現れる長母音 (�����������) の脚韻を重ねて､ 全体を締めくく
ります｡

押韻と言う点から見た構造と実際の詩文の歪みは､ 詩の内容に関わっていま

す｡ ７月に生まれたヘッセは､ 自ら書いているように夏を好みました｡ しかし､

ヘッセがこの詩におけるほどに苛烈な夏を描いたことはなかったと思います｡

己れの激しさ故に自ら己れを焼くような夏は､ 前半部でおぼろげに擬人化して

捉えられ､ 後半部では叙述が重ねられるごとに具象性と彫琢の度を強め､ 遂に

は､ やせ馬を駆り大地を焼き尽くす死神の獄吏となって､ ひとつの象徴といっ

ても良い内実の力とその放射を獲得しています｡ アルプス南麓の８月の暑熱で

あっても､ ヘッセの内に結ばれたこの強烈な像には､ 自然界とは別の圧力を想

像せざるを得ません｡

もう一篇､ 夏の嵐を歌う詩､ 第七篇を見てみましょう｡������������������������ ヤンブス５詩脚 女性韻と男性韻の交叉韻�������������������������������� ××́××××́××××́×�������������������������������� ××́××́××́××́××́������������������������������������� ××́××́××́××́××́×�������������������������������� ××́××́××́××́××́������������������������������������� ××́××́××́××́××́���������������������������������������� ×́×××́××́××́××́×����������������������������������� ××́××́××́××́××́
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ヤンブス５詩脚を基本としています｡ 脚韻は男性韻と女性韻が一行ごとに交

替し､ ����といった交叉韻で一貫しています｡ 第一連第一行は �������́�����������́������������́����と､ ３連続の弱拍を含む３詩脚､ つまり､ 詩の開
始行では基本リズムが提示されないわけですが､ 形定まらぬ雲の渦から､ 第二

行で､ 太陽が現れ形あるものを照らし出すと言う叙述の流れを写し取ったと考

えられます｡ 後続の二つの連とは異なり､ 第一行に用いられる女性韻も､ 不定

形な曖昧さを暗に表現しています｡ ただし､ リズムの確立によって､ 詩に描か

れる世界に均衡が創り出されるどころか､ 第三連に到って破壊されると言う一

種のいびつさを有している点は注目しておくべきでしょう｡ 第一連偶数行にお

けるリズムの確立は､ 秩序の確立ではありません｡

この不協和は､ 第二連第二行冒頭の強拍 �������によって､ リズムと意味の
両面でさらに増幅されます｡ 第二連は､ アンジャンブマンでつなげられた第一

行から第二行前半の長文 ���������������������������������������������������������､ 後半の短文 ����������������������､ 第三行の長文 �������������������������������������､ 第四行の二つの短文 �������������������������������������������と言う長・短文の交替を特徴として
います｡ 詩のリズムを表面上は乱さぬまま､ 緊迫感をかもし出しています｡ ま

た､ ���������の後の沈黙と､ これに呼応して韻を踏む ���������には､ 第一
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連から続く女性韻の効果が計量されたと思われます｡

第三連では､ 五つの文が接続詞を用いずに (先行する二つの連では､ 各々､�����が一個､ 用いられている) 積み重ねられています｡ それぞれ一行一文

の第一､ 第二行､ 闇の中から森を鞭打ちながら迫って来る白い雨の群れを先駆

けに､ 第三行冒頭のアウフタクト (弱拍の �������) で蓄えられたエネルギー
は, 第二文 �������の強拍で強められ､ アンジャンブマンで繋がる第三文
(冒頭は強拍) で一気に解放されます｡ その叙述は, 視覚 (���������) から聴
覚 (����������) へ､ そして､ ��������､ �����������､ ������と視覚と聴覚を
混ぜ合わせ､ 更に雷鳴の轟きを肌に覚える (���������) 触覚にまでも訴えて
きます｡

猛烈な蒸気に満たされた暑熱の中で奇妙な笑みを浮かべる太陽が照らし出す

原色の光景が一瞬の内に消え失せ､沈黙の闇から大地を叩きながら駆けり出す

雨と稲妻と雷鳴に､ 私は1933年夏のヘッセの前に立ち現れた､ 来るべき時代の

様を見ないわけにはいかないと思います｡

1931年11月に正式に結婚した三人目の夫人､ ニノンがユダヤ人であったこ

ともあり､ ナチスに染め上げられていくドイツの様は､ 前年1932年には､ プラ

イヴェートな経路でもヘッセの耳に届いていました｡ また､ 33年３月には､ 社

会主義者の友人ヴィーガントを最初の亡命者として自宅に迎えています｡ 一夏

の景物を歌った13篇の詩をまとめるに際し､ あえて ｢1933｣ という年号を標題

に付したヘッセには､ 明確な時代意識があったと私は考えます｡

ここで詩群を改めて見渡せば､ 嵐に打たれた花に自身の回想を重ねる第一篇

｢嵐のあとの花｣ は､ ヘッセの個人的な感慨とは異なった､ もう一つの顔を見

せてきます｡
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ヤンブス５詩脚､ 第一連は����の抱擁韻､ 第二､ 第三連は､ ����､ ����の

交叉韻という押韻です｡

５詩脚以上の詩行には､ 通例､ 中間休止が置かれますが､ この詩の場合､ 頻

用されている ｢�｣ や詩行中の接続詞 �����に指示される (｢�｣ による視覚的
な指示を持たない第一連第三､ 第四行では､ 休止は共に第三強拍後の �����
の前に置かれているため､ 流れは乱れません) 休止は文や節の区切りと一致し

ています｡ このため､ 同じく５詩脚の ｢雷雨の前｣ とは異なって､ 短文や節の

連続に際しても､ むしろ､ 緩やかな呼吸が保証されています｡ また､ 第二連第
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二行 ���������������������������������､ 第三連第一行 ��������������������������������������､ 第三行 ������������������������������������のような分節されぬ一行も､ ５詩脚であっても､ 一息に読むこと
ができます｡

この呼吸感を乱すのは､ 強拍を冒頭に持つ第一連第二､ 第三行､ そして第三

連第二行でしょう｡ ３個の強拍は､ いずれも意味を強調しています｡ 第一連で

は､ 花は ｢立ってはいる｣ が､ 嵐の恐怖のために､ まだ ｢不安げ｣ であること､

第三連では､ 詩人が回想する幾度もの ｢その｣ 時を明示しています｡

しかし､ 第一連の第二､ 第三行の場合､ 詩の基本リズム自体が乱されていま

す｡ 第二行 �������������������������������������は ｢強弱弱｣ のダク

テュルスを二つ含む４詩脚であり､ 更に､ ｢�｣ の休止後の ������������������では､ 行末に到ってなんとかヤンブスが回帰するものの､ 先行のダク
テュルスのため､ 弱拍が三つ連続することになってしまいます｡ 第三行 ����������������������������������������では ������を弱拍に読めば､ ４詩
脚となり､ 同時に､ ここに３連続の弱拍が現れてしまいます (私は ������を
強拍で読みたいと思います｡ また､ 第二行で休止を指示する ｢�｣ は､ ４詩脚
であっても過度の切迫感を避ける指示と解します)｡

花は立ってはいるが､ 心もとない様子だと､ 過ぎ去った嵐の錯乱の名残を留

めるこの二つの詩行は､ しかし､ 基本リズムの確かな歩みを持つ第一､ 第四行

に抱きとめられています｡ この第一連のリズム構成は､ 同時に､ ����という
押韻形式に一致しています｡ そして､ ヤンブス５詩脚を確定した第一､ 第四行

の女性韻は､ 第二連第一､ 第三行に引き継がれ､ 第三連では４行すべてが女性

韻となります｡ 男性韻を伴う不確定リズムを､ 女性韻を持つ基本リズムで受け

とめ､ 第二連の記号�の長母音の女性韻 (���������������) で落ち着かせ､
第三連､ 記号�の第二､ 第四行で､ 克服された苦難の追憶の中に包み込む (長
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母音の女性韻 ��������������) という流れをこの詩は持っているようです｡
このように詩全体を俯瞰した上で第一連に立ち帰ると､ 第一連にヘッセが用

いた����という押韻､ ｢抱擁韻｣ ����������������は､ その名の通り､ ナ
チスの巨大な波頭に為す術もなく呑み込まれていくドイツの友人たちや読者を

抱きとめ､ なだめ､ 慰める意味を有していたのでしょう｡

ヘッセはこの詩を､ 詩群の冒頭に置きました｡ ここでは嵐は過ぎ去っていま

す｡ 眼前にある逃れようのない危機を既に克服されたものとして描くことで､

精神の自由を獲得し､ 時代の遷移を超えた空間に生きることを可能にするとい

う長編 『ガラス玉遊戯』 と同じ志向がここには現れています (尤もこの詩の場

合､ 過ぎ去ったばかりの驟雨の記憶はまだ生々しく､ また､ 時を超えた精神へ

の呼びかけは描かれていませんが)｡

この年の12月､ ｢ノイエ・ルントシャウ｣ 誌に掲載されることとなる､ この

詩群は､ 直接の言及すら含まぬものの､ ドイツの心ある人々への呼びかけであ

り､ 当時のヘッセなりのナチスへの態度表明であったと思います｡

＊本稿は､ 平成16年４月24日､ 九州大学独文学会第18回研究発表会で口頭発表を行った

際の原稿に､ 若干の修正を加えたものである｡ なお､ 原詩のテキストとして､ �������������������������������������������(������������������) 610～622頁を用
いた｡
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