
 

 

 

 

 

Lit er ari s c h e M o d er nit ät u n d F or m b e w u sst s ei n i n d er  

d e ut s c h s pr a c hi g e n  Er z ä hllit er at ur  

z u B e gi n n d es 2 0. J a hr h u n d ert s  

2 0 世 紀 初 頭 ド イ ツ 語 圏 の 文 学 作 品 に お け る 文 学 の 近 代 性 と 形 式 意 識  

（ 要 旨 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広 島 大 学 大 学 院 文 学 研 究 科  

博 士 課 程 後 期 人 文 学 専 攻  

学 生 番 号 ： D 1 9 0 9 8 5  

氏   名 ： 堀 田  明  

  



1  

 

 本 論 文 は 、 ド イ ツ 語 圏 に お け る 文 学 作 品 、 と り わ け 小 説 形 式 の 位 置 づ け に つ い て 、 2 0 世

紀 初 頭 に お け る 思 想 的 背 景 と の か か わ り の な か で 考 察 し て い く も の で あ る 。 そ の 際 、 ゲ オ ル

ク ・ ル カ ー チ 、 ヴ ァ ル タ ー ・ ベ ン ヤ ミ ン 、 テ オ ド ー ル ・ W ・ ア ド ル ノ ら の 議 論 に も と づ き つ

つ 、 考 察 を 進 め て い く 。 最 終 的 に は 小 説 形 式 が 示 す 近 代 性 を 擬 古 典 主 義 的 な 価 値 観 と の 対 比

の な か で 描 き 出 す こ と を 目 的 と す る 。  

 序 論 で は 、 ゲ オ ル ク ・ ル カ ー チ の 初 期 の 著 作 『 小 説 の 理 論 』 (D i e T h e o ri e d e s R o m a n s)に 言

及 し つ つ 、 論 文 全 体 に 対 す る 問 題 提 起 を 行 う 。 小 説 と い う 文 学 形 式 は 、 そ の 成 立 以 降 、 近 代

性 と い う 概 念 と 密 接 に か か わ っ て い る が 、 ル カ ー チ は 『 小 説 の 理 論 』 に お い て 、 古 典 時 代 の

叙 事 詩 か ら 近 代 の 小 説 に 至 る 叙 事 文 学 を 歴 史 哲 学 的 に 考 察 し 、 小 説 を 近 代 に 特 有 の 文 学 形

式 と し て 定 式 化 し て い る 。 し か し 同 時 に ル カ ー チ は 、 古 典 的 な 叙 事 詩 と 対 比 さ せ つ つ 、 近 代

に お い て 成 立 し た 小 説 に 対 し て 批 判 的 な 評 価 を 下 し て い る 。 こ こ か ら 、 ル カ ー チ が 古 典 的 な

芸 術 作 品 を 模 範 と す る 擬 古 典 主 義 的 価 値 観 に 依 拠 し て い る こ と が わ か る 。 こ う し た 擬 古 典

主 義 的 態 度 は 、 全 体 性  ( Tot alit ät )を 重 視 す る ル カ ー チ の 思 想 的 傾 向 に 起 因 す る も の で あ り 、

そ こ に は ヘ ー ゲ ル 哲 学 の 影 響 が 見 受 け ら れ る 。 こ う し た ル カ ー チ の 全 体 性 偏 重 に 対 し て 重

要 な 批 判 を 行 っ た 人 物 と し て 、 テ オ ド ー ル ・ W ・ ア ド ル ノ の 名 が 挙 げ ら れ る 。 ア ド ル ノ も ま

た ヘ ー ゲ ル 的 弁 証 法 の 影 響 下 に あ っ た も の の 、 ル カ ー チ が 目 指 し た ユ ー ト ピ ア 的 な 全 体 性

と は 距 離 を 置 い て い る 。 全 体 性 を め ぐ る こ う し た 議 論 を 取 り 上 げ た も の と し て 、 ア メ リ カ の

哲 学 者 で あ る マ ー テ ィ ン ・ ジ ェ イ に よ る 『 マ ル ク ス 主 義 と 全 体 性 』 (M a r xis m a n d T ot alit y )

を 挙 げ る こ と が で き る 。 こ の 著 作 で ジ ェ イ は 、 全 体 性 を ラ イ ト モ チ ー フ と し て ル カ ー チ か ら

ユ ル ゲ ン ・ ハ ー バ ー マ ス へ 至 る ま で の 西 欧 マ ル ク ス 主 義 の 思 想 的 潮 流 を 描 い て い る の だ が 、

そ の 一 部 を ル カ ー チ と ア ド ル ノ を め ぐ る 議 論 に あ て て い る 。 そ の 際 ジ ェ イ は 、 ル カ ー チ の

『 小 説 の 理 論 』 に お け る 全 体 性 の モ チ ー フ に つ い て 、 『 歴 史 と 階 級 意 識 』 (G e s c hi c ht e u n d 

Kl a ss e n b e w u ssts ei n )に 代 表 さ れ る よ う な 後 の 政 治 的 著 作 と 関 連 づ け る 形 で 論 じ て い る 。 こ れ

に 対 し て ア ド ル ノ は す で に 初 期 の 仕 事 に お い て ル カ ー チ に 対 す る 批 判 的 な 態 度 を 表 明 し て

お り 、 そ こ に は ヴ ァ ル タ ー ・ ベ ン ヤ ミ ン の 強 い 影 響 が 見 受 け ら れ る 。 確 か に ベ ン ヤ ミ ン と ア

ド ル ノ の 交 流 自 体 は 広 く 知 ら れ て い る も の の 、 ル カ ー チ が 描 い た 全 体 性 の 構 想 に 対 す る 反

証 を 挙 げ る 際 に 、 文 学 に 関 す る 著 作 で あ る ベ ン ヤ ミ ン の 『 ド イ ツ 悲 劇 の 根 源 』 (Urs p r u n g d e s 

d e uts c h e n Tr a u e rs pi els )に お け る 議 論 を ジ ェ イ 自 身 も 援 用 し て い る こ と は 注 目 に 値 す る 。 さ ら

に ア ド ル ノ は 「 自 然 史 の 理 念 」 (Di e I d e e d e r N at u r g e s c hi c ht e )と 題 し た 講 演 の 中 で 、 自 ら の 掲

げ る 哲 学 的 な 課 題 へ の 解 決 策 と し て ル カ ー チ 、 ベ ン ヤ ミ ン 両 者 の 文 学 的 著 作 か ら 引 用 を 行

っ て い る 。 た だ し 、 ジ ェ イ に よ る 議 論 は も っ ぱ ら 哲 学 的 ・ 政 治 的 領 域 に 限 ら れ て お り 、 全 体

性 と い う 理 念 が 文 学 的 な 領 域 に も た ら し た 問 題 は 見 過 ご さ れ て い る 。 そ こ で 以 下 の 章 で は 、

全 体 性 を め ぐ る こ う し た 議 論 を 文 学 の 領 域 に 適 用 す る こ と で 、 ル カ ー チ が 擬 古 典 主 義 的 な

価 値 観 に も と づ い て 小 説 に 下 し た 否 定 的 な 評 価 に 修 正 を 加 え 、 小 説 形 式 が 示 す 近 代 性 を 肯

定 的 に 捉 え な お す こ と を 目 標 と す る 。  

 第 一 章 で は 、 ア ド ル ノ の 講 演 「 哲 学 の ア ク チ ュ ア リ テ ィ 」 を 取 り 上 げ る 。 こ の 講 演 で は 、
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哲 学 に お け る 全 体 性 概 念 の 凋 落 が 喫 緊 の 課 題 と し て 取 り 上 げ ら れ る 。 ヘ ー ゲ ル 以 降 、 1 9 世

紀 に お け る 哲 学 の 取 り 組 み に お い て 全 体 性 と い う 概 念 は そ の 優 位 性 を 保 ち 続 け て き た 。 し

か し ア ド ル ノ に よ れ ば 、 観 念 論 以 来 の こ う し た 「 大 き な 哲 学  (di e gr o ß e P hil o s o p hi e) 」 は 、 2 0

世 紀 初 頭 の 時 代 状 況 に お い て は す で に そ の 有 効 性 を 失 っ て し ま っ て い る と い う 。 そ こ で 彼

は 、 哲 学 の 拠 り 所 と な る べ き 新 た な 在 り 方 を 模 索 し て い く 。 そ の さ い ア ド ル ノ は 全 体 性 に 代

わ っ て 「 痕 跡 と 破 片  (S p ur e n u n d Tr ü m m er) 」 の う ち に こ そ 哲 学 的 認 識 の 基 盤 を 求 め る べ き だ

と 主 張 す る 。 ア ド ル ノ は ベ ン ヤ ミ ン の 「 星 座 的 布 置  ( K o n st ell ati o n)」 を 引 用 し つ つ 、 哲 学 的

な 認 識 の 媒 体 が 、 完 結 的 な 全 体 性 か ら 断 片 的 な 個 別 性 へ 移 行 し た と 解 釈 し た 。 こ う し た 全 体

性 の 喪 失 と い う 状 況 を つ う じ て 、 哲 学 ・ 文 学 両 分 野 の あ い だ の 親 和 性 を 読 み 取 る こ と が で き

る 。 実 際 、 『 小 説 の 理 論 』 の な か で ル カ ー チ は 、 作 品 内 か ら 調 和 的 世 界 観 に も と づ く 全 体 性

が 失 わ れ た こ と こ そ 、 近 代 的 文 学 形 式 で あ る 小 説 が 成 立 す る に 至 っ た 直 接 的 な 原 因 と 見 な

し て い る 。 そ の 結 果 、 周 囲 の 世 界 か ら 孤 立 し た 孤 独 な 個 人 と し て の 主 人 公 が 登 場 す る こ と で 、

叙 事 文 学 に お い て 支 配 的 概 念 で あ っ た 全 体 性 は 個 別 な 存 在 に そ の 地 位 を 譲 る こ と に な る 。

た だ し 、 ア ド ル ノ が 「 痕 跡 と 破 片 」 と い う キ ー ワ ー ド を 肯 定 的 な イ メ ー ジ の も と 提 示 し た の

と は 対 照 的 に 、 ル カ ー チ に お い て 個 別 性 は 等 閑 視 さ れ る 。 ル カ ー チ の こ う し た 擬 古 典 主 義 的

態 度 を 相 対 化 す る こ と が 、 次 章 以 降 の 主 な 課 題 と な る 。  

 第 二 章 で は 、 同 じ く ア ド ル ノ に よ る 講 演 「 自 然 史 の 理 念 」 に つ い て 論 じ る 。 こ の 講 演 に お

い て ア ド ル ノ は 、 ル カ ー チ の 『 小 説 の 理 論 』 と ベ ン ヤ ミ ン の 『 ド イ ツ 悲 劇 の 根 源 』 に 依 拠 し

つ つ 、 自 然 史 と い う 概 念 を 導 入 す る 。 そ の 際 ア ド ル ノ の 目 的 は 、 自 然 史 の 概 念 に よ り 現 代 哲

学 の 課 題 を 解 消 す る こ と に あ る の だ が 、 本 論 文 は ア ド ル ノ が ル カ ー チ か ら は 「 第 二 の 自 然  

(di e z w eit e N at ur) 」 、 ベ ン ヤ ミ ン か ら は 「 移 ろ い  (Ver g ä n g nis )」 の モ チ ー フ を そ れ ぞ れ 引 用 し

て い る こ と に 注 目 す る 。 と い う の も 、 こ れ ら 二 つ の モ チ ー フ は 、 い ず れ も 文 学 的 な 文 脈 で 用

い ら れ て い る も の だ か ら で あ る 。 ア ド ル ノ の 試 み に お い て は 、 問 題 を は ら ん だ 「 第 二 の 自 然 」

が 、 「 移 ろ い 」 に よ っ て 相 対 化 さ れ る と い う 図 式 が 成 り 立 っ て い る 。 こ こ で 、 上 述 し た 哲 学

と 文 学 の あ い だ の 親 和 性 が 重 要 な 役 割 を 果 た す こ と に な る 。 文 学 作 品 に お け る 全 体 性 が 喪

失 し た こ と に よ り 、 調 和 的 な 世 界 観 を 支 え て い た 主 体 と 客 体 の 同 一 性 は 疑 わ し い も の と な

る 。 ル カ ー チ は こ れ を 、 作 品 世 界 に お け る 自 我 と 世 界 の 断 絶 と し て 解 釈 す る 。「 第 二 の 自 然 」

と い う モ チ ー フ の う ち に は 、 世 界 か ら 疎 外 さ れ た 小 説 の 主 人 公 の 姿 が 反 映 さ れ て い る 。 加 え

て 本 章 で は 、『 ド イ ツ 悲 劇 の 根 源 』 に お け る ア レ ゴ リ ー 論 を 再 構 成 す る こ と で 、「 移 ろ い 」 の

概 念 の 検 討 も 行 っ て い く 。 最 終 的 に ア ド ル ノ に よ る 自 然 史 の 構 想 を 文 学 的 な 領 域 に 適 用 す

る こ と で 、 ル カ ー チ が 小 説 に 対 し て 下 し て い る 批 判 的 な 評 価 の 修 正 を 試 み る 。  

 第 三 章 で は 、 ゲ オ ル ク ・ ビ ュ ー ヒ ナ ー に よ る 断 片 『 レ ン ツ 』 (L e n z )の 分 析 を つ う じ て 、 前

章 ま で に 言 及 し た 理 論 的 観 点 に も と づ き つ つ 作 中 に 見 ら れ る 近 代 的 特 徴 を 具 体 的 な 形 で 提

示 す る こ と を 目 指 す 。 こ の 作 品 は 1 8 世 紀 に 実 在 し た 詩 人 ヤ ー コ プ ・ ミ ヒ ャ エ ル ・ ラ イ ン ホ

ル ト ・ レ ン ツ を 題 材 と し た も の で あ り 、 主 人 公 の レ ン ツ が 療 養 の た め に 訪 れ た 土 地 に お い て

次 第 に 精 神 錯 乱 に 陥 っ て い く 過 程 を 描 い た 作 品 で あ る 。 ビ ュ ー ヒ ナ ー は こ の 作 品 を 執 筆 す



3  

 

る に あ た っ て 、 滞 在 先 で 詩 人 レ ン ツ の 世 話 に あ た っ て い た 牧 師 オ ー バ ー リ ー ン の 遺 し た 日

記 に 取 材 し て い る 。 た だ し 、 『 レ ン ツ 』 に お い て は 牧 師 の 記 録 が 再 構 成 さ れ て い る だ け で な

く 、 著 者 で あ る ビ ュ ー ヒ ナ ー 自 身 が 近 代 と い う 時 代 に 感 じ 取 っ て い た 葛 藤 も 読 み 取 る こ と

が で き る 。 作 中 に お い て レ ン ツ の 不 安 定 な 精 神 は 、 既 存 の 認 識 の あ り 方 か ら は 逸 脱 し た 形 で

周 囲 の 世 界 を 捉 え る 。 彼 の 認 識 に お い て は 伝 統 的 な 主 体 と 客 体 の 同 一 性 が 激 し く 揺 ら い で

い る 。 そ の 結 果 レ ン ツ は 、 自 然 や 他 者 、 さ ら に は 神 か ら も 疎 外 さ れ た 孤 独 な 存 在 と し て 描 か

れ て い る 。 そ こ に は ル カ ー チ が 近 代 の 主 人 公 の 姿 に 見 出 し た 「 世 界 か ら 疎 外 さ れ た 主 人 公 」

と い う モ チ ー フ を 見 て 取 る こ と が で き る 。 主 人 公 の こ う し た 境 遇 は 、 ル カ ー チ が 『 小 説 の 理

論 』 に お い て 定 式 化 し た 小 説 の 主 人 公 の 原 型 と も い え る も の と な っ て い る 。 し か し 同 時 に 、

『 レ ン ツ 』 の う ち に は 擬 古 典 主 義 に も と づ く 調 和 的 な 世 界 観 を 克 服 し よ う と す る 近 代 的 な

自 我 の 姿 を 認 め る こ と が で き る 。  

 第 四 章 で は 、 ル カ ー チ 『 小 説 の 理 論 』 に お け る 小 説 形 式 の 位 置 づ け を 、 ベ ン ヤ ミ ン 『 ド イ

ツ ・ ロ マ ン 主 義 に お け る 芸 術 批 評 の 概 念 』 (D e r B e g riff d e r K u n st kriti k i n d e r d e uts c h e n R o m a nti k )

に お け る 議 論 と 比 較 す る 。 ル カ ー チ は 、 近 代 の 文 学 作 品 に お い て 失 わ れ た 全 体 性 を 回 復 す る

た め の 手 段 と し て 、 イ ロ ニ ー の 機 能 に 着 目 す る 。 だ が ル カ ー チ は 、 古 典 的 な 叙 事 詩 に お け る

全 体 性 が 、 予 め 形 成 さ れ た 、 い わ ば 先 天 的 な 全 体 性 で あ る の に 対 し て 、 イ ロ ニ ー に よ っ て 形

成 さ れ た 小 説 形 式 の 全 体 性 は 、 後 天 的 で 調 和 に 欠 け て い る と 批 判 す る 。 こ れ に 対 し て ベ ン ヤ

ミ ン は 、 フ リ ー ド リ ヒ ・ シ ュ レ ー ゲ ル や ノ ヴ ァ ー リ ス と い っ た 初 期 ロ マ ン 主 義 者 た ち の 議 論

を 再 構 成 す る 。 そ の 際 、 彼 ら の ロ マ ン 主 義 芸 術 理 論 の 基 礎 と な っ た ヨ ハ ン ・ ゴ ッ ト リ ー プ ・

フ ィ ヒ テ の 反 省 理 論 も 参 照 す る 。 ベ ン ヤ ミ ン は 、 ロ マ ン 主 義 芸 術 理 論 の 究 極 的 な 目 標 を 「 芸

術 と い う 理 念  (di e I d e e d er K u n st)」 と し た う え で 、 こ の 「 芸 術 と い う 理 念 」 を 個 々 の 芸 術 作

品 、 す な わ ち 個 別 な 存 在 の 総 体 と し て 捉 え る 。 す な わ ち 、 ベ ン ヤ ミ ン に お い て は 個 別 が 全 体

に 先 立 っ て い る 。 こ の よ う に 、 ル カ ー チ 的 な 擬 古 典 主 義 と ベ ン ヤ ミ ン の 依 拠 す る ロ マ ン 主 義

の 立 場 の あ い だ で は 全 体 性 の 捉 え 方 が 全 く 異 な っ て い る 。 ル カ ー チ に お い て は 全 体 性 が 個

別 性 に 先 立 つ も の と し て 捉 え ら れ て い る の だ が 、 ベ ン ヤ ミ ン は こ れ と は 対 照 的 に 個 別 性 こ

そ 、 全 体 性 を 形 成 す る 基 本 的 要 素 で あ る と み な す 。  

 結 論 と し て は 、 ま ず 、 近 代 に お い て 成 立 し た 文 学 形 式 を 、 擬 古 典 主 義 的 価 値 観 に 基 づ い て

評 価 し よ う と す る ル カ ー チ の 態 度 は 時 代 錯 誤 的 で あ り 正 当 性 に 欠 け る と い え る 。 さ ら に 、 全

体 性 に 代 わ っ て 個 別 性 が 前 景 化 し て き た 事 態 の う ち に は 、 文 学 に お い て 長 ら く 通 用 し て き

た 価 値 基 盤 の 変 動 と い う 、 近 代 に お い て 生 じ た 一 種 の パ ラ ダ イ ム の 転 換 を 指 摘 す る こ と が

で き る 。 最 終 的 に 、 小 説 形 式 は 近 代 に お い て 全 体 性 概 念 に 生 じ た 変 遷 と 動 揺 を 体 現 す る も の

で あ る と 結 論 付 け る 。  

 


