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Abstract: Clark Grifflth says ``One has the tragic sense of life, says Pascal, when one views man as the

ilnpotent inean between allness and nothingness, and this is exactly the way in which the human spcakers

in Enlily E)ickinson's work are visualized."

Throughout her life E)ickinson felt the sense of loss or pain very keenly。  ]But l wonder if they really

regard human beings as the llnpotent mean. I agree Donoghue's obsclvation that she was extraordinarily

resourcenll in flnding power where coΠ IInOn eyes sec only pain. Then how she could flnd power, and

crcate such tension in hcr wOrks?

In poems 624 and 650, cxtreme pain even changcs the namrc Of tilnc, and annihilatcs the idca of etcr―

nity.E)ickinson not only lament over the suffcring, however, for she realizes there is ``No loss without

gain". Loss and gain, the negative and the afflmative exist back to backo And by E)ickinson, loss and

gain can be reversed for an instant。

Circunlference is a word she often uses, though the meanings are not always consistent. Unlike

Emerson's ``Circle", circumference which E)ickinsOn means deflnes and at the same time expands out…

ward。  “My Business is Circumference" she says. It is through this circumference that she can grasp the

inflnity of the world that lies before her.

The power of two extremes attracts E)ickinsOno ln Poem125, the poct is weighing anguish and extasy

``In keen and quivering ratio"。  Likewisc, in Pocm 777 suspended consciousness means not ■oating but

tremblingly balanced consciousness between the extremes.I think this is the ultiinate attitude of Enlily

E)ickinson that creates her poenl's tension.

第 一 章

Onc has the tragic sensc of life, says Pascal, when

one views man as the ilnpotent mean between allness

and nothingness, and this is exactly the way in which

the human speakers in Enlily E)ickinson's work are

visualizedl。

L述 の よ う に , 動 θ ttθ ttg ttαあ w― E“″ DJθた加Sθηむ

ル電た Pθθ′り の著者 Clark Grifflthは 述べている。 こ

の言葉 には少 し疑間が起 こる。 Dickinsonの 詩 には

tragicな 傾向が見 られるとしても,詩の人物は自らを

両極の間を揺れ動 くimpOtent meanだ と絶望 している

のであろうか。

Dickinsonが 崩壊途上のカルヴィニズムの神学土壌

に生まれたことは,すでに多 くの研究者によって述べ

られてきている。Allen Tateは,崩壊 しながらも外枠

を保っていたニューイングランド文化が理想的な文学

環境を生み出し,感受性 と思想の融合 という利点を
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Dickinsonに 与えた と説 き,彼女が追求 した個人的啓

示は, “…・the effort of the individual to live apart from

a cultural tradition that no longer sustains hirn."2 てF慶 っゝ

た と述べ, ``Her poetry is a magniicent personal con―

fession, blasphemous and, in its self― revelation, its hon―

esty, alinost obscene. It comes out of an intellectual life

towards which it fccls no moral responsibilityo Cotton

Mathcr would have bumt her for a witch."3と その論

を結んでいる。

それに対 して Grifflthは一部分違 った結論を導 き出

して い る。 “Like Melville,Miss Dickinson was en―

dowed with the sort of religious sensibility which can

be satisfled with nothing less than absolute certitude."

そ して Tateの 結論 に対 しては “…quite contrary,she

would have derived complete peace of soul from the

certainties  inherent in  Calvinistic  theology。 "4  と ,

Dickinsonは 絶対的な神の保証の下で心の平衡を得 ら

れるような,秩序への深い欲求を持 っていたが,宗教

的崩壊の時代に生 まれついたがゆえに,tragicな 世界

観につきまとわれざるおえなかったのだと述べている。

た しかに Dickinson詩 の持つ特徴のひとつは,生 と

死を定め られた人間の生きるということの意味を巡 っ

てのはげ しい模索 と問いかけの跡をとどめているとい

うことであろう。当然その問いかけは彼岸にも向けら

れている。

Dたkinson 53歳 の1886年 ,甥 Gilbenの 幼 くしての死

に出会い,彼女は読む者の心を揺 さぶる追悼の手紙や

詩を数多 く残 している。

``Open the Door, open the Door, they are waiting for

Ⅱle," was Gllbert's sweet comⅡ land in deliriumo Who

were waiting for hirn, an we possess we would give to

know―一Anguish at last opened it, and he ran to the lit―

tle G}rave at his Grandparents' feet― ――An this and more,

though なthere more? More than Love and Death? Then

tell me it's name!(L-873,To Mrs.Jo Go Holland,

1883)5

The undiscover'd country fronl whose boum

No traveler retumsO・ ・6

これっきりなのか,そ れとも何かあるのかの,見える

のか,見えないのかのあいまい性 を,Dickinsonは 生

涯追求 し続けた。

I know that Hc exists.
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Somewhere一 ―in Silence― 一

Hc has hid his rare life

From our gross eyes.

`Tis an instant's play.

`Tis a fond Ambush一

Just to miake Bliss

Eam her own surprise!

But一一should the play

Provc piercing eamest― ―

Should the glee――glaze――

In Death's――
sti」睛一stare――

Would not the in

Look too expensive!

Would not the jest――

Have crawled too far! (P… 338, 1862)7

上の詩は,力 強い神への信頼の発言か ら始 まる。その

勢いに読者は惹かれ,答えを求めようとする。が後半

は神を告発するかのような激 しい不信感で終わる。 こ

の Dickinsonの 特徴的な 計es01utionを Yvor Wintersは ,

詩 的把握 とその表現 が不十分 で あ る と批判 し8“
It

(Her New England heritage)impOVerished her in onc

respect, however: of all great poets, she is the most

lacking in taste;… "9と 禁欲的な New Englandの背景

が′彼女の詩を貧 しくしていると言 っている。 また誠

実な懐疑 として,Dickinson詩の価値をかえ って創 り

出す ものと評価する研究者 もいる。

Grifflthは “In irOny, altemat市 e possibilities(God

may e対st,or He may not)are pOised on either side of

a fulcrllnl, which is the point of total indifferencc."10

と彼女の詩における破綻を詩の本質的な特徴 として興

味深 くとらえている。

中間者 としての苦 1図 を通 じて,Dickinson詩の一面

を考えてみたい。

第 二 章

有限な時間にしばられて生きている人間が,誰かを,

何かを失って喪失感を抱 くことは避けられない。 しか

しDickinsonほ ど喪失感そのものをうたった詩人は少

ないのではないだろうか。
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A loss of something ever felt I一 ―

The flrst that l could recollect

Bereft l was― ―of what l knew not

Too young that any should suspect

A Moumer walked among the children

l notwithstanding went about

As one bemoanlng a Donllnlon

ltself the only Prince cast out一 一

Elder, Today, a session wiser

And fainter, too, as Wiseness is一―

I flnd myself still softly searching

For my Delinqucnt Palaces一一

And s Suspicion, like a Finger

Touchcs my Forehead now and then

That l anl looking oppositely

For the site of the Kingdom of Hcaven― 一

(P-959, 1864)

私 は何 かわか らない ものを奪 われて,いつ も喪失感

を抱 いていた。 その喪失感 ゆえに,幼 い頃は追放 され

た王子が王 国を悼 む よ うにさ迷 い,長 じてか らは天 国

の場所 をあや ま った方角 に求 めてい るのでは と疑 いな

が らも捜 し求 めている。

Higginsonに 宛 てた手紙 の 中で ,“When l state my―

Selt aS the Representative of the Verse―一it does not

Πlean―mie一but a supposed person."(L-268, To To W.

Higginson,1862)と 言 ってい るよ うに,作品の中の人

物 と Dickinson自 身 とは切 り離 して読 むべ きであろう。

少女 の頃,他 の生 徒 が信仰 告 白をす る中,Dickinson

は一 人 た め らい続 け , 友 人 Abiah Rootに  ``It was

really wonderill to sec how near heaven came to sinill

mortals''(L-10,To Abiah Root, 1846),``I have ne―

glected the θκθ ttJ4g ηθθι

"ィ

J WhCn all were obtaining it,

and l may never, never again pass through such a sea…

son as was granted us last winter。 "(L-23,To Abiah

Root,1848)と 自分の心境を語 っている。

気がつけば今だに捜 し求めている宮殿 に Delinqucnt

という形容詞が添え られていることに,受 け入れた く

とも受け入れ られない,罪の意識 も感 じられる。世の

中か らは ぐれて しまった自分 自身の姿を,終生抱いた

喪失感 と共に描いた作品ではないだろうか。

極度な喪失感は痛みを引き起 こす。

``With Consciousness suspended― ―"                     27

Pain一―has an Element of]Blank―一

It cannot recollect

When it begun一一or if there were

A tilne when it was not一 ―

It has no Fumre一 一but itself―

It's lnflnite contain

lt's Past一 一enlightened to perceive

New Periods― of Pain。       (P中 650,1862)

この詩は “The Mystery of Pain"と 題 される。冒頭

に Pain,そ してまた最後に Painが置かれ,そ れによっ

て,そ の間の Painの 持つ空 白という要素だけが強調

され る。抽象的な Painそ の ものが 日に見えるように

印象付けられる作品である。

Inder Nath Kherは  ``It (Pain) is not caused, and,

therelore, it cannot be allayed."11 と, Dickinsonに とっ

て痛みは人間が受け入れざるおえない根源的な状況だ

と考えている。

痛みは時間の感覚を変化 させる。永遠 という概念を

無効にし,過去 も未来 も空自の中に呑み込む。永遠は

Dickinsonが 生涯 つ きま とわれたテーマで あ った。

``Forever一―is composed of Nows一 ― / `T'is not a differ―

ent time一 "(P-624,1862)永 遠 との不可解 な溝 を

Dickinsonは しば しば有限な「今」で埋めようとす る。

時は我々の宿命であり,喜びも絶望 も生み出し,我々

がそこに永遠を映 し出す鏡で もあれば,創造主で もあ

り破壊者で もある。時のすべてを呑み込む空 白を痛み

と表現 したことに,Dickinsonが painを どのように言

い表すかに真剣に取 り組んでいたことが察せ られる。

彼女 にとって痛みは単なる苦痛を与えるだけの nega―

tiveな 存在ではなか ったのではないであろうか。

次の詩で も痛みは時間を拡大 し,ま た縮小 もする。

人間のひとつの脳は “minute Circumference"で ある。

Pain一―expands the Tilne―一

Ages coil within

The nlinute CircuΠ lference

Of a single Brain一

Pain contracts一―the Tilne一一

〇ccupicd with Shot

Galmmuts of Etel■ ities

Are as they were not― (P… 967, 1864)
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Ralph Waldo Emcrsonは そのエ ッセイ ``Circles"の 冒

頭で “The eye is the flrst circle; thc horizon which it

follns is the second; and throughout nature this prilnary

ngure is repeated without end."12と 語 り, 日を起点 と

して果て しな く広が り続ける世界をイメージしている。

上 の 詩 に見 られ る Circumferenceと い う言 葉 を

Dickinsonは 終始一貫 した意味合 いで用いているわけ

ではないが,Emcrsonと 同 じく, ある広が りをイメー

ジしていると思われる。

“・°・CirCumtterence marks the end of deflnition and the

beginning of risk。 "13 と, Denis Donoghucは , circunl―

ferenccは 終わ りと始 ま りを同時に示す ものだ と説明

す る。

When Bells stop ringing― ―Church―一begins――

Thc Positive― of Bcns一

When Cogs一―stop一―that's Circumference― 一

The Uhimate一 of Wheds。    (P-633,1862)

鐘が鳴 り止むと本当の意味での鐘がな り始める。つ

ま り真の礼拝が始 まる。歯車が とまる。 それ こそが

CircumRrence。 そ して無限の輪が回 り始める。歯車が

回ることによって刻まれ続ける永遠 という概念を否定

し,新たな無限の広が りの可能性を示 している。

minuteと 限定 された人間の脳,そ の中ではい くつ

もの時代が渦を巻いている。有限な生を定め られた人

間 という決まりきった考えを解 き放ち,危険をはらん

だ 可 能 性 の 広 が りを 示 す 。 Dickinsonに と って

Circumferenceは 限定 と共 に,外への広が りを も意味

する。

そ して我 々を魅了す るのは,C汁cumferenceの 中心

に,Emersonの いう,神の一部 となった一個の透明な

眼球ではな く,神の存在の不透明さのゆえに悲惨な葛

藤を経験 しなければな らなかったかどうかは安易に判

断できるところではないとして も,絶えず世界 との疎

外感を抱 いていた Dickinson力れ たヽ, ということでは

ないだろうか。苦 しみの最中にこそ輝きを放つ強靭な

精神が感 じられる。

“A ″初滋 ]Deer― leaps highest― " (P-165, 1860)

傷ついた鹿はそれまでよりも高 く飛び上がる。

第 二 章

考えてみれば Dickinsonが さかんに詩作を行ってい

た1861～ 64年はちょうど南北戦争の時期にあたる。そ
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う言われなければ分か らないほど,彼女の作品には戦

争の影が表れていないが,身辺では若者達が戦場に赴

いていた時代であった。文学上の助言者 Higginsonが

参戦 したことを新聞紙上で知 った Dickinsonは ,ユ ー

モアも交えて消息を尋ねる手紙を書いている。

I found you were gonc, by accident, as l found

Systems are, or Seasons of the ycar, and obtain no ca

use――but suppose it a treason of Progress― 一that dis―

solves as it goeso Carlo一 一still remained一 ―and l told

him一

Best Gains― -lnust have the Losses' Test

To constitute them一―Gains一―

My Shaggy Ally assented― ―

(L中280, To To W.Higginson, 1863)

喪失の試練に耐えなければ信の獲得はあ りえないこ

と, この戦争での別れを潜 り抜ければ,ま た師弟の実

りある再会を果たす ことが出来 ると伝えたいのではな

いだろうか。

他にも手紙の中に同 じような意味合いの文章が見 ら

れる。``No loss without a gain。 "(L-31,ToAbiah Root,

1850),``To the faithml Absence is condensed presence,"

(L-587,To Susan Gllbert Dickinson,1878), また ``TO

nliss you, Suc, is power. / The stimulus of Loss makes

most Possession mean。 " (L-364, To Susan Gilbert

Dickinson,1871)で 始 まる手紙には次の詩 も同封 され

ている。

Of so divine a Loss

We enter but the Gain,

Indemnity for Loneliness

That such a Bliss has been. (P-1179, 1871)

損失は神聖な ものだ。その損失を我々は獲得 として

のみ捉える。獲得か らもた らされる喜びは孤独の損失

を補 って くれ る。 Dickinsonは 失 ってみなければわか

らないことがあること,意味の無い喪失はないことを

繰 り返 し思い起 こしている。

To lose thee― 一sweeter than to gain

All other hearts l knew,

`Tis trlle the drought is destitute,

But then,I had the dew!         (P-1754,?)
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あなたを失 うことは,知 っているすべての人の心を

得るよりも甘美だ。一見矛盾 しているように思えるが ,

あなたを失 ってこそ得 られるもののあることを,早魃

時の悲惨 さの中で出会 う一滴のつゆにたとえている。

実際の利益を与えることは出来な くとも,一滴のつゆ

が もた らす,はかないがゆえに輝 くような喜びを伝え

ている。

Donoghueは この詩 に関連 して,“Indeed,it almost

appears that Enlily E)ickinson welcomed pain and loss

for the intensity they provoked; or, if that is excessive,

that she was extraordinarily resourcenll in flnding power

where common eyes sce only pain."И と,普通の人の

目には痛みとしか映 らないところに,力 を見出す点で ,

Dickinsonに は並外れた能力があると指摘 している。

また続 けて,幾分 そ こに Emersonと の関連を見 出す

ことも許 されるか もしれないとも述べている。

George Frisbie Whicherは , Dickinsonは Emersonと

同 じ く Compensation childだ と認 めつ つ ,“To her

deeper scmtiny it appeared that opposites did not de中

stroy each other but brought each other into being。 "15,

Emcrsonの 安易な二元論的世界観 よ りも,複雑 に世界

をながめていたと考えていると思える。

Emersonに よれ ば, “An ine宙 table dualism bisects

nature, so that each thing is a halt and suggests another

thing to make it wholc;・ ・・J6で ぁ り,``A perfect

equinity attusts itS balance in all parts of life。 ''17そ の

根幹には “Namre"の 冒頭での呼びかけが示すように,

神 と自然 と人間 とが調和 を保 った世界がある。“The

foregoing generations beheld God and namre face tO

face; we, through their eyeso Why should not wc also

ettOy an Original relation to the universe?"18 E)ickinsOn

と世界との間には,Emersonの いう “…that wOnderil

congrtlity  which  subsists  between  man  and  the

world."り は存 在 しな い。

To my quick ear the Lcaves― 一confelTed一 ―

The Bushes― ―they were Bells―

I could not flnd a Privacy

Fronl Nature's sentinels― ―

In Cave if l presumed to hide

The Walls一 一begun to tell――

Creation seemed a mighty Crack――

To make me visible―        (P-891,1864)

“With Consciousness suspended― ―"

自然は番人で,外 に出ることを許 さず見張 り続けて

いる。その目か ら身を隠す場所 もない。 自然は外側か

らprivacyを 脅かす。閉 じ込め られた人間には様 々な

音が届いて くる。詩人の鋭い耳には,木の葉が囚人に

ついて話 し合い,逃亡への警告の鐘をな らし,深 く隠

れようとすればする程,たちまちしゃべ り出すように

聞き取れる。 これ らは外か ら実際に耳に届 く音ではな

く,詩人の内か ら外への反応である。反応せ ざるおえ

な い詩 人 の本 性 は, 思 わず 自分 を さ らけだす。

Dickinsonの 隠遁 という事実 と考え合わせ ると,な お

さら興味のわいて くる詩である。

前述 した Circumferenccと い う言葉 は,正式な詩論

を残 さなか った Dickinsonの 詩作のあ り方を示す もの

として も, しば しば取 り上げ られる。 Higginsonに 宛

てた 4通 目の手紙 で ,“Perhaps you smile at me.I

could not stop for that My]Business is Circumference一 一

An ignorance, not of Customs, but if caught with the

Dawn――or the  Sunset  see  me― 一Myself the  only

Kangaroo among the Bcauty, Sir, if you please, it af―

■icts me, and l thought that instluction would take it

away."(L… 268,To To W.Higginson,1862)と 書き送 っ

ている。

これより以前,助言を求めて同封 した詩に対 して ,

Higginsonは 彼女の詩風が気 ま ぐれで抑制がないと批

判 したことが,第 3信に伺える。“You think my gait

`spasmodic'一 一I aⅡl in danger 一一Sir一一 / You think me

`uncontrolled'一 I have no Tribunal." (L中 265, To To W.

Higginson,1862)第 4信では私の詩作は Circumference

を扱 うことと言 って,真に美に感動 し,美の中でひと

り迷 っているカンガルーに自分をたとえている。 うわ

べのスタイルを直そうとする Higginsonに 対 して,私

は無限に広がる自然の本質を捉える詩人なのだと切 り

逆こしている。 Richard Sewallは  ``・ …nOr could she have

found a more suggestive way of declaring her mature

poetic purpOSe。 ''20と ,Dickinsonの 詩人 としての 自立

宣言を読み取 っている。

彼女 自身 “Finite lninity"(P-1695,?)と 自らの孤

独を指 して言 っているが,限 られた小 さな世界の中に,

Dickinsonは無限の広が りと可能性を見ようとする。

IInpossibility, 1lke Winc

Exhilirates the Man

Who tastes it; Possibility

ls flavorless一 ―Combine
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A Chance's faintest Tincture

And in the fonner E)ram

Enchantinent makes ingredient

As certainly as Doom一 (P-838, 1864)

不可能は一度味わってみれば酒のように心を奮い立

たせる。そこにほんの少 しchanccを 自ら見いだすこ

とができれば,不可能は可能へと広がりを見せる。彼

女はその chanccを 見ることの出来る詩人であった。

P-891に 戻れば,内 と外との力関係によって,内に

こもればこもる程詩人の意識は外へ,C汁cumferencc

へ と広が ってい く。 “The Soul's Superior instants/

Occur to Her― alonc―一"(P-306,1863)と もDickinson

は言っている。

第 四 章

Dickinsonは生涯喪失感を抱き続けた詩人であった。

冒頭の「神をもたない人間の悲惨」を説いたパスカル

の言葉は彼女の置かれた状況によくあてはまるものだ

と感 じられる。 しか しTateの 言葉 “Whcn she went

upstairs and closcd the door,she ttLaStercd life by raect―

ing it"創 に我々の多 くが賛同できるように,Dickinson

の詩は疎外感や悲惨さを訴えかけるだけでなく,彼女

自身が “Gem Tactics"と 呼んだ硬質な輝きをみせて

いる。

Dickinsonが negativeな ものを positiveな ものへ転換

する才は,普通の目には痛みとしか映らないものに力

を見出す独特の resourceの 一部であろう。また次の詩

で は noughtは 彼 女 の perceptionに よ って 0可 eCt―

Absoluteに なりうる。

Perception of an ottect COStS

Precise the Ottcct'S10ss一

Perception in itself a Gain

Replying to it's Price一 ―

The Ottect Absolutc― is nought一

Perception sets it fair

And then upbraids a Pcrfectness

That simates sO far― ―      (P-1071,1866)

詩人は対象を知覚 し, 自分な りの意味を与えて作 り

変える。対象にとって,そ れは自らの客観性を失 うこ

とであり,損失 と考えられる。詩人は対象を再創造 し,

その知覚によって,想像の価値に応 じた利益を得 るこ
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とができる。 したがって単なる Ottect Absoluteは あっ

て無きがごとく無価値なものとなる。“Perception sets

it fair"知 覚はこれまで完全だと思われていたものを

訂正 し,我 々の眼に入 らなかった nOughtの 可能性を

示すのである。このような再創造する目を持ち合わせ

ていれば,Dickinsonが あ、たつの相反するものに惹か

れたのは当然といえよう。

最後に,第一章で取 り上げた Grifflthの 言葉につい

て考えてみたい。神は存在するのかもしれない,存在

しないのかもしれない。本来ひとつであるべき選択の

可能性を,揺れ動 く天秤の両端に乗せ,そ の支柱のと

ころか らDickinsonは ながめている。彼女の位置は

totd indifferencc,完 壁な中立の立場で,そ こか ら皮

肉な見方 も生み出されるのだと解釈 しているように理

解される。

Dickinsonは言 うべきことを最後まで言い切 らず ,

あいまいなままに詩を終えると指摘されることが多い。

これは適切な表現を求めた生みの苦 しみともいえるも

ので,決 して Grifflthの いうように,た だ天秤にのせ

て眺めているだけではない。

稲田氏も次の詩に,は かりのイメージを読み取って

いる。

For each extatic instant

We must an anguish pay

ln keen and quivering ratio

To the cxtasy。 (P-125, 1859)

「そのメッセージは,喜びの一刻を手に入れるために

はそれにあ、さわ しいだけの苦 しみが必要である,と い

うことだが, この詩の力点は,む しろ, ピリピリと揺

れる天秤ばか りのイメージにある。」
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相反するものの間を激 しく揺れ動いた Dickinsonは ,

どちらにも身をゆだねることな く,釣 り合いをとる微

妙な一点を見つけ出す感覚を身につけたのではないだ

ろうか。古代ギ リシャの思想家,ポ リュピオスは「物

事が宙ぶ らりんの状態で延 々と続 くのが人の魂をいち

ばん参 らせ る」 とい ったそ うである。 Dickinsonの こ

のバランス感覚は,確かな拠 りどころを見いだ しづ ら

い,いわば宙ぶ らりんな現代人が,彼女の詩に心引か

れるゆえんであるか もしれない。

The Loneliness One dare not sound― ―

And would as soon sumise

As in it's Grave go plumbing
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