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は じ め に   

 

 エ ミ リ ー ・ デ ィ キ ン ス ン ( E m i l y  D i c k i n s o n ,  1 8 3 0 - 8 6 ) を 一 言 で 表 わ

す な ら ば 抒 情 的 短 詩 の 女 性 詩 人 と 表 現 で き る で あ ろ う 。愛 や 死 、自 然 、

信 仰 に つ い て 同 時 代 の 多 く の 詩 人 が 政 治 に つ い て 表 現 し て い る に も

か か わ ら ず 、 そ れ を 行 わ ず 彼 女 自 身 の 言 葉 で １ ７ ０ ０ 余 り の 珠 玉 の

作 品 群 を 残 し た 詩 人 で あ る 。 彼 女 の 感 情 の 発 露 は ２ ０ ０ 年 後 の 私 達

の 感 情 に も 響 い て お り 、 そ し て 多 く の 研 究 者 を 実 際 に 引 き つ け て い

る 。  

 彼 女 が 声 高 に 表 現 す る 愛 の テ ー マ と は 反 対 と も 言 え る 喪 失 の テ ー

マ を 扱 っ た 作 品 が ５ つ ほ ど 確 認 で き る 。 “  I  l o s t  a  w o r l d  t h e  o t h e r  

d a y !  ” ( F 2 0 9 ) 、 “  I  n e v e r  l o s t  a s  m u c h  b u t  t w i c e  ” ( F 3 9 ) 、 “  I  c a n n o t  

b u y  i t ― ’ t i s  n o t  s o l d  ” ( F 9 4 3 ) 、 “  O f  s o  d i v i n e  a  l o s s  ” ( F 1 2 0 2 ) 、

“ E x c e p t  t h e  h e a v e n  h a d  c o m e  s o  n e a r  ” ( F 7 0 2 ) の ５ つ で あ る 。 1 こ こ

で は こ の 喪 失 を テ ー マ に し た ５ つ の 詩 を 取 り 上 げ て デ ィ キ ン ス ン の

喪 失 の 感 情 に つ い て 考 察 し て み た い と 思 う 。 デ ィ キ ン ス ン の 作 風 は

多 く の 作 家 と 同 じ よ う に 固 定 し た も の で は な く 、 変 化 を 伴 う 流 動 的

な も の で あ る 。 ス ー ザ ン ・ デ イ バ ン ポ ー ト ・ ス チ ュ ア ー ト ( S u s a n  

D a v e n p o r t  S t e w a r t ) は 、デ ィ キ ン ス ン の 音 楽 に 対 し て の 影 響 に つ い て

「 彼 女 の 詩 の ト ー ン は 生 涯 を 通 じ て 変 化 し 、 作 詞 家 に 幅 広 い 話 題 と

態 度 を 表 現 で き る 歌 詞 を 供 給 し て い る 」 ( “  T h e  t o n e  o f  h e r  p o e m s  

c h a n g e d  t h r o u g h o u t  h e r  l i f e ,  p r o v i d i n g  t h e  c o m p o s e r  w i t h  l y r i c s  

e x p r e s s i n g  a  w i d e  r a n g e  o f  s u b j e c t s  a n d  a t t i t u d e s  ” ) ( 1 0 ) と 述 べ 、 デ

ィ キ ン ス ン の 流 動 的 作 風 を 説 明 し て い る 。 2 こ れ を 踏 ま え る な ら ば 次

に 挙 げ る ２ つ の 批 評 も 、 彼 女 の 内 に 同 時 に 存 在 す る ２ つ の 異 な る 創

作 に 対 し て の 態 度 を 説 明 す る も の と し て 納 得 が い く の で は な い だ ろ

う か 。  

 純 精 神 的 な 詩 作 と い う 行 動 、 つ ま り 形 而 上 の 行 動 と 召 使 い の 行 う

仕 事 と い う 日 常 性 、 つ ま り 形 而 下 の 行 動 を 結 び つ け 、 メ ア リ ー ・ カ ペ

ロ ー ( M a r y  C a p p e l l o ) は 「 召 使 い の 体 が 彼 女 に 詩 作 の た め の 空 間 を 与



え 、 召 使 い の 手 が 、 彼 女 が 寝 て 書 く 部 屋 の 水 し ぶ き を 取 り 除 い た 」

( “  t h e  b o d i e s  o f  t h e  s e r v a n t s  a f f o r d  s p a c e  f o r  h e r  t o  m a k e  h e r  p o e t r y ;  

t h e  h a n d s  o f  s e r v a n t  r e m o v e  h e r  s l o p s  f r o m  t h e  r o o m  i n  w h i c h  s h e  

s l e e p s  a n d  w r i t e s  ” ) ( 5 7 ) 結 果 、 マ ギ ー ・ マ ー ハ ー ( M a g g i e  M a h e r ) と

い う デ ィ キ ン ス ン の 召 使 い の 影 響 は 大 き く 「 お そ ら く こ の 詩 人 を エ

ミ リ ー ・ デ ィ キ ン ス ン ・ マ ー ハ ー と 呼 ぶ べ き で あ る 」 ( “  p e r h a p s  w e  

s h o u l d  r e f e r  t o  t h e  p o e t  a s  E m i l y  D i c k i n s o n  M a h e r  ” ) ( 5 7 0 ) と 述 べ て

い る 。 精 神 性 と 日 常 性 の 合 体 で あ る 。  

 ま た 自 然 科 学 と い う 形 而 下 の 事 柄 と 詩 作 と い う 精 神 性 の 形 而 上 の

事 柄 の 合 体 に つ い て も リ チ ャ ー ド ・ E ・ ブ ラ ン ト レ ー ( R i c h a r d  E .  

B r a n t l e y ) の 述 べ る 批 評 を 敷 衍 さ せ れ ば 、 自 ず と 明 ら か に な っ て く る

の で は な い だ ろ う か 。ブ ラ ン ト レ ー は「 デ ィ キ ン ス ン は 人 間 中 心 の 進

化 論 か ら 目 を そ ら し て い た わ け で は な い が 、 詩 人 は 進 化 の 過 程 の 頂

点 に お け る 意 識 の 停 滞 に 従 事 し 、 そ し て お そ ら く そ れ を 最 も 良 く 表

現 さ え し て い る 、 と 強 く 思 っ て い た 」 ( “  D i c k i n s o n ,  t h e n ,  d o e s  n o t  

s k e w  e v o l u t i o n a r y  s c i e n c e  i n  a  h u m a n - c e n t e r e d  d i r e c t i o n ,  b u t  s h e  

d o e s  h o l d  t h a t  t h e  p o e t  p a r t i c i p a t e s  i n ,  a n d  p e r h a p s  e v e n  b e s t  

r e p r e s e n t s ,  t h e  c o n s c i o u s  s t i l l n e s s  a t  t h e  a p e x  o f  e v o l u t i o n a r y  

p r o g r e s s  ” ) ( 1 4 6 ) と 述 べ て い る 。 自 然 科 学 の 現 実 と 詩 作 の 精 神 性 の 合

体 が 説 明 さ れ て い る の で あ る 。  

 こ れ ら ３ 者 の 批 評 家 の 意 見 を 参 考 に す る な ら ば 、 デ ィ キ ン ス ン の

詩 作 の 態 度 の 流 動 性 、 日 常 性 や 科 学 と い う 形 而 下 の 事 柄 と 詩 作 と い

う 精 神 的 活 動 の 形 而 上 の 事 柄 の 合 体 が 明 ら か で は な い だ ろ う か 。 先

に 述 べ た 喪 失 の テ ー マ に つ い て 語 っ た ５ つ の 詩 に つ い て 、 形 而 下 の

事 柄 と 形 而 上 の 事 柄 を 考 察 し 、 特 に デ ィ キ ン ス ン の 内 面 の 理 想 的 変

化 を 考 え る な ら ば “  E x c e p t  t h e  h e a v e n  h a d  c o m e  s o  n e a r  ” ( F 7 0 2 ) と

“  O f  s o  d i v i n e  a  l o s s  ” ( F 1 2 0 2 ) は 連 続 性 が あ る 事 を 明 ら か に し て み

た い と 思 う 。  

 

１ ．  形 而 下 の 喪 失 と 金 銭  



 ア マ ス ト の 奇 女 と い っ た レ ッ テ ル を 持 つ デ ィ キ ン ス ン で あ り 、 数

多 く の 難 解 な 詩 を 残 し た 彼 女 に 、哲 学 的 な 意 味 、人 生 求 道 的 な 意 味 を  

与 え や す い の は も ち ろ ん で あ る 。 詩 才 を 発 揮 す る の に 日 常 に 縛 ら れ

た 考 え で は 作 品 は 生 ま れ ず 、 そ れ を 超 越 し た 考 え も 時 に は 必 要 に な

っ て く る の で あ る 。 こ の 意 味 で ブ レ ン ダ ・ ワ イ ン ア ッ プ ル ( B r e n d a  

W i n e a p p l e ) の 述 べ る 「 デ ィ キ ン ス ン の 詩 は 見 え る も の と 聞 こ え る も

の 、感 じ る も の を 越 え て 、と ら え ら れ る べ き 意 味 と 力 を 優 れ て 有 し て

い る 」 ( “  D i c k i n s o n ’ s  p o e m s  r e m a r k a b l y  r e t a i n  t h e i r  m e a n i n g ,  t h e i r  

p o w e r  t o  r e a c h  b e y o n d  w h a t  c a n  b e  s e e n ,  h e a r d ,  o r  f e l t  ” ) ( 8 1 ) と い

う 説 明 は 彼 女 の 詩 の 哲 学 性 、 形 而 上 的 性 格 を 良 く 表 わ し て い る よ う

に 思 え る 。  

 し か し 、哲 学 性 の み が 彼 女 の 詩 を 説 明 す る 言 葉 で は な い 。“  I  n e v e r  

l o s t  a s  m u c h  b u t  t w i c e  ” ( F 3 9 ) を 考 え て み よ う 。  

 

  I  n e v e r  l o s t  a s  m u c h  b u t  t w i c e ―  

  A n d  t h a t  w a s  i n  t h e  s o d .  

    T w i c e  h a v e  I  s t o o d  a  b e g g a r  

    B e f o r e  t h e  d o o r  o f  G o d !  

 

    A n g e l s ― t w i c e  d e s c e n d i n g  

    R e i m b u r s e  m y  s t o r e ―  

  B u r g l a r !   B a n k e r ― F a t h e r !  

    I  a m  p o o r  o n c e  m o r e !   ( F 3 9 )  

 

 明 ら か に こ の 詩 は 自 分 自 身 の 貧 し さ を 嘆 い て い る 詩 で あ る 。 デ ィ

キ ン ス ン が 度 々 言 及 す る 宗 教 の 救 い に つ い て さ え 、 天 使 が 貧 し く な

っ た 自 分 を 弁 償 し て く れ る と い う 金 と の 関 連 性 を 見 出 す こ と が 出 来

る の で あ る 。 こ こ で 表 現 さ れ て い る 喪 失 は 金 の 無 さ と い う 世 俗 的 な

事 柄 で あ る 。 第 ２ 連 ３ 行 目 の 「 父 」 ( “  F a t h e r  ” ) は 神 に 対 し て の 呼 び

か け と も 考 え ら れ る が 、「 私 は ま た し て も 貧 し い 」 ( “  I  a m  p o o r  o n c e  



m o r e !  ” ) 状 態 で 、２ 度 の 貧 し さ を 天 使 の 弁 償 で 乗 り 越 え た 後 の ３ 度 目

の 困 窮 状 態 な の で あ る 。「 神 の 家 の 入 り 口 の 前 で 」 ( “  B e f o r e  t h e  d o o r  

o f  G o d !  ” ) ３ 度 目 の 貧 し さ に 苦 し む 自 分 自 身 が 再 度 、 天 使 の 弁 償 と い

う 救 い を 願 い 、 金 と い う 世 俗 の 苦 し み が 精 算 さ れ る 事 を 嘆 願 し て い

る の で あ る 。 貧 し さ と い う 喪 失 感 は こ こ で は 金 で 救 わ れ る は ず な の

で あ る 。 3 そ の 事 を 神 に 関 連 づ け て い る の で あ る 。  

 こ の よ う に 神 の 名 を 挙 げ な が ら 、 詩 作 に お い て も 金 の 無 さ と い う

日 常 性 と い う 形 而 下 の 事 を 表 現 し て い る デ ィ キ ン ス ン で あ る が 、 彼

女 の 日 常 へ の 関 心 は ア イ フ ・ マ レ ー ( A í f e  M u r r a y ) の 言 葉 に お い て も

明 ら か で あ る 。マ レ ー は「 生 涯 を 通 じ て デ ィ キ ン ス ン は 手 紙 や 散 文 の

断 片 の 中 で 、生 活 の 中 の 家 事 の 役 割 に つ い て 言 及 し 、そ れ に 伴 う 必 要

悪 に つ い て し ば し ば 苛 立 ち を 示 し て い た 」 ( “  T h r o u g h o u t  h e r  l i f e ,  

D i c k i n s o n  c o m m e n t e d  i n  l e t t e r s  a n d  p r o s e  f r a g m e n t s  a b o u t  

h o u s e w o r k ’ s  r o l e  i n  h e r  l i f e ,  o f t e n  b r i s t l i n g  a t  t h e  n e c e s s a r y  e v i l  i t  

r e p r e s e n t e d  ” ) ( 7 0 3 ) と 説 明 し て い る が 、 当 然 手 紙 や 散 文 と い う 著 作

物 と 同 じ よ う に 詩 作 と い う 著 作 物 に お い て も 彼 女 の 日 常 へ の 関 心 は

関 連 づ け ら れ る は ず な の で あ る 。 彼 女 の 喪 失 感 は 形 而 下 の 事 柄 に 関

連 づ け ら れ て も 当 然 な の で あ る 。 “  I  l o s t  a  w o r l d  t h e  o t h e r  

d a y  ” ( F 2 0 9 ) を 見 て み よ う 。  

 

  I  l o s t  a  W o r l d ― t h e  o t h e r  d a y !  

    H a s  A n y b o d y  f o u n d ?  

    Y o u ’ l l  k n o w  i t  b y  t h e  R o w  o f  S t a r s  

    A r o u n d  i t ’ s  f o r e h e a d  b o u n d !  

 

    A  R i c h  m a n ― m i g h t  n o t  n o t i c e  i t ―  

  Y e t ― t o  m y  f r u g a l  E y e ,  

    O f  m o r e  E s t e e m  t h a n  D u c a t s ―  

  O h  f i n d  i t ― S i r ― f o r  m e !   ( F 2 0 9 )  

 



 こ こ で は 失 っ た 世 界 の 大 き さ が 「 金 持 ち に は 気 づ か な い か も し れ

な い 」 ( “  A  R i c h  m a n ― m i g h t  n o t  n o t i c e  i t ― ” ) が 「 自 分 の 節 約 家 の 目

に は / 数 ド カ ッ ト に も 優 る 値 」 ( “  t o  m y  f r u g a l  E y e ,  /  O f  m o r e  E s t e e m  

t h a n  D u c a t s ―  ” ) と い う よ う に 金 へ の 換 算 が な さ れ て い る の で あ る 。

金 の あ る 人 間 に は 気 づ か ず 、貧 し い 自 分 に は 明 ら か な も の 、失 っ た 世

界 と い う の は 、普 通 の 生 活 で あ る 。節 約 し て い る か ら こ そ 見 え る も の

が 、日 常 の 生 活 で あ る と い う 考 え は 無 理 な 推 論 で は な い で あ ろ う 。自

分 の た め に 確 保 し た い 日 常 の 生 活 を 最 終 行 に お い て 神 の 名 を 出 し て

嘆 願 し て い る の で あ る 。 こ の 詩 に お い て も 喪 失 は 金 と 大 き く か か わ

っ て い る の で あ る 。  

 喪 失 が 日 常 と い う 形 而 下 に 関 わ っ て い る 詩 の 最 後 の 例 と し て “  I  

c a n n o t  b u y  i t ― ’ t i s  n o t  s o l d  ” ( F 9 4 3 ) を 挙 げ て み た い と 思 う 。  

 

  I  c a n n o t  b u y  i t ― ’ t i s  n o t  s o l d ―  

   T h e r e  i s  n o  o t h e r  i n  t h e  W o r l d ―  

  M i n e  w a s  t h e  o n l y  o n e  

 

    I  w a s  s o  h a p p y  I  f o r g o t  

    T o  s h u t  t h e  D o o r  A n d  i t  w e n t  o u t  

    A n d  I  a m  a l l  a l o n e ―  

 

  I f  I  c o u l d  f i n d  i t  A n y w h e r e  

    I  w o u l d  n o t  m i n d  t h e  j o u r n e y  t h e r e  

    T h o u g h  i t  t o o k  a l l  m y  s t o r e  

 

    B u t  j u s t  t o  l o o k  i t  i n  t h e  E y e ―  

  “  D i d ’ s t  t h o u  ” ?  “  T h o u  d i d ’ s t  n o t  m e a n  ” ,  t o  s a y ,  

    T h e n ,  t u r n  m y  F a c e  a w a y .   ( F 9 4 3 )  

 

  「 世 の 中 に 同 じ も の は な い 」( “  t h e r e  i s  n o  o t h e r  i n  t h e  W o r l d  ” ) 、



そ し て 楽 し み す ぎ て「 私 は 忘 れ て し ま っ た  /  扉 を 閉 め る こ と を 」( “  I  

f o r g o t  /  T o  s h u t  t h e  D o o r  ” )  と は 度 を 超 し た 恋 愛 を 指 す と 考 え ら れ

る の で あ る 。 こ の 事 は 「 私 は 全 く 一 人 ぼ っ ち 」 ( “  I  a m  a l l  a l o n e ―  ” )

と い う 状 態 、そ し て 別 れ の 言 葉 の 常 套 句 と も 考 え ら れ る「 本 心 で は な

か っ た の で し ょ う 」 ( “  T h o u  d i d ’ s t  n o t  m e a n  ” ) 等 の 言 葉 に も 明 ら か

で は な い だ ろ う か 。「 私 は そ れ を 買 え な い 。売 っ て は い な い の だ か ら 」

( “  I  c a n n o t  b u y  i t ― ʻ t i s  n o t  s o l d ― ” ) と 失 っ た 恋 愛 に つ い て 述 べ る の

は も ち ろ ん の 事 で は あ る が 、 矛 盾 し た 考 え を 第 ３ 連 で 表 わ し て い る

デ ィ キ ン ス ン で あ る 。 愛 を 見 つ け ら れ る の な ら 、「 私 の 全 て の 貯 え 」

( “  a l l  m y  s t o r e  ” ) を 使 っ て も 構 わ な い と い う 金 へ の 換 算 が な さ れ て

い る の で あ る 。 詩 の 最 初 で 述 べ る 売 っ て い な い の だ か ら 買 え な い と

い う 恋 愛 に つ い て の 考 え も 、否 定 し て い る と は い え 、あ る 意 味 金 へ の

関 連 づ け と 考 え ら れ る の で は な い だ ろ う か 。 恋 愛 は 買 う と い う 金 の

行 為 に 置 き 換 え ら れ て い る の で あ る 。 恋 愛 と い う 喪 失 が 代 替 え で き

な い に も か か わ ら ず 、 代 替 え 可 能 な 購 入 の 性 格 と 関 連 づ け ら れ て い

る と も 言 え る の で あ る 。  

 こ こ ま で 日 常 の 喪 失 を 良 く 表 わ し て い る 考 え ら れ る デ ィ キ ン ス ン

の ３ つ の 詩 “  I  n e v e r  l o s t  a s  m u c h  b u t  t w i c e  ” ( F 3 9 ) 、 “  I  l o s t  a  w o r l d  

t h e  o t h e r  d a y !  ” ( F 2 0 9 ) 、 “  I  c a n n o t  b u y  i t ― ’ t i s  n o t  s o l d  ” ( F 9 4 3 ) を

考 え て き た が 、 こ れ ら 全 て の 喪 失 が 金 と い う 性 格 に 関 連 づ け ら れ て

い る の が わ か る で あ ろ う 。デ ィ キ ン ス ン の 喪 失 の 日 常 的 意 味 合 い 、形

而 下 の 意 味 合 い は 、金 が 重 要 な 要 素 と な っ て い る の で あ る 。デ ィ キ ン

ス ン が 手 紙 や 散 文 の 中 で 示 し た 日 常 へ の 関 心 は 、 詩 作 の 中 で 喪 失 感

を 表 わ す の に 、 金 の 無 さ と い う 日 常 的 性 格 と 関 連 づ け さ れ て い る の

で あ る 。  

 

２ ．  喪 失 と 天 性 に 対 す る 反 応  

 

 日 常 や 常 識 、現 実 と い っ た こ の 世 の 出 来 事 、つ ま り 形 而 下 の 事 柄 に

対 し て 精 神 世 界 、死 後 の 世 界 、哲 学 的 思 考 の 世 界 を 形 而 上 の 事 柄 と 呼



ぶ が 、 デ ィ キ ン ス ン が 好 ん で テ ー マ と し た 死 や 救 い は 当 然 の 事 な が

ら 後 者 の 方 、形 而 上 の 事 柄 に 分 類 さ れ る 事 が 多 い で あ ろ う 。こ の 論 文

で 取 り 上 げ て い る 喪 失 を 扱 っ た 詩 も 形 而 上 の 事 柄 と 深 い 関 連 を 示 す

も の が あ る 。 ま ず は じ め に た っ た ４ 行 の 短 い 詩 、 “  O f  s o  d i v i n e  a  

l o s s  ” ( F 1 2 0 2 ) を 考 え て み た い と 思 う 。  

 

  O f  s o  d i v i n e  a  L o s s  

    W e  e n t e r  b u t  t h e  G a i n ,  

    I n d e m n i t y  f o r  L o n e l i n e s s  

    T h a t  s u c h  a  B l i s s  h a s  b e e n .   ( F 1 2 0 2 )  

 

 詩 の １ 行 目 に 「 喪 失 」 ( “  a  L o s s  ” ) と い う 単 語 が 使 わ れ て い る よ う

に 、こ の 詩 の 扱 う テ ー マ は 存 在 を 消 す 事 、つ ま り 死 に つ い て の 考 察 で

あ る 。 し か し 反 面 ２ 行 目 に 「 獲 得 」 ( “  t h e  G a i n  ” ) と い う 単 語 が 使 わ

れ て い る よ う に 、 相 反 す る 考 え 方 が 並 置 さ れ て い る 。「 と て も 神 聖 な

喪 失 と は / 私 達 が 獲 得 の 中 へ と 入 る こ と だ け 」 ( “  O f  s o  d i v i n e  a  L o s s  

/  W e  e n t e r  b u t  t h e  G a i n  ” ) と は 自 分 自 身 の こ の 世 の 存 在 、 肉 体 が 消

え た 後 に 、 天 に 召 さ れ た 事 で 満 た さ れ た 状 態 の 「 獲 得 」 を 経 験 す る 事

を 言 っ て い る の で あ る 。  

 ３ 行 目 で 使 わ れ て い る 「 孤 独 」 ( “  L o n e l i n e s s  ” ) と い う 単 語 が あ る

が 、 デ ィ キ ン ス ン は 孤 独 に つ い て 特 別 な 意 識 を 持 っ て い た よ う で あ

る 。 死 と 孤 独 の 関 連 性 を 述 べ て い る エ レ ノ ア ・ ル イ ス ・ ラ ン バ ー ト

( E l e a n o r e  L e w i s  L a m b e r t ) は 、「 デ ィ キ ン ス ン に と っ て 死 と は 人 と の

接 触 の 欠 如 で あ る 。誰 か ら も 見 え な い し 、聞 こ え な い と い う 事 な の だ 」

( “  F o r  D i c k i n s o n ,  d e a t h  i s  t h e  a b s e n c e  o f  p e r s o n a l  c o n t a c t .   I t  

m e a n s  n o t  s e e i n g  o r  h e a r i n g  f r o m  s o m e o n e  ” ) ( 1 0 ) と 述 べ て い る が 、

人 と の 接 触 の 欠 如 は ま さ に 孤 独 の 状 態 と い っ て い い だ ろ う 。 孤 独 が

デ ィ キ ン ス ン に と っ て 望 ま し く な い と い う の は 明 ら か で あ る 。 な ぜ

な ら 死 に よ っ て 埋 め 合 わ せ が 行 わ れ 、「 賠 償 」 ( “  I n d e m n i t y  ” ) さ れ る

も の だ か ら で あ る 。賠 償 と は 損 失 に 対 す る 充 当 で あ り 、賠 償 と は 当 然 、



損 失 に 近 い マ イ ナ ス の 性 格 を 持 つ も の で あ る 。 孤 独 の 楽 し み と い う

言 葉 も 確 か に あ る が 、デ ィ キ ン ス ン の こ の 詩 に お け る 孤 独 と は 、マ イ

ナ ス の 性 格 を 持 っ て い る の は 明 ら か で あ る 。  

 ラ ン バ ー ト が 言 う よ う に 人 と の 接 触 の 欠 如 と い う 死 に つ い て の 考

え を 持 つ デ ィ キ ン ス ン は 、 結 果 的 に こ の 孤 独 を 経 験 し た 後 、「 至 福 」

( “  a  B l i s s  ” ) と い う 状 態 に 至 る 事 を 最 終 行 で 述 べ て い る 。「 神 聖 な 喪

失 」 ( “  s o  d i v i n e  a  L o s s  ” ) と １ 行 目 に 述 べ る 、 人 の 力 の 及 ば な い 天

性 が 、 自 分 を 喜 び へ 導 く と い う 形 而 上 の 力 を 信 じ る デ ィ キ ン ス ン の

姿 が こ の 詩 で 明 ら か で は な い だ ろ う か 。 こ の 詩 に お け る 喪 失 は 自 己

の 存 在 が こ の 世 か ら 消 え る 事 で 獲 得 さ れ る 至 福 と 結 び つ い て い る の

で あ る 。第 １ 節 で 述 べ た 形 而 下 に つ い て の 喪 失 、金 に つ い て の 考 え と

は 明 ら か な 違 い を 示 し て い る の で あ る 。 第 １ 節 で 述 べ た 喪 失 は 全 て

金 に 関 連 づ け が 可 能 で あ る 事 は 既 に 述 べ た が 、 貧 し さ で あ れ 失 っ た

恋 愛 で あ れ 、喪 失 す な わ ち 悲 し み と な っ て い る の で あ る 。こ の 詩 の よ

う に 自 己 の 存 在 の 喪 失 が 喜 び へ と 繋 が っ て い る 事 と は 明 ら か な 対 比

を 示 し て い る の が わ か る で あ ろ う 。  

 で は 同 じ よ う に 天 性 と い う 人 の 力 の 及 ば な い も の を う た っ た

“  E x c e p t  t h e  h e a v e n  h a d  c o m e  s o  n e a r  ” ( F 7 0 2 ) を 考 察 し て み た い と

思 う 。  

 

  E x c e p t  t h e  H e a v e n  h a d  c o m e  s o  n e a r ―  

  S o  s e e m e d  t o  c h o o s e  M y  D o o r ―  

  T h e  D i s t a n c e  w o u l d  n o t  h a u n t  m e  s o ―  

  I  h a d  n o t  h o p e d ― b e f o r e ―  

 

  B u t  j u s t  t o  h e a r  t h e  G r a c e  d e p a r t ―  

  I  n e v e r  t h o u g h t  t o  s e e ―  

  A f f l i c t s  m e  w i t h  a  D o u b l e  l o s s ―  

  ’ T i s  l o s t ― A n d  l o s t  t o  m e ―   ( F 7 0 2 )  

 



 「 天 が こ れ ほ ど 近 く に や っ て き た 」 ( “ t h e  H e a v e n  h a d  c o m e  s o  

n e a r  ” ) と は 、「 以 前 は 望 ん で い な か っ た 」 ( “  I  h a d  n o t  h o p e d ― b e f o r e

― ” と い う 死 を 意 識 し 始 め た 事 を 指 し て い る が 、 こ の 詩 に お い て は 死

に 伴 う 恐 怖 が 描 か れ て い る と 言 え る で あ ろ う 。 自 己 の 存 在 の 喪 失 は

恐 怖 と な っ て い る の で あ る 。「 恵 み が 去 っ て 行 く の を 聞 く 」 ( “  t o  h e a r  

t h e  G r a c e  d e p a r t ― ” ) と い う 死 に つ い て 、 デ ィ キ ン ス ン は 苦 し み を 表

現 し て い る 。 死 に 対 し て 普 通 の 人 間 が 抱 く 感 情 を デ ィ キ ン ス ン も 持

っ て い る の で あ る 。「 死 を 閉 め 出 し た と し て も 、 苦 し ん で い る 意 識 と

い う 牢 獄 か ら 逃 げ 出 す こ と は 単 純 で は な い 」 ( “  B a r r i n g  d e a t h ,  t h e r e  

i s  s i m p l y  n o  e s c a p e  f r o m  t h e  p r i s o n  o f  a n  a f f l i c t e d  

c o n s c i o u s n e s s  ” ) ( A r c h e r  2 5 9 ) 事 を 詩 の 中 で 表 現 し て い る デ ィ キ ン ス

ン で あ る 。「 自 分 の 扉 」 ( “  M y  D o o r  ” ) を 天 が 選 ぶ と い う 運 命 に 言 及 し

て い る デ ィ キ ン ス ン で あ る が 、 4 自 身 の 力 を 越 え た と こ ろ に あ る 天 性

を 強 く 意 識 し て い る と 言 え る 。天 性 に よ る 自 己 の 喪 失 は 、先 に 述 べ た  

“  O f  s o  d i v i n e  a  l o s s  ” ( F 1 2 0 2 ) と 違 い 苦 し さ と な っ て い る の で あ る 。

死 に 対 し て の 正 反 対 の 意 識 が ２ つ の 詩 か ら 明 ら か に な る の で は な い

だ ろ う か 。  

 形 而 上 の 喪 失 に 対 す る 考 え を 扱 っ た 詩 を ２ つ 取 り 上 げ て み た が 、

死 に 対 す る 喜 び で あ れ 、恐 怖 で あ れ 、喪 失 は 天 性 に 対 す る 反 応 で あ る 。

喪 失 が 金 と い う 日 常 の 事 柄 に 関 連 づ け ら れ た 第 １ 節 の ３ つ の 詩 と は

違 い が 見 ら れ る で あ ろ う 。天 性 に 対 す る 心 の 反 応 、死 に 対 す る 喜 び と

恐 怖 と い う ２ つ の 感 情 が 喪 失 と 結 び つ い て い る の で あ る 。 喪 失 が 金

と い う 実 体 を 持 っ た 物 に 結 び つ け ら れ た 第 １ 節 の ３ つ の 詩 と は 違 い 、

あ く ま で 目 に 見 え な い 精 神 の 動 き を 特 徴 と し た 詩 と な っ て い る の で

あ る 。 第 １ 節 で 取 り 上 げ た ３ つ の 詩 と こ こ で 取 り 上 げ た ２ つ の 詩 の

違 い が 明 ら か に な っ た の で は な い だ ろ う か 。 同 じ 喪 失 の テ ー マ で も

違 っ た 性 格 を 持 つ 、 形 而 下 を 扱 っ た 詩 と 形 而 上 を 扱 っ た 詩 な の で あ

る 。  

 

結 論  



 第 １ 節 で 扱 っ た ３ つ の 喪 失 の 詩 、 “  I  l o s t  a  w o r l d  t h e  o t h e r  

d a y !  ” ( F 2 0 9 ) 、 “  I  n e v e r  l o s t  a s  m u c h  b u t  t w i c e  ” ( F 3 9 ) 、 “  I  c a n n o t  

b u y  i t ― ’ t i s  n o t  s o l d  ” ( F 9 4 3 ) は 全 て 金 と い う 現 実 の 問 題 に 関 係 し て

い た 。 そ し て 第 ２ 節 で 扱 っ た ２ つ の 詩 “  E x c e p t  t h e  h e a v e n  h a d  c o m e  

s o  n e a r  ” ( F 7 0 2 ) 、 “  O f  s o  d i v i n e  a  l o s s  ” ( F 1 2 0 2 ) は 恐 怖 で あ れ 、 喜 び

で あ れ 、天 性 に 対 す る 反 応 と し て 、物 と い う 目 に 見 え る 物 質 に 内 容 が

関 連 さ せ ら れ て い る も の で は な か っ た 。 第 １ 節 の 喪 失 の 詩 が 形 而 下

の 特 徴 、第 ２ 節 の 喪 失 の 詩 が 形 而 上 の 特 徴 で あ る 、と い う の を こ こ ま

で で 明 ら か に し た は ず で あ る 。  

 デ ィ キ ン ス ン が こ れ ら の 喪 失 を 表 わ す 詩 に 対 し て 神 と い う 言 葉 を

度 々 使 っ て い る 事 が 明 ら か で あ る 。 彼 女 の 信 仰 心 と 詩 作 の 関 連 性 は

誰 の 目 に も 明 ら か で あ る が 、 信 仰 心 が 喪 失 や 死 と 深 い 関 連 性 を 持 っ

て い る の は 、こ こ で 一 言 述 べ て も い い こ と で あ ろ う 。ア ン ・ ウ エ ス ト ・

ラ ミ レ ズ ( A n n e  W e s t  R a m i r e z ) の 言 葉 を こ こ で 引 用 し て み た い と 思 う 。 

 

  T h r o u g h o u t  h e r  l i f e ’ s  w o r k ,  n o n e t h e l e s s ,  D i c k i n s o n  l e a v e s  

l i t t l e  d o u b t  t h a t  h u m a n  b e i n g  m a y  b e  a g e n t s  o f  G o d ’ s  g r a c e ,  

w h e t h e r  t h e y  b e  p u b l i c l y  o r d a i n e d  p r i e s t s ,  p r i v a t e l y  c a l l e d  

p r o p h e t s ,  o r  a n y  o t h e r  p e r s o n s  w h o  k n o w  t h e  m e a n i n g  o f  l o v e .  

( 3 9 6 )    

 

 ラ ミ レ ズ の こ の 言 葉 は デ ィ キ ン ス ン が 到 達 し た 信 仰 心 の 極 み を 説  

明 し た も の で あ り 、「 神 の 恩 恵 の 代 行 者 」 ( “  a g e n t s  o f  G o d ’ s  g r a c e  ” )  

と し て の 人 間 で あ る な ら ば 、 死 の 恐 怖 は 乗 り 越 え ら れ て い る は ず で  

あ る 。 生 涯 に わ た っ て ほ と ん ど 疑 う 事 の な い 信 念 で あ っ た と ラ ミ レ  

ズ は 述 べ て い る が 、実 際 、デ ィ キ ン ス ン は 死 に 対 し て 恐 怖 を 覚 え て い  

る 時 も あ る の で あ る 。 そ れ が 苦 し み と い う 言 葉 を 使 っ て 死 の 恐 怖 を  

表 わ し て い る “  E x c e p t  t h e  h e a v e n  h a d  c o m e  s o  n e a r  “ ( F 7 0 2 ) で あ る 。 

 こ の 論 文 の 目 的 は “  E x c e p t  t h e  h e a v e n  h a d  c o m e  s o  n e a r  ” ( F 7 0 2 )  

と “  O f  s o  d i v i n e  a  l o s s  ” ( F 1 2 0 2 ) の 関 連 性 を 明 ら か に し て 、 両 者 の 連  



続 性 を 説 明 す る 事 で あ っ た 。 “  E x c e p t  t h e  h e a v e n  h a d  c o m e  s o  n e a r  ”  

( F 7 0 2 ) の 詩 の 最 後 の 行 ( “  ’ T i s  l o s t ― A n d  l o s t  t o  m e ― ” ) は 「 そ の も の  

の 喪 失 と 私 に と っ て の 喪 失 」 と 訳 さ れ 、「 二 重 の 喪 失 」 ( “  D o u b l e   

l o s s  ” ) で あ る が 、 こ れ は 直 接 の 喪 失 と 間 接 の 喪 失 と に 置 き 換 え ら れ  

る も の で あ る 。 直 接 の 喪 失 が 物 質 の 喪 失 、「 私 に と っ て の 喪 失 」 と は  

死 に 対 し て 感 じ る 恐 怖 と い う 目 に 見 え な い も の へ の 反 応 で あ る 事 は  

明 ら か で は な い だ ろ う か 。 第 １ 節 で 扱 っ た ３ つ の 喪 失 の 詩 が 金 と い  

う 物 質 に 関 連 づ け ら れ る 事 は 再 三 述 べ て き た が 、こ こ で 述 べ る「 そ の  

も の の 喪 失 」と い う 直 接 の 喪 失 と 、物 質 で あ る 金 の 関 連 付 け は 行 い や  

す い も の で あ る 。直 接 の 喪 失 と は 形 而 下 の 事 柄 の 喪 失 な の で あ る 。デ  

ィ キ ン ス ン は こ の 直 接 の 喪 失 に 金 を 関 連 づ け し て い る の で あ る 。  

 “  O f  s o  d i v i n e  a  l o s s  ” ( F 1 2 0 2 ) が 死 を 喜 び と し て い る 点 、 ま た 肉 体  

の 喪 失 が 「 獲 得 」 ( “  t h e  G a i n  ” ) と し て い る 点 で “  E x c e p t  t h e  h e a v e n  

h a d  c o m e  s o  n e a r  ” ) ( F 7 0 2 ) の 死 に 対 す る 恐 怖 と 明 ら か な 対 比 を 示 し  

て い る が 、 信 仰 心 に と っ て 死 の 恐 怖 を 乗 り 越 え て 喜 び を 感 じ る よ う  

に な る と い う の は 、理 想 的 な 精 神 の 流 れ で あ る 、と い う の は 明 ら か で  

あ ろ う 。 “  E x c e p t  t h e  h e a v e n  h a d  c o m e  s o  n e a r  ” ( F 7 0 2 ) の 中 で 直 接  

の 喪 失 と い う 形 而 下 の 喪 失 と 間 接 の 喪 失 と い う 形 而 上 の 喪 失 を 表 現  

し て い る 事 は 、 こ の 詩 が 死 を 喜 び と す る “  O f  s o  d i v i n e  a   

l o s s  ” ( F 1 2 0 2 ) の 詩 に 至 る ま で の 分 水 嶺 と な っ て い る こ と を 表 わ し て  

い る の で あ る 。 こ の 両 者 の 詩 の 連 続 性 は 明 ら か で は な い だ ろ う か 。 5  

こ れ が 、 本 稿 の 問 に 対 す る 答 え で あ る 。  

 死 と い う 避 け ら れ な い 現 実 に 対 し て 人 が 恐 怖 し 、 そ し て 反 対 に 喜  

び を 見 出 そ う と す る の は 、あ る 意 味 当 然 の 事 な の か も し れ な い 。常 に  

一 定 の 考 え を 持 ち 続 け る 事 は 、誰 に と っ て も 至 難 の 事 で は あ る が 、デ  

ィ キ ン ス ン も ま た 然 り で あ る 。 こ の 死 に つ い て の 流 動 的 思 考 が 我 々  

の 感 情 に 近 い も の で あ り 。 １ ９ 世 紀 の 詩 人 、 偉 大 な 詩 人 で あ る デ ィ  

キ ン ス ン と い え ど も 。現 代 の 我 々 に 何 ら か の 関 連 性 を 投 げ か け 、そ し  

て 魅 力 を 発 し て い る の で あ ろ う 。  

 



註  

 

１ ．  以 下 、 エ ミ リ ー ・ デ ィ キ ン ス ン の 詩 の 引 用 は 、 フ ラ ン ク リ ン 版 に  

拠 る も の と す る 。  

２ ．  音 楽 に お け る 省 略 や 繰 り 返 し の 特 徴 を 考 え る な ら ば 、 ダ ッ シ ュ

を 使 い 省 略 を 行 う デ ィ キ ン ス ン の 詩 は 、 そ の 意 味 で も 相 性 が い

い だ ろ う 。 ま た 短 い 詩 が 多 い 彼 女 の 詩 は 、 そ の ま ま 音 楽 に お け

る リ フ レ イ ン と し て 使 用 す る 事 も 可 能 な は ず で あ る 。 内 容 面 の

み な ら ず 、 形 式 面 で も 音 楽 家 た ち に と っ て 有 用 な 素 材 を 提 供 し

て い る デ ィ キ ン ス ン で あ る 。  

３ ．  こ こ で デ ィ キ ン ス ン は 、 金 を 必 要 な 物 と し て 表 現 し て い る が 、

聖 書 に お い て 金 は 時 に 繁 栄 や 富 と い う 肯 定 的 な 意 味 で は な く 、

堕 落 を 意 味 す る 場 合 が あ る 。 例 え ば 、「 マ タ イ に よ る 福 音 書 」 ６

章 ２ ４ 節 で は 、「 誰 も 二 人 の 主 人 に 仕 え る 事 は 出 来 な い 。 一 方 を

憎 ん で 他 方 を 愛 す る か 、 一 方 に 親 し ん で 他 方 を 軽 ん じ る か 、 の

ど ち ら か で あ る 。 あ な た 方 は 神 と 富 と に 仕 え る 事 は 出 来 な い 」

( “  N o  o n e  c a n  s e r v e  t w o  m a s t e r s ;  f o r  e i t h e r  h e  w i l l  h a t e  t h e  

o n e  a n d  l o v e  t h e  o t h e r ,  o r  e l s e  h e  w i l l  b e  l o y a l  t o  t h e  o n e  a n d  

d e s p i s e  t h e  o t h e r .   Y o u  c a n n o t  s e r v e  G o d  a n d  

m a m m o n  ” ) ( M a t t h e w  6 : 2 4 ) と い う 表 現 が あ る 。  

４ ．  扉 に 精 神 的 な 境 界 の 意 味 を 与 え る 事 が し ば し ば あ る が 、 こ の 詩

に お い て も 、 現 世 と 来 世 を 分 け る 境 界 の 意 味 を 与 え る 事 も 出 来

る で あ ろ う 。 エ ミ リ ー ・ ブ ロ ン テ ( E m i l y  B r o n t ë ) の 『 嵐 が 丘 』

( W u t h e r i n g  H e i g h t s ,  1 8 4 7 ) に も 扉 と 同 じ よ う な 意 味 で 、 窓 が 現

世 と 来 世 を 分 け る 象 徴 的 な 意 味 を 表 わ し て い る 場 面 が あ る 。  

５ ．  こ こ で 述 べ る 連 続 性 と は 創 作 年 代 の 順 番 で は な く 、 作 品 の 意 味

を 考 え る 内 容 的 な 連 続 性 で あ る 。 筆 者 は そ れ ぞ れ の 詩 に つ い て

特 に 創 作 年 代 は 考 慮 し て い な い が 、 筆 者 が 述 べ る ２ つ の 詩 の 連

続 性 に つ い て 、 創 作 年 代 が 逆 に な っ て い る 事 も 十 分 に あ り う る 、

と い う 事 を こ こ で 一 言 述 べ て お く 。  
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