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Die ”Walpurgisnacht“ unter kulturgeschichtlichem Aspekt. 
Goethe und Mendelssohn. 

大 塚 直
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Die ”Walpurgisnacht “ gilt als die Nacht, in der auf dem Brocken des Harzes ein Hexensabbat 

stattfindet. Es ist bekannt, dass Goethe in seinem Drama Faust I ( 1808) diese Szene beschrieben 

hat, aber weitgehend unbekannt bleibt, dass sich in dieser sogenannten Gretchen-Tragi:idie auch 

eine Hexenjagd spiegelt. Mit der Verbreitung des Christentums wurden die volkstiimlichen 

Sitten und Gebrii.uche der alten Germanen historisch negiert und herabgesetzt. Goethe hat 

also mit seinem aufklarischen Blick nicht iiber Hexenverfolgung, sondern Frauenverehrung 

gedichtet, und neben den Faust-Dichtungen als ein romantischer, nach seiner eigenen Identitii.t 

forschender Versuch die Ballade Die erste Walpurgisnacht verfasst. Felix Mendelssohn, der mit 

dem alten Goethe in freundschaftlicher Beziehung stand, versuchte daraufhin fast sein ganzes 

Leben lang das Gedicht als eine dramatische Kantate zu vertonen. Goethe und Mendelssohn 

sind beide nicht nur an der Fantasiegestalt der Hexe interessiert, sondern auch an einer 

rationalen Erklii.rung fiir ihre eigene Geschichte. Die ”Walpurgisnacht “ ist hier so ausgelegt, wie 

die alten Deutschen selbst die Hexen- und Teufelsfahrt des Blockbergs dargeboten haben, um 

ihre eigenen Feste und ihre Religion vor dem aberglii.ubischen Christentum zu schiitzen. Das 

Thema der Verteuflung der alten Gotter hat auch Heine in Gotter im Exit ( 1853) behandelt. 

Die erste Walpurgisnacht ist ein typisches Beispiel der Bewegung der deutschen Romantik und 

scheint zugleich heute noch die Diskriminierung von Minderheiten im kulturgeschichtlichen 

Aspekt der Moderne zu hinterfragen. 

キ ー ワ ー ド ： 魔女 と キ リ ス ト 教、 ド イ ツ ・ ロ マ ン 派、 ゲ ー テ と メ ン デル ス ゾ ー ン
Hexe und Christentum deutsche Romantik Goethe und Mendelssohn 

- 1 59 一



愛知県立芸術大学紀要 No.39 (2009) 

1 . 「魔女狩 り j の歴史 と 詩人ゲ ー テ

「 ワ ル プル ギ ス の夜」 は 、 文豪 ヨ ハ ン ・ ヴ オ ル フ ガ ン グ ・ ゲ ー テ （1 749～ 1832） が60年 も の歳 月
を か け て完成 さ せ た戯曲 『 フ ァ ウ ス ト j （第 1 部1808、 第 2 部1831） に 挿入 さ れ る 魔女集会 （サ パ
ト ） の場面 で あ る 。 机上の学問 に絶望 し た 老 フ ァ ウ ス ト 博士が悪魔 メ フ ィ ス ト ー フ ェ レ ス と 契約 を

結び、 地上の あ ら ゆ る 知識 と 快楽 を む さ ぼ る 旅 に 出 る 。 若返 り の秘薬 を 飲み、 少女グ レ ー ト ヒ ェ ン
を 破滅 さ せ る 悲劇 第 一部 の 筋書 き は よ く 知 ら れ る と こ ろ だ が、 そ れが 「魔女狩 り J の テ ー マ を 骨
子 と し て い る こ と は あ ま り 知 ら れて い な い （ l ） 。 故郷 フ ラ ン ク フ ル ト で弁護士 を 開業 し て い た若 き
ゲ ー テ は、 当 時24歳の旅館の 召使 ズ ザ ン ナ ・ マ ル ガ レ ー タ ・ ブ ラ ン ト が 嬰児殺 し の 罪 で斬首刑 に
処 さ れ る と い う 事件 に 出会 う 。 宿泊客 に も て あ そ ばれ、 私生児 を 産ん だ彼女は、 錯乱 し て生 ま れた
ばか り の子供 を 拒殺す る 。 そ し て逮捕 さ れ、 裁判 に か け ら れた彼女は、 すべて は サ タ ン に 唆 さ れて
や っ た こ と だ 、 と 告 白 す る の で あ る （ 2 ） 。

ヨ ー ロ ッ パ で、 は太古の昔か ら 魔女 は存在 し て い た が 、 そ の起源は古代地中海世界の大母神信仰 と
密接 に 結びつ い て お り 、 本来 は恐怖の対象で あ る と 同時に畏敬 に 満 ち た存在で あ っ た 。 し か し 、 ゲ
ル マ ン や ケ ル ト な ど ヨ ー ロ ッ パ民 間信仰の土着 の 神 々 と 習合 し た 魔女崇拝 を キ リ ス ト 教の伝道師
た ち が 非寛容性 を も っ て 排除 し て ゆ く 過程で、 魔女は女性蔑視の布教者側 か ら 異端 の 焔印 を 押 さ
れ、 悪 の モ デルへ と 庭め ら れて し ま う （ 3 ） 。 例 え ば、 古代 ゲル マ ン 神話 を モ テ ィ ー フ に し た リ ヒ ャ
ル ト ・ ワ ー グ ナ ー （1813 ～ 1883） の オ ペ ラ 〈ニ ー ベル ン ゲ ン の 指環｝ (1876） で有名 な 、 戦場で
倒 れ た 勇者 た ち を 天上の ワ ルハ ラ 宮殿へ導 く 天駆け る 乙女 た ち ワ ル キ ュ ー レ は 、 キ リ ス ト 教の伝播
と と も に 、 文字 通 り 帯の 柄 に ま た が っ て 空高 く 飛朔す る 魔女 の イ メ ー ジ に 作 り 変 え ら れて し ま っ
た は ） 。 同 じ く モ ー ツ ア ル ト （1756 ～ 1791） の 〈魔箇｝ (1791） を 例 に と る な ら ば、 王子 タ ミ ー ノ
に魔法の 笛 を 授 け る 神秘的 な 「夜の女王j は、 本来は星の 知 く 夜空 に 君臨 し て い た はず な の だ が 、
啓蒙の光 を 体現す る ザ ラ ス ト ロ の登場 に よ っ て 悪の権化 に 組み替 え ら れて い る （ 5 ） 。 い わ ゆ る 「魔
女狩 り 」 や 「ユ ダ ヤ 人迫害J は 、 キ リ ス ト 教の純粋主義の広 ま り に 呼応 し て 生 ま れ た 。 16、 17世
紀 に お け る ヨ ー ロ ッ パ の魔女裁判では、 合理主義 と ヒ ュ ー マ ニ ズ ム の名 の許 に 、 異質 な他者 は徹底
し て 排除 さ れた 。 一 見す る と 啓蒙主義的 な 運動が、 野蛮 な 排他的暴力 に 類落 し て い た の で あ る 。

ゲ ー テ が登場す る 時代、 す で に 「魔女狩 り J の嵐は過 き寺去 っ て は い た が 、 女’性蔑視や ユ ダ ヤ 人差
別 な ど は な お 日 常茶飯事で あ っ た 。 そ れに 対 し て 、 宗教の 自 由や他者への寛容 を 説 く 思想家 レ ッ シ
ン グ （1729 ～ 1781） や モ ー ゼ ス ・ メ ン デル ス ゾ ー ン （1729 ～ 1786） ら の著述 が注 目 さ れ、 さ ま
ざ ま な 民族に 固有の文化 と 歴史 を 尊重す る ヘル ダ ー （1744 ～ 1803） の主張 は 、 ド イ ツ 民族 に 固有
の歴史 を 探 る 端緒 を 聞 き 、 後 の ド イ ツ ・ ロ マ ン 派運動の 母体 と な っ て い っ た 。 当 時 は ま だ後進国
で あ っ た ド イ ツ の文 化 的 台頭 を 目 指 し た 彼 ら 優れた 指導者 た ち の理論 を 実践化 し た の が ゲ ー テ で
あ り 、 ロ マ ン 派の芸術家た ち だ っ た と い え る 。 男性 に誘惑 さ れ、 捨て ら れ る 少女の姿 を 「 グ レ ー ト
ヒ ェ ン 悲劇j と し て 構想 し 、 曇 り な き 眼で処刑 さ れ る 社会的弱者の真実 を 告発せ ざ る を え な か っ た
若 き ゲ ー テ だ が 、 「彼 女 は裁 かれた （Sie ist gerichtet!) J と い う 悪魔 メ フ ィ ス ト ー の宣告 に 対 し て 、
「救われた の だ （Ist gerettet!) J と の天上か ら の声 を も っ て最終的 に 悲劇第一部 は結ぼれ る （ 6 ） 。
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こ の よ う に 、 今 あ る 姿 の 『 フ ァ ウ ス ト 』 へ と 彼が 桝想 を 練 り 直す の は 、 か の 「 イ タ リ ア 紀行j を

経 て の こ と で あ り 、 帰 国 後 に ゲ ー テ は 「魔女の厨J 、 「森林 と 洞窟」 、 「 ラ イ プ ツ ィ ヒ の ア ウ ア ー バ ッ

ハ の 酒場J な ど 、 と り わ け 異 教 的 色 彩 の 濃 い 諸場 面 を 書 き 加 え 、 1 790年 に 『 フ ァ ウ ス ト ｜断片』 と

題 し て 出 版 し て い る 。 そ の 後 、 ｛亭滞 し て い た 創作活動だ が 、 親友 シ ラ ー （1 759 ～ 1 805） の 励 ま し

を 得 な が ら 、 1 797年か ら 1805年に か け て 集中 的 に 取 り 組 ま れ、 作品全体の世界像 を 決定づ け る 「天
〈 だん

上の序曲j や 、 メ フ ィ ス ト ー と の 契約の場面 「書斎j 、 そ し て 件の 「 ワ ル プ ル ギ ス の夜」 な ど が順次、

完成 さ れ て い っ た （ 7 ) 。 こ の 時期、 ゲ ー テ が 「悪魔学j に 強 い 関 心 を 抱 い て い た こ と は 、 1 80 1 年 に

ワ イ マ ル 図書館か ら 魔女や異端裁判 に 関す る 膨大 な 文献 が 借 り 出 さ れ て い る こ と か ら も 裏付 け ら れ

る 。 と く に 1 7世紀前半 に 捕 か れ た ミ ヒ ャ エ ル ・ ヘル （1 59 1 ～ 1 66 1 ) の 銅版画 『神 な き 呪 わ れ た 魔

術の宴』 は 、 『 フ ァ ウ ス ト 』 の 「 ワ ル プル ギ ス の 夜j の情景 を :fi\'j く に あ た り 、 ゲ ー テ が 参！ ！有 し た 資

料 と さ れ る （図 1 参照） ( 8 ） 。 こ の 一連 の 過程 の な か で、 「魔 女 狩 り 」 の 歴 史 を よ り 大 き な 視座か ら

採 り あ げて 書 か れ た 詩が 、 『最初 の ワ ル プ ル ギ ス の夜』 （1 799） で あ る 。

図 1 ： ミ ヒ ャ 工 ル ・ ヘル 『神 な き 呪 わ れ た魔術の宴』 1 620年頃

nhu
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2 . ゲー テ の執筆意図 と 作曲家 ツ ェ ル タ ー
ち な

ワ ル プル ギ ス と は、 「母 な る 大地」 を 意味す る 女神 に そ の 名 を 因 む 8 世紀の聖女 ワ ル プル ガ に 由
来す る 。 キ リ ス ト 教布教の た め に イ ギ リ ス か ら ド イ ツ へや っ て 来 て 、 ベ ネ デ ィ ク ト 派のハ イ デ ン ハ
イ ム 修道院長 を 務 め た彼女は、 疫病や妖術か ら 産縛婦 を 守 る 守護聖人 と し て崇め ら れ た。 そ し て 彼
女がハ ド リ ア ヌ ス 2 世 に よ っ て列聖 さ れた 日 が 5 月 1 日 で あ る こ と か ら 、 そ の前夜 に 中部 ド イ ツ ・
ハ ル ツ 地方の最高峰 ブ ロ ッ ケ ン 山 に魔女や魔物 ら が集合 し て 、 狂宴 を 繰 り 広 げ る と い う 民間伝説が
生 ま れた の で あ る 。 し か し こ れは本来、 古代 ゲル マ ン 人 ら が厳 し い冬 を 追い 出 し て麗 し い春 を 迎 え
る た め に 、 火 を 焚 き 、 激 し い音 を 立 て て 露払い を し た こ と に 由来す る 、 春の祭典だ っ た と 考 え ら れ
て い る 則 。

す で に 1794年か ら 劇作家 シ ラ ー と の あ い だ に生産的 な 協力 関係 を 築 い て い た ゲ ー テ は、 「物語詩
の 年 （Balladenjahr) J と 呼ばれ る 1797年 に は、 シ ラ ー と 競合 し な が ら 数 多 く の傑作詩 を 生 み 出 し
た 。 『最初の ワ ル プル ギ ス の夜』 は、 『 フ ァ ウ ス ト 』 第一部 「 ワ ル プル ギ ス の夜J の執筆時期 と 重 な
る 1799年 7 月 30 日 に成立 し た 物語詩で あ る 。 完成後 ま も な い 1799年 8 月 26 日 に ゲ ー テ は、 ベ ル リ
ン ・ ジ ン グ ア カ デ ミ ー （合唱協会） の指揮者であ っ た友人カ ー ル ・ フ リ ー ド リ ヒ ・ ツ ェ ル タ ー （1758
～ 1832） に 宛 て て こ の作 品 を 送 り 、 比較的大 き な 声楽曲の素材 と な る よ う な 劇 的 な 物語詩 を 作れ
な い か と 思 っ て 『最初の ワ ル プル ギ ス の夜』 を 書 き 上 げた 旨 を 伝 え て い る (JO） 。 し か し 詩本来 の 抑
揚 を 重 ん じ 、 素朴 で単純 な 有節形式 に よ る 歌曲作 り に 定評の あ っ た 保守 的 な 作 曲家 ツ ェ ル タ ー に
は 、 民謡調の 『野ば ら 』 や 『魔王』 の よ う な登場人物の独自体 と は異 な っ て 、 群衆 を 前 に し て の独
唱 と 合唱 を テ ー マ と す る 劇的 な 構造 を 兼ね備 え た こ の物語詩 に 曲 を付 け る の は難 し か っ た よ う で あ
る 。 だ が、 詩本来の 内容 と 形式 と の ミ ス マ ッ チ を 音楽的 に 解消す る こ と を ゲ ー テ は要求 し た （11） 。
ツ ェ ル タ ー は 同 年 9 月 21 日 付の ゲ ー テ宛て の 手紙で、 こ の 詩 の 独創性 を 認め 、 韻律の 音楽性 を 高
く 評価 し な が ら も 、 自 分 に は 「詩全体 を 吹 き ぬ け る 風 を 見つ け ら れな L )J と 嘆 き 、 旧態依然 た る 音
楽形式 の 呪縛 と な お 格闘 を 続 け た の で あ る （12） 。 そ し て 不毛 に 十数年が経過 し た 後、 ツ ェ ル タ ー は
再び新 た に作曲 を 試み て 、 こ の詩の歴史 的素材に つ い て ゲ ー テ に訊ねて み た (13） 。

ゲ ー テ は 1812年12 月 3 日 付 け の 手紙で ツ ェ ル タ ー に宛て て 次の よ う に 答 え て い る 一一 「 ド イ ツ
の古代研究家の一人が今 ま た 、 ブ ロ ッ ケ ン 山の魔女 と 悪魔の騒宴 に つ い て 、 そ の歴史 的起源 を 掘 り
起 こ し 、 立証 し よ う と し ま し た 。 ド イ ツ で は は る か昔か ら 、 こ の伝説が伝 え ら れて き た の です。 彼
の 説 に従 え ば、 ド イ ツ の土着宗教の司祭や長老た ち は、 聖な る 森か ら 追い払わ れ、 キ リ ス ト 教が民
衆 に 強要 さ れ た 後 は、 自 ら の忠実 な 信者 ら を 引 き 連れて 、 荒涼 と し て 近寄 り が た いハ ル ツ 山地へ春
の訪れ と と も に 赴 き 、 そ こ で古来の し き た り に 従 っ て 、 天 と 地の姿な き 神 に 対 し て 焔 を 囲 ん で祈 り
を 捧 げ た の です。 し か も 、 異端者 を 嘆 ぎ ま わ る 武装 し た キ リ ス ト 教徒 た ち か ら 身 の 安全 を 確保す
る た め に彼 ら が考 え 出 し た の は、 仲間 の何人か を仮装 さ せ、 そ れ に よ っ て迷信深い敵対者 ど も を 遠
ざ け る こ と だ っ た の です。 こ う し て 悪魔の仮面 を 付 け た 仲 間 た ち に守 ら れな が ら 、 彼 ら は こ の上 も
な く 純正 な 礼拝 を 執 り 行 っ た の ですJ (14） 。 す な わ ち 、 古代研究家 ヨ ハ ン ・ ベ ー タ ー ・ ク リ ス テ ィ ア
ン ・ デ ッ カ ー に 従 え ば、 キ リ ス ト 教徒 に 迫害 さ れた古代 ゲル マ ン 民族の族長 ら は、 自 分た ち の土着
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信仰 と 祭儀 を 守 る た め に 「 ワ ル プル ギ ス の夜J を 創 出 し た と さ れ る (15） 。 そ し て ゲ ー テ は、 悪魔の
狂宴 を 自 己演出 す る こ の 祝祭の起源 を 「詩的 な寓話j と し て巧み に描 き 出 し た の で あ る 。 し か し な
が ら 、 つ い に ツ ェ ル タ ー に は、 新 し い カ ン タ ー タ 形式 を 見つ け 出す こ と が で き な か っ た 。 こ れ を 独
唱 と 合唱、 オ ー ケ ス ト ラ の た め の大作 と し て 、 長い年月 を か け て 完成 さ せ る の は、 彼の愛弟子 で あ
り 、 ド イ ツ ・ ロ マ ン 派 を 代表す る 作曲 家 フ ェ ー リ ク ス ・ メ ン デル ス ゾ ー ン ・ バル ト ル デ ィ （1809
～ 1847） で あ っ た 。

3 . ゲ ー テ と メ ン デルス ゾー ン ～ 「魔女J の モ テ ィ ー フ を め ぐ っ て

1821年秋、 弱 冠12歳 の メ ン デル ス ゾ ー ン は
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音楽の 師 ツ ェ ル タ ー を 介 し て 老 ゲ ー テ と 個人的
に 知 り 合い 、 以後生 涯 に 5 回、 ゲ ー テ と 会 っ て
い る (16） 。 哲学者 モ ー ゼ ス の 孫 に あ た り 、 裕福
な 銀行家の息子で あ っ た フ ェ ー リ ク ス は、 幼少
時代 か ら レ ッ シ ン グや ゲ ー テ や シ ェ イ ク ス ピ ア
の 文学書 に 親 し み、 と く に 妖精や竜 な ど 幻想的
な 作 品世界 を 好ん だ と い う 。 初対面の と き ゲ ー
テ は、 60歳年下の 少年演奏家の能力 を 厳 し く 試
し て い る が、 こ の魅力 的 な 音楽家 を つ い に モ ー
ツ ア ル ト の再来 と し て 高 く 評価 し 、 ピ ア ノ の演

図2 ： ゲ ー テ がメ ン デル ス ゾー ン に贈 っ た詩
奏が終わ る た び彼 に キ ス を 与 え た と い う 。 そ し
て 別 れ に 際 し て ゲ ー テ は切 り 抜い た 「魔女」 の影絵に添 え て 、 次の よ う な別れの詩 を フ ェ ー リ ク ス
に宛て て 書 い て い る 一一 「厳粛 な 楽譜の上 を ／魔法使いの帯が飛び回れ る な ら ／ そ れ に 乗 っ て広大
な 音 の 世 界 を 巡 り ／ 多 く の 人 を 楽 し ま せ て お く れ／ そ の仕事 を 愛 と 幸せでや り 終 え た な ら ／ ま た
戻 っ て き て お く れJ （図 2 参照） (17） 。

ゲ ー テ と メ ン デル ス ゾ ー ン は 、 こ の よ う な幻想的 な 「魔女」 の イ メ ー ジ で結び付い て い る 。 フ ェ ー
リ ク ス が 1 825年、 16歳の と き に 書 き 上 げ た 最初の成功作 〈弦楽 8 重奏曲〉 の 第 3 楽章 ス ケ ル ツ オ
は、 ゲ ー テ の 『 フ ァ ウ ス ト 』 「 ワ ル プル ギ ス の夜」 に 触発 さ れて書かれて い る し 、 1826年作 曲 の序
曲 〈夏の夜の夢〉 で も 妖精 た ち の幻想、世界 を 音楽で再現 し て い る （問 。 「 ゲ ッ テ イ ン ゲ ン 詩人同盟j
の へ ル テ ィ の 詩 に 作 曲 し た メ ン デル ス ゾー ン 最初期の歌曲 〈魔女の歌〉 で も 、 渦巻 く よ う な 音の動
き を 通 し て 、 グ ロ テ ス ク な魔女た ち の姿が描出 さ れ る 一一 「黒山羊や箸の柄、 ／火か き 棒 に 糸巻 き
棒 が 、 ／ あ っ と い う 聞 に 私 た ち を さ ら っ て／ う な り を あ げ る 風 を 通 っ て ブ ロ ッ ケ ン 山へ と 運ぶJ (19） 。
メ ン デル ス ゾ ー ン の 楽 曲 上 の 特徴 と な る テ ン ポ の速 さ や均整の と れ た 華 や か さ は、 16、 7 歳の 時
点 で す で に 完成 さ れて お り 、 彼 の 好み の モ テ ィ ー フ と し て生涯 に わ た っ て 再三繰 り 返 さ れ る こ と に
な る 。 逆 に ゲ ー テ の 方で も ま た 、 1827年 1 月 14 日 ワ イ マ ル に て 、 自 分 に 献呈 さ れ た フ ェ ー リ ク ス
の 作 品 〈 ピ ア ノ 4 重奏曲 ロ 短調〉 を 聴 い て 音楽の進化の可能性 に触れな が ら 、 「 あ の 永遠の渦 と
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旋回 は ブ ロ ッ ケ ン 山 の魔女の踊 り を 訪御 と さ せ た 」 、 と 友人エ ッ カ ー マ ン に 語 っ て い る （20） 。
1830年 5 月 半 ば、 21歳 に な っ た メ ン デル ス ゾ ー ン は足か け 3 年 に お よ ぶ ヨ ー ロ ッ パ教養旅行 に

出 発す る 。 旅 の 途 中 で彼 は ゲ ー テ の い る ワ イ マ ル を 訪 問 し た が 、 こ れが 両者 に よ る 最後 の再会 と
な っ た 。 〈最初の ワ ル プル ギ ス の夜〉 の構想 を 開始す る の は 同年夏、 ウ ィ ー ン での こ と だ っ た 則 。
翌1831年 2 月 、 ロ ー マ滞在 中 に 彼の作曲の筆は大い に進んだ。 当 時の メ ン デル ス ゾ ー ン はか の 『 イ
タ リ ア 紀行』 （1816/17） を 携 え て ゲ ー テ の足跡 を 訪ね て い る が 、 1831年 3 月 5 日 に は そ の ゲ ー テ
に宛て 、 次の よ う な 手紙 を 書 い て い る一一 「数週間前か ら 私が も っ ぱ ら 取 り 組ん でお り ま すの は、
〈最初の ワ ル プル ギ ス の夜〉 と 呼ばれ る 閣下の詩 に 曲 を 付 け る こ と です。 私 は オ ー ケ ス ト ラ を 使用
す る 大 カ ン タ ー タ 形式で作曲す る つ も り です。 〔…〕 そ れが私に成功す る か ど う か分か り ま せ ん が 、
こ の仕 事 が偉 大 な も の で あ り 、 精神 を 集 中 し 畏敬の念 を 込 め て着手 し な け れば な ら な い と 感 じ て
お り ま す」 （22） 。 こ の 手紙に 対 し ゲ ー テ は、 同年 9 月 9 日 の返信 に て 非常 に 愛想良 く 「わ が 愛す る 息
子j と 呼びか け て 、 こ の作品の意義 を 次の よ う に 説明 し て い る一一 「 き み が 〈最初の ワ ル プル ギ ス
の 夜〉 の 作 曲 と 真剣 に 取 り 組ん で、 く れて、 私 は非常 に う れ し い。 な ぜ な ら ば、 あ の優 秀 な ツ ェ ル
タ ー を 含 め て 、 こ れ ま で誰一人 と し て こ の 詩 を 正 当 に評価で き な か っ た か ら です。 こ の作 品 は 、 実
は高度 な 象徴的意図 を も っ て い ま す。 と い う の も 、 昔か ら あ り 、 基礎付 け ら れて 、 吟昧 さ れ、 人び
と の 心 を 慰 め て き た も の が 、 台頭 し て き た 新勢力 に よ っ て 押 し や ら れ、 脇へ ど か さ れ、 排除 さ れ
て 、 た と え 抹殺 さ れな い に し て も 、 辺境の地 に 押 し 込 め ら れて し ま う の は 、 世界史 に お い て絶 え ず
繰 り 返 さ れ る 必然 だ か ら です。 旧 き も の と 新 し い も の と がせめ ぎ合い 、 憎悪が な お措抗す る 可能性
の あ る 過渡期の様相 が 、 こ の詩の な か で十分に意味深長 に描 き 出 さ れて い ま す。 そ し て 喜ば し い不
滅の宗教的熱狂が、 今一度、 ま ばゆ く 鮮や か に 燃 え 上が っ て い る の ですJ (23） 。 こ の よ う な 政治的 ・
文化 的 に 少数派に属す る 人び と に あ え て耳 を傾 け る と い う 思想的立場 は、 偉大な祖父の主張 を 想起
さ せ る と 同時 に 、 ユ ダ ヤ 人 と し て迫害 さ れ た 経験 を 持つ フ ェ ー リ ク ス に は、 琴線に触れ る と こ ろ が
大 い に あ っ た に 違い な い 刷 。

4 . メ ン デルス ゾ ー ン の作曲上の ロ マ ン主義的試み

メ ン デル ス ゾ ー ン は そ の後、 1831年 7 月 15 日 に序曲 を 除 く 作 品 全体 を イ タ リ ア の ミ ラ ノ に て 脱
稿、 や が て フ ラ ン ス の パ リ 滞在 中 に 序 曲 を 完成 さ せ る 。 こ う し て 1832年 2 月 13 日 、 着想か ら 一年
半 の歳 月 を 経 て 、 い わ ゆ る 「第 1 稿」 が成立す る （25） 。 し か し 同年、 ゲ ー テ と ツ ェ ル タ ー が相 次 い
で亡 く な っ て し ま う の で、 フ ェ ー リ ク ス は こ の記念すべ き 作品 を 敬愛す る 両者 に は 見せ る こ と が で
き な か っ た 。 〈最初の ワ ル プル ギ ス の夜〉 は1832年1 0 月 1 1 日 、 メ ン デル ス ゾ ー ン の ベル リ ン の両親
の 家 で 催 さ れ た 「 日 曜音楽会」 で初披露 さ れ る 。 公共の場での初演 は 、 1833年 1 月 10 日 に ベ ル リ
ン ・ ジ ン グ ア カ デ ミ ー の慈善演奏会 に お い て 行 わ れ た （26） 。 指揮 を 執 っ た の は、 作曲者 メ ン デル ス
ゾ ー ン 自 身で あ る 。 し か し 、 初演の評価は芳 し い も の で は な か っ た 。 フ ェ ー リ ク ス は、 作曲 が い ま
だ満足の ゆ く 出 来 ば え に な い と 痛感 し 、 と く に 前半部 を 改訂す る 必要の あ る こ と を 、 親友 ロ ー ベル
ト ・ シ ュ ー マ ン （1810 ～ 1856） に 対 し て 述べて い る （27） 。
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「 ワ ル プ ル ギ ス の 夜」 の文化史的位梓｜ ゲ ー テ と メ ン デル ス ゾ ー ン ー

そ の 後 10 年 が 経 過 し た 1842 ～ 43年 に 、 メ ン デル ス ゾ ー ン は こ の 作 品 を 根本 か ら 書 き 直 し て 、

1 843if二 2 月 2 日 に ラ イ プ ツ ィ ヒ の ゲ ヴ ァ ン ト ハ ウ ス ・ オ ー ケ ス 卜 ラ の 定期演奏会で初演 し た （28） 。

今 回 も オ ー ケ ス ト ラ に 稽古 を つ け 、 指揮棒 を 振 っ た の は 彼 自 身 で あ る 。 こ の 「第 2 稿」 は 、 ち ょ

う ど ラ イ プ ツ ィ ヒ を 訪れ て い た エ ク ト ー ル ・ ベ ル リ オ ー ズ （ 1 803 ～ 1 869） に 絶賛 さ れ る な ど 、 大

成功 を 収 め た （29） 。 ベ ル リ オ ー ズ は そ の 後、 自 分で も ゲ ー テ の 作品 を 題材 に 〈 フ ァ ウ ス ト の劫罰〉

( 1 846） を 書 い て い る 。 も っ と も 、 彼の代表 作 〈幻想交響1H 1> ( 1 830） の 第 5 楽章 「サ ノ f ト の夜の夢」

に お い て す で に 、 ベ ル リ オ ー ズに よ る も う ひ と つ の 「 ワ ル プル ギ ス の 夜j が描出 さ れて い た 。

さ て 、 「第 2 稿」 の 改 作 の ポ イ ン ト と し て 、 ブ ロ ッ ケ ン 山 での 激 し い 悪魔の騒乱の場面 に 、 メ ン

デ ル ス ゾ ー ン 作 品 で、 は あ ま り 使用 さ れ な い ピ ッ コ ロ 、 大太鼓、 シ ン パル の 迫 力 あ る 響 き が書 き 加 え

ら れ、 ダ イ ナ ミ ッ ク な 効果 を 挙 げて い る こ と が 指摘 で き る だ ろ う （30） 。 メ ン デ ル ス ゾ ー ン の 「 イ タ

リ ア 紀行j は 、 彼 の 人格形成 の 上 で も 重要 で あ っ た と 思 われ る が (IZJ 3 参照） (31 ） 、 当 時の イ タ リ ア

の 古代 文化 は 、 思想家 ヴ ィ ン ケ ル マ ン に よ っ て 「高貴 な 単純 さ と 静か な 偉大 さ 」 と 形容 さ れ、 こ の

公式 は ゲ ー テ に も 多 大 な 影響 を 及 ぼ し て い た 。 メ ン デ ル ス ゾ ー ン は 「節度 （Maβ1gkeit） 」 を 重 ん

じ る 立場 か ら 、 「第 1 稿J で は こ れ ら の 楽器の使用 を 控 え て い た の だ が 側 、 「第 2 稿j で は 少 年時

代 か ら の 詩 的 な幻想の世界 に 立 ち 戻 り 、 生来の ロ マ ン 派の作曲家の 資 質 に よ っ て 成功 を 収 め た こ と

が 分 か る 。 い わ ば、 古典派 的 な 質素 な 形式や手際の よ さ と 、 ロ マ ン 派的 な 暗示 と の あ い だ で巧 み に

バ ラ ン ス を 保つ 高 い音楽的能 力 こ そ が 、 メ ン デル ス ゾ ー ン の 大 き な 魅 力 で あ る と い え る の で は な い

か （33） 。 ま た こ の よ う な 芸術慨 は 、 お そ ら く は ゲ ー テ か ら 学ばれ た も の で あ ろ う 。 こ の 作 品 に は さ

ら に 制 か な 手 直 し が 加 え ら れ、 翌1 844年 に は ラ イ プ ツ イ ヒ で楽譜 も 出 版 さ れ て い る （34） 。 今 日 で は

序曲 と 9 曲 、 合計1 0曲 で構成 さ れ た 「第 2 稿j を 用 い て 演奏 さ れ る の が 慣例 と な っ て い る 。

図 3 ： メ ン デル ス ゾ ー ン が描い た イ タ リ ア ・ フ ィ レ ン ツ 工 の風景画 1 830年 1 0 月
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5 . テ ク ス ト 〈最初の ワ ルプルギス の夜〉 の読解

そ れで は 、 テ ク ス ト を 精読 し て み た い （35） 。 メ ン デル ス ゾ ー ン に よ っ て 導入 さ れ た 、 厳 し い ド イ
ツ の冬 を 表現 し た序曲 「悪天候」 と 「春への移行」 に続いて、 ド ル イ ド 教の一人の僧侶 （ テ ノ ー ル
独唱） が 今 や待 ち 望 ま れて い た 春 の 到 来 を 告 げ、 そ の年の豊作 を 祈念す る 祝祭 を 催 そ う と す る 。
神 々 の住む聖 な る 森で は 、 樫の木 を 聖木 と し て崇拝 し た と い う 古代の異教徒 ら に よ る 明 る い歓びの
歌声 （混声合唱） が響 き わ た る 。

Es lacht der Mai! 
Der Wald ist frei 
von Eis und Reifgehiinge. 
Der Schnee ist fort; 
am griinen Ort 
erschallen Lustgesange. 
Ein reiner Schnee 
liegt auf der Hoh'; 
doch eilen wir nach oben, 
begeh’n den alten heil’gen Brauch, 
Allvater dort zu loben. 
Die Flamme lodre durch den Rauch! 
Begeht den alten heil’gen Brauch. 
Hinauf! Hinauf! 
Allvater dort zu loben. 
So wird das Herz erhoben. 

五 月 が ほ ほ笑む ！
森は氷 と 霜の衣服 を
脱 ぎ捨て る 。
雪 は消 え 去 っ た 。
緑の大地 に は
楽 し げな歌声が響 き わ た る 。
清 ら か な雪が ま だ
山 の 峰 に 残 っ て は い る が 、
我 ら は山頂を 目 指 し て駆 け の ぼ る 。
古来の神聖 な 祭 り 事 を 催 し て
山 上 に て 神 々 の父 を 讃 え る た め に 。
焔 よ 、 煙 を 伝 っ て燃 え 上が れ ！
古来の神聖 な祭 り 事 を 催す の だ 。
高 く 、 高 く 燃 え 上がれ ！
山 上 に て 神 々 の父 を 讃 え る の だ 。
こ う し て 、 心 も ま た 高め ら れ る 。

し か し 、 一人の老婆 （ ア ル ト 独唱） と 民の な かの女性 た ち （女声合唱） が 、 現在の キ リ ス ト 教徒
ら の監視下で古来の春祭 り を 行 う 危険性 を 切 々 と 訴 え て 、 あ る 民族 に 伝承 さ れて き た 昔 な が ら の宗
教や祭儀が、 歴史の経過の な か で根絶や し に さ れて ゆ く 様相が浮 き 彫 り に さ れ る 。 こ の光景 は 、 キ
リ ス ト 教の み な ら ず西欧近代 が世界中 に伝播 し て ゆ く 過程で、 今 日 な お繰 り 返 さ れて い る 悲劇 を 象
徴的 に 示 し て い る と い っ て よ い。

Konnt ihr so verwegen handeln? 
Wollt ihr denn zum Tode wandeln? 
Kennet ihr nicht die Gesetze 
unsrer strengen Uberwinder? 
Rings gestellt sind ihre Netze 

お前 た ち は こ う も 向 こ う 見ず に 行動で き る の です か ？
お前た ち は 自 ら 死地へ赴 く おつ も り な の ですか ？
我 ら の過酷な征服者 た ち が課 し た
あ の戒律 を お前た ち は知 ら な い の ですか ？
奴 ら が異教徒や背教者 に 課 し た 提 は網の 目 の よ う に

166 -



auf die Heiden, auf die Sunder. 
Ach, sie schlachten auf dem Walle 
unsre Vater, unsre Kinder. 
Und wir alle 
nahen uns gewissem Falle, 
auf des Lagers hohem Walle 
schlachten sie uns unsre Kinder. 
Ach, die strengen Uberwinder! 

「 ワ ル プル ギ ス の夜」 の文化史的位相 ー ゲ ー テ と メ ン デル ス ゾー ン ー

こ こ か し こ に 張 り め ぐ ら さ れて い る の です。
あ あ 、 奴 ら は防壁 に 立 っ て
我 ら の先祖 も 、 子孫 も み な殺害 し て し ま う で し ょ う 。
我 ら 全員 が
こ う し て確実 な 死へ と 近付 い て い る の です。
砦の高い防壁 に 立 っ て
奴 ら は我 ら の子供 た ち を み な惨殺 し て し ま う で し ょ う 。
あ あ 、 な ん と 過酷 な 征服者 な の で あ ろ う か ！

い じ し え

だ が 、 司祭 （バ リ ト ン 独唱） は信仰 を 守 り 、 古の祭儀 を 執 り 行 う こ と を 主張す る 。 ド ル イ ド 憎 た
ち （男性合唱） も そ れ に 答 え る 。 彼 ら は 自 ら の文化 的 ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 保持 し よ う と い う の だ。
し か し 祝祭 を 行 う の は夜 ま で待 っ て 、 さ ら に 身の安全の た め に 勇敢 な 男 た ち を 見張 り に 立 て る こ と
に す る 。

W er Opfer heut’ 
zu bringen scheut, 
verdient erst seine Bandel 
Der Wald ist 企ei!
Das Holz herbei, 
und schichtet es zum Brande! 
Doch bleiben wir 
im Buschrevier 
am Tage noch im Stillen, 
und Manner stellen wir zur Hut, 
um eurer Sorge willen. 
Dann aber lasst mit frischem Mut 
uns unsre P:fl.icht erfilllen. 
Verteilt euch, wackre Manner, hier, 
durch dieses ganze W aldrevier, 
und wachet hier im Stillen, 
wenn sie die P:fl.icht erfilllen. 

今 日 、 生費 を 捧げ る こ と に
た め ら い の 念 を 抱 く 者 は 、
そ の た め に な お 一層の棚 を 受 け る こ と に な ろ う ！
森は聞かれた の だ ！
薪 を 持 っ て こ い、
そ れ を 積み上げて燃やすの だ ！
だ が 我 ら は、
茂 み に こ の 身 を 潜 め て
日 の 当 た る う ち は静 か に 待 と う 。
お前た ち の不安 に 配慮、 し て
我 ら は見張 り の 男 た ち を 立て よ う 。
だ か ら そ の上は勇気 を 振 り し ぼっ て
我 ら に 義務 を 果 た さ せて く れ。
勇敢な 男 た ち よ 、 こ の場 に残 り 見張 り に あ た っ て く れ、
こ の森一帯 を 警備す る の だ 、
そ し て彼 ら が義務 を 果 た す あ い だ は
こ の場で静 か に 番 を し て く れ。

や が て 夜 に な る と 、 ド ル イ ド 教徒の 見張 り の一人 （パ ス 独唱） が 、 迷信深い キ リ ス ト 教徒 た ち を
脅 か す た め に 、 意 図 的 に 彼 ら の怖が る 「悪魔」 の格好 を し て 大騒 ぎ を し よ う と 提案す る 。 こ う し て 、
作 品 全体の ク ラ イ マ ッ ク ス と な る 「 プ ロ ッ ケ ン 山J の騒乱 シ ー ン が 始 ま り 、 混声合唱 と フ ル ・ オ ー
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ケ ス ト ラ に よ っ て ダ イ ナ ミ ッ ク な 春祭 り の情景が描出 さ れ る 。

Diese dumpfen Pfaffenchristen, 
lasst uns keck sie Oberlisten! 
Mit dem Teufel. den sie fabeln, 
wollen wir sie selbst erschrecken. 

あ の う すの ろ の キ リ ス ト 教の ク ソ 坊主 ど も 、
思 う 存分 に た ぶ ら か し て く れ よ う ！
奴 ら が で っ ち 上 げ た 悪魔の姿 を 借 り て 、

Kommt! Kommt mit Zacken und mit Gabeln, 
und mit Glut und Klapperstocken 

あ いつ ら に 一泡吹かせて や ろ う じ ゃ な い か 。
さ あ 集 ま れ ！ 熊手 を 手 に 、 刺又 を 持 っ て
松明 を か ざ し 、 拍子木 を 叩 い て

larmen wir bei nacht’ger Weile 
durch die engen Felsenstreckenl 
Kommt mit Zacken und mit Gabeln, 
wie der Teufel. den sie fabeln, 
und mit wilden Klapperstocken 
durch die engen Felsenstrecken! 
Kauz und Eule, 
Reul' in unser Rundgeheule! 
Kommt! Kommt! Kommt! 

狭い岩間の小道 を a駆 け 回 っ て
夜通 し騒 ぎ立て よ う じ ゃ な い か ！
さ あ 集 ま れ、 熊手 を 手 に 、 刺又 を 持 っ て 。
奴 ら が で っ ち 上 げ た 悪魔 さ な が ら に 、
拍子木 を 激 し く 打 ち 鳴 ら し て
狭い岩間 の小道 を 騒 ぎ立 て よ う じ ゃ な い か ！
巣 も ミ ミ ズ ク も 、
我 ら が騒 ぎの輪に 加わ っ て 暗 き わ め け 。
さ あ 集 ま れ ！ 集 ま れ ！ 集 ま れ ！

や が て 山頂では、 厳 か な 春の儀式が無事 に 執 り 行われ る 。 ド ル イ ド 教徒の司祭 （バ リ ト ン 独唱）
に率い ら れて 、 異教徒の民 （混声合唱） は 「神 々 の父」 を 讃 え る 壮大 な 光 の 賛歌 を 熱唱す る 。

So weit gebracht. 
dass wir bei Nacht 
Allvater heimlich singen! 
Doch ist es Tag, 
sobald man mag 
ein reines Herz dir bringen. 
Du kannst zwar heut’ 
und manche Zeit. 
dem Feinde viel erlauben. 
Die Flamme reinigt sich vom Rauch : 
So reinig’ unsern Glauben! 
Und raubt man uns den alten Brauch; 
Dein Licht. wer will es rauben! 

こ う し て 我 ら は人 目 を 忍び
夜陰に乗 じ て 神々 の父 を
崇 め る こ と に な っ て し ま っ た ！
だ が 、 夜 も 昼 と な る
我 ら が純正 な 心 を
汝に捧げる と す ぐ に 。
今 日 、 そ し て ま た幾度 か は
汝 も 敵 に
屈従 し て し ま う か も し れ な い。
し か し 焔 は 、 煙か ら そ の 身 を 蹴い清め る の だ 。
そ の よ う に我 ら の信仰心 を も 清め た ま え ！
た と え 古来の祭 り 事が我 ら か ら 奪わ れ た と し て も 、
汝の光、 そ れだ け は な ん人 と て 奪 う こ と はで き ま い。

- 168 -



「 ワ ル プル ギ ス の夜J の文化史的位相 ー ゲ ー テ と メ ン デル ス ゾ ー ン ー

そ の一方で、 キ リ ス ト 教徒 の 見 張 り た ち （ テ ノ ー ル独唱 と 男声合唱） は異教徒た ち の騒 ぎ を 目 の
当 た り に し て 、 魔女や悪魔が襲 っ て き た も の と 思 い こ ん で絶句す る 。 冗談め か し て描かれて は い る
も の の 、 「魔女j の レ ッ テ ル の も と に ヨ ー ロ ッ パで は 、 1600年前後の 一世紀間 に 数万、 数十万の人
び と が生 き な が ら に焼 き 殺 さ れて い っ た 史実が あ る 。 そ の少数派の立場 に あ え て 身 を 置 き な が ら 、
歴史的 に ロ ー マ 教会や異端審問官 ら が で、 っ ち あ げて き た キ リ ス ト 教世界の虚構 を 正面 き っ て茶化 し
て い る と こ ろ に 、 啓蒙思想家 と し て の ゲ ー テ の面 目 躍如 た る と こ ろ が あ る 。

Hilf. ach hilf mir, Kriegsgeselle! お助 け を 、 あ あ ど う か お助 け を 、 戦友 よ ！
Ach, es kommt die ganze Holle! あ あ 、 地獄が そ の ま ま 現世 に 現れ た の だ ！
Sieh', wie die verhexten Leiber 見て く れ、 あ の呪われ た 肉体 ど も が
<lurch und <lurch von Flamme gliihen! 灼熱の焔に焼かれて 真 っ 赤 に 燭 れ る さ ま を ！
Menschen-Wolf’ und Drachen-Weiber, 狼男や蛇女が
die im Flug voriiberziehen! 天空 を 駆 け て ゆ く で は な い か ！
Welch entsetzliches Getose! な ん と 恐 ろ し い轟音な の だ ろ う ！
Lasst uns, lasst uns alle fliehen! 逃 げ ま し ょ う 、 さ あ 皆 さ ん退散 し ま し ょ う ！
Oben flammt und saust der Bose; 頭上で燃 え さ か り 轟音 を 立て て疾走す る は悪魔 だ 。
Aus dem Boden 大地か ら は も う
dampfet rings ein Hollen-Broden. こ こ か し こ で地獄の蒸気 が噴出 し て い る 。
Lasst uns flieh’n! さ あ 皆 さ ん退散 し ま し ょ う ！

こ う し て 最後 に は圧倒的 な 高揚感 を も っ て 、 政治的抑圧 を 被 っ て い る 少数民族固有の立場や文化
的 ア イ デ ン テ ィ テ ィ が象徴的 に 再確認 さ れな が ら 、 輝か し く 全曲 は閉 じ ら れ る の で あ る 。

Die Flamme reinigt sich vom Rauch: 焔 は煙か ら そ の 身 を被い清め る の だ。
so reinig’ unsern Glauben! そ の よ う に我 ら の信仰心 を も 清め た ま え ！
Und raubt man uns den alten Brauch" た と え 古来の祭 り 事が我 ら か ら 奪わ れた と し て も 、
dein Licht, wer kann es rauben! 汝の光、 そ れだ け は な ん人 と て 奪 う こ と は で き ま い。

6.  ド イ ツ ・ ロ マ ン派の運動 と 「魔女J 再考の文化史的位相

こ の作 品 の 意義 を よ り 大 き な 視座か ら 眺め て み る と 、 ゲ ー テ や メ ン デル ス ゾ ー ン を 含む ド イ ツ ・
ロ マ ン 派の運動が、 同 時 に 自 国民の歴史 を 探索す る 壮大 な 試みで あ っ た こ と に 思 い至 る 。 例 え ば若
き ゲ ー テ は、 初 め て 自 国 の ド イ ツ 史 を 舞台 と し て実在の高名 な ド イ ツ 人 を 主人公 に 史劇 『ゲ ッ ツ ・
フ ォ ン ・ ベル リ ヒ ン ゲ ン 』 （1773） を 書 き 、 文壇 に 華 々 し く 登場 し た わ け だ が 、 当 時の 人び と は こ
れ を レ ッ シ ン グ以来の 「国民劇」 と し て熱狂的 に 迎 え た 。 ち な み に 、 そ の最初の 国民的作家 レ ッ シ
ン グ の 代表 作 『賢者 ナ ー タ ン 』 （1779） の モ デル こ そ 、 フ ェ ー リ ク ス ・ メ ン デル ス ゾ ー ン の祖父で
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あ る 啓蒙思想家モ ー ゼ ス ・ メ ン デル ス ゾ ー ン で あ っ た。 以来、 ア ル ニ ム と ブ レ ン タ ー ノ に よ っ て収
集 さ れ た民謡詩集 『少年の魔法の角笛』 の刊行、 グ リ ム 兄弟 に よ る 童話の収集 と 辞書の編纂、 ま た
ゲ ル マ ン と ケ ル ト の両要素の混 ざ り 合 っ た 民族的で神話 的 な 世界 を 素材 と す る ワ ー グ ナ ー の 「楽
劇J に 至 る ま で、 ド イ ツ の民族的 な も の の再考 は ド イ ツ ・ ロ マ ン 派の運動の大 き な テ ー マ な の で
あ っ た。 メ ン デル ス ゾ ー ン の主要な 業績の ひ と つ と し て 、 バ ッ ハ を 始 め と す る ド イ ツ の伝統的 な 音
楽文化の復興 に 寄与 し た こ と も 、 こ こ で想起 さ れて よ い だ ろ う 。

〈最初の ワ ル プル ギ ス の夜〉 は そ の 中 で も 、 作曲家メ ン デル ス ゾ ー ン が異国 イ タ リ ア の地 に て ド
イ ツ 文化 の歴史的意義 を 理解 し つ つ 、 そ の偉大な芸術の高み に 自 ら も 連 な ろ う と 人生の主要な 時期
を か け て格闘 し た 意欲的 な 作 品 で あ り 側 、 今 日 で は19世紀に書カ通れた も っ と も 美 し く 意義深い 世
俗 オ ラ ト リ オ で あ る と 評価 さ れて い る 。 ド イ ツ ・ ロ マ ン 派の作家で は、 メ ン デル ス ゾ ー ン 一家 と 也
親 し か っ た ユ ダ ヤ 人詩人ハ イ ン リ ヒ ・ ハ イ ネ （1797～1856） が、 キ リ ス ト 教の伝播に と も な っ て
古代ゲ ル マ ン の土着宗教が排斥 さ れた歴史 に興昧 を も っ て 論考 『流刑 の 神 々 』 （1853） を 書 き 著 し
て い る （37） 。 そ し て若 き 日 に こ の著作 を読んで、 後 に 日 本の 「民俗学」 を創始す る の が柳田園男 （1875
～ 1 962） で あ る 。 柳 田 の 初 期 の 論考 『幽冥談j (1905） は、 「天狗信仰」 の歴史 を 明 ら か に し よ う
と し た も の だ が 、 こ の よ う な研究が 自 国の 国民性の持質 を も 探索す る こ と に な る と い う 着想は、 疑
い な く ハ イ ネ か ら 学 ばれた も の で あ る 倒 。 ま た 「山姥J は 山 の 神 に 対す る 古代人の信仰の零落 し
た 姿 だ と す る 柳田 の主張か ら は 側 、 「魔女」 の存在の史実 を め ぐ る ゲ ー テ と メ ン デル ス ゾ ー ン の格
闘 と 似 た 思考態度 が読み取れな く も な い。

も っ と も ナ ポ レ オ ン の侵略戦争以降、 民族的 ア イ デ ン テ ィ テ ィ の確立 が 国の存亡 に 関 わ る 重大事
で あ っ た ロ マ ン 派全盛時代の ド イ ツ と 、 明治維新以降、 急速 な 近代化 の流れ と と も に失われて ゆ く
日 本人古来の 文化 的 ア イ デ ン テ ィ テ ィ への危機意識 と を 単純に 同列 に 置 い て 論 じ る こ と は で き な い
の か も し れ な い。 19世紀 当 時の ド イ ツ は、 文化の共通性 を 基盤 と し て 国家的統ー を 目 指す過程 に
あ っ た の に対 し 、 近代 日 本の場合は、 西欧文明の浸透に と も な っ て滅びゆ く 古来の民間信仰への愛
惜の念の方が顕著 で あ る か ら だ。 し か し な が ら 、 今 日 ま で続 く 人種的差別 や宗教的偏見の 問題、 あ
る い は寛容の 精神 な ど 「近代」 と い う 大 き な 文化史的位相 を 読み直す う え で、 〈最初 の ワ ル プル ギ
ス の夜〉 は、 シ ラ ー と ベ ー ト ー ヴ ェ ン の 〈第 9 交響曲｝ (1824） の メ ッ セ ー ジ と 並 ん で、 再考 さ れ
る べ き 大 き な 聞 い を 今 な お発 し て い る と い え る 。

註

( 1 )  戯曲 『 フ ァ ウ ス ト 』 と の 関連か ら ゲ ー テ と 「魔女狩 り 」 と い う テ ー マ を 研究 し た 著作 と し て 、 以下の文献が 大 い に 参考
に な っ た。 高橋義人 『魔女 と ヨ ー ロ ッ パJ 岩波書店、 1995年、 218 ～ 248頁。 Jochen Schmidt: Goethes Faust Erster und 
Zweiter Tei!. Grundlagen - Werk - Wirkung. Miinchen (Beck) 1999, S. 186 ～ 209. ヨ ッ へ ン ・ シ ュ ミ ッ ト の指摘に よ れば、
ゲ ー テ は 当 初 グ レ ー ト ヒ ェ ン を 「魔女狩 り 」 の犠牲者 と し て描 こ う と し た と い う 。 Ebd.. S. 198. 

( 2 ） こ の裁判記録は、 解説付 き で翻訳紹介 さ れて い る 。 S ・ ピル ク ナ ー編著 『あ る 子殺 し の女の 記録』 佐藤正樹訳、 人文書院、
1990年。 グ レ ー ト ヒ ェ ン （Gretchen） の名称、は、 明 ら か に 処刑 さ れ た 女 中 マ ル ガ レ ー タ （Margaretha） の 名 前 に 由 来 し て
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い る 。
( 3 ) 「魔女」 と い う テ ー マ に 関 し て は、 主 に 次の文献を参考に さ せて い た だ い た 。 上山安敏 『魔女 と キ リ ス ト 教』 講談社学術

文庫、 1998年。 そ の他、 「魔女狩 り 」 に 関 し て は、 以下の文献が役 に 立 っ た。 森島恒雄 f魔女狩 り 』 岩波新書、 1970年、 上
山安敏／牟田和夫 ・ 編著 『魔女狩 り と 悪魔学j 人文書院、 1997年。

( 4 )  前掲 『魔女 と キ リ ス ト 教j 、 67頁。 北欧系の 「魔女 （Hexe) J と は、 語源的 に 「垣根 （Hag, Hecke） の 上 を 飛ぶ女 （hagazu田a） 」
に 由 来 し 、 こ の よ う な 女性の浮遊 と い う 観念は、 ヴ ォ ー タ ン を 中 心 と す る 古代 ゲ ル マ ン 民族の亡霊信仰 か ら き て い る と い
つ 。

( 5 )  前掲 『魔女 と ヨ ー ロ ッ パ』 、 166 ～ 168頁。
( 6 )  Johann Wolfgang Goethe: Faust In: Goethes Werke. Hamburger Ausgabe. Hrsg. von Erich Trunz 16 .. iiberarbeitete 

Auf!age. Munchen (dtv) 1996. [Kiinftig: HA] Bd. 3. S. 145. 
( 7 )  V gl. Jochen Schmidt. aaO .. S. 34 ～ 37. 
( 8 )  前掲 『魔女 と ヨ ー ロ ッ パ』 、 231 ～ 237頁参照。 な お挿図の引 用 はJochen Schmidt. a.a.O., S. 188. に よ る 。
( 9 )  H ・ レ ー マ ン 著 『 ド イ ツ の民俗』 川端豊彦訳、 岩崎美術社、 1970年、 57 ～ 61頁参照。
(10) Goethes Brief an Zelter vom 26. 8. 1799. In: Goethes Werke. Miinchner Ausgabe. Hrsg. von Karl Richter. Mtinchen/ 

Wien (Hanser) 1998. [Kiinftig: MA] Bd. 20. I .  S. 8. 
( 1 1 )  〈最初の ワ ル プル ギ ス の夜〉 の成立史 に 関 し て は、 以下の文献が詳 し い。 Douglass Seaton: The Romantic Mendelssohn: 

The Composition of Die erste Walpurgisnacht. In: The Musical Quarterly Bd. 68 ( 1982) . S. 398-410. Peter Krause: 
Mendelssohns dramatische Kantate Die erste Wa妙urgisnacht. In: Beate Hiltner-Hennen berg (Hrsg.) : Musik+ 
Dramaturgie 1 5  Studien. Fritz Hennenberg zum 65. Geburtstag. Frankfurt (Peter Lang) 1997. S .  101-121. 星野宏美編 ・
解説 『メ ン デル ス ゾ ー ン 自 筆 ピ ア ノ 譜ーゲ ー テ の詩に基づ く 〈最初の ワ ル プル ギ ス の夜〉 （作品60） 』 雄松堂出版、 2005年。
Hier siehe Douglass Seaton, aa.O. S. 403£ 

(12) Zelters Brief an Goethe vom 21. 9. 1799. In: MA 20. I . S. 13. Auch vgL Zelters Brief an Goethe vom 12. 12. 1 802. In: 
MA 20. I . S. 29. 

(13) Zelters Brief an Goe也e vom 18. bis 21. 1 1. 1812. In: MA 20. I . S. 293. 
(14) Goethes Brief an Zelter vom 3. 12. 1812. In: MA 20. I .  S. 303£ 
(15)  ゲ ー テ が読んだ の は、 Johann Peter Christian Deckerが1752年に”Hannoversche Gelehrten Anzeigen“ に掲載 し た 論考で

あ る と 考 え ら れて い る 。 Vgl. MA 20. ill . S .  302. 
(16) ゲ ー テ と メ ン デル ス ゾ ー ン に 関 し て は、 主 に 以下 の 文献 を 参照 し た。 Karl Mendelsshon Bartholdy: Goethe und Felix 

Mendelssohn Bartholdy. Reprint der Originalausgabe von 1871. Hrsg.目 von Manja Lippert Diisseldorf (Staccato) 2008. 
Eckart KleBmann: Die Mendelぉohns. Bilder aus einer deutschen Familie. Frankfurt/Leipzig (Insel) 1993. 山下剛 『 も う
一人の メ ン デル ス ゾ ー ンーフ ァ ニ ー . _)I ン デル ス ゾー ン ＝へ ン ゼルの生涯』 未知谷、 2006年。

(17) Eckart KleBmann. aaO .. S. 132. な お挿図の引用は、 マ イ ケ ル ・ ハ ー ド 著 『メ ン デル ス ゾー ン 』 藤原怜子訳、 全音楽譜出
版社、 1974年、 10頁に よ る 。

(18) 前掲 『 也 う 一人の メ ン デル ス ゾー ン 』 、 62頁。 Vgl. auch Hans Christoph Worbs: Felix Mendelssohn Bartholdy. Hamburg 
(Rowohlt) 197 4. S. 21 .  

(19) Ludwig Christoph Heinrich HO!ty: Hexenlied. In: Alfred Kelletat (Hrsg.) : Der Gottinger Hain. Stuttgart (Reclam) 1967, 
S. 124. 

(20) Johann Peter Eckermann: Gesprache mit Goethe in den Jetzten Jahren seines Lebens. Hrsg. von Fritz Bergemann. 
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Frankfurt (Insel) 1981. S. 184. 
(21 )  メ ン デル ス ゾ ー ン が ゲ ー テ の 詩に 曲 を 付 け る 直接の契機 と な っ た の は、 1830年8 ～ 9 月 に滞在 し た ウ ィ ー ン に て 、 パ ッ ノ 、

作品への関心か ら 親 し か っ た友人フ ラ ン ツ ・ ハ ウ ザ ー か ら 一巻本の ゲ ー テ 詩集 を プ レ ゼ ン ト さ れた こ と に よ る 。 Siehe Peter 
Krause a.a.O . S. 103f. 

(22) Brief an Goethe von Felix Mendelssohn Bartholdy vom 5. 3. 1831. In: Goethe- Jahrbuch Hrsg. von Ludwig Geiger. 12. 
Band. Frankfurt 1891, S. 93. 

(23) Goethes Brief an Felix Mendelssohn-Bartholdy vom 9. 9. 1831. In: Goethes Briefe. Hamburger Ausgabe in 4 Banden. 
Hrsg. von Karl Robert Mandelkow目 Hamburg (Christian Wegner) 1967, Bd. 4, S. 447f. 

(24) 「 こ の物語は宗教的 自 由 を 求め る 格闘 を 象徴化 し て い る 」 。 Siehe Douglass Seaton, a.aO, S. 404f. 
(25) Peter Krause, a.a.O” s. 105. 
(26) Ebd. 
(27) Ebd., S. 107. 
(28) Ebd., S. 1 18f. 
(29) Ebd. 
(30) Vgl. Douglass Seaton, a.a.0, S. 405f. 
(31) 掃図の 引 用 は 、 小柳玲子 ・ 編 『夢人館7 メ ン デル ス ゾー ンJ 岩崎美術社、 1992年、 17頁に よ る 。
(32) V gl. Mendelssohns Brief an seine Familie vom 27. 4. 1831. In: Felix Mendelssohn Bartholdy: Briefe einer Reise durch 

Deutschland. Italien und die Schweiz und Lebensbild von Peter Sutermeister. Ziirich (Max Niehans) 1958, S. 145. 
(33) 音楽史家 ア ル プ レ ー ト ・ ア イ ン シ ュ タ イ ン （1880 ～ 1952） は、 メ ン デル ス ゾー ン を 「 ロ マ ン 派の古典主義者」 と 評価 し 、 「彼

の創作に お け る 調和は、 古典主義的 な も の が ロ マ ン 主義的な も の を許容 し 、 ロ マ ン 主義的な も の が古典主義的 な も の を邪魔
し て い な い と こ ろ に あ る J と 指摘 し て い る 。 Zitiert nach Hans Christoph Worbs, a.a.0., S. 1 16. Auch vgl. Douglass Seaton. 
a.a.O, S. 406. お よ び前掲 『 メ ン デル ス ゾー ン 』 、 マ イ ケ ル ・ ハ ー ド 著、 26頁参照。

(34) Peter Krause. a.a.O., S. 121 .  
(35) 本稿に 掲載 し た テ ク ス ト は、 以下の諸資料に基づいて作成 さ れた。 反復個所 を カ ッ ト し て い る た め に正確な全訳 と は な っ

て い な い。 Johann Wolfgang Goethe: Die erste Walpurgisnacht. In: MA 6. I ,  S. 40-43. Felix Mendelssohn Bartholdy: Die 
erste Walpurgisnacht. Ballade fiir Soli, Chor und Orchester. op. 60. Text von Johann Wolfgang van Goe出e目 Klavierauszug
van Julius Rietz目 Wiesbaden (Breitkopf & Hartel} 1982. 前掲 『メ ン デル ス ゾー ン 自 筆 ピ ア ノ 譜ーゲ ー テ の詩に基づ く 〈最
初の ワ ル プル ギ ス の夜〉 （作品60) J 、 62 ～ 68頁。

(36) V gl. Douglass Seaton, a.a.0, S. 409. 
(37) ハ イ ネ は 「古代の 自 然崇拝が サ タ ン への奉仕 に 置 き 換 え ら れ、 異教徒の祭儀が魔術へ と 作 り 変 え ら れた こ と 、 つ ま り は

神々 の悪魔化」 と い う テ ー マ に 関心を抱いて こ の論考 を 執筆 し た。 Heinrich Heine: Die Gotter im Exil. In: Heinrich Heine. 
Samtliche Schriften. Hrsg. von Klaus Briegleb. 2. Auflage. Miinchen (dtv) 1985. [Kiinftig: HS] Bd. 6. I ,  S. 400. も っ と も
同様の 論 旨 は 、 ハ イ ネ の代表作 『 ド イ ツ に お け る 宗教 と 哲学の歴史の た め に』 (1834） の な かですでに展開 さ れて お り 、 こ
こ で は古代ゲ ル 7 ン 民族の汎神論的世界観がキ リ ス ト 教会に よ っ て歪め ら れて し ま っ た こ と 、 そ し て ド イ ツ ・ ロ マ ン 派の作
家た ち の 中世への憧憶 は、 本 当 は キ リ ス ト 教以前の古代ゲルマ ン民族の汎神論へ回帰 し た い と い う 思い な の だ、 と 解釈 さ れ
て い る 。 Vgl Heinrich Heine: Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschlanι In: HS 3, S. 529f. und 619. 

つ ま び
(38) 「柳田 が ど の テ ク ス ト に よ っ てハ イ ネ 晩年の こ の作品 を読ん だ か は詳 ら かでは な い （英訳 と 推定 さ れて い る ） 。 し か し 、 お

旬 。 う ざん き
の れの民俗学 を確立す る う え に 、 彼が 『流刑の神 キ 』 （彼 は 『諸神流貿記』 と 呼んで、 い る ） か ら 受 け た で あ ろ う 影響は測 り
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「 ワ ル プル ギ ス の夜J の文化史的位相 ー ゲ ー テ と メ ン デル ス ゾー ン

知れな い。 ［…〕 日 本の民俗学 を 切 り 開 く べ き 重要な示唆 を そ こ か ら 読み取っ た よ う だ。 j 高木昌史 「ハ イ ネ 」 、 野村純一 ・

他編 『柳田園男事典』 所収、 勉誠出版、 1998年、 70頁参照。

(39) 前掲 『魔女 と ヨ ー ロ ッ パ』 、 57頁参照。
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