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Introduction

ThedramaticworksofW.B.YeatshavestronglyinfluencedtheIrishtheatre.Inthefield

ofIrishtheatrestudies,thishasbeenwellrecognized.ThefoundationoftheAbbeyTheatrewas

anepoch-makingeventforIrishtheatreanditisnottoomuchtosaythatYeatsinitiated

modernIrishtheatreasitsfounderandco-director.Yet,heiscountedasoneofthegreatest

poetsoftwentieth-centuryIrelandandmostcriticshaveregardedhisdramaasasideline.

However,Yeatsneverregardedhimselfasapoetalone,forhewasconcernedthathisplaysbe

performedonthestagethroughouthislife.Itistruethattheatreactivitiesentailedgreat

hardshipsforYeats,especiallyimmediatelyafterhisbeginningsin1904.Hewassorely

distressedbysuchaseriesoftroublesastheprincipledsplitamongearliermembers,theriotof

七heDublinaudience,andthegeneralshortagesoffunds.Nevertheless,heneveractuallygaveup

histheatreactivities,makingeventhedifficultiesofhistheatreintomaterialsforpoems.

Moreover,studyofhisdramawillhelpintheinvestigationanddeepeningofoneofthemain

themesinYeatscriticism:Yeats'scommitmenttotherealitiesoflife.Yeatscriticismsincethe

1980shascometopaycloseattentiontotherelationshipbetweenYeatsandIreland'scolonial

circumstances,andhaschallengedthetraditionalprivilegedfigureofYeatsasapoetstanding
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alooffromtheworld.InsuchcriticalassessmentsofYeats,itdoesnotseemrighttoneglecthis

dramaticactivities,fortheformofdrama,beingessentiallycommunal,inevitablyinvolves

personsbesidesanauthor,suchasactorsandanaudience,toactualizetheworkonastageand,

therefore,hisplaysshowbesthisconcernwiththesocietyinwhichhelived.

YeatsasadramatistcreatedastirintheIrishtheatricalworldthatwasstronglyunderthe

influenceofEnglishcommercialtheatreatthetime.YeatssetupanewcurrentinIrishtheatre

andastudyofmodernIrishdramacannotholdgoodwithoutdueconsiderationforhis

contributiontoit.Toputitmoreconcretely,whilehetriedtoestablishanIrishdramauniqueto

hisownpeopleandhisdramaticmaterialswerethereforeoftenchosenfromtheIrishmyths,they

alsoaffordamplescopeforinterpretationasharbingersoftheabsurdistplayswrittenbySamuel

Beckettinthemid-twentiethcentury.

Tobeginwith,IwanttoshowthatdramawasofasmuchsignificanceaspoetryforYeats

throughtheclosereadingofhisautobiographicaltexts.Then,Yeats'sdramaticworkswillbe

examinedinchronologicalordertoelucidatethecontinuouschangestohisdramaticart.Thus,

byreshapingYeatsasapoetanddramatistinconnectionwithhishistoricalsurroundings,the

wholefigureofYeatsthewriterwillbecomeclearer,andmaythuscontributetothefieldof

contemporaryYeatsstudies.

ChapterI

Yeatsintermittentlycontinuedtopublishautobiographicalwritings.Amongthese,Reveries

overChildhoodandYouthstandsoutbecausethisisthefirstofsuchworksandYeatsemphasizes

thespecialsupervisionheexercisedoveritinalettertohisfather.Ontheotherhand,thepoet

makesanexcuseforthefragmentedpassagesoftheworkonthegroundsthathedescribessuch

remotememoriesasonecannotrememberaccurately.However,theanachronyratherendorses

histotalauthorialviewpoint,asitshowseachfragmentisconnectednotwithoccurrencesin

chronologicalorderbutwithamoretheoreticalorganizationofmaterial.Indeed,closereadingof

thetextrevealsthatherepresentshisboyhooddaysinadialecticalfashion:hedescribeshis

maternalandpaternalfamiliesintermsofabinaryoppositionofthehistrionicCatholicandthe

contemplativeProtestant,tryingtosublimatethem.

Thepoettookovertheoraltraditionofthematernallineandstartedtowriteundertheir

influencewiththehopeoffindinghis"audience."Hisearlierexperiencewithpoetryisbasednot

onsilentreadingbutonreadingaloud.Thepoet'sfather,thepainterJ.B.Yeats,isalsodepicted

asanartistunderthesameinfluence.Hereadtohissondramaticverseandballads;thoughhe

alwaysachievedgoodmarksinhisownschooldays,hegavethesonaneducationthat

overemphasizesliterature,virtuallyneglectingothersubjectsintheschoolcurriculum.Inshort,

thepoet'sfatherisrepresentedasamanwhoattemptstoabsorbthehistrionicdispositionfrom

thematernalfamilyandtomixitwithhisowncontemplativeone.Heisaprecursorymodelof

thepoethimself.However,asthefather'sstyleofpaintingchangesfromthePre-Raphaeliteinto

amorerealisticmanner,Yeatscomestolookforanothermodelsuitableforhisownart.

In1885,YeatsmetJohnO'LearyandcametobedeeplyinvolvedintheactivitiesofIrish
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nationalism.However,wecanfindinReveriesoverChildhoodandYouthnothingzealousorfanatic

asregardstheFenianmovement.Yeatswritesofhisnationalisticactivitiesinrelationtohis

interestinhistrionicism.Hevisitsapoliticalclubnottoholdapoliticaldebatebuttoenjoythe

excitementandthetheatricallyself-possessedstate.Inthistheatricalcommitmenttothe

politicalclub,YeatscontraststheIrishmodeof"publicspeech"withthatinEngland,whichisnot

unnatural.AsJurgenHabermasshowshow"publicopinion"wasdevelopedbydebateinthe

newlyevolving"publicsphere"ascoffeehousesintheseventeenthandeighteenthcenturies,the

ideaofthepublicspacecannotbedissociatedfrompolitics.However,whileHabermasattaches

importancetoestablishingaconsensusbywayofspeechfreefromviolence,Yeatsisnot

concernedwithit.Thus,thoughYeatsfeelsajoyathearingtheoratorJohnF.Taylorgive

alectureonIrishliterature,thepoetdoesnotadmirethecontentofTaylor'sspeechintheleast.

Hishalfself-possessedspeechispleasanttothepoetbecause"thisartwaspublic,"whilethe

father'svoicehaslostitsformerpowerbecauseitis"private."Thisverydifferencebetweenthem

isthennotinthemselves,butinthepresenceofanaudience.WhatattractsYeatsdependssolely

uponthefactthatTaylorinhislecturespeakstothegeneralpublic.Yeats'sideaofpublicnessis

basedprofoundlyuponitsmultiplicity.

PublicnessinthissenseisreminiscentofHannahArendtratherthanHabermas.Arendt

emphasizesthemultiplicityofhumanbeingsasoneofthemostfundamentalofthehuman

conditions.Sheclaimsthatthematterofspeechwillbenecessarilypoliticalinitsnature,as

speechistheverythingthatmakeshumanbeingspolitical.Arendt'spublicnessisgroundedon

theagonisticsideofthemultiplepublic.Shealsoexamineshumanfinitudeasatestamentto

humanbeingswithregardstotheirplurality.Inherargument,ourfinitudesignifiesthatour

experiences,beingalldifferent,arerestruc七uredasaphenomenonofsomethingthathasalready

existed:thatis,ourfinityliesintheHeideggereandistinctionbetweentherecognizableandthe

unrecognizable.Theideaofhumanfinitudecannotbeseparatedfromtheatricalityinthispoint.

Herargument,whichrevealsthecomplicatedconnectionbetweenpoliticsandtheatricalityin

termsofpublicness,makesclearthedeeprelationshipofYeats'sdramaandIrishnationalism.

Seenfromthehistoricalcontextoftheperiod,Yeatswasnottheonlyonewhoconnectedthe

politicaldialogueofnationalismwiththeartisticdialogueofdrama.Yeatsinhisearlierperiod

wasclearlyinfluencedbyThomasDavis'sYoungIrelandtradition.Indeed,Yeats'sideaofa

nationalliteratureclearlyreflectstheYoungIrelanders'romanticizedideal.Moreover,Davis

himselfowedhisnationalismtotheRisorgimentomovementinItaly.TheRisorgimentowasaperiod

ofatonceculturalnationalismandpoliticalactivitiesthataimedatunificationofthecountry.

GiuseppeMazziniplayedanimportantrole,foundingYoungItalywhichclaimedahighly

romanticizedrepublicanidealbasedonconversationswithordinarypeople.Concerningcultural

nationalism,thesuccessofGiuseppeVerdゴsoperasoffersagoodexample.〈 励%660,forinstance,

dealingwithBabyloniancaptivity,wontremendousapplauseinanItalyoccupiedbyAustria.

Theformofopera,bywhichanauthorandanaudiencecancommunicatemoredirectlythanby

writtentexts,wasagreatdrivingforcefortheResorgimento,withoutlosingitsartisticqualities.

Importantly,chancestoexperiencetheItalianpoliticalandartis七icenthusiasmservednotonly
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theItaliansbutalsoforeigners,whatwiththenationalistswhosoughtrefugeinforeign

countriesandItalianoperathatwasalsoexpor七edtotheothercountriesofEurope.Thus,the

ideaofdramaasaninfluentialmediumofpoliticalspeechwasequallyavailableinEnglandor

otherEuropeancountries.Infact,alsoinIreland,DionBoucicault'spoliticalmelodrama,The

Shaughyaun,hadearnedpopularityin1874,anditledhimtowriteanopenlettertoBenjamin

Disraeli,demandingthereleaseofIrishpoliticalprisoners,

Yeats'sromanticnationalismexemplifiesthefusionofnationalismandtheatrethathad

spreadalloverEuropeinthosedays.Thus,byreadingcloselythehistoricalandcultural

backgroundsoftheearlyYeats,itbecomesclearthatanartisticconflictofthepoet'smirrorsa

Pan-Europeantrendinliterature.

ChapterII

OneofYeats'searlyplays,C励1ε 伽 痂 飾%励 αη,wellillus七ratesthecommunicativeelementof

dramaintheearlyYeats,anditsproblems.Theplayhaslongbeenthesubjectofcritical

considerationbecauseofitsconspicuouslynationalisticfeatures:theplayisregardedasawork

ofsymbolicartattimes,andasapropagandistdramaatothers.Itscomplexitieslieinthe

collaborativenatureoftheplay,whichwaswrittenandproducedwiththeaidofLadyGregory

andMaudGonne.

Thefiguresofpeasantwomenshowthiscollaborativenaturemost,astheycontaintwo

differentconnotationsintheoneimage.IrishnationalistsofthedaymadeuseofanIrish

peasantimageasanicontoexaltthena七ionalidentity,whileYeatstookpeasantstobehisideal

audiencealongwiththearistocracy:forhim,thepeasantimageismoreanaestheticdevicethana

politicalone,thoughthetwocanneverbewhollyseparated.InCathleenniHoulihan,thesetwo

kindsofpeasantfigureintersectintheprocessofcollaborativewritingandperformance.By

examiningthepeasantrepresentationswithinandwithoutthetext,IwillshowhowCathleenni

Houlihanisatoncebothapoliticalandartisticwork,andhowthemisshapencoexistenceofthese

differentfacetstroubledYeatshimselfandhiscritics.

InCathleenniHoulihan,theGillanes,anordinaryIrishpeasantfamily,arebusypreparingfor

theweddingoftheireldersonMichael.SuddenlyCathleenniHoulihan,thesymbolofIreland

appears.Michaelischarmedbyherwordsandplungesintorebelliondespitethestrong

persuasionofhisbetrothed.Intheearlierpartofthework,LadyGregoryvividlydepictsthe

familyconversationbetweenBridgetandPeterintherobuststyleofIrishpeasantspeech.The

movementtore-evaluatethefolkcultureofIrelandwasinfullfloodatthistimeandtheGaelic

LeaguewasfoundedbyDouglasHydeasearlyas1893.Inthesameway,wecanseeasound

nationalismfromthedomesticconversationsoftheGillanes.However,thestyleYeatsusedfor

theprotagonist,Cathleen,isquitedifferent.ThedialoguebetweenCa七hleenandtheother

figuresisgreatlyintensifiedandheranswerstoBridget'sques七ionsarealwaysambiguousand

symbolic.ThedictionprevailingonthestageisraisedbythepresenceofCathleentoasymbolic

level.Thus,CathleenniHoulihanshowstheprocessbywhichthefigureofanIrishpeasantwoman

shiftsfromrealistictosymbolic.Yeatsassertedoftheplay'sthemethatit"istheperpetual
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struggleofthecauseofIrelandandeveryotheridealcause...againstallthatwemeanwhenwe

saytheworld."Forhim,thesubjectliesbetweenidealsandtheworld,orbetweenartandlife.

However,Yeats'sideawasespeciallyvulnerabletotransformationundertheinfluenceofthe

leadingactress,MaudGonne.Shewasoneofthefoundersofafamousnationalistwomen's

group.ItoftenperformedhighlypoliticaltableauvivantsthatshowedaMotherIrelandfigurefor

theaudienceinDublin.Thus,thefigureofCathleenniHoulihanwaseasilyconnectedtoher

amateurpoliticaltheatricalsbytheaudienceofthosedays.Moreover,forYeatshimselftheidea

oftheIrishpeasantswasproblematic.ThisideawasoriginallydevelopedbytheYoung

Irelanders,well-knownbothfortheirmilitarismandromanticism.Thus,asheputitinhislater

poem,'ManandtheEcho,'Yeatsexperiencedfearthatthework'ssymbolicdramaturgymightbe

incomplete,and,therefore,beexcessivelypropagandistic.CathleenniHoulihanistheworkthat

gavehimthegreatestdifficultywithitsdramatizedconflictbetweenanidealandtheworld.

TheproblemismoreconspicuouswhentheIrishpeasantwomeninCathleenniHoulihanare

comparedwiththoseinJ.M.Synge'sRiderstotheSea(1904).Synge'slanguageisdifferentfrom

Yeats'sinitspeculiarmixtureofalearnedperspectiveandvulgarpeasantspeechandmany

criticshaveadmittedthatSynge'sworkspreservebothpenetratingobservationandpoetic

decorum.Syngewasregardedasamodernplaywrightforhisrealisticapproachblendedwitha

mythologicalbackground.Inotherwords,hemanagedtoactualizethetwoopposite

characteristicsanditconstitutedathreattoYeats.HereferstoSyngeinacuriouslydistanced

tonein"TheDeathofSynge,"emphasizingSynge'sself-confidenceinhisartandexposingthe

poet'sownanxietyabouthisintheword"envy."Yeats'sincessantadmirationforSyngeinmany

poemssuggestsnotonlypureacclaimbuthisambivalentfeelingstowardstheplaywright.While

Syngeassuredhimselfofhislanguage,oratleastheseemedtoforYeats,thepoetwasataloss,

halfwaybetweenhigh-toneddramaticverseandthepeasantspeech.Thus,hisdramaticwork

continuouslyproducedchangesinhislongsubsequentcareer,beginningwithAttheHawk'sWellin

whichheexploredanoveldramaticrepresentationundertheinfluenceofJapaneseNoh.

ChapterIII

AttheHawk'sWellisgenerallyregardedasanimportantworkbecauseitistheturningpoint

inhisdramaticcareer.However,Yeatsdidnotcompletelyabandonthestyleandthemeof

CathleenniHoulihan.Engaginghimselfinseekingadramainnovativebothinformandcontent,

hekeptonetheme,thatis,aprotagoniststandingagainstthecatastrophicmomentofdestiny.

Hepresentsamodelforhistragictheatreinahumanbeingfacingthemomentofgreat

exaltationthatcanbewellpresentedinanonverbalway,bymeansofdance.Theconventional

paradigmofJapaneseNohhasmuchincommonwithYeats'stheory.Yet,Yeatswasnot

indifferenttotheIrishpoliticalsituationsasseeninhislettersatthattime.Hedidnotleave

themasidewhileengagingwithsymbolicNohplays;rather,heintendedtorepresenthistragic

modelinrelationtotheactualsituationsofIrelandinasubtlerwaywiththeaidofadance.

InperformingAttheHawk'sWellin1916,hewassatisfiedwiththeworkandreportedthat

"thedancingandmasks[were]wonderful
."ItwasaJapanesedancer,MichioIto,whotookpart
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inthework.ToYeats,Itoseemedtobeabletoexpresshisattemptmosteffectivelyonthestage.

Nevertheless,forallYeats'seulogyofIto's"minuteintensityofmovementinthedanceofthe

hawk,"heneverusedItoinhisplaysandtheirrelationshipbecamemoreandmorechillyastime

wentby.Hisdancethatmade七hepoetenthuslasticwassuitedonlytothespecialoccasionof、4'

theHawk'sWell.Inshort,inAttheHawk'sWellYeats'stragictheoryishighlysuccessful,buthis

pickingItooutleftsomethingtobedesiredforhim.

AttheHawk'sWellisthestoryofthequestaftertheWellofImmortalityinadesertislandfar

offinthesea.SituationsaroundtheWellarepersistentlydescribedinwordsindicating

barrennessanddevastation.Indeed,thewellofimmortalityandtheworldarounditlie

completelyburiedinhorribleobscuritywithoutanypropernamesbutthatoftheYoungMan,

theonlyexceptionamongthisutternamelessness.TheGuardianrepresentsthisvacancymost

powerfully.Havingnowordstospeakintheplay,almostheronlymeanstoexpressherselfseem

hereyes,buther"dazedandheavy"eyesareonlyamysteriousenigmaimpossibletounderstand.

SheistheabsoluteOtherwithwhomonecanexchangenocommunicationeitherbywordsorby

countenance.Confrontingsogreatablank,theYoungMansuddenlyhasafitofpassionandis

possessedbymadness.Nevertheless,hisspeecheveninsuchastateisfarfromtheravingsof

delirium;rather,hespeakspowerfullywithwell-controlledwordsandincorrectgrammar.Heis

neverswallowedupbyhergreatnothingness.EvenafterhistrancecausedbytheGuardian's

dance,Cuchulain'swordsstillkeeptheirtragicpowerwhichattractsanaudience.

Theconnotationsofthisnothingnessbecomeaccessiblewhenwethinkoftheminrelationto

theplaywright'sconcernaboutthecontemporaryIrishsituations.TerryEagletonmakesseveral

importantstatementsconcerningvagueevasionsoftheGreatHungerintheIrishacademicand

literaryworld.Accordingtohim,theIrishhavebeenextremelyafraidofmentioningtheGreat

HungerasiftheFaminewereahistoricalandculturaltabooinIreland.Eagletondescribesthe

Famineasadeathofthes細 吻 舵facingsogreatacalamity,theIrishkeepentirelysilent.What

hisresearchmakesclearatonceisacloseaffinityofcharacteristicsbetweentheGuardianinAt

theHayk'sWellandtheFamine.Thereisenoughevidencetoshowthatwecanidentifythe

GuardianwiththeGreatHunger.Rev.MeehannoticedthatthecharacteristicsofFamine-

damagedpeopleincludedtheireyesbeing"languidandcareless,"whichquiteresemblesthoseof

theGuardian.AsenathNicholsonstatesthatDonegalinthemidstoftheFaminewasfilledwith

a"death-likestillness."WhileDonegalisalmosttheonlyhillycountryinIreland,thenameless

landintheplayisrepeatedlycalled"hills"and"mountains."TheemptinessoftheGuardianand

theland,inwhichthetragicessenceofAttheHawk'sWelllies,aretobethoughtofassymbols

whichstandforthetabooofmentioningtheFamineinIrishhistory.Thus,inthetext,the

playwrightskilfullybringsaboutareconciliationbetweenhissymbolicartandadeepconcern

foractualIrishproblems.

BytheseexaminationsintothetextofAttheHawk'sWell,thedifficultyofperformingthe

Guardiancomestothefare.TheGuardianisrequiredtobetheabsoluteOtherbothfortheother

charactersintheplayandtoanaudience.AsforthereasonwhyYeatsinterpretedIto'sdanceas

anidealoneforthistroublesomerole,manycriticshaveagreedthatYeatsfoundanew
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possibilityinIto'sperformancedifferentfromWesternmovement.True,ItowasnativetoJapan,

butinrealityhewasnotwellinformedaboutNoh.1-lowever,intheprevailingmoodof

Japonismeintheearly-twentiethcentury,Itowasalwaysjudgedinconnectionwiththis

aestheticcult.Insuchcircumstances,wecannoteasilythinkthatYeatsaloneescapedprejudice

towardshim.Ra七heritseemsthatthepoetacquiredanidealdistancefromordinarylifenotonly

bymeansofIto'sdancebutalsowithregardstothepersonhimself.WhatshowstheOtherness

ofItotothepoetmostclearlyisalanguagebarrierbetweenthem.ItowasnotgoodatEnglish.

True,theGuardian'ssilenceinthetextisowingtoYeats'ssymbolicdramaturgyinthemain,but

probablyIto'spracticalinabilityatspeakingEnglishisalsorelevant.Ito'sbeingaforeigner一 一a

lucidkindofOther一 一itselfservedtorepresentYeats'sideaoftragictheatreor"distancefromlife"

atthefirstperformanceoftheplay.Nevertheless,itssuccessdependedonIto'sOthernessand

consequentlytheirmutualmisunderstandings.

Inthefollowingyear,YeatsrevealedhisdisappointmentanddissatisfactionatIto'spublic

performanceoftheplaywithouthispermission一 一asYeatsinthosedayslikedneitherpublicnor

commercialperformances.Ito'sconductwasabetrayalitselfforthepoetineveryrespect.

However,onIto'sside,hemeantnoharmtothepoet.Astheylackedgenuinecommunication

fromthefirst,andasAttheHawk'sWelllargelyoweditssuccesstoalackofcommunication,itwas

anaturalconsequencethattheirrapportdidnotlast.Furthermore,theverydissensionbetween

themindicatesthelimitofhisdramaturgy..Yeatsfoundthatdanceplays,intheend,have

aweaknessintheirdependenceonthedancer'sperformance.Withalltheriskofcountingtoo

muchondancers,Yeats'slastplaysexploreamaximumdependenceontheauthor'sside,thatis,

howtospeaktheunspeakable,

ChapterIV

AfterthepublicationofFourPlaysforDancersin1921,Yeats'sdramaticalactivitiesseem

stagnant.Heproducedmoreorlessnoplaysduringthe!920s.Itseemsthathereachedadead

endoverdanceplays.However,itdoesnotnecessarilymeanthathewasinactiveinhisart.In

thisperiod,heshowedanenhancedinterestinreadingsuchphilosophicaltextsasGeorge

Berkeley's.Histenyears'silenceinthefieldofdramawasfortherefashioningofhisartistic

dogmasandfortheadaptingofhisreformedthoughtstotheIrishcontext.Whatcameafterthe

long,refreshingretreatwas7物 防 ア4sゆo短 勿 剛%40ω.翫 瑠,firstperformedin1931.

However,contrarytowhatwemightexpectfromYeats'sphilosophicaltendency,thisissaid

tobe"hisonlyrealisticplay"一 一dealingwithaseanceofthecontemporaryDublinspiritualists.

Therefore,therelativelytraditionalformhasbeenregardedashisattempttoidentifyhimself

withtheAnglo-lrishAscendancytraditionintheeighteenthcentury.However,forthemost

part,theplaydealsnotwiththepublicachievementofJonathanSwift,arepresentativeofthe

intellec七ualsinhisday,butwiththeagonyofhisprivatelife一 一sothatitseemstorepresent

Yeats'sambivalentfeelingtowardsSwiftratherthanawhole-heartedappreciation.Thepointof

thisplaydoesnotlieinthesuperficialrealismoftreatingYeats'scontemporariesorinits

traditionalform,butinthedeeppenetrationintoaperceptionofone'sownmind.Byexamining
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whatcausesSwift'safflictionintheplayandwhatattitudestheattendeesoftheseancehave

towardshim,IwanttomakeclearYeats'sideaabouthumanperception.Theplaywillrevealits

philosophyasakintoaphenomenologicalideaofperceptionratherthanarationalisticone.The

ideadeepenssharplyinoneofhislastplays,Purgatory(1938)一 一aspessimisticanddoubtfulabout

thethemeaningoftheactofspeakingitself.Withtheinvestigationsofthesetwodramatic

works,IwanttopointoutthatYeats'stheatrereachedastagewhichcanbesaidtobe

aforerunneroftheBeckettianabsurdworld.

In7物 θ 防 短s吻o%漉 θ 曜 η40ω 一勲 翅,Swif七s'sagonyseemstocomemorefromhisuncertainty

abouttherightnessofimplantinghisidealsinothers,hisVanessaandStella,thanhis

indignationagainstthecomingdemocracyandthedeclineofhisideals.InterpretingSwifts's

tragedy,twomenplayanimportantpart:incontrasttoJohnCorbet,ayoungCambridge

studentwhospecializesinSwift,oldDr.Trenchremainssilent,sayingthatthelivingcannothelp

therecurrentagonyofthedeaduntiltheycomprehendtheproblemthemselves.Itisthesame

ideaofrecurrencethatYeatsshareswithhim.TogetherwithotheraspectsidentifyingDr.

TrenchwithIreland,suchashislocalconnectionwithDublin,heexpressesanuncertaintyabout

theclassicalidealsofSwifts'sdaybyhisownsilence.Theplayisastoryinwhichtheserious

problemofacquiringexperientialintellectisofferedintheagonyofSwift'sspirits.Itisrealistic

inthatitdealswithoneofYeats'sgreaterthemes,thatis,theavoidanceoftheoretical

abstractionanditsperceivingofreali七ies,beyondasuperficialrealism.

Ontheotherhand,Puygatoyyishismostintenselyminimizedpieceofworkandhasoften

beencomparedwithSamuelBeckett'sWaitingfoyGodotbecauseofsomecharacteristicsthatthey

haveincommon:asimplestagesetofawitheredtree,twobeggartrampsasprotagonists,and

thecirculatingstructureofthestory.However,toomuchattentiontoformalsimilaritiesmight

havemadecriticsmissanothercontinuitybetweenYeatsandBeckett.Therefore,Iwillconsider

theplayfromtheviewpointofitsidealismasin7物 四)鵤 ゆoη 伽 曜%40".勘 耀.InP吻 螂oη,the

OldManspeaksabouttheghostsofhisparents,buttheyarerepresentedonlyassilhouettes

projectedontoascreen.Beingunabletospeakordance,thesilhouettesaretodonothingbutbe

there.Therefore,theBead'sbiographybeingrevisedintotheliving'sautobiography,the

indeterminacyofhumanperceptionisdoublyintensifiedascomparedwiththecaseofSwift's

ghost.ThestructureofPurgatoryisfundamentallymonologicalandhighlyarbitrary.The

patternissimilartothatofBeckett'splaysinwhichsilentlistenersarethelastresortforthe

speakersufferingfromasenseofnothingness,asintherelationshipbetweentheMouthandthe

Auditorinハ 碗1,

SomedistinctivefeaturesofPurgatory,theimpossibilityofcommunicativedialogue,the

devastatingarbitrariness,theterriblyimperfectmasteryofmonologue,andthethorough

pessimisticviewabouthumanlife,havetheirechoesinalloftheBeckett'sworks.Infact,

PurgatoryishighlyakintoEndgameinthattheybothhaveafearofthecontinuityofbadblood

andarbitrarystoriesoftheprotagonist,andinheritaBerkeleyianideaofhumanperception.For

instance,Hammisafraidofthepossibilitythattheymight"meansomething,"sayingthat

"l
magineifarationalbeingcamebacktoearth,wouldn'thebeliabletogetideasintohisheadif
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observeduslongenough."Beckett'sideaofperceptionisundoubtedlybasedonthatofthe

Berkeleyian,thoughtheultimateeyeofGodisrevisedintothegrotesqueeyeof"arationalbeing"

fromouterspacethatisevocativeofasciencefiction.YeatsandBeckettowetheirideasto

BerkeleyandareofthesamelineoutofIreland.

Yeats'sdramaticalcareerrepresentsacomplexnetworkoftheinvolvementsinthetheatre

movementsofthetwentiethcenturyaswellashisownlongpersonalexplorations.Whenwe

examineYeats'sabsurdistaspects,wetendtoconnectthemretrospectivelywithBeckett'sbecause

ofhisgreatsuccessor.Nevertheless,weshouldnotignorethesimplefactthatBecketthadnot

beguntowriteplayswhenYeatsdiedin1939.Yeats'sachievementasaprecursorofthemodern

dramashouldbedonejustice.

Conclusion

Yeats'sdramaissimultaneouslywithinandwithoutIrishtheatricalhistory.Hisdramatic

artstartedundertheinfluenceofculturalnationalism,though,laterittransformeditselfinto

theprecursorofthetheatreofabsurd.Furthermore,italsofollowstheprocessofthatworld

literaturetookduringthelate-nineteenthandearly-twentiethcenturies.Itisnotwithout

groundsthatT.S.EliotpraisesYeatsasaplaywrightsoenthusiastically:"Withtheverseplay...

Yeatshadnothing,andwehavehadYeats....Idonotknowwhereourdebttohimas

adramatistends一 一andintime,itwillnotenduntilthatdramaitselfends."Yeatswasalways

apioneerinhisdramaticactivities.Manyoftheplaysproducedrangingfromtheearliesttothe

laststageofhisliterarycareeraretestimoniestohisconsistentandlaboriouseffortstosettlethe

problemofhowartshouldcommititselftotherealities,whilesimultaneouslyrevealingthe

continuousshapingandreshapingofahumanmind.

論 文 審 査 結 果 の 要 旨

本 論文 は 、19世 紀 末 か ら20世 紀 前 半 に活 躍 し、 アイ ル ラ ン ドを代 表 す る詩 人で あ った イ ェイ

ッ(W.B.Yeats)の 演 劇作 品 を包 括 的 に研 究 し、 そ の劇 作 家 と して の文 学 史 上 の意 義 を明 らか

に しよ う と試 み た もの で あ る。 そ の 目的 のた め にイ ェイ ツ 自身 の 自伝 的 断 章 の分 析 か ら出 発 し

て、 そ の 背 景 に あ る ア イル ラ ン ド独 特 の歴 史 、 文 化 、 政 治 の 状 況 が 作 家 の 自己 形 成 に いか に影

響 したか を 論 じる。 さ らに、 作 家 が 常 に抽 象 的 ・美 的 志 向 とア イ ル ラ ン ドの 現 実 へ の執 着 との

問 に揺 れ 動 い て い た こ とを 指 摘 し て、 そ の 劇 作 活 動 が い か な る軌 跡 を描 い て い っ た か を 解 明

し、 最 終 的 に は一 般 的 に は詩 人 と して のみ 名 高 い こ の作 家 の 演 劇 作 品 が、 実 際 には20世 紀 の モ

ダ ニ ズ ム 文 学 の き わ め て 重 要 な 一 部 で あ る こ と、特 に ベ ケ ッ ト(SamuelBecket七)の 不 条 理 劇

の先 駆 と な る意 義 が あ っ た こ と を証 明 して い る。

青 年 時 代 のイ ェイ ッが 、 グ レゴ リー 夫 人(LadyGregory)な ど と協 力 して 演 劇 を通 じて の ケ

ル ト文 化 復 興(CelticRenaissance)の 担 い手 の一 人 とな り、 ア ビー 劇 場(AbbeyTheatre)の 創

立 と活 動 に大 きな 貢 献 をな した 劇 作 家 で あ った こ とは よ く知 られ た事 実 で あ る 。 に もか か わ ら

ず 、 現 在 の見 方 で はイ ェイ ツ は 詩 人 と して 第 一 に 評 価 され る の で あ り、 そ の 演 劇 作 品 は 副 次 的
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な も の と見 られ る こ とが普 通 で あ る。 彼 の戯 曲は いず れ も短 い一 幕 劇 が ほ と ん どで あ り、 しか

も詩 作 品 に 比 して現 在 で は読 まれ る こ とが 少 な く、 こ う して 等 閑 視 され る の もや む を得 な い面

が あ る こ とは否 定 で き な い。 しか し、 本 論 文 によ れば 、 イ ェイ ツ 自身 の 自伝 的 作 品 を見 る と、

作 家 自 身 に とって 演 劇 が 彼 の 生 涯 を通 じて 本 質 的 に重要 な 芸術 創 作 上 の 意 味 を持 って いた こ と

が 明 らか に な る とされ る。 イ ェイ ツ は アイ ル ラ ン ドの 民 衆 とそ の 文 化 を代 表 す る も の と彼 自身

が 認 識 して い る 母 方 の ポ レク ス フ ェ ン(Pollexfen)及 び ミ ドル トン(Middleton)の 家 系 とイ

ング ラ ン ド系 アイ ル ラ ン ド支 配 層(Anglo-lrishAscendancy)で あ る イ ェイ ッ の 家 系 と い う対 照

的 な 二 つ の血 筋 を 引 く人 間 で あ る こ と を意 識 して い た。 彼 は ア イ ル ラ ン ド民 衆 の 口承 文 化 を母

方 か ら受 け継 いだ ので ある。 一 方 、画 家 で あ った 父(J.B.Yeats)か らはス コ ッ ト(WalterScott)

の 作 品 な ど を 読 み 聞 か せ られ て 教 育 を受 け た 。 彼 に とっ て 文 学 の本 質 は 耳 か ら入 る も の で あ

り、 語 る 者 す な わ ち演 技 者 と聴 衆 とを必 要 とす る も の と して意 識 され た の で あ る。 これ が 長 い

生涯 を通 じて の イ ェイ ツ の基 本 的 な文 学 観 で あ っ た。 も ち ろ ん論 者 は、 伝 的 的事 実 そ の もの を

議 論 して い る わ け で は な く、 作 家 自身が 自分 の来 歴 を こ の よ う な二 項 対 立 的 な もの と して理 解

し、 自伝 と して 表 現 して い る こ とを重 視 して い る ので あ る。 詩 人 と して のイ ェイ ツ も また、 現

実 か ら遊 離 した 抽 象 や夢 想 の 中 に生 きた ので はな く、 アイ ル ラ ン ドと の具 体 的 な つ な が り、 血

縁 と地 縁 に よ る つ な が りの昇 華 を希 求 して いた こ とが 示 唆 され て い る。 イ ェイ ツ に とっ て は芸

術 と現 実 の均 衡 を い か に保 つ か が 常 に切 実 な 問題 で あっ た 。 民 族 作 家 と して は 「劇 詩 の高 い窓

枠 」(thehighwindowofdramaticverse)か ら降 りな けれ ば な らな い が、現 実 の アイ ル ラ ン ドの

大 地 に完 全 に降 り立 つ ことは 作 家 と して の 芸 術 的 基 盤 を失 う こ と を意 味 す る。 汎 ヨー ロ ッパ 的

視 野 で 見 る な らば 、19世 紀 のナ シ ョナ リズ ム は 、イ タ リア にお け る ヴ ェル デ ィ(GiuseppeVerdi)

の リソル ジ メ ン ト ・オ ペ ラ(RisorgimentoOpera)に 代 表 され る よ う に、 芸 術 と政 治 とが 密 接

に関 係 す る場 と も な って いた 。 イ ェイ ツ は ア イ ル ラ ン ド ・ナ シ ョナ リズ ム の 作 家 と して 、 劇 作

活 動 の 中 に芸 術 と政 治 との ヴ ェルデ ィ的 融 合 を企 図 した の で あ っ た と も言 え る。 本 論 文 の 第1

章 で は こ の よ うな 伝 記 的 背 景 の 問題 が 詳細 に論 じ られ 、 相 対 立 す る 可 能 性 の あ る二 つ の要 素 を

作 家 が い か に して 弁 証 法 的 に 止 揚 して解 決 す べ き か模 索 して い く こ と とな っ た 過 程 が 明 らか に

さ れ て い る 。

第2章 で は イ ェイ ツ の 初期 の演 劇 作 品 『カ ス リー ン ・二 ・フー リハ ン』(cα 動1θθノ¢η∫、舐)z41∫みα%)

が 内 包 す る 問題 が 具 体 的 に検 討 さ れ る。 現 実 か ら決 して 遊 離 しな い こ と を 目指 した イ ェイ ツ

が、 当時 の ア イ ル ラ ン ドの現 実 で あ る 民族 主 義 の高 揚 、 イ ング ラ ン ドに よ る植 民 地 支配 へ の抵

抗 の 中 に 自 らの 身 を置 いて 、 政 治 的 な 演 劇 活 動 を行 った の は 当然 の こ とで あ っ た。 ア イル ラ ン

ドそ の も の を 象徴 す る伝 説 的女 性 カ ス リー ンが 農 民 の 日常 生 活 の 中 に来 訪 し、 そ の感 化 に よ っ

て 若 者 が 平 和 な 家庭 を捨 て て 救 国 の 行 動 に赴 くと い う 内容 の こ の芝 居 は、 しか しなが ら、 芸 術

と現 実 の調 和 の 困難 さ を作 家 に認 識 させ る こ と に もな った 。 イ ェイ ツは 当時 のナ シ ョナ リス ト

と 同様 に アイ ル ラ ン ド農 民 層 を理 想 化 して 捉 え て い た よ う に思 わ れ るが 、 実 際 の創 作 に あた っ

て は 、 農 民 の言 語 の表 現 が う ま くで き な い た め、 農 民 の 家 庭 で の 会 話 の 部 分 で は 全 面 的 にグ レ

ゴ リー 夫 人 に依 存 す る こ と とな っ た。 ま た、 実 際 の 上演 にあ た っ て は 、 詩 人 の 片 思 い の相 手 で

もあ り、 情 熱 的 ナ シ ョナ リス トと して も有 名で あ っ た モー ド・ゴ ン(MaudGonne)が カ ス リー

ンを 刺激 的 に演 じ る こ と とな っ た。 そ の た め に アイ ル ラ ン ドの観 客 の 熱狂 的 な 支 持 を得 る こ と

に は な っ た が 、 イ ェイ ツ に とっ て は、 自己 の 芸術 の 自立 性 が揺 る が さ れ る こ とに な り、 ま た 、

反 イ ング ラ ン ド活 動 を扇 動 して、 後 の 「イ ース ター 決 起 」 の悲 劇 の 一 因 とな っ た で の で は な い
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か とい う疑 念 が 残 る こ と にな っ た。 ア イ ル ラ ン ドの 民衆 、 特 に最 底 辺 の農 民や 漁 民 との直 接 的

絆 を 持 ち 得 な い作 家 に とっ て、 この 作 品 は そ の創 作 活 動 の根 源 的 問題 を さ らけ 出す 結 果 に な っ

た と も言 え る。 この よ うなイ ェ イ ツ の 初期 演 劇 の 問題 点 は 、 同時 代 の シ ン グ(J.M.Synge)と

の 対 比 に お い て、 よ り立 体 的 に浮 き 彫 りに さ れ て い る。 シ ング は 少 数 の演 劇 作 品 しか 残 さな

か っ た が 、 そ の い ず れ もが アイ ル ラ ン ド演 劇 を世 界 的 な 意 義 を持 つ 存 在 に高 め た も の で あ る。

シ ング の劇 作 品、 た と えば 『海 へ 逝 く者 た ち』(1～漉7討o伽S6α)な どで は 、 アイ ル ラ ン ド方 言

に よ っ て 民 衆 の 生 活 を描 きな が ら、 それ をギ リシ ャ悲 劇 的 な 高 み へ と引 き上 げ る こと に成 功 し

て い る。 シ ング の 劇 作 品 は政 治 との 直接 的 な 関わ りが な い た め に、 ア イ ル ラ ン ド民衆 の悲 劇 に

普 遍 性 を付 与 す る こ とに な っ た と も言 え る が、 芸 術 とナ シ ョナ リズ ム と の弁 証 法 的解 決 を希 求

した イ ェイ ツ は 、 シ ング の よ うな 民 衆 との 直接 的接 点 を持 た な いが た め に、 さ らに別 な ドラマ

の形 態 を模 索 し続 け る こ ととな っ た。

そ の よ うな模 索 は 本論 文 の第3章 で扱 わ れ る 『鷹 の井 戸 に て』(窟 伽 石伽 ん'∫肋 の にお いて 、

日本 の能 、 さ らに ダ ンス とい うパ フ ォー マ ン ス芸 術 との 結 合 と い う形 で 一 つ の解 決 を見 る こと

とな っ た。 この芝 居 は老 人 と若 者 、 そ して井 戸 の守 護 者 と い う きわ め て 簡 素 化 され た 登 場 人 物

と舞 台 構 成 とい う点 で、 能 に倣 った も ので あ り、 また 日本 人 の 舞 踊 家 伊 藤 道 郎 を黙 役 の守 護 者

に起 用 して、 舞 踊 に よ る非 言 語 的表 現 を行 って も い る。 き わ め て 実 験 的 また 前 衛 的 な 芝 居 で あ

る と言 え よ う。 本 論 文 で は、 し か しなが ら、 イ ェイ ッの 日本 演 劇 に対 す る理 解 が 実 際 には 皮 相

的 な も の、 とい うよ り、 彼 独 自 の ドラ マ ッル ギ ー のた め に恣 意 的 に利 用 され た も ので あ る こと

が 実 証 され て い る。 そ れ は 伊 藤 道 郎 自 身が 能 につ いて 無 知 で あ っ た こ と、 英 語 に よ る意 志 疎 通

が 困 難 で あ った ことが 、 む し ろ作 家 に と って は好 都 合 で あ った とい う こ と に もな る。 この 作 品

で イ ェイ ツが 能 か ら学 び と り、 新 し い演 劇 と して 志 向 して い た もの は 、 沈 黙 を表 現 す る こ とで

あ り、 言 語 とパ フ ォー マ ンス の 精 妙 な 融 合 で あ った 。 ア イ ル ラ ン ドの 場 合 に、 そ の沈 黙 とは19

世 紀 半 ば の 「大 飢 饅 」(theGreatHunger)に つ い て の そ れ で あ る。 イ ー グ ル ト ン(Terry

Eagleton)は 、 アイ ル ラ ン ドの 歴 史 と文 学 の 中で 、 この 民 族 的 規 模 の重 大 な 悲劇 につ いて 奇 妙

に も殆 ど語 られ な い こと を指 摘 して い るが 、 少 な く と もイ ェイ ッ が 『鷹 の 井 戸 にて 』 の 中で 、

そ の 大 いな る沈 黙 あ る いは 無 そ の も の を表 現 しよ う と試 み た こ とは 間 違 いな い。 言 語 によ って

語 り き る こ とが で きな い もの を ダ ンス によ って 表現 す る こ とが、 作 家 に とっ て の 芸 術 と現 実 の

弁 証 法 的 止 揚 の 一 つ の可 能性 で あ っ た 。 しか し、 そ の こ とは伊 藤 道 郎 や そ の 後 に起 用 され た舞

踊 家 ヴ ァ ロ ワ(NinettedeValois)の パ フ ォー マ ンス に過 度 に依 存 す る 結 果 を 必 然 的 に招 来 す る

こ と とな り、 実 際 の上 演 が作 家 の意 図 す る と ころ か ら離 れ て しま う こと が避 け られ な か っ た。

そ の た め、 『ク ー ブ リ ン の死 』(η 尼馳励 げC駕 伽 」σ∫%)で は、 『鷹 の 井 戸 に て』 とは 対 照 的 に、

ダ ン ス 表現 の 場 面 に作 者 の意 志 を 反 映す る 詳細 な ト書 き が付 され る こと に な っ た の で あ る。

本 論 文 の 第4章 で は、 イ ェイ ツ の 晩年 の劇 作 品で あ る 『窓 ガ ラス の 言 葉 』(7物 剛)7dsψo耐 舵

解 厩oω 一勘 π6)と 『煉 獄 』(P%禦 ホ0η)を 取 り上 げ て 、 作 家 が 不 条 理 劇 の 世 界 へ踏 み 込 ん で いた

こと が立 証 され て い る。 前 者 の芝 居 は、 イ ェイ ツ の作 品 の 中で 最 も 「リア リス テ ィ ック」 な も

の と され て い る が、 そ こで 追 求 され て い る の は、 抽 象 概 念 の世 界 と現 実 の葛 藤 で あ り、 表 層 的

現 実 を超 越 した 高 次 の現 実 へ の希 求 で あ る。 従 来 は脇 役 的 人物 と して 軽 視 され て い た トレンチ

博 士(Dr.Trench)が この テー マ を 表現 す る 人物 で あ る ことが 指 摘 され て い る。 また、 『煉 獄 』

にお いて は、 舞 台 の簡 素化 が 究 極 的 な 形 態 に まで 達 して お り、 父 と息 子 と い うわ ず か 二 人 の人

物 に よ って 芝 居 が進 行 す る。 しか も、 実 際 に は父 で ある 老 人 の偏 執 狂 的 モ ノ ロー グ の芝 居 で あ
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る と言ってよい ものであ り、言語 的なコミュニケー シ ョンは もはや成立 しな い。そ の中で描か

れ るのは行 為の永遠の繰 り返 しであ り、語 り得な いことをなお語 り続 けな ければな らない とい

う不 条理のヴ ィジ ョンである。 この作 品はべ ケッ トの不条理劇 を想起 させ るもので あるが、 こ

の作 品発 表当時のべケ ッ トはまだ劇作活動 を開始 して いなか った ことに注 目すべ きで ある。ベ

ケ ッ トが イ ェイツの晩年の演劇 を高 く評価 して いた ことか らも分る のだが、イ ェイ ッは20世 紀

のモダニ ズム文 学の重要な一部で ある不条理劇 をすでに完成 させ て いたのであ った。

本論文 は従 来軽視 されて きたイ ェイツ の演劇作品を取 り上げ て、そ の意義 を、 この大詩人の

全創作活動 の中において のみな らず、汎 ヨー ロッパ的な視 野の中で、20世 紀文学の根幹をなす

モダニズム演劇 に重要な貢献 をな して いることを立証 した ものである。 きわめて意欲的な企 図

のもとに、詳細か つ緻密な分析が行 われていて、説 得力に満 ちた議論 が展開されている。論 者

はアイル ラン ド独特 の歴史、文化、宗教 に関する背景知識 も十分 に備 えていて、堅実 に論 を進

めて いる。19世 紀か ら20世 紀 にかけてのナ ショナ リズムの昂揚 の中で芸術 と現 実の融合 を求 め

る詩人の苦闘が、そ の演劇作品 によってきわめて明瞭 に表現 され ている ことを明 らかに して い

る。 おそ らく最 も重要な指摘 は、イ ェイツが不条理劇 の開拓者で あ り、ベ ケ ッ トの登場以前 に

すで にそ の完成者 とな って いた可能性 であろ う。 このよ うな意 味で、本論文が イ ェイツ研究 に

新 しい局面 を切 り開 き、学問的に独 自の位 置を確立す る ことに成功 した ことは疑 いない。

よって本論文 の提出者は、 博士(文 学)の 学位 を授与 され るのに十分な資格 を有す るものと

認め られ る。
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