
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

感受性と自己認識（2）『日記』から『アンリ・ブ
リュラールの生涯』まで

高木, 信宏

https://doi.org/10.15017/10005

出版情報：Stella. 18, pp.83-106, 1999-06-10. 九州大学フランス語フランス文学研究会
バージョン：
権利関係：



感 受 性 と 自 己 認 識(2)

「日記 』 か ら 「ア ン リ ・ブ リュ ラ ール の 生 涯 』 まで

高 木 信 宏

スタンダールは 「自分とはどんな人間か」という自己検討を生涯をつうじて

自らに課 した作家である。人間や社会風俗の観察がこの中心的な関心の圏外で

なされたことはなかつた し,多 くの文学的創作でさえ例外ではないように思わ

れる。彼の問いかけは,個 人の 「幸福」の追求と文学者としての探究が不可分

であるような場で絶えず発せ られて きたのである。本稿 は主 と して 『日記』

『エゴチスムの回想』『アンリ・ブリュラールの生涯』の考察によつて,作 家の

自己認識の軌跡を 「感受性」という主題に焦点を絞つて浮きあがらせる試みで

ある。あらかじめことわつておくと,ス タンダールが自身の 「感受性」をどの

ように認識 し,そ れを表現 しているのかを検討するものであ り,「感受性」そ

のものの変化 ・変遷を対象 とするものではない1)。

1

ス タ ン ダ ー ル の 『日記 』 が 始 ま る の は,1801年4月18日,彼 が ま だ18才

の と きで あ る。 以 後 この習 慣 は絶 え る こ とな くつ づ け られ た の だ が,ま ず 記 述

の 形 態 か ら見 て2種 に大 別 で き る。 専 用 の手 帖 に書 か れ た,い わ ば 「念 入 り に

綴 られ た 日記 」 は,1813年 を 境 に 断 続 的 な もの と な つて い く。 同 時 期 に 手 近

な 蔵 書 へ の 書 き込 み とい う か た ちで の 私 的 メ モ が あ らわ れ,1818年 以 後,前

者 は後 者 に完 全 に と つて か わ られ る。 プ レイ ア ッ ド版 の序 文 で ヴ ィ ク トル ・デ

ル ・リ ッ トは この 変 化 の背 景 に1811年 か ら1812年 に か け て の 〈ベ ー リス ム〉

の 獲 得 を指 摘 して い る2)。 つ ま り,作 家 に よ る 自 己探 究 の ひ とつ の到 達 点,あ

る い は発 展 段 階 を こ の 時期 に 認 め る こ とが で き るの で あ る。 で は,「 念 入 り に

綴 られ た 日記 」 にお いて,ス タ ンダ ー ル は 自 己 の感 受 性 に つ い て どの よ うな認
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識 を示 して い た の で あ ろ うか。

「これ か ら 日々 自分 の 生 活 の歴 史 を書 い て い こ う と企 て て い る」[1,3]と い

う記 述 で は じま る 『日記 』 は,日 常 の 出 来 事 の 記 録 か らさ ま ざ ま な認 識 の手 段

へ と時 をへ ず に性 質 を変 え るが,核 を な す 対 象 は彼 自身 の 自 己で あ る。 まず 注

目 した い の は1804年11月21日 付 の 自 己改 革 が 語 られ る省 察 で あ る。 後 世 の

評 価 に耐 え う る劇 作 家 とな る た め に 自身 の 趣 味 を 「脱 ア ル プ化 」 「脱 ガ ニ ョ

ン化 」 す る と い う 目標 につ づ い て,「 デ ス テ ユ ッ ト,タ キ トゥス,ジ ュ ネ ー ヴ

の プ レ ヴ ォ,ラ ンス ラ ンを 読 む こ と に よ つ て,わ た しの 判 断 力 を 脱 ル ソー化

(dérousseauiser) す る こ と」[1,152]と 記 さ れ て い る。 こ の 造 語 は ス タ ン

ダ ー ル に と つて ジ ャ ン=ジ ャ ック ・ル ソ ー の感 化 が いか に大 きい もの で あ つた

の か を端 的 に示 す もの だ 。 も ち ろん ル ソー の影 響 は文 学 的 な次 元 に と どま るま

い。 グル ノー ブル で の 『新 エ ロ イ ー ズ』 の読 書 が 少 年 期 の感 情 教 育 に お い て果

た した 重 要 な役 割 につ い て は,『 ア ン リ ・プ リュ ラ ー ル の生 涯 』 の なか の証 言

か ら ス タ ン ダ ー ル 研 究 者 の 斉 し く認 あ る と こ ろ で あ ろ う。 と こ ろ で 作 家 は

1803年6月24日 か ら翌 年3月20日 にか け て グ ル ノ ー ブル と父 の 別 荘 の あ る

ク レに 滞 在 して い るが,と りわ け ク レ滞 在 中 に な さ れ た 『新 エ ロイ ー ズ』 の読

書 も ま た12才 頃 の原 体 験 に劣 らず,作 家 の 自 己認 識 の 軌 跡 を 把 握 す るた め に

は無 視 で きな い の で は あ る ま い か。 グル ノ ー ブル 到 着 後 ま もな い6月28日,

彼 は さ つそ く友 人 エ ドゥア ー ル ・ム ー ニ エ に つ ぎの よ うに書 い て い る

さよ うな ら。 そ うい うわけで グル ノー ブル に来た まえ。一緒 に山 々をか けまわつた

り,遊 んだ り,狩 りを した り しよ う。僕 は といえ ば,不 幸 なカル デーニオ のよ うに

岩 々の合間 をさまよいに出かけてい る。 じつ は,こ の地方 は,僕 を魅了 し,自 分 の魂

にまだ残 つている ロマネ スクな ものに調和す るんだ。 ほん とうにジュ リ ・デタ ンジュ

のよ うな女性 がまだ存在 す るとした ら,こ の高 くそ びえ る山 々と魅力的 な空 の間 で,

彼女へ の愛 のたあに死 んで しまうように感 じる。3)

当 時 の ス タ ンダ ー ル は,前 年 グル ノ ー ブル で知 りあ つた エ ドゥ ア ール の 姉 ヴ ィ

ク トリー ヌに恋 を して い た。 か か る ば あ い の 彼 の 典 型 的 な行 動 を 考 え る と4),

文 面 にあ らわ な ロ マ ンチ ス ム に は彼 女 へ の恋 心 が 間接 的 に投 影 され て い る と考

え られ よ う。 「ジ ュ リ ・デ タ ンジ ュ」 の 下 に ヴ ィク トリー ヌ の名 を読 む な らば,

彼の 「激 しい恋 amour violent 」[1,180]の 性 質 が 『新 エ ロ イ ー ズ』 の読 書
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で感 化 され た 「ロマ ネ ス ク」 な想 像 力 にお お い に関 係 が あ る と推 測 さ れ る。 場

所 を ク レ に移 す や,彼 は ます ま す 『新 エ ロ イ ー ズ』 の 世 界 へ 没 入 して い く。

1803年12月15日 付 エ ドゥア ー ル宛 の書 簡

3カ 月以来,僕 はひ どく孤独 に自分 の時間 を過 ごしてい る。パ リで はすべ てが才気の

ためにあ り,心 のたあにはなに もなか つたが,そ こか ら出てみ ると,こ の コン トラス

トが僕 に は気 に入 った。奇妙 なのは,お おい に感受性 を はた らかせた結果

de la sensibilité),

(à force

かえ って 自分が家族 のなか で冷淡 な男 とみな され るようにな つ

た ことだ。彼 らは,僕 が一 日中狩 りを していたのを,家 族 に退屈 したためだ と思 いこ

み,そ して彼 らの疑 いは,僕 が藁葺 きの廃屋に読 書に行 くの に気づ いた ときに大 き く

な ったのだ。 まさにそ こは 『新エ ロイー ズ』 を読むのに うってつ けの場所だ と思 う。

だか ら,か つて 『新 エ ロイーズ』 が これ ほど魅力的 に思えた ことはなか つた。5)

この 「かつてない」読書の充溢感の背景 としては,ス タンダールのおかれた状

況が,孤 独や周囲の無理解などといつたメーユ リでのサン=プ ルー的主題の変

奏である点 も無視できないが6),ク レの地が少年期の読書の歓喜に結びついた

特権的な思い出の場所であることも大 いにかかわつていよう。 しか しなが ら,

20歳 の読書体験の重要性はルソー的な世界への同一化 という点だけではな く,

その影響にたいする客観的な認識の獲得 に存するのではあるまいか。翌1804

年4月9日,ス タンダールは 『日記」につぎのように記 している

わた しは,自 分が この前 の滞在 のときよ り理性的 であ つた と思 う。 したが つてわた

しは もっと幸福 にな るだ ろう。 これはGr〔 グルノー ブル〕で えた経 験のお かげであ

り,わ た しは人間を人間 のなか に見,も はや書物 のなかに見 なか つた。 わた しが魂 と

精神(頭 脳)を 区別 した こ とは,わ た しに とって も劇詩人 と してさえ も有益 で あろ

うo[I,58]

ス タ ンダ ー ル は グ ル ノ ー ブ ル か らパ リへ の 帰 途,同 年3月26日 か ら4月2日

に か けて ジ ュ ネ ー ヴ に滞 在 して い る。 したが つて 「こ の前 の滞 在 」 とあ る の は

『ア ン リ ・ブ リュ ラ ー ル の生 涯 』 第42章 で 語 られ る,1800年5月 の ジ ュ ネ ー

ヴ滞 在 を 指 す と考 え られ よ う 「ジ ュ ネ ー ブ に着 い た とき,わ た しは 『新 エ

ロ イ ー ズ』 に 夢 中 で あ つた 。 まず 訪 ね た の はJ-J・ ル ソー が1712年 に 生 ま れ

た 古 い家 だ 」[II,933]。 文 脈 か ら考 え て ク レで の 読 書 体 験 後 に,ス タ ンダ ー ル
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に大 きな心 境 の 変 化 が あ つ た の は ま ちが い な い。 だが,「 よ り理 性 的 で あ つた」

と い う こ とば は,ル ソ ー にた いす る心 酔 か らの完 全 な覚 醒 な い し幻 滅 を意 味 す

るの で はな く,自 身 の 「魂 」 へ の そ の 影 響 の 深 さを 冷 静 に認 知 しえ た と い う謂

い で はな か ろ うか。

この こ と を さ ら に裏 づ け る の は,そ の前 後 の 「書 簡 集 』 や 『日記 』 『文 学 日

記 』 に お け る ル ソー に か ん す る言 及 の質 的 な 変 化 で あ る7)。そ れ 以 前 の代 表 的

な 評 価 を 見 て み る と,「 こ の うえ な く美 し い魂 と も つ と も偉 大 な 才 能 」8)と

い つた称 賛 に して も,「 ジ ャ ン=ジ ャ ッ ク は誠 実 な人 間 で は な い の か,そ れ と

も激 しい感 受 性 の た め に共 和 主 義 的 な ジ ャ ンル で は真 の徳 に まで 高 まれ な いの

だ」9)と い う批 判 に して も,い ず れ に せ よ文 学 的 ・道 徳 的 な 次 元 に属 す も の

で,自 らへ の影 響 を意 識 した うえ で の発 言 と は い え な い。 しか も 「こ の情 熱

〔完 全 な 恋 愛 〕 の最 高 の 画 家 〔ル ソ ー〕 は,わ た しほ ど に は そ れ を 強 く感 じて

い なか つた」lo)と 自 己 の 内 的 優 越 が 語 られ て い る点 で,ま だ 自身 の精 神 的 な 負

債 を 自覚 して は い な か つた よ うに思 わ れ る。1802年 の ル ソ ー の著 作 の 再 読 に

して も,も つ ば ら劇 作 家 修 行 と い う動 機 の も と に な され た の で は な い だ ろ う

か 。 ちな み に,1803年 ま で の 『日記 』 で は ル ソ ー,『 新 エ ロイ ー ズ』 と もに言

及 は見 られ な いの で あ る。

他 方,ク レお よ び グ ル ノ ー ブ ル に 滞 在 す る直 前 の1803年6月5日,ス タ ン

ダ ール は エ ドゥ ア ー ル に宛 て て 「そ れ に今 や 反 省 す べ き と き だ。 僕 は20才 を

過 ぎ た。 多 く の事 柄 に つ い て 原 則 を つ く りあ げ ね ば な らな い」11)と 書 い て い

る。 この 決 意 に 呼 応 す る よ うに,翌1804年4月,滞 在 直 後 の 『文 学 日記 」 に

は つ ぎの よ うな興 味 ぶ か い 記述 が あ らわ れ る

H〔 ア ン リ〕。 わ た しは 自分 の 魂 の ス タ イ ル を クセZフ ォ ン と ジ ャ ン=ジ ャ ック の

率 直 さ に も と つ い て,精 神(頭 脳)の ス タ イ ル を ボ シ ュ エ,パ ス カ ル,モ ンテ ス

キ ュー に も とつ い て,つ くりあ げね ば な らな い と感 じて い る。 こ れ が わ た しの好 きな

人 々 で あ る。12)

自 己 の認 識 と形 成 と い う文 脈 に お い て ル ソー の存 在 が意 識 され た 省 察 と して は

最 初 の もの で あ ろ う13)。前 年 に はル ソー にた いす る 自身 の内 的 優 越 を信 じた ス

タ ン ダ ー ル が,い っ た い な ぜ ル ソー を 「魂 」 の模 範 に し よ う と思 い た つ た の
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か。 もはやクレ滞在がルソーのつよい影響,さ らには両者の内的な同質性の自

覚に彼を導 いたのはあきらかであろう。この 「魂のスタイル」という表現を

「感受性」ということばに置 きかえるならば,い つそう興味ぶかい事実が浮か

ぴあが る。彼 自身の形容 として 「感 じやすい人間 homme sensible 」 と い う

表 現 が最 初 に もち い られ た の は1803年7月31日 ク レ発 信 の ム ー ニ エ宛 書 簡 で

あ り,こ の 表 現 や 「感 じや す い魂 âme sensible 」といつた同種の自己形容が

手 紙 や 日記 の な か に見 られ るよ うに な るの は くだ ん の 滞 在 よ り も後 な の だ14)。

した が っ て 以 上 の考 察 を つ ぎ の よ う に ま と め る こ とが で き よ う。1803年 の

『新 エ ロ イ ー ズ』 の 読 書 体 験 とそ の反 省 は,ル ソ ー と の 「感 受 性 」 の 親 近 性 を

自覚 す る契 機 と して位 置 づ け られ る。 換 言 す れ ば,「 自 己」 を点 検 す る ス タ ン

ダ ー ル の意 識 に お い て 自身 の 「感 受 性 」 が客 観 的 な視 点 か ら主 題 化 さ れ た モ メ

ン トだ った の で あ る。

だ が,こ の 自覚 は ル ソー に た い す る手 放 しの 称 賛 に 終 わ る もの で は なか つ

た。 ま ず1804年6月7日 付 の ル イ ・ク ロゼ 宛 書 簡 で,ル ソ ー的 な感 受 性 に た

いす る疑 念 が表 明 さ れ る

僕 は悲 嘆 に くれ,自 分 ほ ど感 じや す くな い人 々,フ エ リッ ク ス ・フ ォ ール,そ して 最

後 に きみ の手 紙 の 文 章 の こ とを 考 え る。

「〔…〕 きみ と同様 に 僕 もつ ぎの よ う に考 え る。 彼 は 自分 が あ ま り感 じや す くな いの

で頭 に きて,そ の よ うに な ろ う と努 力 して い るの だ よ」。

この一 文 は,僕 に と つて 光 の ひ らめ きだ 。 僕 はそ こに 感 じや す い ジ ャ ン=ジ ャ ック

に よ って,こ の 世 紀 に 非常 に あ りふ れ た もの に な つ た性 格 を 見 る の だ。 〔強 調 ス タ ン

ダー ル〕15)

つ ま りル ソー的 な感 受 性 が 当時 す で に青 年 の ス テ レオ タイ プ に ほ か な らな い の

で は な いか と い う反 省 で あ る。 翌 日た だ ち に エ ル ヴ ェ シ ウス の 『人 間論 』 の再

読 が 開始 され,つ づ く7月23日 か らの ミラ ボ ー伯 選 集 の 読 書 に よ つて 批 判 的

検 討 は い つそ うす す あ られ る 「ミラボ ー は エ ル ヴ ェ シ ウス と同様 に,ジ ャ

ン=ジ ャ ック が一 般 的 な理 論 よ り も道 徳 上 の観 察 や個 人 の 日々 の幸 福 に適 用 可

能 な教 訓 の数 々 に よ つて い つ そ う偉 大 で あ る と断 じて い る。/こ の こ と を わ た

し自身 で確 か め る こと。 理 性 的 な エ ル ヴ ェ シ ウス の評 価 に合 わ さ つた情 熱 的 な

ミラボ ー の 判 断 の もつ 重 み は,た い へ ん な重 み だ 」16)。ル ソ ー と精 神 的 な対 極
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に あ るエ ル ヴ ェ シ ウス よ り も,前 者 や 自分 に近 い 「情 熱 的 」 な ミラ ボー の批 評

だ か ら こそ い つそ う真 実 味 が あ る とい うわ け だ。 だ が,さ らに本 格 的 な再 検 討

は 同年8月4日 と5日 に ル ソー の 『ダ ラ ンベ ー ル へ の手 紙 』 を き つか け に お こ

な わ れ た。 た だ し結 果 は け つ して一 面 的 な批 判 に終 始 した わ け で は な い。 興 味

ぶ か い の は ス タ ン ダー ル の と つた検 証 法 の判 断 基 準 で あ る

この真実(タ ンサ ンがわた しに天折について正 しく推論 させて いる)の おか げでわ た

しに はつ ぎの ことが理解で きる。最高の頭脳 とともにもつとも美 しい魂を もつ ことに

な るわた しの登 場人 物た ちは,自 然に したが うことでわた しが考え る以上 に愛すべ き

もの にな るだ ろう。

ジ ャン=ジ ャックの言 つて いる ことは本 当だ。 自分の感覚 に おいて読み と られ た

(Lu dans mes sensations) 0

ジ ャ ン=ジ ャ ッ ク はモ リエ ー ル に つ い て か な り本 当 の こ と を い つて い る。 〔強 調 ス

タ ン ダー ル 〕17)

感覚をあらゆる認識の根拠におく方法は,彼 がコンディヤックやエルヴェシウ

スなどか ら継承 した ものであるが,換 言するならば 「真実」の試金石 は彼の

「魂」にほかならず,こ のように試 された 「真実」はいつそう内的な親近性の

確認へと導 くものであろう。

ルソーの影響の再検討をすすめるスタンダールにとつて,同 月8日 『ビブ リ

オテーク ・ブリタニ ック』誌掲載のスチュワー ト 『人間精神論の要綱』の抜

粋,な かでも 「感受性」についての一節が決定的な意味をもつ出来事となつた

としても驚 くにあたるまい18)。要約するならば,感 受性と想像力とは緊密な関

係にあり,熱 烈な感受性の持ち主は理性の力で想像力を制御できないといつた

主旨なのだが,と りわけ注目に値するのは熱狂的な感受性の問題点がルソーを

例にして論述 されている点である。すでにルソー的な感受性を自らに認めてい

たスタンダールが,こ れを自身の問題と捉えたのもごく当然のことといえよ

う。 この発見が同月10日 には,「感じやすい人間としてわた しが覚える感動と

劇作家(poete)と して感 じる感動とを区別 しなければな らない」 という認識

となつて結実する19)。以上が 「脱ルソー化」ということばの生 まれた背景であ

り,そ れがルソーの文学的 ・思想的な影響の超克のみならず,ス タンダール自

身の 〈感 じやすい魂〉の抑制を意味することはあきらかであろう。小論の目的
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は作 家 の ル ソー観 の検 討 で はな い の で,以 下 の論 述 に お け る 「脱 ル ソー化 」 の

基 本 的 な定 義 と して は 「判 断 力 へ の感 受 性 の過 度 の影 響 を 除 く」 とい うデ ル ・

リッ トの解 釈 を あ げ て お くに と どめ た い20)。

2

で は くべ 一 リス ム〉 の 獲 得 に いた る過 程 で,ス タ ンダ ー ル の 「感 受 性 」 の 認

識 は ど の よ うな軌 跡 を見 せ るの で あ ろ うか 。1804年 末 の デ ス テ ユ ッ ト ・ ド ・

トラ シ ーの 著 書 『観 念 学 要 綱 』 と の出 会 いが,以 後 の ス タ ンダ ー ル の思 索 に多

大 な影 響 を あ た え た こ と は よ く知 られ て い る。 だ が,判 断 力 の 「脱 ル ソー化 」

の実 現 にむ け て の 困 難 は 当初 か ら充 分 に 自 覚 さ れ て い た に ち が い な い。1805

年1月15日 の 『日記 』 の記 述

感覚 と,か くも流動的で敏感な内的能力があ る以上,わ た しが狂人 にな ることは大

い にあ りうる。

そのばあい はわた しを ク レへ連れて い くよう,こ こでお願 い してお く。わ た しが た

ぶん癒 りうるとすれば,そ こ しかな い。わ た しに面倒な判断を下 さねば な らぬ ように

させ ることはすべて避 けて いただ きたい。病んで いるで あろ うのは判断力で ある。 わ

た しはそれを感 じる。[1,182]

クレがスタンダールの 「魂」にとっていかに特権的な場所であるのかをあ らた

あて理解 させる文章だが,も ちろん ここでの深刻な認識からただちに 「感受

性」が全面的に否定されていると断ずることはできない。たとえば同年2月

11日 付の 『日記』に,「わたしの感受性 は,こ の地上ではもちい られぬがゆえ

に,あ げてシェークスピアの登場人物たちのうえにそそがれ,そ してわたしの

天稟を増すであろう」[I,212-213]と 書かれているよ うに,彼 にとって 「感

受性」は劇作家の資質 ときりはなせないものなのだ。 このような 「感受性」を

めぐる両義的な反応の背景には,「劇作家」にくわえて 「生活者」としての必

要からの自己検討があつたと思われる

ほん とうに,わ た しは子供だ。わ た しには感受性が過剰で あり,そ して これ まで,わ

た しは魅力的であ るためにはあまりにも自分 の感受性 に信 をおきす ぎた。 わた しはこ
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とば の あ らゆ る意 味 で,ま つた く訓 練 の た らぬ子 供 だ。[I,270.1805年3月17日]

悪 習 とル ソー へ の心 酔 とに よ るわ た しの憂 罐 な性 格 を矯 正 で きた あ か つ きに は,わ た

しは ひ じ ょ うに愛 す べ き性 格,ひ じ ょ うに情 の ふ か い基 礎 の上 に お か れ た最 良 の趣 味

か ら くる陽 気 さ を もつ よ うに な ろ う,と 期 待 して い る。

メ ラニ ー,そ の と き君 は ぼ くを愛 す る で あ ろ うか。[1,315.1805年4月10日]21)

いずれも女優メラニー ・ギルベールへの恋心か ら綴 られた文章である。女性に

愛されること,あ るいはまた社交の場での成功。自己認識の能力は,そ のよう

な実社会における彼個人の 「幸福」の実現のために行使されている。換言する

な らば,こ こでのたいへん実用的ともいえ る 「脱ルソー化」の目的はすでに

〈ベーリスム〉の領域に踏みこんでいるといえよう。

1805年 末の トラシーの 『観念学要綱』第3部 『論理学』の読書によつてス

タンダールの観察 と推論の方法は一段と確実性をましたはずである22)。いわば

彼の 「脱ルソー化」に大 きく貢献する知的収穫であつたにちがいないのだが,

翌年の 『日記」から窺い知れるのは自己改革の悪戦苦闘ぶりなのである

不 幸 に も,わ た しは ま だ観 察 しな が ら感 じて い る。 そ して,こ の こ と はわ た しに 感

情 を嫌 悪 させ,わ た しが よ く理解 す るの を妨 げ るの だ。[I,426.1806年2月26日]

さ らに 同 年5月28日 の 「日記 」 で は,マ ル セ イ ユ 滞 在 に よ つ て 「内 気 」 と

「憂 謬 症 」[1,446]が 治 つた と書 か れ て い るに も か か わ らず,4ヵ 月 後 の 『日

記 』 はふ た た び 「憂 欝 症 」 に苦 悩 す る ス タ ンダ ー ル の姿 を伝 え て い る

わた しは自分が大馬鹿者 であるのを認 めねばな らない。 わた しは悲 しくあろ うとして

おおいに楽 しみをそそいで いるのだ。 〔…〕

テユイル リーの木 々や窓 の下 にいる人 々,こ こか らクラマールへ の大街道 を目に し

た ら,わ た しは愚か しいメラ ンコ リーにおちいるだろう。

この感情 にも何か しら良 いところはあるのか もしれ ない。だが,こ のたあに行動す

る気持 ちは失われ,倦 怠 と英国趣味 のなか に入 り込み,他 人 にたい して不愉快 な人間

にな つて しまう。人の集 まりの中 にいて も悲 しくなるばか りか,悲 しみ にたいす る感

受性が いや増すのだ。[I,469]

「イデオローグ」たちに学んだ方法論は,人 間社会の認識や自身の自己認識に
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お いて き わ あ て有 効 で あ つた とは考 え られ るが,た だ ち に は 「脱 ル ソー化 」 の

決 定 的 な解 決 手 段 とな りえ な か つた こ とは ま ち が い な い。

1806年10月,ス タ ンダ ー ル は臨 時 陸 軍 主 計 官 補 と して 軍 職 に 復 帰 す る。

1810年 まで の あ い だ,プ ロ シ アー ロ シア戦 役,オ ー ス ト リア戦 役 を 経 験 し,

ナ ポ レ オ ンの政 府 で キ ャ リア を積 む 。1810年 に 国 務 院 出仕 心 得 に 任 命 さ れ た

彼 は経 済 的 に も余 裕 が で き,パ リで 羽 振 りの よ い ダ ンデ ィー な生 活 を送 りは じ

め る。 ア レクサ ン ドリー ヌ=テ レー ズ ・ダ リュ伯 爵 夫 人 へ の恋,オ ペ ラ ・ブ ッ

フ ァの 第2歌 手 ア ンジ ェ リー ヌ ・ベ レー テ ル との同 棲 。 彼 の行 動 原 理 の総 体 で

あ る 〈べ 一 リス ム〉 は,そ の よ うな充 実 した生 活 状 況 の なか で完 成 した の で あ

る。3月17日 に は,は じ あ て 『日記 」 に 「ベ ー リス ト」 と 「ベ ー リス ム」 と

い う語 が 登 場 す るが,こ の 〈ベ ー リス ム〉 獲 得 前 後 の 期 間,『 日記 」 で は 「過

剰 な 感 受 性 」 につ いて の 彼 の 認 識 に大 き な変 化 が 認 め られ る。 まず 「判 断 力 へ

の 感 受 性 の 過 度 の 影 響 」 につ いて,ス タ ンダ ー ル のか つ て の よ うな懸 念 や苦 悩

が1806年 の軍 務 復 帰 以 後 は ほ とん ど な くな る とい う点 が あ げ られ る。 か わ つ

て1811年 に は,つ ぎ の よ うな記 述 が見 られ るよ うに な る

わた しは感受性 によつて楽 しんでいる。 わた しがすすんで行 うことは,す べて この

感受性 を増大 させ るよ うに思 われ る。 それ は,た とえばマ キ ャヴェルBの 厚か ま し

い性格 とは反対 の部類 の ものだ。[1,707。7月18日]

依 然,感 受 性 は こ の よ う な人 物 〔ジ ャコ モ ・レー キ〕 と テ ラー ス氏 〔フ ラ ンス の ブル

ジ ョワ の典 型 〕 との あ い だ の た い へ ん 際 立 っ た違 い を 示 す 記 号 な の だ 。[1,720.8月

29日]

日常 の交 際 に も とつ く人 間観 察 に お い て 「感 受性 」 は性格 的 な 典 型,あ る い は

国民 性 とい った概 念 とむ す び つ い た肯 定 的 な判 断基 準 とな つて い る。 た しか に

「感 受 性 」 を人 間 の類 型 的 区 別 の指 標 とす る習 慣 は早 い時 期 に も認 め られ よ う。

だ が,か つ て の腹 心 で あ り,彼 が 「感 じや す い魂 」 を認 あ て い た妹 ポ リー ヌ ・

ベ ー ル に た い す る評 価 が23),1814年 に は 「わ た しに比 べ て は る か に 感 受 性 の

つ よ くな い」[I,902]と 大 き く変 わ つて しま う点 か ら考 え て も,そ の 適 用 は

以 前 に く らべ て い つそ う厳 密 に な つて い る と推 察 さ れ る.『 日記 』 は こ う した

判 断 力 の研 磨 に 少 な か らず 貢 献 して い た。 た と え ば,1811年8月10日 付 の
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『日記 』 の一 節 に は 「わ た しの 方 法,そ れ は この 日記 だ」 とい う彼 自身 の 自覚

を読 む こ とが で き る 「今 度 の9月10日 に は,8月10日 の 内気 さを す つ か

り忘 れ て し ま つて い よ う し,そ れ を 正 し く判 断 す る ま で に さ え な る だ ろ う」

[1,710.強 調 ス タ ン ダ ー ル]。 彼 の 判 断 力 が 『日記 』 が書 か れ る と き よ り も,

む し ろ読 み返 さ れ る と き に発 揮 され る の も,「 感 じや す い魂 」 に は冷 却 期 間 が

不 可 欠 だ か らで あ ろ う。 後 年,彼 は 『ア ン リ ・ブ リュ ラー ル の 生 涯 』 の な か

で,「 わ た しは一 生 を 通 じて つ よ く感 じた。 が,そ の 感 じた理 由 はず つ と後 に

な つ て か ら で な い と わ か ら な い の だ 」[II,820]と 語 つ て い る。 こ う した

〈べ 一 リス ム〉 の 方 法 の完 成 に つ れ て以 前 ほ ど に は 「脱 ル ソ ー化 」 は意 識 され

な くな つて い るの は確 か で あ る。 も つ と も軍 人 や 官 吏 と して の 規 律 に しば られ

た多 忙 で行 動 的 な 日常 も彼 の憂 欝 な 夢想 癖 を 許 さな か つ たで あ ろ う し,安 定 し

た経 済 状 況 な ど も無 視 で き ま い。

自己認 識 の さ らに い つそ う重 要 な 契機 と して は イ タ リア的 な感 受 性 の再 発 見

が あ げ られ よ う。1811年8月 か ら11月 に か け て ス タ ンダ ー ル はイ タ リア各 地

を 旅 行 す る。 目 的 は 「人 間 を 知 る こ と」[1,721]だ つ た が,ミ ラ ノ に 到 着 す

るや彼 は強烈 な感 動 にお そ わ れ るの だ 「わ た しの 心 は は ち きれ そ うだ 。 昨

晩 も,今 日 も,甘 美 な 感 情 を 味 わ つ た。 わ た し は 今 に も泣 い て し ま い そ う

だ」/「11年 と は何 と い う こ とば だ。 わ た しの 記 憶 はす こ し も弱 ま つて な か つ

た。 記 憶 は無 上 の恋 心 に よ って生 気 を 保 た れ て い た の だ」[1,735]。 そ して ア

ン ジ ェ ラ ・ピ エ トラ グ リュ ア夫 人 との 再 会 。 幸 福 感 に酔 っ た彼 に書 き と め る こ

とが で き た の は,「 そ れ ぞ れ の 事 物 が わ た しの魂 を 打 つ と き に 発 す る音 」[1,

752]で あ る。 この よ う な 彼 の 目 に イ タ リ ア は以 前 と か わ らず 「感 受 性 の 国

pays de sensibilité 」[I,766]と 映 る

ほとんど宿駅 ごとに取 引を しなければな らない。 こうい った面 では他 のすべての国々

と同様,文 明 はフラ ンスほど進 んではいない。彼 ら 〔イ タリア人〕 は感受性 と,そ の

結果 である自然 さをそなえている。 したが つて,こ の国 はす ぐれて芸術 の国なのだ。

[I,800.強 調 ス タンダール]

ス タ ンダ ー ルが ル ソ ー の影 響 と は別 の領 域 に 自 らの 「感 受 性 」 の源 泉 を再 認 し

た こ と は想 像 に か た くな い。 滞 在 中 の 『日記 』 に は,1800年 か ら1801年 に か
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け て の イ タ リアで の 「2年 間 」 が彼 に 「感 受 性 の 無 尽 蔵 の源 泉 」[1,738]を あ

た え た事 実 に と どま らず,ス カ ラ座 で の観 劇 が 青 年 期 の性 格 形 成 に お よ ぼ した

「第1級 」 の 「影 響 」[1,736]な ど も記 さ れ て い る。 同 様 に 彼 が 滞 在 中,崇 高

さ と甘 美 な憂 愁 に み ち た イ タ リア芸 術 に あ らた め て 魅 了 され た と い う点 も無 視

で き ま い。 帰 国 後 た だ ち に 『イ タ リア絵 画 史 」 の執 筆 が は じめ られ る。 後 年,

そ の 『イ タ リア絵 画 史 』 の た あ に,「 わ た しの 感 じ方 は 同 胞 〔フ ラ ン ス人 〕 の

感 じ方 と は ま つ た く違 う もの で あ りえ る」[1,932]と い う余 白 メ モ が 残 され

て い る。 ス タ ンダ ール は 自身 の 「感 受 性 」 を イ タ リア 的 な もの と位 置 づ け る こ

とで,こ れ まで 以 上 に 自身 の 内 的 な独 自性 を積 極 的 に肯 定 で き るよ うに な った

の で あ る ま い か。1813年9月7日,再 び ミ ラノ の 地 を 訪 れ た ス タ ン ダ ー ル は

つ ぎの よ うに記 して い る

今 朝10時,ち ょ う ど ミラ ノ の大 聖 堂 が 見 え た と き,わ た しは イ タ リア旅 行 が 自分

を い つそ う独 創 的 に,よ り 自分 自身 に して くれ る と考 え て い た。[1,881.強 調 ス タ ン

ダ ール]

同 月15日 付 の 『日記 』 に は 「わ た しは お そ ら く多 くの こ と でJ-J・ ル ソー と

は反 対 の 人 間 で あ る」[1,885]と あ り,さ らに23日 に は 「わ た しは 自分 の 魂

の す べ て を再 び見 い だ した」[1,888]と さ え書 か れ て い る。 翌1814年7月4

日付 の 記 述 は 「念 入 りに 綴 られ た 日記 」 の 遠 くな い終 わ りを 予 想 させ る も の

だ 「自分 自身 を 知 るが,変 わ る こ と は な い。 しか しそ れ で も 自分 を 知 らな

け れ ば な らな い」[1,907]。 〈ベ ー リス ム〉 の 獲 得 時 期 と連 結 す る,こ の イ タ

リア 的 な感 受 性 の再 発 見 が,ス タ ンダ ー ル の 自 己省 察 に お い て きわ め て重 要 な

意 味 を もつ の は も はや あ き らか で あ ろ う。1811年 の ミラ ノ滞 在 は,彼 の 「感

受 性 」 の認 識 に お い て1803年 の ク レ滞 在 と等 し く無 視 で き な い転 機 な の で あ

る。1811年 の 『日記 』 の う ち 「A tour through Italie 」 と題 され た イ タ リア

滞在部分を出版 しようという奇妙な企てが1813年 になって思いつかれたのも,

スタンダール自身その記念碑的な意味を自覚 していたためだと思われる。

3

いわゆる 「念入りに綴 られた日記」の消滅以後,ス タンダールが蔵書の余 白
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に残 した メ モ に は,彼 自身 の 「感 受 性 」 に つ い て の 直 接 的 な 言 及 は きわ め て 乏

し くな つて しま い,そ の 認 識 の 軌 跡 を再 構 成 す る の は 容 易 で は な い。 だ が,

1818年 に は じま るマ チ ル ド ・デ ン ボ ウ ス キ ー夫 人 へ の恋,1824年 か ら1826年

に か け て の ク レマ ンチ ー ヌ ・キ ュ リアル 夫 人 との 恋 愛 な ど,作 家 の感 情 生 活 に

お け る重 大 な 出来 事 が 豊 富 な だ け に,そ の 検 討 は充 分 に 意 義 の あ る こ と だ ろ

う。 お そ ら く,こ の空 白 は 『エ ゴ チ ス ムの 回 想 』 の考 察 に よ つて い くぶ ん か は

埋 あ る こ とが で き るの で はあ る ま いか 。

『エ ゴ チ ス ム の回 想 』 の執 筆 は1832年6月 か ら7月 に か け て で あ り,当 時 ス

タ ンダ ー ル は49歳 で あ つ た。 実 際 に 回 顧 さ れ た の は,1821年 か ら1822年 の

夏 ま で で あ り,デ ンボ ウ ス キ ー夫 人 へ の恋 が実 らず に傷 心 を い だ い て イ タ リア

か らパ リに舞 い もど つ た時 期 に相 当す る。 この 〈エ ゴチ ス ム〉 の書 の課 題 は,

内 心 の 検 討 に よ って 「揺 る ぎ な い 内面 的真 実 」 を探 り出 し,後 世 の読 者 に提 示

す る こ とで あ る24)。だ が,そ の ば あ い彼 に と って問 題 とな つた の は 自身 の 「感

受 性 」 が 周 囲 の人 間 の理 解 を こえ た性 質 で あ る とい う点 で はな か つ た ろ うか 。

彼 は1813年2月4日 付 の 『日記 」 に そ の 認 識 を と ど め て い る 「わ た しは

自分 が は な は だ し く感 じや す い と思 う。 そ れ は顕 著 な 特 徴 だ.こ の感 受 性 は度

を越 して しま う こ とが あ るが,そ れ を 話 して も フ ェ リ ック ス 〔フ ォ ー ル〕 以 外

の人 間 に は理 解 され が た い もの だ し,そ の彼 に た い して で さ え も長 々 と話 さ な

け れ ば な らな い の だ 」[1,835]。 で は,『 エ ゴ チ ス ム の 回 想 』 の な か で 「感 受

性 」 は どの よ う に表 現 され て い る のだ ろ うか 。

まず 『日記 』 と異 な る際 だ つ た特 徴 と して,ス タ ン ダー ル が 「感 受 性 」 ま た

は 「感 じや す い魂 」 な ど と い つ た呼 称 を もち いず に,自 分 の過 剰 な感 受 性 を説

明 しよ う と して い る点 に注 目 した い。 い つた い な ぜ彼 は これ らの 表 現 を 避 けた

の で あ ろ う か。 や は り偉 大 な先 例 ジ ャ ン;ジ ャ ッ ク ・ル ソ ー の存 在 が 念 頭 に

あ つた た め で は あ る ま い か。 『ア ン リ ・ブ リュ ラ ー ル の生 涯 』 の な か で は ル ●

ソ ー の 『告 白』 へ の 批 判 的 な 言 及 が す くな くな い の に た い して,『 エ ゴ チ ス ム

の回 想 』 で は暗 示 が わ ず か に1箇 所 認 め られ る だ け で あ る25)。と は いえ,こ れ

まで た び た び 『告 白』 の 文 体 を 批 判 的 に検 討 して きた作 家 が26),こ の種 の企 て

に お い て ル ソー を意 識 しな か つた と は考 え に くい。 も ち ろん ル ソ ー の文 学 的 な

亜 流 の うち に数 え られ るの を 懸 念 した な ど と い う皮 相 的 な理 由か らで は な い だ

ろ う。 サ ン=シ モ ン公 爵,ロ ラ ン夫 人,チ ェ ッ リー 二 な ど ス タ ンダ ー ル が愛 読
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す る 自伝 ・回 想 録 の著 者 の なか で,も つと も彼 の人 格 形 成 に影 響 を あ た え,ま

た 彼 自身 そ れ を 認 識 して い る作 家 はル ソ ー ただ ひ と りだ と い つて よ い。 もち ろ

ん,1811年 に ミラノ で彼 の 独 自性,「 自分 自身 」 で あ る根 拠 を感 受 性 の 二 元 的

な形 成 に お い た ス タ ンダー ル が,ル ソー 的 な主 題 系 を駆 使 して 自己 の 内 的 な 真

実 を 表 現 しよ う とす る はず が な い。 『エ ゴチ ス ムの 回 想 』 の執 筆 に さ い し,自

身 の 内 的 な 独 自性 を描 くた め に採 用 した 方 法 は周 知 の よ う に 「完 全 な誠 実 さ」

[II,431]で あ つ た。

しか しなが ら,こ の方 法 は ス タ ンダ ー ル に な じみ の うす い読 者 を結 果 的 に 当

惑 させ る こ と に な ろ う。 と い う の も,ス タ ンダ ー ルが 自 己 を語 る の に もち い る

表 現 が 一 般 的 にみ て ネ ガ テ ィ ブ な価 値 を もつ,誤 解 され や す い性 質 の も のだ か

らだ。 た とえ ば 年 齢 の比 喩 もそ う した例 の ひ とつ で あ る27)。第1章 で はパ リの

友 人 た ち,す な わ ち 「あ の情 の ひ とか け ら もな い連 中」 に 自分 の傷 つ い た 恋心

を悟 られ な い よ うに す る こ とが 「じ つ さ い に10年 間 にわ た って わ た しの生 活

を支 配 した原 則 だ つ た」[II,434]と 語 られ るが,こ れ らの友 人 た ち と 自分 と

の対 照 に お い て ス タ ンダ ー ル は 自 己 の 内面 を 暗 示 さ せ る 方 法 を と って い る
。

「心 の ひ か らび た友 人 」 の ひ と り,リ ュ ッサ ンジ ュ の偽 名 で 登 場 す る ア ス トル

フ ・ ド ・マ レ ス トにつ いて は,「 そ の こ ろ36,7だ つ たが ,50歳 半 ば の 男 の よ

う な心 と頭 を も つて い た 」[II,436]と 形 容 す る一 方 で,作 家 自身 に か ん して

は,「1821年 とい え ば,わ た し は まだ20才 の 青 年 の よ うだ つた 」[II ,486]と

語 つて い る。 こ の用 語 法 の 意 味 を ご く一 般 的 に解 釈 す れ ば,年 齢 に 不 相 応 の

「未 熟 さ」 と い う こ と に な ろ う。 だ が,つ ぎ の記 述 を 読 む な らば,け つ して卑

下 して い る の で な い の は あ き らか だ一

このふた りはわた しと同 じ時代 の人 間だが,感 情 のひか らびた,浮 世 に愛想 をつか し

た哲学者 にな っている。 わた しはそ うなるど ころか,こ とが女性 にかんす るか ぎり,

さいわいに も25歳 の青年 のよ うにいつ もだまされている。[1,519]

興 味 ぶ か い こ とに,彼 は1821年 当 時 ばか りか1832年 の執 筆 時 に お い て も 自分

は 「青 年 」 の よ うな 内面 を も って い る と認 識 して い るの で あ る。 ス タ ン ダー ル

的 な二 重 の価 値 を もつ 用 語 法 の例 と して は,ほ か に 「狂 気 」 とい うモ チ ー フの

積 極 的 な 使 用 が あ げ られ る一 「こ の ば あ い もや は り,1821年 に わ た しを あ
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れ ほ ど異 様 な 人 間 に して い た狂 気 が い くぶ ん か あ つ た の で あ る」[II,442]/

「だ が 若 い ころ は,出 た と こ勝 負 で しゃべ りだ す と,わ た しは常 軌 を 逸 して い

た (j'étais fou 1」[II,476]/「 イ タ リア で 経 験 し た色 々 な 感 情 の ニ ュ ア ン ス

を思 い お こさ せ る本 を校 正 す る とい う こ とは,わ た しに は ず い ぶ ん危 険 な こ と

だ つた 。 〔…〕 わ た しは気 が 狂 い そ うに な つ た」[II,515]。 これ らは い ず れ も

過 去 の 反 省 の弁 な どで は な く,み ず か らの 恋 の 「憂 欝spleen」[II,474]の 諸

相 を 可 能 な か ぎ り率 直 につ た え よ う とす る文 章 で あ ろ う。1821年 当 時 ス タ ン

ダー ル は周 囲 の人 間 た ちか ら 「感 傷 的 な誇 張 家 」[II,500.強 調 ス タ ンダ ー ル]

と見 な さ れ て い た し,と うぜ ん 執 筆 中 もそ う した 危 惧 は た え ず 念 頭 を離 れ な

か つた はず で あ る。 に もか か わ らず,彼 は 「軽 蔑 す べ きエ ゴチ ス ム」[II,487]

と充分 承 知 した うえ で,つ ぎ の よ う な 「肉 体 的 な欠 陥 」 さえ も書 か ず に は い ら

れ な いの だ 「そ の頃 の わ た しは イ タ リアふ うの デ リケ ー トな神 経 のか た ま

りだ った。 部 屋 が 閉 ま つて いて,な か に10人 の人 間 が 腰 掛 け て い れ ば,そ れ

だ け で も う た ま らな い ほ ど む か む か して きて,ほ とん ど 失 神 し そ う に な る」

[II,463]。 この過 敏 さ は必 然 的 に第3者 の 目 に も異 常 に映 つて い た 「わ た

しが 病 気 に な つた とき,ど の 医者 も きま つて,わ た しが徹 底 した神 鋒 潭 攣 乖 な

の で,面 白 が つ て わ た しを 怪 物 あ つ か い に した」[II,487.強 調 ス タ ン ダ ー

ル]。 ポ ー ル ・ヴ ァ レ リー に倣 つて こ の種 の記 述 の 背 景 に,普 通 で あ る こ とを

嫌 い,自 分 自身 を きわ め て特 異 な人 間 に しよ う とす る偏 執 を 見 な け れ ば な らな

い の だ ろ うか28)。 しか しな が ら,つ ぎの 例 は ス タ ンダ ー ル の 神 経 の過 敏 さ が

ま つた く生 理 学 的 な次 元 だ けで は理 解 で きな い こ とを 示 す もの だ

いまか ら考 えて みると,わ た しの心 は病気 にかか りどお しだつた。 いや しい人間 をみ

ると,ほ とん ど恐水病 的な嫌悪 の情 におそわれた。下品 な田舎 のふ とつた商人 の話 を

聞 くと,頭 の働 きが どうか して しまい,そ の 日いち にちが憂欝 にな る。 〔…〕15歳 か

ら25歳 にかけて,わ た しは憂餐 のなめどお しだ ったが,こ うした少年 時代 の傾向が,

またはげ しくぶ りかえ して くるのだ った。[II,477]

20代 がスタンダールにとつてどのような時代であ つたのかはすでに見た。過

剰な 「感受性」のためにしば しばメランコリーに苦悩 し,「脱ルソー化」に腐

心する青年。 したがつて,こ の 「憂響病」の特徴の叙述に鱈晦的な自己肯定を

読むことはできまい。「メチル ド」へのかなわぬ思いが20代 前半の心的状態を
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蘇 らせ た,そ うは つき り とス タ ンダ ー ル は認 識 して い る ので あ る。 もは や 「20

歳 の青 年 」 と い う年 齢 の比 喩 が たん に一 般 的 な 「若 々 しさ」 や 「未 熟 さ」 を含

意 す る の で な い の は あ き らか で あ ろ う。 そ れ は彼 が1803年 に ク レで認 識 した

「感 じや す い魂 」 の異 称 な の で あ る。 しか も こ こで 語 られ て い る の は,ほ か な

らぬ 「感 受 性 」 の 「判 断 力 」 へ の 過 度 の 影 響 で あ る こ と は間 違 いな い。 ス タ ン

ダー ル は 自身 の判 断 力 が 持 ち 前 の 〈ベ ー リス ム〉 に もか か わ らず,依 然 と して

心 の平 静 に左 右 され るの を 自覚 して い るの だ一 「考 え て み る と,な に か 望 ん

で い た とす れ ば,人 間 を知 ろ う とい う こ とだ った。 こん な考 え を起 こ さな い 月

は お そ ら くな か つ た ろ う。 だ が,道 楽 だ の,情 熱 だ の,狂 気 あ い た発 作 だ の

が,わ た しの生 活 を 占 め て い た。 これ らが 水 面 を 静 か に さ せ て くれ な い か ぎ

り,そ の考 え が水 面 に イ メー ジを む す ぶ はず が なか つ た」[II,509-510]。 文 脈

か ら考 え て 「脱 ル ソー化 」 と は,よ り適 切 に は 「脱 メ ラ ンコ リー」 と呼 び か え

て しか るべ きで あ ろ う。

『エ ゴチ ス ムの 回 想 』 で 試 み られ た 自 己認 識 の も つ と も重 要 な点 は,1821年

の 回想 を介 しな が らそ れ 以 前 の 青年 期 か ら執 筆 時 に い た る終 始 一・貫 した内 的 同

一 性
,つ ま り不 変 の 内面 的 な真 実 を,49歳 の ス タ ンダ ー ル が あ らた め て確 認

した と い う点 で あ る。 「わ た しの 方 法,そ れ は この 日記 だ」 と い う彼 の こ とば

を思 い お こそ う。 彼 の 自 己認 識 は総 じて 「書 い て い るそ の 日」[II ,452]の 考

え で あ り,要 す る に,書 き,そ して 読 み返 す 作 業 と不 可 分 な の だ。49歳 で試

み られ た 自 己認 識 は,執 筆 中 の ス タ ンダ ー ル に と つて の切 実 な意 味 を も った の

で は あ る ま いか 。

4

『エゴチスムの回想』執筆の心情的な動機 とその放棄の理由については,す

でに別の場所で検討 した29)。要約すれば,ロ ーマとチビッタ=ヴ ェッキアでの

危機感(日 常的な倦怠 ・病気の悪化 ・「老い」の不安)を 「不変 の感受性」 と

いう内的同一性の確認によって克服 し,創 作への展望をもつた,と いうもので

あつた。つまり 『エゴチスムの回想』をひとつの転機と見なしたわけだが,こ

のことを小説の創作とのかかわりか らさらに考察 してみたい。

スタンダールの小説の主人公たちに作家自身の感受性や行動原理などが投影
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され て い る の は よ く知 られ た事 実 で あ る30)。も ち ろん,こ れ を否 定 す るつ も り

は な い。 た だ,こ の 文 学 的 な 「父 子 関 係 」 は 『エ ゴ チ ス ム の 回 想 』 を 境 に し

て,そ の 実 践 に若 干 の変 化 が 認 あ られ る ので は な い だ ろ うか 。 つ ま り 『社 会 的

地 位 』 と 『リ ュ シ ア ン ・ル ー ヴ ェ ン』 で は創 作 上 の コ ンセ プ トに お い て,「 ア

ル マ ンス』 や 『赤 と黒 』 の ば あ い以 上 に,主 人 公 と作 家 と の あ い だ の 内的 な 同

一 性 が い つ そ う積 極 的 に意 識 さ れ て い る よ うに思 え る の だ。

まず 『社 会 的 地 位 』 で あ るが,モ ー リス ・バ ル デ ッ シ ュ が 「自 伝 的 な 逐 語

訳 」 と呼 ん だ よ うに31),テ ク ス トに も り こ まれ た伝 記 的 要 素 の多 寡 を あ らた あ

て 検 討 す る ま で も な いで あ ろ う。 こ こ で 注 目 した い の は,2カ 月 あ ま り前 に

『エ ゴ チ ス ム の 回 想 』 の な か で確 認 さ れ た不 変 の 内 面 的 な真 実,す な わ ち 「感

じやす い魂 」 が つ ぎの よ うに主 題 化 され て い る点 で あ る。 第1章 の主 人 公 ロ ワ

ザ ンの人 物 描 写 を 見 て み よ う一

心の琴線 にふれ ることば,街 角で耳 に した り,職 人 の店で偶然 で くわす不幸 の偽 りな

き表現,こ う した ものにロワザ ンは涙 をみせるほど心 を動か されるのだつた。 しか し

なが ら,苦 悩 の表現 にほんのわず かの誇張 や,あ るいは見せ かけのおそれがす こしで

もあると,も との動機 がいかに正 当な ものであろ うと も,ロ ワザ ンの ことばには もは

やこの うえな く辛辣 な皮 肉があるばか りであ つた。32)

「わ た しは老 い は じめ て い る。 そ の こ とに気 づ か な い の は間 違 い だ」33)と い う

科 白や,草 稿 に記 さ れ た 「理 想 化 され た ド ミニ ック」34)と い う記 述 か ら考 え て

も,主 人 公 の モ デ ル は執 筆 時 の作 家 自身 で あ ろ う。 た だ し,こ こで と りあ げ ら

れ た 性 格 的 な 特 徴 が ス タ ンダ ー ル の不 変 の 「感 受 性 」 を 示 す も の で あ る こ と

は,そ れ と類 似 した 記 述 が 『エ ゴ チ ス ム の 回 想 』 中 の イ ギ リス娼 婦 「ミス ・

ア ッ プル パ イ」 の挿 話 に と ど ま らず,1804年5月11日 付 の 『日記 』 に も見 ら

れ る事 実 か ら も判 断 で き る

テユイル リー公園 で憐 れな老人 に15ス ーや つたが,ま った くこの男 は私の心 を深

くうつに必要 な ものすべて をそなえている。 す ぐあ とで,3歳 ばか りの娘 と しゃべ っ

ている父親 を見 る。 この2つ の小 さな出会 いは深 くわた しの心 を うつ。[1,76]

先 の ロ ワ ザ ンの 人 物 描 写 につ づ い て 「16歳 に な るや,そ の よ う に 出来 上 が っ
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た この 人 物 」 とあ る こ と か ら,ス タ ン ダ ー ル に は 自 らの 「感 受 性 」 の 形 成 が

16歳 ぐ ら い ま で に 終 わ つ た と い う認 識 が あ つ た は ず だ 。 この年 齢 は 「エ ゴ チ

ス ム の回 想 』 の なか の 「友 情 や恋 愛 の こ とで は,わ た しは性 急 で,熱 烈 で,夢

中 で,徹 底 的 に誠 実 だ が,そ れ も さ め は じめ る まで の こ と だ。 そ う な る と16

歳 の 狂 気 が,た ち ま ち50歳 の マ キ ャベ リズ ム に か わ る」[II,493]と い う記 述

と も符 合 し よ う。 こ の よ う に考 え るな らば,『 社 会 的 地 位 』 と は 『エ ゴ チ ス ム

の 回 想 』 の なか で 認 識 され た不 変 の 内 的真 実 を小 説 の な か で展 開 す る試 み と位

置 づ け る こ とが で き る ので は な い だ ろ うか 。

『リ ュ シア ン ・ル ー ヴ ェ ン』 の ば あ い は主 人 公 リュ シ ア ンが20代 前 半 の 青年

と い う設 定 だ け に,ロ ワザ ンの二 元 的 な性 格 「16歳 の 狂 気 」 と 「50歳 の

マ キ ャベ リズ ム」35)と は異 な り,い つそ う作 家 の 自 己投 影 は前 者 に焦 点 が

絞 られ た も の とな ろ う。 ヴ ィ ク タ ー ・ブ ロ ンバ ー トの 指 摘 の とお り,ス タ ン

ダ ール 的存 在 の な か で も つ と も作 者 に似 て い る リュ シ ア ン ・ル ー ヴ ェ ンは,き

わ だ つて 自己 探 究 の 志 向 を見 せ て い る36)。 と りわ け リュ シ ア ンが ス タ ンダ ー ル

と共 有 す る さ ま ざ まな事 項 の な か で 注 目 した い の は,テ ク ス トの な か で 「天 真

燗漫な心 coeur naïf 」と形容される性格的な特徴である

リュシア ンはあまりに醜 いと思 うことにはす べて目をそむけて きたたあに,良 家のパ

リっ子 な ら中学 最終 学年 の16才 で はや くも屈 辱 だ と思 うあ どけなな さ(naivet6)

を,こ う して23に もな るの にまだの こ して いた。彼 が世なれ た男 のまねがで きたの

も,ま った くの偶然 にす ぎない。女心 を自由にあやつ って これをわ くわ くさせる術 に

か けて は,た しか に,彼 なんか老練で ありえ たはずが ない。37)

草稿の当該箇所への 「モデル ドミニ ック彼 自身。ああ!ド ミニック彼自

身」38)という書 き込みが明示するように,こ の 「天真燗漫な心」が作者自身の

写 しである点についてはもはや論ずるまでもない。肝要なのは,こ の女性 にた

いす る 「あどけなさ」が,ス タンダールの 「感受性」をめぐる認識の基調をな

すテーマのひとつに数えられる点である39)。しかも引用箇所を含む舞踏会の場

景が最初に執筆された事実を考えあわせるならば,『 リュシアン・ルーヴェン』

の構想にもまた作家自身の 「感 じやすい魂」の物語化があったことは疑えま

い。『社会的地位』の設定を前者の第4部 として流用するプランが思いつかれ

たのも,リ ュシアンとロワザンの両者に共通する 「感受性」 という前提があつ
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たか らだ とは考 え られ ま い か。

「エ ゴチ ス ムの 回 想 』 以 前 の小 説,「 アル マ ンス』 と 「赤 と黒 』 の ば あ い,そ

れ ぞ れ の 自家 用 本 に は モ デ ル と して の作 者 の 存 在 を 示 す 「ドミニ ック」 と い つ

た記 述 は見 られ な い。 ま ず 『アル マ ン ス』 で は,オ ク タ ー ヴ の設 定 に お い て作

家 の念 頭 に あ つた モ デ ル の ひ とつ は,自 家 用 本 の 「ル ソ ー の魂 の よ うに情 熱 的

な魂 」40)と い う記 述 の 示 す と お りで あ る。 と はい え,こ れ を 文 字 ど お りに受 け

と る こ と はで き な い。1826年 の 執 筆 時,「 この 小 説 を つ く りな が ら,わ た しは

た い へ ん 憂 鯵 だ つ た」[II,101]と 回 想 され て い る よ うに,ス タ ン ダー ル 自身

が キ ュ リア ル夫 人 と恋 の 破 局 の た め に深 刻 な メ ラ ンコ リー に陥 って い た。 主 人

公 の人 物 設 定 に お い て 「ドミニ ック」 で は な く 「ル ソー」 が意 識 さ れ た の は,

『ア ル マ ンス』 の執 筆 そ の もの が 「脱 ル ソー化 」 「脱 メ ラ ン コ リー」 の作 業 だ つ

た か らで はな いだ ろ うか41)。換 言 す るな らば,ス タ ンダ ー ル は積 極 的 に 自己 を

投 影 した と は い いが た く,き わ あて 両 義 的 な感 情 を抱 き な が ら,オ ク ター ヴの

人 物 像 に 自身 の 姿 を 刻 み こん だ よ うに考 え られ る の だ。

他 方,ジ ュ リア ン ・ソ レル の性 格 にか ん して は,『 リュ シ ア ン ・ル ー ヴ ェ ン」

第2部 ・第63章 の手 稿 の 余 白 に 興 味 ぶ か い記 述 が 残 され て い る

リュ シア ンは どん な性 格 を して い るの か 。 た しか に ジ ュ リア ンの 気 力 と独 創 性 で は な

い。 これ は社 交 界 で は不 可 能 だ(1835年 に お い て,80,000フ ラ ンの 年 金 収 入 が あ る

と)。 彼 に つ い て 考 え る と き,性 格 を の ぞ けば は つ き り して い る。42)

あ き らか に リュ シア ン と ジ ュ リア ンは異 な る性 格 設 定 で あ る。 だ が そ れ 以 上 に

注 目 に値 す る2者 の相 違 は,ジ ュ リア ンの性 格 に か ん す る ス タ ンダー ル の 考 え

が は つ き り と して い る一 方 で43),リ ュ シ ア ンにつ い て はす で に小 説 の主 要 部 分

が書 か れ た あ とで あ るに もか か わ らず 性 格 の 把 握 が な され て い な い と い う点 で

あ ろ う。 奇 妙 な照 応 で あ る。 『エ ゴ チ ス ム の 回 想 』,そ して 『ア ン リ ・ブ リュ

ラー ル の 生 涯 』 の な か で 繰 り返 され る 「わ た しは どん な 人 間 で あ るの か 」 と い

う 自己 認 識 の 問 い か けを 作 者 と も つ と も共 有 す る主 人 公 の 性 格 を,ち ょ うど 自

分 自身 の 性 格 と同 じ よ うに,ス タ ン ダー ル は答 え る こ と が で き な い の だ

「わ た しは 自分 が す こ し もわ か つて い な い し,と き ど き夜 な ど に そ の こ とを 考

え る と情 け な くな る。 わ た しは善 良 な のか,意 地 悪 な のか,利 口 な のか,馬 鹿
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な の か」[II,431]44)。 両 者 に 同一 の 「感 受 性 」 の 認 識 に もか か わ らず,性 格 的

な輪 郭 に つ い て は定 め え な い とい う意 味 に お い て,リ ュ シ ア ンと は 「理 想 化 さ

れ た ド ミニ ッ ク」 で はな く,ま さに 「ド ミニ ッ ク彼 自身 」 な の で あ ろ うか 。 こ

の現 象 が意 味 す るの は フ ィ ク シ ョンを通 じて の 自己認 識 で あ り,す くな くと も

『エ ゴ チ ス ム の回 想 』 以 後,ス タ ン ダー ル は 『社 会 的地 位 」 と 「リュ シ ア ン ・

ル ー ヴ ェ ン』 とい う2つ の試 み に お い て,つ ぎの トラ シ ー夫 人 の こ とば を 実 践

した の だ と は考 え られ ま い か

わ た しは若 い頃 に歴 史 書 の よ う な伝 記(モ ー ツ ァル ト,ミ ケ ラ ン ジェ ロ)を い くつ

か 書 い た 。 そ の こ とを い ま 後 悔 して い る。 こ の うえ な く偉 大 な事 柄 に つ い て の 真 実

は,も つ と も些 細 な こ と につ いて と 同 じよ うに,到 達 す る こと が ほ とん ど不 可 能 に思

わ れ る し,で き た と して も,ほ ん のす こ し詳 細 な真 実 で しか な い。 トラ シー夫 人 は わ

た しに よ く言 つた も の だ つた。 「も はや 小 説 の な か で しか 真 実 に到 達 す る こ と は で き

な い ので す 」

わ た しに は,ほ か の どん な と こ ろ で あ つ て も,そ れ が大 そ れ た考 え で あ る とい う こ

とが,日 々 い っ そ うよ く分 か って い る。 そ うい うわ け で,わ た しは 『ル ー ヴ ェ ン』 の

206頁 まで 書 い た。[II,198.強 調 ス タ ンダ ー ル]

この 「真 実 」 の探 究 が 『ア ン リ ・ブ リュ ラ ール の生 涯』 に接 続 す る も ので あ る

こ と は,「1836年 に わ た しの 口 か ら洩 らす 説 明 」 は 「歴 史 」 で は な く,「 多 少

と も真 実 ら しい小説 」[II,go4]で あ る とい う同 書 の 記 述 に あ らわ れ て い よ う。

『社 会 的 地 位 」 の 執 筆 と い うか た ち で,ス タ ン ダ ー ル の 関 心 が 「現 在 の 自 己」

に 引 きつ け られ た の は,お そ ら くジ ウ リア ・リニ エ リ=デ=ロ ッキへ の恋 と い

う時事 的 な 問題 と も無 関係 で はあ る ま い。 作 家 の心 中 で,幼 年 期 と い う 自 己 の

最 初 の 源 泉 に遡 及 す る必 要 が つ よ ま つた の は,『 リュ シ ア ン ・ル ー ヴ ェ ン』 の

執 筆 中,3人 称 体 の 小 説 で は表 現 不 可 能 な 「真 実 」 に 思 い い た つた か らで はな

い だ ろ うか。

結 語

ス タ ン ダ ール は 「汝 自身 を 知 れ 」 と い う箴言 の 実 践 の た び に,読 者 に た い し

て 自己認 識 の 限 界 を表 明 して い る。 そ れ が ジ ョル ジ ュ ・プ ラ ンの 示 唆 す る合 理

主 義 者 と して の失 望 で はな い とす れ ば,フ ィ リ ップ ・ル ジ ュ ンヌの 考 え る よ う
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に テ ク ス トそ れ じた い が 真 の解 答 な の だ ろ うか45)。 いず れ に せ よ,『 日記 』 に

始 ま る作 家 の 自己検 討 を つ う じて 「感受 性 」 が 関心 の 対 象 とな つて い るば か り

か,そ の認 識 は た え ず再 検 討 され 深 化 され て い る こ とに も はや 疑 問 の 余 地 は あ

る ま い。 最 後 に,以 上 の考 察 を ふ ま え て 『ア ン リ ・ブ リュ ラ ール の 生 涯 』 の 特

徴 に つ い て若 干 の私 見 を述 べ て お きた い。

『ア ン リ ・ブ リュ ラー ル の 生 涯 』 で ま ず 目を ひ くの は,読 者 に た い して 自身

の 内 的 な 同一 性 が,た とえ ば 「わ た しは10歳 の と き と 同 じよ うに52歳 にな つ

て もそ うな の だ 」[II,634]と い うよ う に表 明 され て い る点 で あ る。 「感 受 性 」

に つ い て も 『エ ゴチ スム の 回想 』 の よ うな 暗 示 的 な書 き方 は見 られ な い

「そ の感 受 性 はあ ま りに は げ し くな っ た。 他 の人 び とを ほん の わ ず か 傷 つ け る もの

も,彼 を して 血 を 流 さ しめ る ほ ど 傷 つ け た」。 じ じつ わ た しは1799年 に こ の とお り

で,な お1836年 の今 日 も同 様 で あ る。[II,877]

ほかにも 「自己を見失い狂気にいたるほど感 じやすい魂」[II,658],「 極度の

感受性」[II,809]と いつた表現が認め られるが,『 エゴチスムの回想」で自ら

に禁 じたこれらの表現をもちいずには自己の形成期を語れぬことを作家は自覚

するにいたったのではないだろうか。このことは,同 書ではみ られなかつたル

ソーへの直接的な言及が 『アンリ・ブリュラールの生涯』のなかで批判的なか

たちで頻出するという現象とも無関係ではあるまい。ルソーにたいする負債と

同時に,自 身の独自性の主張という両義的な感情が批判となつて顕在化 したの

だと思われる。

しかも彼自身の独特な 「感受性」は 『アンリ・ブリュラールの生涯』の方法

の根幹にかかわっている。スタンダールの回想を支 えるのは 「感情的記憶

mémoire affective 」 に ほ か な ら ず46),彼 が 確 実 に 真 実 だ と 自 負 す る の は,

「わたしは自分の感情にかんすることにおいて しか真実性 にたいする自惚れを
●o● ● ●

も た な い 」[II,640.強 調 ス タ ンダ ー ル]と い う記 述 の とお り,彼 自身 の感 覚

だ け な の で あ る47)。こ の よ うな 認 識 を もつ ス タ ン ダ ー ル に と つ て,1人 称 の

「わ た し」 の 使 用 は絶 対 に代 替 不 可 能 な 選 択 で あ っ た と い わ ね ば な らな い48)。

も し彼 が 感 受 性 の 同 一 性 を 確 信 して いな けれ ば,「 わ た しは そ の こ とを1794年

に感 じた の と同 じよ うに激 し く1835年 に も感 じて い る」[II,700]と 表 現 す る
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ことはかなわなかつたはずだからである。真実の保証は歴史的な時間のなかで

「いま」まさに回想 しつつある 「わた し」の感覚 ・感受性なのであり,む ろん

その前提 となるのは 「過去」の 「わたし」 と 「いま」の 「わたし」 とが内的に

同一であることなのだ。この認識方法の原型が,「わたしの感覚において読み

とられた Lu dans mes sensations 」 と い う1804年 の 『文 学 日記 」 の 記 述 に

さか の ぼ つて認 め られ る こ と は も はや言 う まで もあ るま い。
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