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『ア ル マ ンス」 に お け る主 人 公 像 の造 型

高 木 信 宏

とつぜん天来の霊感をうけたかのごとく未知の物語を思いつ く,と いつたよ

うなス トーリーテラーの才にスタンダールが恵まれてはいなかつたのはよく知

られている。おそ らく同時代の政治 ・社会 にたいする強い関心,な らびに観

察 ・分析に長けた理論家 ・批評家的な資質に由来するのか。む しろ創作のスタ

イルは現実の事件や他の文学作品に着想をえて筆を執 る,と いうのが大半の

ケースである。小説家スタンダールの誕生を世に告げた 『アルマンス』のばあ

いも,執 筆の動機には閨秀作家 クレール ・ド・デュラスの未発表の書簡体小説

『オ リヴィエ,あ るいは秘密』 と,ア ンリ・ド・ラトゥーシュの手によるその

贋作がまきおこした騒動があつた。 ところで,こ れ ら先行2作 品か ら 「性的不

能」というスキャンダラスな主題を継承するさい,作 家がどのような独自の企

図をもつて処女作にとりくんだのかという問題には,い まだ検討の余地がのこ

されているように思 う。本稿の目的は,当 時の社会的 ・文学的な状況を考慮 し

ながら,こ のような小説を発表する作家の狙いをいくらかで も解明することに

ある。

1.「 オ リ ヴ ィエ 」 騒 動

そ もそ も こ と の発 端 は,1821年 末 か ら1822年 末 にか け て デ ュ ラ ス公 爵 夫 人

が不 可 能 な結 婚 を テ ー マ とす る3つ の 小 説 を 創 っ た こ と に よ る。 黒 人 と白人 の

恋 を 描 く 『ウ ー リカ』,ア ン シ ャ ン ・レ ジー ム末 期 の平 民 弁 護 士 と公 爵 夫 人 の

恋 物 語 『エ ドゥア ー ル』,そ して 性 的 不 能 者 の 恋 愛 を あ つ か う 『オ リヴ ィエ』

で あ る。 は じめ 草 稿 は パ リで も有 数 の 夫 人 の サ ロ ンで 朗 読 さ れ た 。 しか し

フ ォー ブ ール ・サ ン=ジ ェル マ ン街 の 評 価 は芳 しい もので は なか つた よ うだ。

ま ず最 初 の 作 品 『ウー リカ 』 が1823年12月,ご く親 しい友 人 へ の寄 贈 を 目的
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と して40部 限 定 の豪 華 私 家 版 と して 王 立 印 刷 所 で 刷 られ る。 著 者 名 も 日付 も

な い 謎 め いた 小 説 の存 在 は 『パ ン ドー ル』 紙 に よ つて た だ ち に人 々 の知 る と こ

ろ と な る1)。 そ れ ば か りか 偽 作 ま が い の パ ロ デ ィ ー ま で もが 現 れ る に い た つ

て,彼 女 は 自身 の名 誉 の た あ に,あ く る1824年 の3月15日,ラ ドヴ ォ カ書 店

よ り無 署 名 で 『ウ ー リカ』 の 公 刊 にふ み き る の で あ る2)。小 説 は好 評 を 博 し

た。 そ の こ と は,た だ ち に つ よ い 関 心 を も つ た ス タ ン ダ ー ル が 同 年6月 の

『ニ ュ ー ・マ ン ス リー ・マ ガ ジ ン」 誌 に よ せ た短 評 の な か で 「た ち ま ち 数 千 部

が 売 れ た」 と報 告 して い る事 実 に あ き らか だ3)。

い う まで もな く王 政 復 古 期 の文 壇 的 な環 境 に政 治 色 が な か つた わ け で は な

い。 当 時 の小 説 の 多 くは女 流 作 家 の 手 に よ る もの だ が,い か に彼 女 が リベ ラル

な考 え方 に理 解 を示 して い た と は いえ,公 爵 夫 人 と もな る と世 間 の関 心 も違 つ

た もの に な つて く る4)。 デ ビ ュ ー作 の華 々 し い成 功 の一 方,残 る2つ の 小 説 に

つ い て の 風 評 や 嘲 弄 も勢 いを 増 す 。 デ ュ ラス夫 人 が 『エ ドゥア ー ル』 を世 に 問

わ ざ る を え な くな つ た背 景 もそ の へ ん に あ るの だ ろ う5)。 もち ろん,火 に油 を

そ そ ぐよ うな 『オ リヴ ィエ』 の活 字 化 な ど は デ ュ ラス夫 人 の念 頭 に な か つた に

ちが い な い。 『エ ドゥ ア ール 』 は,ま ず 私 家 版50部 が1825年10月,つ い で 公

刊 が 同年12月,前 作 と同 様 に無 署 名 で ラ ドヴ ォ カ書 店 か ら出 され た。 パ リの

ハ イ ソサ エ テ ィの話 題 を さ ら つて きた2作 は,ほ どな く数 力 国語 に翻訳 され て

ヨー ロ ッパ 中 の注 目 を集 め,ゲ ー テ の称 賛 を え る まで にな ろ う6)。

と ころ が 『エ ドゥア ー ル』 出版 に並 行 す る時 期,デ ュ ラ ス夫 人 に ス キ ャ ンダ

ル が仕 掛 け られ る。 ア ン ド レ ・シ ェ ニ エの 詩 集 の 編 纂 者 と して,ま た女 流 詩 人

マ ル ス リー ヌ ・デ ボル ド=ヴ ァル モ ー ルの 恋 人 と して,か ろ う じて 文 学 史 に そ

の 名 を と どあ る ア ン リ ・ ド ・ラ トゥー シ ュが 『オ リヴ ィエ』 の偽 作 に着 手 し,

当 時 関 係 して い た 『19世 紀 メ ル キ ュ ー ル』 紙 上 で 出 版 予 告 の 捏 造 記 事 を 掲 載

した の で あ る7)。共 和 派 ・ロ マ ン主 義 者 の手 に よ る 『オ リヴ ィ エ』 は ラ ドヴ ォ

カ版 『ウ ー リカ』 の体 裁 を周 到 に模 倣 した の が見 事 に功 を奏 し,ま た デ ュ ラス

夫 人 側 の沈 黙 も幸 い して か,1826年1月21日 に ユ ル バ ン ・カ ネ ル書 店 か ら無

署 名 で公 刊 さ れ る や 当初 は夫 人 の作 とみ な さ れ て一 大 セ ンセ ー シ ョンを巻 き起

こ した8)。

さ て,こ こで 注 目 され る の が 『ニ ュ ー ・マ ン ス リー ・マ ガ ジ ン』 誌1826年

2月 号 に掲 載 され た ス タ ンダ ー ル に よ る ラ ト ゥー シ ュ 『オ リヴ ィエ』 の書 評 で
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あ る。 そ の筆 は作 者 を デ ュ ラス夫 人 と して はば か らな い が,今 日で は作 家 が こ

の 「オ リ ヴ ィエ』 の素 性 を知 つて い た とす る見 方 が,あ く まで 状 況 的 な 推 測 に

と ど ま る もの で は あ る が,有 力 とな つ て い る9)。た しか に 当 時 の ラ トゥー シ ュ

と の交 際 関 係 か らす れ ば,あ りえ な い話 で は な さ そ うだ。 ス タ ン ダー ル が 公 刊

前 に 『オ リヴ ィエ』 の内 容 に通 じて い た こ とは1826年1月18日 とい う書 評 執

筆 の 日付 や 物 語 の梗 概 と い つた 点 な ど か ら窺 い知 れ るがlo),約30部 の私 家 版

の 存 在 や イ ギ リスで の 印 刷 とい う架 空 の 出版 事 情 を そ の ま ま 報 告 して い る以

上,彼 が ラ ト ゥー シ ュの 偽 装 工 作 に歩 調 を あ わせ た と見 る の で な け れ ば,前 年

11月 の 『19世 紀 メ ル キ ュ ー ル 』 紙 の 捏 造 記 事 を お め で た く も受 け売 り した,

とい う こ とに な りか ね な い。

忘 れ て はな らな い の は,ス タ ンダ ール が1825年11月 の 『ロ ン ドン ・マ ガ ジ

ン』 誌 上 で 「エ ドゥア ー ル』 公刊 に先 ん じて小 説 の 粗 筋 を 紹 介 し,短 い コ メ ン

トを くわ え て い る事 実 で あ る11)。デ ュ ラ ス夫 人 の サ ロ ンに 出入 りが許 され て い

る はず もな い作 家 が この よ うに具 体 的 な詳 細 を入 手 で きた の は,そ の 当 時 足 繁

くか よ つて い た博 物 学 者 キ ュ ヴ ィ エの サ ロ ンにお いて だ っ た と さ れ て い る12)。

と い うの もキ ュ ヴ ィエ は夫 人 と親 交 が あ り,彼 女 の了 承 の も と 自分 の サ ロ ンの

常 連 た ち の前 で 夫 人 の小 説 を読 み,草 稿 を 見 せ て い るか らだ13)。つ ま り彼 は間

接 的 な が ら デ ュ ラ ス夫 人 側 の 事 情 に も通 じて い た わ けだ 。 くだ ん の 『19世 紀

メ ル キ ュー ル 』 紙 の 捏 造 記 事 が 時 期 的 に見 て キ ュ ヴ ィエ の サ ロ ンで ホ ッ トな話

題 と な らな い は ず は な く,事 の真 相 は そ れ が ラ トゥー シ ュか らに せ よ,キ ュ

ヴ ィエ か らに せ よ,い ず れ 時 を へ ず して ス タ ンダ ール の 耳 に伝 わ る状 況 に あ つ

た の で あ る。

そ の よ うに考 え て 『オ リヴ ィエ』 の書 評 に読 む と,こ れ まで ス タ ンダ ー ルが

デ ュ ラス夫 人 の作 品 に つ い て書 い た論 評 とは そ の筆 遣 い に微 妙 な 違 いが あ るの

も納 得 が い く。 『ウ ー リカ』 や 『エ ド ゥア ー ル』 に つ い て は,た とえ ば文 体 に

か ん す る意 見 な ど,誉 あ る にせ よ非 難 す る に せ よ,今 日よ く知 られ る作 家 の 文

学 観 に照 ら して い さ さか も矛 盾 す る もの で は な い

『ウー リカ』 はこれを評 した多 くの記事 よ りはるかに飾 り気 のない文体 であ る。14)

この作家 の文体 には,彼 女 の属す る特権階級臭が ある。 自分 が暮 らしている上流 階級
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で受 けいれ られない ような表現な い し文章上 の言 い回 しを使 うことを恐れ て,作 者 は

たえず感情 な り考えな りの ごく自然 な,き わ あて悲壮 な,正 しい表明 の仕方 か ら離 れ

てい る。 デ ュラス公爵夫人 は,作 家で ある限 りにおいて は,そ の女主人公 と同様,貴

族 階級 の犠 牲者であ る。 〔『エ ドゥアール』 につ いて〕15)

と ころが,こ れ が 『オ リヴ ィエ』 の書 評 とな る と,ラ トゥー シ ュ の作 と知 つ て

い た た め で あ ろ うが,文 体 に か ん す る言 及 は これ まで の 表 現 の簡 潔 さ,自 然 ら

しさ を論 点 とす る もの で はな くな つて い る

作品 は仕上が りにお いて まつた く申 し分 な く,文 体 や思想 の慎 み深 さもきわあてよ く

守 られて いるだ けに,私 と しては,た だひ とつの ことに驚 くばか りであ る。それ は,

作者が これを印刷 させ る誘惑 に負 けて しま つた ことだ。16)

「文体の慎み深 さ la bienséance du style 」という表現 は一見すると無難な誉

め こ とば と も とれ そ うだ が,こ の ば あ い は,か か る小 説 出版 の不 謹 慎 さ を や ん

わ り と貴 婦 人 にた い して 椰 楡 す る レ トリ ック と み る の が妥 当 で あ ろ う。 べ つ の

箇 所 で も出 版 の 不 謹 慎 さが 非 難 さ れ て い る よ うに,出 来 事 と して の ス キ ャ ン ダ

ラ スな 側 面 が 強 調 され た き らい が あ る か らだ。

しか しなが ら ラ トゥー シ ュ と は違 って17),こ の書 評 執 筆 時 の ス タ ン ダ ール は

デ ュ ラ ス 『オ リヴ ィエ』 の 内容 を さ ほ ど正 確 に は把 握 して い な か った と思 わ せ

る節 もあ る。 と い うの も,ラ トゥー シュ 『オ リヴ ィエ』 の女 主 人 公 ナ ン ト ゥー

ユ侯 爵 夫 人 が 父 親 ほ ど も歳 の ち が う夫 と死 に わ か れ た 未亡 人 とい う,当 節 流 行

の感 傷 小 説 に多 々見 られ る ス テ レオ タイ プ で あ る点 を と りあ げ て 苦 言 を 呈 して

い る か らだ

い つた いいつにな った らわれわれの小説家 たちは,そ の貴族的 な偏執 のみちび く常套

句か ら抜 けだす のだろうか。 なぜM夫 人が,単 に10才 年上 の男性 の未亡人 であ りえ

な いのか。 デュラス夫人 は目下流行 のこの過 ちにたえず陥 るが,こ れはウ ォル ター ・

スコ ット卿が 自 らの小説 のなかで 自然 の権利 をあき らかに して以来,ご く容易 に避 け

ることので きるものなのだ。18)

問 題 に され て い るの は,ラ トゥー シ ュが デ ュ ラス 『オ リヴ イエ』 本 来 の設 定 か

ら はな れ て 『エ ドゥア ール 』 を パ ロ デ ィー化 した部 分 で あ り,じ つさ い の夫 人
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の 小 説 で 夫 は老 人 で は な い19)。 これ ほ どま で ス タ ンダ ール が 洒 落 気 な くか みつ

い た の も,デ ュ ラ ス夫 人 の オ リ ジナ ル の設 定 が前 作 と同様 に な つて い る とい う

先 入 観 が 働 いた た め と は考 え られ な い だ ろ うか。

『ア ル マ ンス』 の構 想 は書 評 の執 筆 に 先 立 つ1826年1月3日 付 ル ヌ アー ル宛

書 簡 で す で に表 明 さ れ て い る20)。とな る と処 女 作 の着 想 は デ ュ ラ ス 『オ リヴ ィ

エ』 につ いて の噂,そ して ラ トゥー シ ュ 『オ リヴ ィエ」 を 源泉 に して い る と見

なせ よ うが,た だ しそ れ は 当時 の大 半 の恋 愛 小 説 に はな い,同 時代 の 社 会 風 俗

を あ りの ま ま に描 く とい う後 の大 作 に も通 ず る コ ンセ プ トで あ り,ま た最 初 の

執 筆 が ラ トゥー シ ュ に よ る ス キ ャ ンダ ル 工 作 の 見 事 な成 功 の あ との1826年1

月 末 で あ つた 点 か ら見 て も21),『 オ リヴ ィ エ』 の 主 題 に挑 も う とす る ス タ ン

ダ ー ル の文 学 的 な野 心 を この書 評 の仕 事 と こ と さ ら結 びつ けて 考 え るべ きで は

な か ろ う。

2.「 オ リヴ ィエ』か ら 「アル マンス』へ

と こ ろで,ほ か の ス タ ンダ ー ル の小 説 と比 べ た と き 『ア ル マ ンス』 に顕 著 な

特 徴 と して,シ ャ トー ブ リア ンに代 表 さ れ る ロ マ ンチ ック な彩 色 が濃 厚 な点 が

あ げ られ る22)。前 期 ロマ ン派 を代 表 す る シ ャ トー ブ リア ンの文 学,と りわ けそ

の 文 体 の 「誇 張enflure」 に た い す る作 家 の批 判 は文 学 史 的 な エ ピ ソ ー ドと し

て 周 知 な だ け に23),こ う した事 実 は奇 異 な感 を あ た え る もの だ。 もち ろん 卓 越

した批 評 精 神 を考 え る な らば,時 代 の文 学 的 な思 潮 の影 響 を無 自覚 に う けた 結

果 な ど と は考 え に くい。 意 図 さ れ た もの で あ る とす るな らば,そ れ が い か な る

戦 略 の所 作 で あ つた の か が 問 わ れ ね ば な らな い。

まず ラ トゥー シュ とデ ュ ラス夫 人 そ れ ぞ れ の 『オ リヴ ィ エ』 を 検 討 して お こ

う。 この2作 は 同 じ くイ ンポ テ ン ッの主 人 公 を配 して はい る もの の,じ つ さ い

に は小 説 の形 式 か ら主 人 公 た ち の キ ャ ラ ク タ ー,物 語 の 筋 立 て に いた る まで お

よ そ異 な る作 風 とな って い る。 前 者 の テ ク ス トで は,そ もそ も時 代 設 定 が ル イ

16世 統 治 下 の ア ン シ ャ ン ・レ ジ ー ム で あ り,と くに メ ラ ン コ リッ ク な青 年 が

この3人 称 の 小説 に 登 場 す るわ けで もな く,わ ず か なが ら自然 の描 写 に そ の種

の模 倣 が認 め られ る ぐ らいで あ る24)。 も つ と も これ は シ ャ トー ブ リア ンで は な

く,デ ュ ラ ス夫 人 の 文 章 の パ ス テ ィ ー シ ュを ね らつ た結 果 で あ ろ う。 と い うの
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も公 爵 夫 人 の書 簡 体 小 説 「オ リヴ ィエ」 は,自 然 描 写 の み な らず 「孤 独 」 「憂

諺 」 「夢 想 」 と い つ た ル ネ 的 モ チ ー フが 横 溢 し,テ ク ス トを濃 密 に 彩 つ て い る

か らだ。 それ もそ の はず,彼 女 は シ ャ トー ブ リア ン と親 交 あ つ く,『 ウ ー リカ』

執 筆 中 な ど順 次 そ の内 容 を報 告 して い た ほ ど文 学 的 に も著 しい感 化 を うけ て い

た25)。当 時 と して も具 眼 の読 者 に して み れ ば夫 人 の 小説 の いず れ もが シ ャ トー

ブ リア ンの 文 学 を 範 と して い る の を容 易 に見 て と れ た はず で,『 エ ドゥア ー ル」

の 書 評 に 「エ ドゥ ア ー ル と い う人 物 は シ ャ トー ブ リ ア ンの ル ネ の 敷 き 写 し

(counterpart)で あ る」 と記 す ス タ ンダ ー ル もそ の例 外 で は な い26)。

とな る と,『 ア ル マ ンス」 に シ ャ トー ブ リア ン的 な モ チ ー フが 仕 掛 け られ た

の はデ ュ ラ スの 『オ リヴ ィエ』 の 内容 を つ よ く意 識 した結 果 で は な いか,と 仮

定 す る こ と もで きそ うだ。 そ の ば あ い,ス タ ンダ ール が 公 爵 夫 人 の未 発 表 作 品

の 内容 を具 体 的 に よ く知 る機 会 が あ つた とす る ドゥ ニ ー ズ ・ヴ ィ リウ ーの 仮 説

が 前 提 とな る27)。作家 の 大 半 の 作 品 が そ うで あ るよ うに 『アル マ ンス』 も2つ

の執 筆 時 期1826年1月31日 か ら2月8日 ま で と同 年9月19日 か ら10月

10日 に か け て を もつ 。 くだ ん の書 評 執 筆 以 後 に書 簡 体 『オ リヴ ィ エ』 が

読 まれ,創 作 に影 響 を あ た え た可 能 性 も充 分 あ るの だ。

ス タ ン ダ ー ル が 読 者 に デ ュ ラ ス夫 人 の 小 説 を 暗 示 しよ う と し た第 一 の 理 由

は,主 人 公 の 秘 密=性 的 不 能 を読 み と く鍵 を あ た え る た あ で あ る。 た しか に プ

ロ ス ペ ー ル ・メ リメ の 助 言 が な けれ ば28),『 ア ル マ ン ス』 は ま た して も 『オ リ

ヴ ィ エ』 の 題 名 で ラ ト ゥー シ ュ と同 じユ ルバ ン ・カ ネ ル書 店 か ら無 署 名 で上 梓

され て しま つた はず で,そ れ が 大 きな 話 題 を と な つ たか 否 か は と もか く,少 な

く と も過 去 の経 緯 か らな に よ り も まず デ ュ ラ ス夫 人 の 作 か ど うか で 作 品 に注 目

が あ つ ま つた に相 違 な い.彼 が そ の よ うな 目論 見 を 完 全 に捨 て きれ て い なか つ

た こ と は,メ リメ の忠 告 に全 面 的 に は従 わ ず 同 書 店 よ り匿 名 で の 出 版 に 踏 み

き つた点 に あ き らか で あ り,ま た 「あ る才女 が 〔… 〕 この 小 説 の 文 体 を 直 して

くれ と頼 ん で きた」[3]と い う文 に始 ま るい か に も思 わ せ ぶ りな 序 文 に 作 家 の

一 貫 した意 図 を読 み と る こ とが で き よ う29)
。 ま た処 女 作 の刊 行 後,不 評 の 原 因

を読 者 が秘 密 を見 抜 け ぬ た め と考 え て か30),『 ニ ュ ー ・マ ンス リー ・マ ガ ジ ン』

誌 の デ ュ ラ ス夫 人 の追 悼 報 告 の な か で 『ア ル マ ンス』 が 『オ リヴ ィエ』 の主 題

に 挑 戦 した こ と が 宣 言 さ れ た事 実 か ら も3D,作 家 に と って 公 に 選 択 で き る

「鍵 」 が きわ め て限 定 さ れ た もの で あ つた の はあ き らか だ。
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しかしなが らスタンダールの狙いはそれだけだつたのだろうか。 というの

も,奇 抜な主題だけが作家の関心を夫人の文学にむかわせたわけではない,そ

う推測させる証言が残されているか らである.た とえば 『アルマンス』の執筆

中に 「エ ドゥアール』の読書か ら 「19世紀 のラ・ブリュイエール」のような

小説にするアイデアをえた旨のメモがあげられるし32),また先述の 「ニュー ・

マンスリー ・マガジン」誌の追悼文のなかでは,夫 人の文学的な貢献にかん し

て,作 品中に上流社会の忠実な風俗描写や人間観察が見 られる点,あ るいは彼

女が社交界における リベラル思想の貴重な理解者であつた点などが哀悼の念を

もつて評価されている33)。ところで,こ れ らの長所は,社 会風俗の描写という

『アルマ ンス」の掲げる基本的なコンセプ トとけつして無関係ではないはずで

ある.

ラ トゥーシュの 『オ リヴィェ』と違い,『 アルマンス』はさして世間の評判

にもならず売れ行きも芳 しくなかつた。批評家のみならず友人たちにまで不評

を買い,そ のため各頁のあいだに白紙をはさんでつくられた特製の自家用本に

は反省的,と いうよりもむしろ確認的な見地からの貴重なメモが少な くない。

とりわけ興味ぶかいのは,政 治的 ・社会的な変動の著 しい王政復古期にあつて

いかにも生彩のない貴族階級の青年たちにむけられたスタンダールの批判的な

まなざしである

偶然わた しは,チ ュイル リー宮殿を よこぎる背 の高 い金髪 の貴族青年 を目に し,こ

の本 の ことを考 えてい る。若 い貴 族 (jeune gentilhomme) と して の オ ク タ ー ヴ の

性格 はよ く描 けて いると思 う。 〔…〕イ ンポテ ンツでな いの に もかかわ らず,ロ ア ン

勲功爵の ような特権階級の若者 たちは,ジ ェジュイ ッ トで あるか,性 的不能者 のオク

ターヴと同 じくらい不幸で あるかの どち らか だ。 これ ぞ彼 らの滑稽 さだ。34)

主人公オクターヴは王政復古時代の貴族青年の典型として着想されたわけでは

ない。 ここで注 目すべ きは,む しろ凡庸 であ る 「特権 階級 の青年 たちles

jeunes privilégiés 」 と区 別 す るた あ に主 人 公 に 「貴 族=紳 士gentilhomme」

とい う語 が あ て られ て い る点 で あ る。 この 語 法 が 別 の メモ に見 られ る 「オ ネ ッ

ト ム honnête homme 」あるいは 「偉人の資質 qualité des grands 1」と い つ

た道 徳 的 ・肯 定 的 な価 値 を に な う古 典 的 な 表 現 と呼 応 す る もの で あ るの は あ き

らか だ35)。同 様 の 配 慮 は ほか の書 き こ み に も認 め られ る ば か りか36),『 ア ル マ
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ン ス」 そ れ 自体 の な か で も 「gentilhomme」 の 語 は 貴 族 と して の モ ラル に か

か わ る文 脈 の な か で 用 い られ て い る37)。い う まで もな く,こ の よ うな作 家 の確

認 作 業 の残 津 か ら窺 い知 れ るの は,当 時 の感 傷 小 説 の 美 化 され た類 型 的 主 人 公

像 な どで はな く38),ス タ ンダ ー ル的 な ロマ ネ ス クの 原 理 で あ る主 人 公 の 「崇 高

化 」 の一 端 で あ ろ う39)。

作 家 は 「こ の小 説 が 若 い人 び と に警 告 す る滑 稽 さ」40),つ ま り貴 族 青 年 た ち

の陰 気 さの原 因 に つ い て,本 格 的 な ブル ジ ョワ産 業 社 会 の隆 盛 期 に あ つて彼 ら

が 「自分 が尊 重 す る もの と,自 身 の 将 来 につ いて 予 見 す る もの と の あ い だ に矛

盾 が あ るか ら」 と い う独 自 の観 察 を お こな つて い る41)。だ が こ れ は主 人 公 の 人

物 設 定 を 念 頭 に お い た 説 明 で は あ りえ な い。 特 権 階 級 の 若 者 た ち の 直 面 す る

「矛 盾 」 は 『ア ル マ ンス」 第14章 に主 人 公 た ち の対 話 の主 題 と して と りあ げ ら

れ て い るが,ア ン リ=フ ラ ン ソ ワ ・ア ンベ ー ル の 指 摘 の とお り42),そ の 種 の

「矛 盾 」 に主 人 公 が テ ク ス ト内 に お い て も無 縁 で あ るの は言 を また な い。

だ とす れ ば 「性 的 不 能 」 とい う鍵 に よ つて,恋 愛 心 理 の 葛 藤 劇 だ け で は な

く,王 政 復 古 期 の貴 族 青年 へ の ア イ ロ ニ ーが 読 み と れ る よ うに仕 掛 け が して あ

る,そ う考 え る こ と もで き る はず だ。 『アル マ ンス』 で は単 に同 時 代 風 俗 の忠

実 な活 写 と い う よ り も,そ の風 刺 に重 心 が お か れ るが43),こ の よ うに あ え て 主

人 公 を風 刺 の対 象 と類 似 した外 見 の も と に登 場 させ る の は,の ち に も 『リュ シ

ア ン ・ル ー ヴ ェ ン』 で 採 用 され る よ うに,す ぐれ て ス タ ンダ ー ル 的 な手 法 とい

え る だ ろ う44)。と こ ろ で,問 題 と な つ て い る若 い貴 族 の シ ン ドロ ー ム こ そ,

デ ュ ラス 夫 人 の 小 説 に 顕 著 な シ ャ トー ブ リア ン的 な 主 題 す な わ ち メ ラ ン コ

リー を徴 候 とす る 「世 紀 病 」 に ほか な る ま い。 も つと もス タ ン ダー ル は,こ れ

は真 に深 刻 な 現 象 と い う よ り も貴 族 の若 者 が装 う憂 愁 の ポ ー ズ で あ り,一 種 の

流 行 現 象 とな りつ つ あ る こ と を看 破 したか らこ そ,い ち は や く風 刺 の対 象 に選

ん だ の で はあ る ま いか 。

『ニ ュ ー ・マ ンス リー ・マ ガ ジ ン』 誌1828年5月 号 の記 事 に あ き らか な よ う

に,ス タ ンダ ール が デ ュ ラ ス夫 人 の小 説 に お い て な に よ り も評 価 した の は 「フ

ラ ンス にお け るハ イ ラ イ フ の忠 実 な タ ブ ロ ー」 の提 示 で あ つた

上流社会 を描 こうと欲 す る作家 は,そ れを見,そ こで暮 らした ことが必要,か つ不可

欠 であろ う。 だが,小 説家 のほ とん どが この特権 を もつて いな いのであ る。45)
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最 上 流 の社 交 界 な どに足 を踏 み い れ た こ との な い作 家 の 目 に,名 門 貴 族 で あ る

デ ュ ラス公 爵 夫 人 は群 を ぬ い て 貴 重 な 証 言 者 と映 つ たわ けで,と うぜ ん な が ら

「オ リヴ ィエ』 の 資 料 的 価 値 も き わ あ て 高 か つた の だ.ス タ ンダ ー ル が 秀 で て

い る の は,メ ラ ン コ リッ クな 性 的 不 能 者 オ リヴ イエ ・ ド ・サ ンセ ー ル伯 爵 に 同

時 代 の貴 族 青 年 と して の リア リテ ィを 認 め た と い うよ り も,こ れ を手 が か りに

ひ とひ ね り し,同 時代 の貴 族 青 年 の 典 型 につ いて の シ ニ カ ル な解 釈 を導 きだ し

た点 で あ ろ う。 「ア ル マ ン ス』 と い う小 説 は,そ の成 否 はべ つ に して も,紋 切

り型 青 年 像 の外 観 を積 極 的 に模 倣 す る こ と に よ つて,逆 説 的 に デ ュ ラス 『オ リ

ヴ ィエ』 の単 な る同語 反 復 的 変 奏 とな るの を 回 避 し,独 自 の社 会 風 刺 を提 示 す

る仕 掛 け を もつ,と 要 約 で き る。 む ろん,こ れ が セ ンセ ー シ ョナ リズ ム を狙 っ

た ラ トゥー シ ュの二 番 煎 じで あ り う る はず が な い。 作 家 の文 学 的 な野 心 に は一

躍 文 壇 の寵 児 とな つた デ ュ ラ ス夫 人 へ の 積 極 的 な対 抗 意 識 が あ つた と見 るべ き

で あ る46)。

3.ル ソー的な 〈感 じやす い魂〉

『アルマンス』が時代設定された1827年 ともなると王政復古下のフランス社

会はブルジョワ階層を中心に大きな地殻変動のエネルギーがその臨界点に達 し

つつあつた時期である。 シャ トーブリアン,コ ンスタンら 「世紀病」の第1世

代が政治的 ・思想的に しかるべき活躍の場をもとめる一方で,ミ ュッセやサン

ト=ブ ーヴなど第2世 代が青春期をむかえていた。貴族階級を中心 とする前世

代の疎外感が大革命のカタス トロフや亡命という社会状況に直接由来 していた

ように,ブ ルジョワジーあるいは庶民階級までを包含するこの第2世 代におい

ても,背 景には政治的 ・思想的な理想と産業社会のイデオロギーとの乖離 とい

う現実があった。だが,ス タンダールが特権階級の青年たちの 「自分が尊重す

るものと,自 身の将来について予見するものとのあいだの矛盾」を指摘すると

き,そ うした同時代の精神状況が包括的に問題視されているというよりも,王

党派の貴族たちの陥つた閉塞感に焦点を絞 り,そ のとり繕 つたうわべに隠され

たある種の怯えが椰楡されているといつていい

「いつ ま で た って も猟 だ,田 園 の 美 だ,ロ ッ シ ー 二 の音 楽 だ,芸 術 だ!し か もお も し
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うそうな顔 を しなが ら,じ つは連 中は嘘をついてい るんだ。ばかな話だが,あ の連中

は,や た らに び くび くして いるの さ。 町 を包 囲 されて,篭 城 してい るよ うな気分 に

な つて いるの に,包 囲戦 のニュースにふれるのは,お 互 いに避 けあ つてい る始末だ。

情 けないやつ らさ!ぼ くも,あ あ い う連 中 の仲 間だ と思 うと腹 がた つて しようがな

い!〔 …〕ぼ くた ちは,キ リス ト教が優勢 になろ うと してい るころの,異 教 の偶像に

仕 えていた司教 みた いな もんだ。今 日で もまだ迫害者 の立場 だ し,警 察 な り予算 な り

も,ま だ こち らの もの さ。だが,お そ らく明 日に も,世 論 のために迫害 され ることに

な るだろ う」[143]

この オ ク タ ー ヴの 科 白 を もつ て,『 赤 と黒 」 第2部 ・第14章 で ジ ュ リア ン ・ソ

レル の意 識 を介 して 主 題 化 され る,王 政 復 古 期 の貴 族 サ ロ ンの退 屈 さに つ いて

の説 明 とす る こ と もで き る で あ ろ う47)。「ア ル マ ン ス』 第10章 で 引用 符 な しで

用 い られ る 「人 間 の 砂 漠 」[108]と い う,1802年 以 来 ひ ろ く人 口 に膳 灸 した

『ル ネ』 の名 文 句=紋 切 り型 は48),こ こで は 「い つ さ い の エ ネ ル ギ ー い つさ

い の 独 創 性 を追 放 し」,人 間 を 「規 格 品copie」[108]と 化 す る上 流 サ ロ ンへ

の皮 肉 に ほか な らず,い や が うえ で も歴 史 的 状 況 の 変 化 をわ れ わ れ に思 い起 こ

させ る もの だ。 ま た さ らに 自家 用 本 の書 き込 み と照 ら し合 わ せ て,ル ネ の エ ピ

ゴ ー ネ ンに堕 した世 代 へ の作 家 の椰 楡 と読 ん だ と して も さ ほ ど見 当 はず れ で は

あ る ま い。

デ ュ ラ ス夫 人 の 『オ リヴ ィエ』 で は,こ う した政 治 的観 点 か らの 風 俗 へ の言

及 が抜 け落 ち て い る。 た とえ ば貴 族 サ ロ ンが 女 主 人 公 ル イ ー ズの視 点 か ら嫌 悪

す べ き対 象 と して 語 られ る と して も,そ の理 由 は サ ロ ンで の会 話 が 「心 情 の 吐

露 」 を伴 う こ との な い,人 間 を 疎 外 化 す る こ と ば の交 換 だ か らで あ り,反 対 に

主 人 公 た ち に よ つて称 揚 され るの は,幼 少 期 の 環 境 や 教 育 が もた ら した繊 細 な

感 受 性 や,近 親 者 た ち と い と な ま れ る特 権 的 な感 情 生 活 で あ る49)。そ の意 味 で

は シ ャ トー ブ リア ン,あ るい は ジ ャ ンニ ジ ャ ック ・ル ソーの 詩 学 的 領 域 を大 胆

に踏 み だす 試 み と は い え な い が,こ う した 内 面 性 の 表 出 を め ざす 文 学 に あ つて

特 異 な の は,『 オ リヴ イエ』 の言 説 構 造 に お い て 主 人 公 の 「メ ラ ン コ リー」 が

風 俗 的 な背 景 と重 ね 合 わ さ れ な が ら謎 と きの コー ドと して の機 能 を 帯 びて い る

点 で あ ろ う50)。風 俗 と して の 「世 紀 病 」 に 醒 あ た 視 線 を介 して言 及 す る こ と

で,『 ア ル マ ン ス」 も ま た 「オ リヴ ィ エ』 の 手 法 を お お む ね 継 承 して い る と

い つて い い
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オク ター ヴの うちに認 め られ るさまざまの異様な徴候 に不安 をお ぼえ た夫人 は,息

子 が胸を患 つて い るので はないか とおそれ ていたのだ った。 〔…〕医者 たちは心 得 た

人 た ちで,夫 人 にむ か って,息 子 さん はちか ごろの こう した身分 の青年 につ き もの

の,万 事 に不満 で批判 的に なる例の憂欝症 にか か って い らつ しゃるにす ぎません と

言 つた。[10コ

だ が,き わ めて 重 要 な違 い は,デ ュ ラス夫 人 に と つて世 紀 病 と性 的 不能 の組 合

せ は不 可 能 な結 婚 と い う一 連 の テ ー マ に沿 い,お そ ら くは偶 発 的 な事 件 を ヒ ン

トに成 立 した選 択 だ つた と思 え るの に た い し5D,ス タ ンダ ー ル に して み れ ば こ

の組 合 せ が 社 会 風 刺 のみ な らず 文 学 的 な戦 略 を た て る うえ で の決 定 的 な アイ デ

ア とな つた と い う点 で あ ろ う。 す な わ ち,あ る種 の通 俗 的典 型 の外 観 の した に

隠 され た 真 実,と い つ た図 式 で あ る。

「ア ル マ ンス』 は 『オ リヴ ィ エ』 のパ ロデ ィで あ るの は ま ち が い な い が,し

か し悪 意 に も とず く戯 画 的 な ラ トゥー シ ュ の もの とは大 き く異 な り,そ の様 態

は きわ め て 複 雑 だ 。 同 時 代 の典 型 的 貴 族 青 年 へ の ア イ ロニ ー とは べ つ に,テ ク

ス ト間 レベ ル で いえ ば オ ク タ ー ヴ は オ リヴ ィエ の ア ンチ テ ー ゼ で あ り,同 時 に

そ の 分 身 的 な存 在 で もあ るの だ。 た とえ ば 第12の 書 簡 で オ リヴ ィ エ は 自身 の

心 の病 を つ ぎの よ う に説 明 して い る 「お と ぎ話 で描 か れ る ク リス タル の壁

の よ うな もの に よ つて 自分 が 隔 て られ て い る と感 じて い る人 々 が い ま す。 人 び

と はお た が い に姿 を 見,こ と ば を交 わ し,そ ば に近 づ きは す る。 で も心 を通 わ

せ る こ と は あ りませ ん」52)。この 「ク リス タ ル の壁 」 は,な に よ り も特 権 的 な 内

面 性 を 共 有 す る主 人 公 た ちが 社 会 の なか で お ぼ え る違 和 感 の表 明 で あ る と と も

に,作 品 の 審美 的 な 価 値 観 をつ よ く喚 起 す る モ チ ー フで あ る。 そ の よ うな彼 ら

の 関係 は,た とえ ば 情 熱 的 な存 在 ル イ ー ズ に対 置 さ れ た姉 ア デ ー ル の理 性 的 な

目を とお して,つ ぎの よ う に語 られ る

仰有 ることを信 じた くあ りません。 む しろ,ご 心 中を察 したい。そ して,悲 痛 なお話

のなか にあるのが,あ ま りに も傷 つ きやすい心 のつ くりだ した妄想であ ることを確か

あたいのです。 これ こそ,ず いぶん長 い ことあなたの 日常を悩 ま しつづ けて きた,あ

の繊細 さ,感 受性 の結実 なんですわ。 多 くの人 々同様,あ なた も自らの美質 による欠

点 をもつているのです。憶 えておいでですか。 わた したちの子供の頃を。わた したち

の青春 を。 そ して,あ なたの悲 しみ と秘 かな不満を。 あの時 も今みたい に,慰 めの こ

とば にいつさい心 を閉 ざ しておいでで したけ ど,で もルイ ーズはあなたの心 に入 るこ
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とがで きた。彼女 だけが あなたの内心 を読 み,ど のよ うな乱 れた気持ち も鎮あ る力を

もって ま したね。彼女 はあなた自身 の通訳 にな つて,よ くあなたに向か ってあなたの

心を解 きあか したもので した。 〔書簡第15〕53)

「繊 細 さd61icatesse」 「感 受 性sensibilit6」 「傷 つ き や す さsusceptibilit6」

主 人 公 の生 来 の 資質 を あ らわ す た あ に動 員 され た これ らロ マ ン主 義 的 色 彩 の濃

厚 な 語 群 は,ス タ ン ダ ー ル に と つて み れ ば た だ ち に ル ソ ー 的 な 〈感 じや す い

魂 〉 を連 想 させ る特 徴 だ つた こ と は想 像 にか た くな い。 ま た,い と こ 同士 の オ

リ ヴ ィエ とル イ ー ズ の恋 の情 念 は,2人 の 幼 い 日 々 の追 憶 と不 可 分 離 な点 で,

『ル ネ』 に描 か れ た 禁 断 の 恋 に も通 じ る もの が あ る。 だ と す れ ば,『 ア ル マ ン

ス」 の主 人 公 た ち の親 戚 関 係 とい う設 定,い や そ れ 以上 に 「薄 気 味 の悪 い ほ ど

性 格 が 似 て い る」[265]と い う精 神 的 な親 近 性 が54),こ の よ う な文 学 的 先 例 を

意 識 せ ず に考 案 さ れ た可 能 性 は きわ あ て小 さか ろ う。 そ れ ば か りか,こ こ に見

られ る 「あ ま りに も傷 つ きや す い心 の つ く りだ した 妄想 」 と い つ た ル ソ ー的 な

モ チ ー フ は 「ア ル マ ンス』 で もつ ぎの よ うな か た ち で現 れ て い るの だ

アルマ ンスは自分 に もは つきりと説 明がつかな いものの,オ クターヴが,人 間 を不幸

に もし,愛 されるだけの値 打あ る人 物に もす る,あ の一種の度 はずれ た感受性 の犠牲

にな つている人 だ と感 じていた。 はげ しい想像力か ら,自 分 の手 に入れ ることので き

ない幸福 を誇張 して考 えていたのだ。[40-41]

主 人 公 の人 物 設 定 にか ん す る 「ル ソ ー の よ うに 情 熱 的 な魂 の 持 ち主 」とい う 自

家 用 本 の記 述55),さ らに作 品 に付 さ れ た 「ル ソ ー と同様 に あ わ れ な オ ク ター ヴ

は幻 と戦 つて い る」[139]と い う注 記 を読 む な らば,ル ソー 的 な要 素 が基 本 コ

ンセ プ トと して あ つた こ とは 明 白 で あ る56)。また 時 と して 『ア ル マ ン ス』 の 文

章 の 律 動 や抑 揚 が 打 ち 克 ちが た く 『新 エ ロ イ ー ズ』 を想 わせ る こ と も,ジ ョル

ジ ュ ・プ ラ ンが 指 摘 して い る57)。 こ う した 側 面 に もス タ ンダ ー ル に よ る 『オ リ

ヴ ィエ』 解 釈 の一 端 を認 め な いわ け に は いか な い の だ。

と ころ で,ス タ ン ダー ル は 「ク リス タル の 壁 」 と い う表 現 をつ ぎの よ うに ア

レ ン ジ して 自分 の テ ク ス トに組 み 込 ん で い る

ぼ くは高慢な人間で,自 分 と他人 とのあいだにダイヤモ ン ドの壁 をは りめ ぐらしてい
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る。 た だ,き み が 目の 前 に いて くれ る と,こ の ダ イ ヤ モ ン ドの 壁 が 消 え て しま うん

だ。 きみ の前 で は,け つ して ぼ く は もの を 悪 意 に解 釈 す る こ と はな い。[105〕

『オ リヴ イエ』 の 「ク リス タル の 壁 」 は,た とえ 読 者 が 「鍵 」 を 了 解 して い た

と して も,主 人 公 に よ る世 紀 病 の表 明 と も読 め るの に た い して,『 ア ル マ ンス』

の 方 は 「ダ イ ヤ モ ン ドの壁 」 と い う語 の使 用 に よ つて,ま ず 第一 に 先 行 作 品 を

想 起 させ る機 能,つ ま りテ ク ス トの 「鍵 」 の 暗示 とい う役 割 が あ た え られ て い

る と も見 な せ る。 しか も恋 心 の 自覚 な しに ア ル マ ンス と交 わ す 対 話 が,オ ク

タ ー ヴ に心 の平 静 と社 交 面 で の積 極 性 を もた らす とい う心 理分 析 に は,や は り

主 人 公 と社 会 の不 和,「 通 訳=解 釈 者 」 と して の 恋 人 の存 在 と い う 『オ リヴ ィ

エ』 の図 式 が 踏 襲 さ れ て い る。 しか しな が らデ ュ ラ ス夫人 の テ ク ス トとの 大 き

な相 違 は,こ の透 明 な壁 とい う暗 喩 が主 題 論 的 に 見 て テ ク ス ト内 で の い つ そ う

豊 か な関 係 性 の形 成 に も一 役 買 つて い る点 で あ ろ う.ス タ ン ダ ール が 「ク リス

タ ル」 にか えて 選 択 した 「ダイ ヤ モ ン ド」 とい う語 は,第1章 で 主 人 公 に イ ギ

リス産 の馬 を あ たえ る た め に母 親 が す す ん で処 分 す る ダイ ヤ モ ン ド,つ いで 第

18章 の気 を 失 つた ア ル マ ン ス の胸 元 を か ざ る ダ イ ヤ モ ン ドの十 字 架 な ど と呼

応 す る き わ め て興 味 ぶ か い モ チ ー フだ が58),こ の視 覚 的 な 暗 喩 が 「もの を 悪 意

に解 釈 す る」 と い う主 人 公 の現 実 認 識=ヴ ィ ジ ョンの 問題 と連 結 して 提 示 され

て い る点 で,『 ア ル マ ンス』 の テ ク ス トは 〈イ リュ ー ジ ョ ン〉 と い う ロ マ ン主

義 的 な テ ー マ を さ らに深 化 させ る の で あ る。

4.ロ マ ン チ ッ ク ・ ヒー ロ ー と して の オ ク タ ー ヴ

王政復古時代のパ リ。理工科学校を卒業 した20歳 の貴族青年は,両 親の願

いもあつて軍職を断念 し,い わば無為の生活に甘んじる。唯一の悦びが 「ひと

りっきりで暮 らすこと,だ れにも自分に話 しかけさせないようにして暮 らすこ

と」[15]で ある奇妙な青年。現実生活のできごとと自身の考え方がたえず齪

酷をきたし,他 人との関係よりも孤独な夢想を好む青年である。「いままでに

僕にできたことといつたら,自 分を知 ることだけで した」[15]と 母親に打ち

明けるオクターヴの姿は,作 家自身の大いなる関心事が青年期から終生一貫 し

て自己の探求だった事実を思いおこさせ もしよう。また 「彼の自分自身にたい
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する理性的判断からは,少 年時代の彼の全行動を律 していたあの論理癖,峻 厳

で過酷で,そ の過酷 さじたいにみずから満足をおぼえていた感のあるあの論理

癖はすでにその跡を絶 つていた」[135]と いうくだりを目にするな らば,お よ

そ外見 とはうらはらに主人公の自己認識が,ウ ェルテル系譜のロマンチック ・

ヒーローたちの耽 る内省的態度とはいささか性質を異にしているのが自ずと理

解される。また,こ こにあきらかなストイシズムはオクターヴの 「ジャンティ

オム」「高潔さ」 といつた側面をあらわすのに不可欠な要素であろうし,そ もそ

も 〈ノブレス ・オブリージュ〉をまさに体現する 「義務の権化」[9]と いう性

格設定 じたいが,「わたしに欠けているもの,そ れはまさに義務の感情なので

す」 と自らについて語 るデュラス版主人公へのいわばアンチテーゼとして意図

されたものにちがいない59)。くわえて 「論理癖」という点に注目するならば,

実相はともかく作家の 〈論理〉への傾倒という,メ リメの追想する逸話を思わ

ずにはいられない60)。自伝的要素の作品への転移 というスタンダール特有の現

象 はこの処女作にもまた顕著に認あ られるのである。

しかしながら主人公オクターヴの人物設定において問題なのは,メ リメの回

顧する両義的な作家像と類似するどころか,こ れ らの性格的要素による組立が

はなはだ逆説的な構造を有 している点であろう。 オクターヴの心理は「狂気」

と 「理性」のあいだで揺れ動 く弁証法的な展開を見せる。いや 「理性」す らも

「狂気」の一形態のように思える61)。物語は 〈感 じやすい魂〉の持ち主が絶対

的な障害のために自らが享受できない 「幸福」,す なわち 「恋愛」をもちまえ

の 「はげ しい想像力」で過大視するところにはじまる。高潔な青年は恋をしな

いという誓いを自らに課 し,誇 持をもつことで絶望か らの回復をはかろうとす

る。自分の病を克服 しよう,あ らたに内的な均衡を獲得 しようと闘い苦悶する

その姿がロマン主義そのもののアレゴリーのようにも見える点で,オ クターヴ

はロマンチック ・ヒーローなのだといえぬこともない。 もちろん 「義務が声高

に命 じないかぎり,行 動する動機が見つか らないかのような」[8]主 人公を,

当時の特権階級の若者にありがちな立身出世欲の欠如,実 利的で現世的な生活

にたいする無関心 といつた傾向に短絡的に結 びつけることはできない。オク

ターヴの行動原理において「義務」にあたえられた実際の役割は,シ ョウシャ

ナ ・フェルマ ンの表現を借 りるな らば,主 人公自身を 「欲望の零度状態に凍

り」つかせ,欲 望か ら遠ざけることにある62)。『赤と黒』のジュリアン ・ソレ
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ルにあっては 「義務」が,欲 望と連携 しながら行動力のダイナ ミズムを産みだ

す肯定的要素として導入されているのとは大 きく異なる点で,じ つに興味ぶか

い設定だ。 しか し自らを 「義務の権化」となす克己的な努力が徒労におわつて

しまうのも,オ クターヴの 〈感 じやすい魂〉の宿命が 「不可能なもの」への飽

くなき執着であるか らにほかならない。 したがつて回帰する欲望 と挫折感が,

作 中 で 「メ ラ ン コ リー の発 作 accès de mélancolie 」 な ど と称 され る,暴 力

的で常軌を逸 した行動に主人公を走 らせるわけであり,主 人公のおかれた状態

に理性と平安を約束できるのはただひとつ 〈恋愛〉だけという道理になる。

このように 「性的不能」 という主題から着想 された心理分析的な図式は,も

ちろんデュラス 『オ リヴィエ』にはない独創的アイデアで,お そらく写実的な

創作というよりも作家の工房で練 られたきわめて実験色の濃い試みといえるだ

ろう。「きみが目の前にいてくれると,こ のダイヤモンドの壁が消えて しまう

んだ」 という主人公の科 白の意味はもはやあきらかで,「 ダイヤモンド」 とは

「激 しい想像力 imagination passionnée 」 の つ く りだ す イ リュ ー ジ ョ ン(錯

覚,幻 想)の 暗喩だとするのは,『恋愛論』のなかで結晶作用を説明するさい

に,「ザルッブルグの小枝」 とともに 「ダイヤモ ンド」の比喩がもちいられて

いた点から見てもしごく無難な解釈であろう63)。だか らといつて,こ こでただ

ちに主人公の現実認識が理性的でないとか,あ るいは特殊であるといったこと

を問題に したいのではない64)。注目すべきは,ロ マン主義時代の主人公にいか

にも似つかわしい主人公のイリュージョンが,テ クス トのなかにしかるべ く配

置されて,象 徴的な役割をはた している点なのであるO

第1章 に登場するオクターブの 「部屋」,そ れは単なる風俗的な細部 として

物語の背景に埋没して しまうことはない。陰気なマリヴェール邸の 「サロン」

と「庭」の描写がけつしてその住人の 「精神生活」 と無縁ではないよ うに,つ

づ くこの私的な空間への言及にも主人公の内面との呼応関係を見ないわけには

いくまい。「青年子爵オクターヴの部屋は,サ ロンのうえに設けられ 階下の

肝心な部屋の美観のたあに犠牲となつて,そ の高さはやつと中2階 ほどの もの

だつた」[12]と いうくだりには,両 親の強い懇願に入隊の計画を断念 した自

己犠牲のみならず,性 的不能の主人公に重 くの しかかる由緒ある家系の継承と

いう責務が 「部屋」の規模や位置関係によつて示されている。さらに興味ぶか

いのは,第2章 で自殺を思いとどまつたオクターヴが 「息のつまるように天井
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の低い」 自室にかわるものとして思い描 く理想の 「サロン」である

オ ク タ ー ヴ に は ボ ニ ヴ ェ邸 の豪 奢 な サ ロ ンが う ら や ま し く思 え た。 「あ そ こ は少 な く

と も20フ ィー トの 高 さ は あ る。 あ あ い う と こ ろな ら,ず い ぶ ん の び の び と息 が つ け

るん だ が な 。 そ うだ!〔 … 〕 例 の金 の使 い み ち が こ こに あ る。 ボ ニ ヴ ェ邸 み た いな サ

ロ ン をつ くろ う。 お れ だ け が そ こ に 出入 りす るん だ。 〔…〕 い つ で も,そ の部 屋 の 鍵

は時 計 の く さ り につ けて も つて い よ う。 書 類 入 れ の鍵 よ り も小 さ くて,目 だ た な い よ

うな鋼 鉄 製 の 鍵 だ 。[32-33]

理想の 「サロン」を主人公が じつさいに手に入れたのかどうかは不明だが,こ

の他者を排除す る特権的な空間を内面性そのものの延長と見るならば,夢 想 さ

れる天井の高 さが象徴するものが癒 しがたい主人公の渇望であることは容易に

読みとれよう。内的な閉塞感のアナロジーを無意識のうちに空間になぞるオク

ターヴは,さ らに興味ぶかい ことに 「サ ロン」にふ さわ しい装飾品 と して

「鏡」を思い浮かべる

部 屋 には高 さ7フ ィー トの姿見 を3枚 お く。部屋 の飾 りとしては,な んだか陰気 で,

それでいて豪華 なものだが,お れ は昔か らまった くこれが好 きだ った。 サ ン=ゴ バ ン

でつ くつてい る,い ちばん大 きな姿見 はどれ くらいの大 きさだ ったかな」[33]

精神分析的な見地に立てば,こ の巨大 な3枚 の 「鏡」には主人公のナルシシズ

ムの問題を検討すべき箇所なのであろうが65),こ のモチーフの担 う役割はけつ

してそうした領域だけにとどまるものではあるまい。小説の構成という観点に

たつならば,理 想の空間同様,「 鏡」は主人公の現実において欠如 したなにかを

喚起 していよう。理想的な 「鏡」 に映 しだされるべきは,性 的不能者という重

苦 しい自己認識から解放 され,非 日常のなかに理想化された自らの姿なのでは

あるまいか。 ところで,自 身の映像に見とれる視線は,じ つは自身がそのよう

に見つめられるのを望む他者の視線,す なわちイマジネールな恋人のまなざし

に同一化するものでもあろう。美男子オクターヴを語るにあたつてナルシスの

神話が示唆的なのは,そ のような視線の二重化という意味においてである。お

そらく夢想 される 「鏡」に読みとるべきは,「 自己」であると同時に 「恋人」

であるという,眼 差 しのメ トミニックな転換であるように思える。いずれにし

ても,ア ルマンスというヒロインの物語論的な役割がオクターヴの思考内容の
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「反 射 装 置 」 だ と い う グ ラ ハ ム ・ジ ョー ン ズ の 指 摘 を 思 い お こす な ら ば66),

「鏡 」 の モ チ ー フ は2者 の双 生 児 的 な性 格 の 類 似 と い う特 徴 に もよ く符 合 す る

もの だ ろ う。 しか も彼 女 は ま るで 水鏡 の よ う な 「じっ と見 つ あ る,深 み を た た

えたまなざ し regard fixe et profond 」[58]を もつ 。 主 人 公 の この 夢 想 が 登

場す るのが第2章 であることを考えるならば,「鏡」のモチーフは主人公たち

の恋を象徴的に予告すべ く配置 されているといえようか。

もちろんスタンダールは 「夢想家」の単なる人物描写を目指 したわけではあ

るまい。第2章 の 「鏡」のモチーフはこのまま象徴的な役割におわつて しまう

ものではな く,物 語の展開のなかで ドラマチックな連携を見せ,主 人公の 〈感

じやすい魂〉をよりよく表現することになる。『ハムレット』からの引用をエ

ピグラフに掲げる第17章 で,ア ルマンスへの愛を自覚 し,恋 愛を禁 じた自ら

の誓いを破 つてしまつた主人公の苦悶の描写は圧巻である。オクターヴは錯乱

状態に陥 り,夜 明けがたまで気を失 う。彼は手折った栗の若木で穴を掘 り,ア

ルマンスか ら贈 られた財布にくちづけ して埋めるが,こ こは作家が 『アルマン

ス』を語 るときしば しば引 き合 いにだす 『クレーヴの奥方』,そ の 「杖」 と

「リボン」のモチーフを想起させるものがあろう。それはともか く,問 題の箇

所 はつづ く第18章 の主人公の城館への帰途を描 く場景にある

オクターヴは館か らか な り遠 いと ころにいた。帰 りつ こうと森を よこぎりなが ら,

彼 は思 つた。「ああ,昨 日 も,こ のあた りには猟 を して いる子供た ちが いた つけ。 ど

こかの不器用な子が生 け垣のか げか ら小鳥 を撃 と うと して,ま ちが っておれを殺 して

くれた らな 〔…〕」

この朝,オ クター ヴの調子 にはい くぶん狂気が うかが えた 〔…〕 や つと,庭 の小 さ

な門か ら館 に帰 りついたが,彼 が最初 に見か けたの は,ア ルマ ンスの姿 だ った。 彼 は

立 ちす くんだ。血 が凍 る思 いだ つた。 こんな に早 くアルマ ンスに会 うとは思 つていな

か つた のだ。 アル マ ンス は遠 くか ら彼 の姿 を認 め ると,微 笑 しなが ら駆 け よつて来

た。小鳥 のよ うなかわい らしさ,軽 やか さだ つた.[169-170]

興味ぶかいことに 『アルマンス』には,い わゆる恋人たちの出会いの場面がな

い。気 さくに会話する間柄にすぎなかつた2人 がその関係を一変させてしまう

契機 となるのは,ナ ルシシズムの破綻 したオクターヴがアルマンスのことばに

プライ ドをいたくくす ぐられる箇所であるが,こ の結晶作用の過程で彼の目に
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彼女の姿がどう映つたのかはつまびらかにされていない67)。その意味では,こ

こにいたつてはじめて主人公の恋のヴィジョンが登場するといえよう。恋 と義

務 との葛藤のもた らす錯乱のたあか,「小鳥」と間違え られて死ぬことを願 つ

た男の視界に恋人の姿が 「小鳥」のように現れる。あたかも鏡にうつる映像の

ごとく,ど こか しら非現実的な雰囲気がある。 このような主人公のナルシス的

な視線は,さ らに第29章 におかれたオクターヴの 「秘密」の告 白が こころみ

られる場面にもみることができる

オ ク タ ー ヴ は恐 怖 に 打 た れ た よ うに 彼 女 の前 に 立 ち つ く し,こ と ば を 続 け る こ と も

で きず に い た。 お び え た よ うな 彼 の 眼 は,怪 物(monstre)の 幻 影 で も見 た か の よ う

に眼 前 の 一 点 を 見 つ め て い た。 〔…〕 「き み は ぼ くの愛 情 を疑 つて はい な い。 だ が,き

み に恋 い こが れ て い る この ぼ くと い う男 は な に も の だ ろ う。 人 で な し(monstre)な

ん だ」

これ だ け い うと,オ ク ター ヴの感 動 は 消 え た よ うだ つた 。 突 然,彼 は怒 り狂 つ た男

の よ うに な り,ひ き とめ よ う とす るア ル マ ン スの うで を ふ り ほ ど いて,逃 げて い つ て

しま った。[強 調 ス タ ンダ ー ル,277-278]

ショウシャナ ・フェルマンが指摘するとおり,「怪物の幻影」とは主人公自身

の姿であり,秘 密を知 つた 「恋人」が自己になげかけるにちがいない視線を主

人公が先取 りしているのはあきらかだ68)。自らのイマジネールな 「鏡」,ナ ル

シス的な視線に囚われて錯乱するオクターヴの姿 は,宿 命 と対峙 したときの

シェークスピアの主人公たちを思わせもしよう。「情熱的な想像力」によつて

劇的に喚起 される 〈感 じやすい魂〉の底知れぬ懊悩や戦標は,過 剰な自尊心に

苦 しむ自己陶酔型の人物の悲惨や,性 的不能者一般にむけられる不寛容な視線

を律儀なまでに内面化 した高潔な紳士の悲劇などといったような図式的な把握

の仕方を無効にしてしまう。

5.バ イ ロ ン的 な相貌の下 に

『ア ル マ ン ス』 の 主 人 公 像 の造 型 を 問題 に す る ば あ い,ジ ャ ン=ジ ャ ッ ク ・

ル ソー とな らん で無 視 す る こ とが で きな いの が,イ ギ リス の詩 人 バ イ ロ ンの存

在 で あ る。 この 「イギ リス人 た ち の ル ソー」 の い くつ か の 特 徴 が69),オ ク ター
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ヴの 人 物 像 に刻 印 さ れ て い る こ とは す で に指 摘 され て い るが70),そ れ が ど の よ

うな 意 図 の も と に設 定 され た のか を,こ れ まで の われ わ れ の考 察 と関 連 さ せ な

が ら検 討 して み た い。

『ア ル マ ンス』 の テ クス トは主 人 公 の人 物 描 写 で は じま る 「豊 か な才 気,

す ら り と高 い身 の 丈,上 品 な もの こ し,す ば ら し く美 しい大 き な黒 い 目 は,オ

ク ター ヴの存 在 を,社 交 界 の も つ と もす ぐれ た 青 年 た ちの あ いだ で も際 だ つ た

もの に して もい い はず だ つた が,彼 の あ れ ほ どや さ しい 目つ きの なか に刻 み こ

ま れ て い るな に か 暗 い か げ を 見 る と,彼 を う らや ま しい と思 う よ り は,気 の毒

に思 う気 持 ち が さ きに た つて しま うの だ つた 〔…〕 彼 の深 い憂 響 の 原 因 が なん

で あ つた にせ よ,オ ク ター ヴは年 に も似 合 わ ぬ人 間嫌 い と見 え た 」。 つづ い て,

伯 父 ス ー ビ ラー ヌー 等 騎 士 よ る 「ル シ フ ェル の化 身 」 とい う形 容,主 人 公 に よ

る孤 独 癖 の告 白,さ らに 「彼 の情 熱 は あ た か も別 世 界 に 源 が あ つて,こ の 世 に

あ る もの に はす こ し もか か わ りが な い か の よ うだ つた」 とい う母 親 の観 察 に い

た る まで,第1章 をつ う じて浮 か び あ が る主 人 公 の ポ ー トレー トは,バ イ ロ ン

の 諸 作 品 に登 場 す る主 人 公 た ち も つ と もそ れ らは い ず れ もバ イ ロ ン 自身 の

自画 像 に ほか な らな い の だ が71)と 同 じ く,外 見 の下 の窺 い知 れ な い秘 密 の

存 在 を暗 示 させ る もの だ。 また 「メ ラ ン コ リー の 発 作 」,「狂 気 の 発 作 」,「人 間

嫌 いの 発 作 」 な ど と じつ に様 々 に称 され る主 人 公 の激 しい激 高 は72),い う まで

もな くバ イ ロ ンの 伝 記 的 ・神 話 的 な領 域 に お いて な じみ の もの で あ。 さ らに第

6章 の オ ク タ ー ヴ と ボ ニ ヴ ェ侯 爵 夫 人 の会 話 「つ ま り僕 に は良 心 とい う も

の が な い ん で す 。 僕 に は,あ な たの お つ しゃ る内 的 感 覚 と い う もの が あ る とは

全 然 思 え ま せ ん」/「 あ な た こ そ,ま さ に,わ た した ち が 反 逆 者 と呼 ぶ 人 な ん

で す わ」[強 調 ス タ ンダ ール][70]を 目 に す る な らば,「 反 逆 者 」 とい うバ

イ ロ ン的 人 物 像 を 主 人 公 の姿 に 重 ね あ わ せ ず に い られ ま い。 第18章 お よ び最

終 章 で の ギ リシア独 立 戦 争 とい うモ チ ー フが 現 れ る と き,物 語 の 歴 史 的 な背 景

とい う以 上 の意 味 が 当 時 の読 者 に は読 み とれ た はず で あ る。 ま た直 接 的 な言 及

と して は,第4章 で ア ル マ ン ス が友 人 に見 せ る 「バ イ ロ ン卿 の 肖像 画 」,第5

章 と第7章 の バ イ ロ ン 『ドン ・ジ ュア ン』 か らの 引 用 に よ る エ ピグ ラ フ な どが

あ げ られ る。 ち な み に読 者 の理 解 を こえ た次 元 で は,主 人 公 の 形 容 に頻 出 す る

「奇 妙 なsingulier」 と い う語 が 作 家 の私 信 の な か で バ イ ロ ンを評 して 使 わ れ た

事 実 も,作 家 の イ マ ジネ ー シ ョ ンの軌 跡 を窺 わ せ る もの で あ ろ う73)。
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この よ うに,ル ソ ー的 な 〈感 じや す い魂 〉 を もつ 人 物 像 を具 象 化 す る に あ た

り,作 家 が そ の 知 遇 を え た詩 人 の面 影 を 『ア ル マ ンス』 の テ クス トに積 極 的 に

採 りい れ た こ と は否 定 しが た い。 で は「エ ドゥ ア ール はル ネの 敷 き写 しで あ る」

と い う ス タ ンダ ー ル の言 に倣 って,オ ク ター ヴ は バ イ ロ ン卿 の コ ピー で あ る,

と はた して いえ る の だ ろ うか。

文 学 的 な影 響 関 係 と い う点 で は,シ ャ トー ブ リア ン とデ ュ ラ ス夫 人 の ば あ い

と は異 な り,小 説 家 と イ ギ リス詩 人 の あ い だ で は事 情 が や や 複 雑 で あ る。 まず

ミ ラ ノ滞 在 中 の1816年9月 末,か つ て 『エ デ ィ ンバ ラ ・ リヴ ュ ー』 誌 に 掲 載

さ れ た フ ラ ン シ ス ・ジ ェ フ リに よ るバ イ ロ ンの 『海 賊 』 と 『ア バ イ ドスの 花

嫁 』 の書 評 を読 ん で,ス タ ン ダー ル が 自 らの ロマ ン主 義 文 学 観 を形 成 す る の に

大 きな 影 響 を 受 け た こ と は周 知 の とお りで あ る74)。つ い で1816年10月16日

の ス カ ラ座 で の詩 人 との 邊 遁 とつ づ く短 い交 際 が33歳 の 作 家 に強 烈 な 印 象 を

あ た え た こ と は,公 私 に わ た る詩 人 へ の言 及 に あ き らか だ75)。 さ しず め そ の 人

物 像 は ロマ ン主 義精 神 の 体 現 者 と して 終 生 心 に と ど ま りつ づ け る もの で あ つた

ろ う。 しか しな が ら ヴ ィク トル ・デ ル ・リ ッ トの考 え る よ うに,詩 人 の文 学 の

方 はあ る時 期 を さ か い に して魅 力 を 減 じて しま つた よ うだ76)。そ の こ と は,た

と え ば ス タ ン ダ ー ル の ロ マ ン主 義 マ ニ ュ フ ェ ス ト 『ラ シー ヌ と シ ェ ー ク ス ピ

ア』 に,「 バ イ ロ ン卿 は,崇 高 で は あ るが 代 わ りば え が な い い くつ か の英 雄 書

簡 体 詩 と,死 ぬ ほ ど退 屈 な多 くの悲 劇 の作 者 で あ る が,ロ マ ン主 義 者 た ち の

リー ダ ー な ど で は ま つた くな い」 と,う つて か わ つて 批 判 的 な 見 解 が 表 明 され

る こ と か ら も確 認 で き る77)。

もち ろ ん,1820年3月26日 付 の ア ドル フ ・ ド ・マ レス ト宛 書 簡 で 語 られ る

詩 人 の偽 善 的 な一 面 とい つた 理 由 ばか りで は な く78),作 家 の 関心 が 韻 文 か ら離

れ て散 文 で の創 作 の 方 へ と向 か って いた こ と もあ るが,バ イ ロ ンの いず れ の作

品 に お い て も中心 を な す 主 題 が ほか な らぬ 詩 人 自身 の内 面 の 肖像 で あ る こ と も

一 因 を な して い た よ うだ
。詩 人 の死 後,ス タ ンダ ー ル は1825年 『ロ ン ドン ・

マ ガ ジ ン』 誌 上 で,「 フ ラ ンスで は,バ イ ロ ン卿 は貴 族 的 な うぬ ぼ れ と演 劇 的

な 才 能 の 欠 如 の た め に,彼 自身 以 外 の人 物 を描 く こ とが け っ して で きな か つた

と考 え られ て い る」[強 調 ス タ ン ダ ー ル]と 語 って い る79)。バ イ ロ ンの 「エ ゴ

チ ス ム」 が よ ほ ど鼻 に つ く もの で あ つ た こ と は,同 年8月25日 付 の ヴ ィ ク ト

ル ・ジ ャ ック モ ンの手 紙 に あ き らか だ 「お貸 し くだ さ つた バ イ ロ ンの 本 の
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余 白 に は,一 頁 と いわ ず 〈バ イ ロ ン卿 は公 爵 で,き ざ な うぬ ぼ れ屋 で,自 分 の

こ と しか 話 さな い 〉 と あ な た は お書 きで す 。 わ た し もあ な た に9分 の1,あ る

い は10分 の1だ け同 じ非 難 を しま し ょ う」80)。マ ンネ リ化 した バ イ ロ ン的 存 在

の物 語 に うん ざ り して しま つた は ず の ス タ ン ダー ル が,期 して 処 女 作 に詩 人 の

純 然 た る コ ピー とな るよ うな主 人 公 を はた して 彫 像 した で あ ろ うか 。

フ ラ ンス に お け るバ イ ロ ンの流 行 は,一 方 で そ の 文 学 の綾 小 化 した模 倣 者 た

ち の 一 群 を 生 み だ した 事 実 も忘 れ て は な らな い。1824年 の 『ニ ュ ー ・マ ン ス

リー ・マ ガ ジ ン』 誌 の書 評 の な か で,ス タ ンダ ー ル は フ ラ ンス の バ イ ロ ン現 象

に触 れ,「 パ リに は,こ の うえ な く憂 響 な 発 作 に み まわ れ た と き のバ イ ロ ン に

倣 つて,自 分 の 書 き も の の なか で 陰 欝 で叛 逆 者 的 な ふ りを す る詩 人 た ち が,お

よ そ1ダ ー ス ほ ど は い る の で あ る」と冷 笑 的 な報 告 を お こ な つて い る81)。 この

よ うな 批 評 眼 を もつ 作 家 が,安 易 な バ イ ロ ン仕 立 て の小 説 を つ くつて 模 倣 者 の

なか に数 え られ る こ とを 自 ら望 む は ず もな い。 や は りバ イ ロ ン風 と い う見 せ か

け の下 に込 め られ た真 の意 図 こそ 問題 で あ ろ う。 お そ ら くデ ュ ラ ス 『オ リヴ ィ

エ』 に は な い彩 色 へ の配 慮 とい つた こ と以 上 に,主 人 公 の 存 在 に同 時 代 の読 者

の 関心 を む け さ せ るた め の誘 惑 が 狙 い と して あ つ た の で はあ る ま い か。 「わ た

し は オ リヴ ィエ に興 味 を も つ て欲 しい。 オ リヴ ィ エ を描 き た い 」(1826年12

月23日 付 メ リメ宛 書 簡)82),そ う打 ち 明 け る ス タ ンダ ー ル が 同時 代 の文 学 的 な

流 行 を 無 視 で きた と は考 え に くい。 彼 が つ よ く念 頭 に お い た読 者 は,お そ ら く

学 者 や 文 芸 批 評 家 と い う人 種 以 上 に,同 時 代 の女 性 た ち で あ つた。 もち ろ ん 小

説 を 判 断 す る た め の教 養 と洗 練 さ れ た趣 味 を そ な え た女 性 とい うの は社 会 階 層

的 に み て 限 定 さ れ る。 「フ ラ ン スの 美 しい侯 爵 夫 人 を朝 の2時 まで 寝 か さず に

お くに た る熱 が あ る か ど うか」,「若 い女 性 はオ リヴ ィ エ に興 味 を もつ だ ろ うか

」と 自作 に つ い て メ リメ に問 い か け る作 家 で あ る か ら して83),と うぜ ん 読 者 の

好 み に も敏 感 に な らざ るを え な か つた はず だ 。 マ ル チ ・ジ ャー ナ リス トと して

イ ギ リス の雑 誌 に書 評 な どを 寄 稿 して いた こ ろ,彼 が す で に詩 人 につ い て 「フ

ラ ンス で はバ イ ロ ン卿 の 作 品 は最 大 の関 心 を も つて読 ま れ」,「す べ て の女 性 が

書 架 に そ の著 作 を も つて い る」84)など と報 告 して い た の を思 い お こ そ う。 して

み る と,バ イ ロ ン色 が 『ア ル マ ンス』 に採 用 さ れ た の は,貴 婦 人 た ち の好 み に

配 慮 され た結 果 と考 え る こ と もで きよ う。 そ の意 味 で はデ ュ ラ ス夫 人 の 『ウ ー

リカ』 が バ イ ロ ンの 引用 を タイ トル に添 え て い るの は きわ あ て 示 唆 的 で あ る。
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そ の装 偵 を 巧 妙 に模 倣 す る さ い に,や は り題 名 の 下 に バ イ ロ ン詩 句 を 忘 れ な

か つた ラ トゥ ー シ ュ 『オ リヴ ィエ」 は偽 装 のつ ぼ を お さ え て い る と い え る だ ろ

う。 この よ うな 状況 を踏 まえ るな らば,バ イ ロ ン的 人 物 の暗 い情 熱 の物 語 と思

わ せ て お い て,対 照 的 な恋 物 語 で 読 者 の 意 表 を つ くと い うス タ ンダ ー ル の狙 い

が透 けて見 え は し まい か。 お そ ら く彼 は 自著 が まず 上 流 社 会 の サ ロ ンを 中心 に

話 題 とな り,そ れ を契 機 に読 者 層 が 広 が つて い くの を 期 待 した ので あ ろ う。

も つ と も,文 学 的 な流 行 とい う点 か らだ けで は,こ の ス タ ンダ ー ル的 偽 装 の

説 明 は充 分 で は な い.社 会 風 俗 の忠 実 な描 写 と い う コ ンセ プ トをか か げ る 『ア

ル マ ン ス』,し か も作 家 の狙 い が あ え て 悲 劇 的 な 主 人 公 を風 刺 の 対 象 に似 せ る

こ とに よ つて風 刺 を成 立 させ る とい う もの で あ つた こ と はす で に述 べ た。 問 題

とな つて い るの は王 政 復 古 期 の貴 族 青 年 の外 観 的 な ス テ レオ タ イ プ,す な わ ち

風 俗 と して の 〈世 紀 病 〉 の流 行 で あ る。 抑 え が た い情 熱 の 炎 に も深 刻 な魂 の懊

悩 に も無 縁 な はず の多 くの特 権 階 級 ・資 産 家 階級 の若 者 た ちが こぞ つて こ の流

行 に身 を投 じる とき,独 創 的 で あ るは ず もな い彼 らが ダ ンデ ィな 詩 人 バ イ ロ ン

を フ ァ ッ シ ョ ンや行 動 の面 で モ デ ル に して い た の は あ り う る こ と だ。 た と え

ば,フ ラ ンスで は な いが,そ う した イ ミテ ー シ ョ ンに つ い て の作 家 の証 言 と し

て 『ロ ー マ,ナ ポ リ,フ ィ レ ンチ ェ(1826年)』 の た め の 『マ リオ ネ ッ ト』 と

題 す る準 備 草 稿 の なか で 抹 消 され たつ ぎの よ うな一 節 が あ げ られ る 「そ れ

は,バ イ ロ ン卿 を 模 倣 しよ うと努 あ る才 人 た ち に お きま りの扮 装 で あ る。 イ タ

リアで は,と りわ け 自腹 を き つて 自 らギ リ シア救 援 に赴 い て以 来,彼 はた い へ

ん 人 気 が あ る」85)。ま た 『ア ル マ ン ス』 第4章 で ア ル マ ン ス が 友 人 メ リ ー ・

ド ・テル サ ンにイ ギ リスの 画 家 フ ィ リ ップ に よ る詩 人 の 肖像 画 の複 製 版 画 を見

せ る挿 話 は,パ リの 貴 婦 人 た ちの あ いだ で のバ イ ロ ン人 気 の み な らず,詩 人 の

存 在 が イ メー ジを 介 して 文 字 どお りア イ ドル化 して い た事 情 を示 唆 す る もの で

あ ろ う。 もち ろ ん詩 人 の 肖像 画 は特 権 的 な少 数 者 のみ が 手 に して い た わ け で は

な い。 王 政 復古 期 に バ イ ロ ンの 肖像 画 の 安 価 な リ トグ ラ フが 流 通 して い た こ と

は1820年8月30日 付 の マ レス ト宛 書 簡 に よ って知 る こ とが で き る86)。お そ ら

くは大 量 に 出 ま わ つた この 種 の リ トグ ラ フが くだ ん の 流 行 に一 役 買 つた とみ て

ま ち が い あ るま い。 だ が,な に よ り も ス タ ンダ ール の 意 図 した仕 掛 け を裏 づ け

る の は,7月 革 命 後 の フ ラ ンス社 会 を描 く 『リュ シ ア ン ・ル ー ヴ ェ ン』 の つ ぎ

の一 節 で あ る
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彼 の心 と頭の葛藤 は,文 字 どお りほとん ど彼 に理性 を失 わせ,た しかに,彼 を もつと

も不幸 せな男 のひ と りに して いた。立 派 な馬 と,四 輪馬車 と,仕 着 せ を来 た従者 を

もってい るため に,彼 が連隊の中 ・少尉連 や,ナ ンシー とその近郊 のあ らゆ る若者 の

羨望の的 にな つたの も,ま さ しくこの時期 であ つた。彼 らは,金 持 ちで若 くて男ぷ り

の いい勇敢 なルーヴェ ンを見て,こ れまで出会 つた もつとも幸 せな男 と見な してす こ

しも疑わなか つた。往来で ひ とりたたずむ彼 のさび しそ うに沈んだ姿 も,放 心 した様

子 も,意 地悪 い顔 を したい らだた しそ うな しぐさも,も つとも洗練 された,も っと も

貴族的 な うぬぼれと して とお つた。 いちばん教 養の高い人た ちで も,そ の ころまだ盛

ん に噂 にのぼ つていたバイ ロン卿 のた くみな模 倣をそ こにみ とめて いた。87)

「天 使 の再 会 」 と い う共 通 の モ チ ー フ を も つ 『リュ シ ア ン ・ル ー ヴ ェ ン』 と

『ア ル マ ンス』 は,主 人 公 た ち の無 垢 な 恋 を描 く小 説 で あ り,恋 人 を破 滅 へ と

み ち び くバ イ ロ ン的 な サ タニ ズ ムを主 題 に して は いな い。 そ の意 味 で 引用 文 は

オ ク ター ヴの バ イ ロ ン的外 観 の下 に きわ め て 根 本 的 な相 違 が 隠 さ れ て い る こ と

を教 え て くれ る。 しか も興 味 ぶ か い の は,「 い ち ば ん教 養 の高 い 人 た ち」 で さ

え も主 人 公 を バ イ ロ ンの模 倣 者 と見 る可 能 性,す な わ ち読 者 が誤 読 す る可 能 性

が 示 唆 さ れ て い る点 で あ る。 た と え ば 第29章 で 自分 は 「人 で な しな ん だ 」 と

い う告 白を 聞 いて,オ ク タ ー ヴ が な に か重 い罪 を犯 した と推 測 す る アル マ ンス

の 思 い違 い は,主 人 公 にバ イ ロ ンの怪 物 じみ た性 格 を重 ね あ わ せ る読 み と さ ほ

ど離 れ た も の で は な い88)。 じ つ さ い 「悪 党sc616rat」 と い う意 味 で の こ の 語

monstreの 使 用 は詩 人 の形 容 と して は ス タ ンダ ー ル に と って もな じみ の も の

で あ り89),ま た 『薔 薇 色 と緑 』 か らのつ ぎ の 引用 箇 所 は,私 生 活 を 彩 る逸 話 の

た あ に バ イ ロ ンの人 物 像 が 卑 劣 漢 の 典 型 と して ヨー ロ ッパ の上 流 社 会 に定 着 し

て い た こ とを物 語 つて い る

ぼ くはペテ ン師 になるわけですか。 その娘 が当然ぼ くか ら期待 して いい,公 爵夫人 ら

しい生活 のかわ りに,ち ょうどバイ ロン卿がその妻に して いたように,美 しく着飾 つ

た従僕 もな く,ぴ かぴか光 る美 しい馬 車 もな い,異 様な 日陰 の生活 をさせ る,そ んな

侮辱 を彼女 に くわえろ とお つしゃるのですか。彼女 は強 く抗議 して,ぼ くを捨 てるで

しょう。彼女 の母 は,僕 が人 で な しだ と(quejesuisunmonstre),ま るでハ イ

エナみたいに大 声で社 交界に触れて まわ るで しょう。90)

親 し い友 人 た ち に さ え もよ く理 解 さ れ な か つ た 『ア ル マ ンス』。 ス タ ン ダー

ル が念 頭 に お い た 同 時代 の 「幸 福 な 少 数 者 」 は,お そ ら くデ ュ ラス夫 人 の よ う
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な教 養 人 で な け れ ば な らな か つた に ちが い な く,ひ ょ つとす る と彼 女 の サ ロ ン

で評 判 に な る と い つ た こ とを 大 い に期 す る と こ ろが あ つ た の か も しれ な い。

「この 小 説 はあ ま りに も学 問 的 だ。 あ ま り に も難 解 だ」 と い う作 家 の危 惧 は91),

『ア ル マ ンス」 の テ ク ス トに凝 ら され た偽 装 と も け つ して無 関 係 で は な い よ う

に思 わ れ る。

結 語

「性 的 不 能 」 の主 人 公 の悲 劇 を描 く こ とが い つた い ど の よ うな か た ち で 社 会

風 俗 の風 刺 に接 続 す るの か,そ れ こそ が 本 稿 の ひ そか な課 題 で あ つた。 流 行 の

意 匠 に よ つて読 者 の 関心 を ひ きな が ら,そ の 流 行 じた い の反 措 定 と な る小 説 。

〈感 じや す い魂 〉 の真 の メ ラ ン コ リーを こ の うえ な く 「悲 壮path6tique」 な相

にお い て描 き あ げ る こ とに よ つて92),換 言 す れ ば詩 人 バ イ ロ ンに 伍 しう る主 人

公 像 を 創 造 す る こ と に よ つて,王 政 復 古 時代 の バ イ ロ ン も ど きや ル ネ もど き の

上 流 階 級 の 若 者 た ち の,つ ま り風 俗 と して の 「世 紀 病 」 と い う現 象 の 風 刺 と な

る よ うな テ ク ス ト。 そ の よ うに ス タ ン ダ ー ル の企 て を要 約 で き よ うか 。 オ ク

ター ヴ も また,ル ネや バ イ ロ ンの よ うに ロマ ンチ ッ ク ・ヒー ロー で あ るの は い

うま で もな い。 だ が,自 らに恋 愛 を禁 ず る誓 い を た て る とい つた 自律 的 で 高 潔

な性 格 が,ロ マ ンチ ッ ク ・ヒー ロ ー の系 譜 の な か で 「ル ソー の よ うに情 熱 的」

な オ ク ター ヴ の 占 め る位 置 を独 特 な も の に して い る。 ロ マ ン主 義 の イ デ オ ロ

ギ ーか ら見 れ ば この2種 の性 格 的 な結 合 は,撞 着 した,し た が つて真 実 ら し く

な い 「奇 妙 な」 もの で あ つ た に ち が い な い。 そ の こ と は,た と え ば サ ン ト;

ブ ー ヴの表 層 的 な 『ア ル マ ンス』 理 解 に あ らわ れ て は い ま い か。 「オ ク タ ー ヴ

は金 持 ちの 青 年 だが,無 感 動 で欝 々 と して お り,ま た 優 れ た 知 性 を そ なえ て い

る と語 られ て は い るが,し か しな が ら気 ま ぐれ で怠 慢 で あ り,自 分 が 愛 させ た

人 々 を 苦 悩 させ る こ と しか 知 らず,う ま くい つて も読 者 に と つて ひ ど く不 愉 快

で 苛立 た しい もの に な る だ け だ」93)反 二英 雄 的 な物 語 『愛 慾 』 の作 者 はお

そ ら く 自身 の経 験 の 領 域 で しか ス タ ンダ ー ル の主 人 公 を判 断 で きな か つた の で

あ る。
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ル夫人 の サ ロ ンに入 つて い くと,す べて のイ ギ リス女 性 はそ こか ら出て い った。

〔…〕イギ リスの社 交界の不 当な仕 打 ちが彼 を陰気 な人間嫌 いに して いると言 われ

てい る。たいへん結 構で はな いか。28歳 に して,6巻 の美 しい韻文 について責めを

すで に負 わねば な らず,ま た社交 界 という ものを よ く知 って いれば,19世 紀 の天

才 に とって愚か者であ るか,悪 党(monstre)で あ るかの二者択一 はない ことは分

か つていたであ ろう。/い ずれ にせ よ,彼 はわた しが出会 った なかで もつとも好感

の も て る 怪 物(monstre)で あ る 」 (STENDHAL, Rome, Naples et Florence, in
 OEuvres complètes, op. cit., tome XIV, pp. 236-237. 強 調 は ス タ ンダ ー ル)。

90) STENDHAL, Le Rose et le Vert. Texte établi, annoté et préfacé par E . 
   ABRAVANEL, in  Œuvres complètes, op. cit., tome XXXVIII [1970], p. 296. 

91) STENDHAL, Correspondance, op. cit., tome II, p. 97. 

92) Voir STENDHAL, Armance, éd. de la Revue Fontane, op. cit., pp . XIX-XX. 
93) Charles-Augustin SAINTE-BEUVE, «Monsieur de Stendhal. Ses Œuvres 

   complètes», in Stendhal. Préface de M. CROUZET, Paris : Presses de l'Univer-

sité de Paris-Sorbonne, coll. « Mémoires de la critique », 1996, p . 315. ま た

『グローブ』紙掲載 の 『アルマ ンス』 の書評 も同様 な意味 で示 唆的 であ る 「か

りにわれわれが この好感の もて る作者の友人で あ つたな らば,彼 女 につ ぎのよ うに

い つたで あろ う。 〔…〕 あな たの意図 はい ったい何 だ つたので しょうか。 あなた は
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