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．．一 一「ス ワ ン の 恋 」と 「ヴ ァ ン トゥ イ ユ の ソ ナ タ」

丸 山正 義
＊

　 オ デ ッ トに 恋心 をい だ い て もい い だ ろ う と考 え始め た ス ワ ン が 彼女 に 連れ られ て 初 めて ヴ

L ル デ ＝ラ ン 家 の 晩餐会 に 行 っ た と き、は か らず も 「ヴ ァ
ン ト ゥ イ ユ の ソ ナ タ 」 が ピ ア ノ 独

奏 で 演奏 さ れ る の を聞 く。それ が 前年あ る 夜会 で 聞い て 以 来彼が 探 し求め て い た 音楽 で あ っ

た こ と に 気づ い た 、，そ の とき音楽 に よ っ て 得 ら れ た 幸福感 を恋 の そ れ に 同化 して オ デ ッ ト へ

の 恋 情 を高め る こ とに な っ た こ とを、 ス ワ ン が い か に 音楽 を理解す る か とい うこ と と と も に

『音楽 を描写 す る 』
D
で の ぺ た が 、今回は ス ワ ン の 恋 の 進展 と 「ヴ ァ ン 1・ウ イ ＝ の ソ ナ タ 1 の

関係 を見 て い こ う。
こ の 『ス ワ ン の 恋』 で は サ ン ＝ト ゥ

ーヴ 亠ル ト侯爵夫人 の 夜会 で ス ワ ン

が こ の ソ ナ タ を聞い て オ デ ッ ト との 恋 に 決着 をつ け る の 含め て 六 回 ほ ど 「ソ ナ ター1 が 需及 さ

れ 、 そ の い ずれ もが ス ワ ン とオ デ ッ トの 恋愛 の 側面 に 関係 して く歓、の ち に 1
．．
話者」 が ス ワ

ン 夫人か ら ピ ァ ノ で こ の ソ ナ タ を演奏 して もらった とき 、
《二 の ソ ナ タ は 人 生 に似て い る1助

と も ら す が 、人 は 生 きて い る 限 り 「人生 一を決 して そ の 全体で所有す る 乙 とが で きな い 、そ

れ と同 じ よ うに 「言舌者」 は ソ ナ タ の 全体 を把握 し な い 、つ ま り、音楽 は時 間の 継起 に よ ，， て

の み 認識 さ れ る も の 、そ し て 「人生」 もそ の 時 ど きの さ ま ざま な感覚や 認 識が 生 ま れ て は 消

え、時間 とともに 過 ぎ去 ， て 全体 を
一

瞬 の うち に とらえ ら れ な い と い うこ と の 平行関係 をそ

の 言葉に こ め て い る。 とこ ろ で こ の 長編小説は い わ ず も が な の
一

人称小 説で あ り、そ の 中で

『ス ワ ン 家 の ほ うへ 』 の 第 二 部を 占め る 「ス ワ ン の 恋」 は
一

見 ti入称小 説 とな っ て い る が 、

「話者」 が 生 ま れ る ま え に ス ワ ン が 陥 っ た恋に つ い て 後 に 詳 し く知 っ た もの を 1 話者」 が 語

る とい う こ と に な っ て い て 当然 「話者」 は 登場 しな い が 、 こ の 第 二 部全体 を見 つ め て い る の

は 「話者」 な の で あ り、そ こ に 出 て くる ス ワ ン の 認識な り感覚 は
1．
話者」 の 認識 な の で あ る。

《僕 の 気 に 入 っ て もい な い 、僕 の 趣 味で もな い
．
女の た め に 、僕 の 入生 の 歳 月を無駄 に して し

ま っ た なん て 、死 に た い と思 っ た な ん て 、僕 の
一番大 きな恋愛 を して しま っ た なん て ！》3，

と ス ワ ン に 慨嘆 さ せ る の は 1
一
話者」 で あ り、ま さ し く 「話者一に と っ て

．
ス ワ ン の 恋一］ は

「ス ワ ン の 入 生一」だ フ た 。 だ か ら こ そ 、 ス ワ ン もまた 「
．
話者」 が まだ入 生 を理 解 し え な か t、

た よ うに 「ソ ナ タ i を 理解 し な か っ た 、 と ヨ う よ りも 「ソ ナ タ 」 の
一

楽節 で あ る ［小楽節」

とい われ る もの の もた らす 幸福を 《ス ワ ン は あ や ま っ て 恋 の 快感 に 同 化 し、こ の 幸福を 芸 術

的創造 の な か に 見 出す す べ を知 ら な か った の で あ っ た 。 》9
「
小楽節．亅の か な た を旅す る の は

「話者 」 で あ り 、
ス ワ ン は そ の 弄前 で 恋 の 幸福感 に 頬笑 み そ の 呂

：

悩 に苦渋 の 表憐 を浮 か べ る

の だ。

　さて 「話者 1 の 語 り を頼 り に ス ワ ン の 見た 1小 楽節 亅 の か な た を 垣 闇 見 よ う e 　　　　　 94

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （29）
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1　ヴ ェ
ル デ ュ ラ ン 家で ス ワ ン が 聞 く ピ ア ノ独奏 に編 曲さ れ た 「嬰 へ 調 ソ ナ タ 」 の ア ン

　ダ ン テ と 前 年 に あ る 夜会 で 聞 い た 「ピ ア ノ と ヴ ァ イ オ リ ン の た め の ソ ナ タ 」。（1

　205−212、全集版 1265 −276、文庫版 1345 −360）5）

　　　 《あ る 日劇場 で 、昔 の 友達 の
一人か ら オ デ ッ ト ・ド ・ク レ シ

ー
に 紹介 された とき （…） ス

　　 ワ ン に は な る ほ ど美 しくない 女 とは思 われ な か っ た が 、しか し彼が 関心 を そ そ られ る よ うな

　　 美 し さ で はな く、な ん の 欲情 もそ そ られ ず、む し ろ
一一Ptの 肉体的嫌悪 をさえお こ させ る とい

　　 っ た美 しさに属す る女 で 、個人差はあ ろ うが どの 男で も そ れ ぞ れ も っ て い る よ うな女 、わ れ

　　 わ れ の 官能が 要求す る の とは反対 の タ イ プ の 女 の
一

人 だ とい うふ うに 映 った の で あ った 。 》6）

　　 し か し何度か 自宅 で オ デ ッ ト と会 ううち に 《オ デ ッ トが帰 ワ て しま うと、ス ワ ン は、 こ の つ

　　 ぎ に く る お ゆ る しをえ る まで どん な に 待ち遠 しい こ と で し ょ う、と彼女が い っ た の を 思 い だ

　　 し て 、ほ ほ え むの で あ っ た 。 》7）こ うして ス ワ ン は オ デ ッ ト との 会 話 を思 い だ して は夢想す る

　　 こ とに よ っ て 次第に 彼女 の 欠点が 問題 で は な くな り、そ の よ うなオ デ ッ ト との 恋愛状態 の ま

　　 まに ス ワ ン は オ デ ッ トに 連れ られ て ヴ ェ ル デ ュ ラ ン 家 の 晩餐会に行 っ て 、 ピ ア ノ 独奏用 に 編

　　 曲さ れ た 「ヴ ァ
ン ト ゥ イ ユ の ソ ナ タ 」 を聞 く。 数分 も経た な い うちに ス ワ ン は前年に 聞い た

　　 「ピ ア ノ とヴ ァ イ オ リ ン の た め の ソ ナ タ 」 と 同 じも の で あ る こ と に 気づ き、ス ワ ン の 回想 と

　　 して 「ソ ナ タ」 が 「話者」 に よ っ て 描写 さ れ る 。い わば こ の 回想 の 「ソ ナ タ 」 が 事 の 発端で

　　 あ る の だ か ら 「原演奏」 とで も呼べ る も の とな ろ う。
こ の 「原演奏」 の 分析は r音楽 を描写

　　 す る』 で 詳述 した の で 、こ こ で は そ こ で 導 き出 された もの を簡潔に 述べ て み よ う。

　　　 ス ワ ン の 聞 い た 「原演奏」 は ヴ ァ ン ト ゥ イ ＝ 作曲 『ピ ァ ノ とヴ ァ イ オ リ ン の ため の ソ ナ タ

　　 嬰 へ 調 』 の 全楽章 と思 われ る、とはずい ぶ ん曖昧な も の の 言い 方だ が 、なぜ な ら私た ち の 情

　　 報は曲に関 して はヴ ェ ル デ ュ ラ ン 氏の 《私た ちで 見 つ けた嬰 へ 調の ソ ナ タ を、ス ワ ン さん は

　　 た ぶ ん まだ お き きに な ワ て はい な い だ ろ う》 とい う言葉 と、《そ れ は ヴ ァ
ン ト ゥ イ ユ の 作 に

　　 な る 『ピ ア ノ とヴ ァ イ オ リ ン の ため の ソ ナ タ 』 の ア ン ダ ン テ だ と誰か が 彼 ［ス ワ ン ］ に 告げ

　　 た》 とい う 「話者」 の 情報だ け で あ り、「全楽章」 に つ い て は 《そ の まえ の 年、あ る夜会で 、

　　 彼は ピ ァ ノ と ヴ ァ イ オ リ ン とで 演奏 され た あ る 作曲を きい た こ とが あ ワ た 》 とい うこ とか ら

　　 推量 した に 過 ぎな い が 、 こ の 《ソ ナ タ の 最 近 の 出現 が きわ め て尖端的な傾向を も っ た あ る流

　　 派に 大 きな印象 を あ た え た こ と、 しか し
一

般大 衆に は全 然知 られ て い な い 》の だか ら、そ の

　　 「あ る 夜会」 で は人 気 を博 して ア ン コ
ール の よ うに 演奏 さ れ た の で は な く、こ の 曲が こ の

　　 「夜会」 に は初 お 目見 え と して 完全 な形 で 演奏 さ れ た と考え る の が 順当だ か らで あ っ て
、

「嬰

　　 へ 調」 に つ い て は 前回述 べ た の で 、 こ こ で は別 の 観点か ら こ の 曖味 さ に つ い て 言 い 添 え る と、

　　 こ の 小説全体 が 十九世紀 の リ ア リ ズ ム 小説か らずい ぶ ん 遠い とこ ろ へ 行 って しま った 結果で

　　 あ り、
一

つ の 事実は 微に 入 り細に わ た っ て 描写 す る こ とに よ っ て 把握 で き る の で はな く、そ

　　 の 逆 で 、詳述 す る こ とに よ っ て
一

つ の 事実が 分裂 して 相対化 し、そ の た め に 似た よ うな描写

　　 が い くつ も な さ れ て 、
一

読す る と認識が 混乱 して い る よ うに 見受け られ、 もち ろん そ れ は散

　　 りち りに な っ た 事実 の 破片が 「話者」 とい う場で 直観的 に
一

つ の 真実 へ と統合 さ れ る た め の

　　 前段階な の だ 。
こ の 「真実」 とい う用 語 そ の もの は もち ろ ん プ ル ー

ス トに も色濃 く残 さ れ た

93
十九 世紀的側面 を示すた め も の で もあ る が 、彼の 場合、 1一九世紀 の 理性が 追求 した も の と は

（30）
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小 楽節」 の か ／trた 　（1：．　　 丸 li」正 義

少 々 湿 て ・・＝ の 劇 が 避け た
1
物 の が な た 、カ ン トの 躓 きの 石 で あ る 「物自姆 へ の 果

敢な休 当た りな の で あ り、利・学信仰 の 十九 世紀 に お け る 大 い な る闇 で あ っ た シ ョ

ーペ ン ハ ウ

ワ
ー

の 影響 と考え られ る。非合理精神 とは理 性 の み が 認 識 の 手段 で は な い と い うこ とを言 っ

て い る の で あ り、言諮的認識は 理性 の み の 行為 で は な く、感性そ の 他 の 理 性に と ．，て は 非合

理 的 な何か に よ っ て も鳶語的認識 は な さ れ る の で あ り、た だ 、
．
講語 的認識は あ ま り に も理 性

に 偏 りす ぎた とい うこ とな の だ e それ ゆ え 「魂 の コ ミ ：r、ニ ケ
ー

シ ョ ン 」 は 実現 で きな い 、と

1話者 1 は 霞 う、

　
…

もっと感 じの い い 何人 か の 人 た ち 慈 ひ と と き私 と言葉 をま じ え た 。 しか し、私が い ま

しが た対話 した ば か りの 天．−Lの 楽節 に く らべ る と 、 そ れ ら の 人た ち の 言葉は なん だ ろ う？

彼 ら の 纛
’
葉は、外面的な人問 の 言葉 の 例に もれ ず、私 を ま っ た く無関心 の ままに 置 き さ る

の だ っ た 。 私は 天 国の 陶酔 を失 い 、 こ の Eも な くつ まらな い 現実 の な か に 転落す る 天使 さ

な が ら で あ っ た 。 そ して、あ る種 の 入間 が 、自然 に 見すて ら れ た生 活形 態 の 最後 の 証人 で

あ る よ うに 、音楽 こ そ は、一一一一か り に ぎ語 の 発明、語 の 形成、観念 の 分析 が なか っ た と し

た 揚合 に
一 一あ りえた で あ ろ う魂 の コ ミ ュニ ケ

ー
シ ョ ノ の 、唯一一

の 例で はな か っ た で あ ろ

うか 、と私は 自問す る の だ った 。魂 の コ ミ ．t．ニ ケ ーシ
ョ

ン は、あ くまで 可能性 で あ っ て 、

実現 の 成果 とい う も の は 見 られ なか っ た の だ 、人類は べ つ の 道 に は い り こ ん だ の だ、話 し

藷葉 、書 き言葉 の 道 に 。 しか しこ の 分析 で きな い も の へ の T，が え り は非常 に 陶酔的だ ．， た

の で 、こ の 犬 国か ら出て くる と、相当頭 の い い 人 々 に 接 して も、私に は ひ ど くつ ま らな く

感 じ ら れ た
8）

。

　 こ の よ うな シ ゴ 吠 ン ハ ワ ワ
ー
的 言辞 を吐 く 「話者」 は こ の 認識 が ス ワ ン に は欠如 して U・

る と考え る
、 とい う よ り も ス ワ ン に

．．
幸福感 1 と して 垣間．見させ る の だ が 、前述 の よ うに ：

の 至福 を恋愛 の も た ら す もの と同化 し、
「魂 の コ ミ ．z ニ ケ

ー
シ ョ

ン 」 と して の
「
芸術創造」

の 至福 とは認識 さ せ な い 。「話者 」 に よ る と ス ワ ン の 音楽を把握す る段階は先 ず純粋に 楽器

の も た らす物質 的な 音を楽 しむ、つ ぎ に 陶酔 を あ た え る も の （こ れ が 「小楽節 i に な る の だ

が ） の 回帰が 記憶 に よ って 言語化 さ れ る と、最終的 に こ れ が 「
．
女性一、 と して 擬人化 さ れ 。恋

の 幸福感 と誤認 さ れ る 。 もち ろ ん こ の と き ス ワ ン は 1あ る夜会」 で 聞い て い た の で あ って 、

か た わ ら に オ デ ッ トは い な い 。 こ の 「女性 1は い わ ば 比喩 に 過 ぎな い の だ が 、 オ デ ッ ト と と

もに 赴 い た ヴ ェ ル デ ュラ ン 家 の 晩餐会で は 「
．
小楽節」 とと もに い る の は彼女な の だ 。

　とこ ろ で ウ  ル デ ．，．ラ ン 家 で 演 奏 さ れ る　 ソ ナ タ 」 の ア ン ダ ン テ の 描写 は 、次 の

　さ て 、ヴ ェ
ノレ デ ュ ラ ン 夫人 の と こ ろ で 、あ の か わ い い ピ ア ニ ス トが 弾 きだ し て か ら数 分

も経た な い うち に 、突 然 ス ワ ン は、 二 小節 に わ た っ て
・つ の 高い 音 が とぎ れ ずF：・

”
：）つ い た

あ と に 、潜伏 して い る も の の 秘密 を被い か くすた め に 音 の とば りの よ うに 長 く ひ っぱ られ

た そ の ひ び きの 底 か ら、そ っと姿をあ らわ して 彼に 近 づ い て く る も の を見た の だ が 、ぴ そ

や か に 、ざわ め き、小 きざみ に り」られ て 、出 て く る そ の も の が
、 彼 の 愛 した 、空気 の よ う

に 軽 く、匂 い の よ うに た だ よ う、あ の 楽節 で あ る の を認 め た。そ れ は、い か に も特殊 で あ

り、ま た い か に も個性約な 美 し さ を もち、何物を も っ て し て もと りか え られ な い も の な の 　92

　　　　　　　　　　　　．　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ＿ ＿ （31）
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で、 ス ワ ン に は、あ た か も途 ヒで 見そ め て か ら二 度 と会 うこ とは ない と思 っ て い た女 に 、

心 や すい サ ロ ン で め ぐ りあ っ た か の よ うな 気が した。つ い に そ れ は遠 ざ か っ た 、そ の か お

りの た だ よ うな か に 、何か を指示 しな が ら、すみ や か に、そ して ス ワ ン の 顔 の お もて に 微

笑 の 反応 を残 し なが ら。 しか しこ ん どは、彼は こ の 未知の 女 の 名 をた ずね る こ とが で き る

の で あ っ た （ヴ ァ ン ト ゥ イ ユ の 作 に な る 『ピ ア ノ とヴ ァ イ オ リ ン の た め の ソ ナ タ』 の ア ン

ダ ン テ だ と誰か が 彼 に 告げた ）、彼はそ の 女 を し っ か り とつ か ん で い た、彼は そ の 女 を好

きなだ け何度 も自宅 に と り こ み 、そ の 言葉や そ の 秘密 を知ろ うとす る こ ともで き る の で あ

っ た 。

とい うもの だけ で あ り、回 想 の 「原演奏」 に よ っ て詳 しく分析 さ れ た後 と考 えれば簡潔で あ

る の は 当然 として も、 こ の 描写 に よ っ て ス ワ ン と ソ ナ タ の 「小楽節」 の 関係が 充全 に 表現 さ

れ て い る 。 しか も 「原演奏」 で は 「小楽節」 の 音楽的な描写 は識別 しが た い もの と な っ て い

た の だ が ヴ ェ ル デ ュ ラ ン 家で の ア ン ダ ン テ の 演奏で 具体的な音 の 描写、《二 小節 に わ た って

一
つ の 高い 音が とぎれずに つ づ い た あ とに 、 潜伏 して い る も の の 秘密 を被い か くす た め に 音

の とば りの よ うに 長 くひ っ ぱ られた そ の ひ び きの 底 か ら 、 そ っ と姿 を あ らわ して 彼 に 近づ い

て く る もの を見た の だ》 と、は っ き り と表現 さ れ る の は、そ の 場 に オ デ ッ トが い る こ とに よ

っ て ス ワ ン の 心 に そ の 「女 性」 が 明確 に 描 き出 さ れ る の だ 。 しか し ソ ナ タ の 「小楽節」 は

「人生」 の
一

瞬 と同 じ よ うに ス ワ ン か ら遠 ざか っ て い くはず の もの が 、 こ の よ うに 女 性に 擬

人化 さ れ、オ デ ッ ト とい う実体を得 る こ とに な り、ス ワ ン の 恋は退 っ 引 きな らない 段階 へ と

突 き進ん で ゆ く 。
こ れ に よ っ て ス ワ ン の 恋愛が 己 の 愛す る芸術作品に 託 さ れ て い る とい う危

険性 を もつ こ とに もな る 。
こ れ が 次 に ソ ナ タ の 「小楽節」 が 登場 して くる と き に 問題 とな る。

2 「二 人 の 恋 の 国歌」 と言語 化 さ れ た 小楽節 。 （1214 −216、全集版 1281 −282、文庫

　版 1365 −367）

　　　ほ ん の 二 ．三頁 に す ぎない こ の エ ピ ソ
ー

ドは ス ワ ン とオ デ ッ トの 恋 の 進展 を簡潔に 示 して い

　　 る 。 ソ ナ タ は も うそ の 全体 で は な く 「小楽節」 だ けを必要 とす る 。
こ れ は ヴ ェ

ル デ ュ ラ ン 家

　　 で ソ ナ タの 全体で はな くア ン ダ ン テだけ の 演奏 を聞 く こ とに対応す る、実際、 ス ワ ン が こ の

　　 ソ ナ タ の 全体 を聞 くの は 、オ デ ッ ト と出会 う以 前 の 「あ る夜会」 と オ デ ッ ト と の 恋を 回想す

　　 る 「サ ン ＝ ト ゥ
ーヴ ェ ル ト侯爵夫人邸 の 夜会」 で あ っ て 、ヴ ェ ル デ 」 ラ ン 家で は決 し て ス ワ

　　 ン は そ の 全体 を聞か な い 、つ ま りこ の 限定 さ れ た 演奏は、つ ね に ス ワ ン とオ デ ッ トが 二 入 で

　　 い る こ と を 示す こ とに な る か ら だ 。 《ス ワ ン が 通 さ れ、ヴ ェ ル デ ュ ラ ン 夫人が （…）オ デ ッ

　　 ト とな らん だ 席 を彼に 示 して い る あ い だ に 、 ピ ア ニ ス トは ス ワ ン とオ デ ッ トの ため に 、二 人

　　 の 恋 の 国歌 と も い うべ きヴ ァ
ン ト ゥ イ ユ の 小楽節 を弾 くの で あ った 。 》 こ うして 「小楽節」

　　 は ま る で 儀式化 さ れ 、《彼 は 小楽節を、それ 白身 として （
…

） 見 て い た の で は な く、む し ろ、

　　 ヴ ェ ル デ ュ ラ ン 夫妻や か わ い ら しい ピ ア ニ ス トに さ え 彼 と同時 に オ デ ッ トの こ とを考 え さ せ 、

　　 彼 と彼女 をむす び つ け た 恋愛 の しる し、恋愛 の 記念 として 、そ れ を見て い た 》 の で あ っ た 。

　　 ソ ナ タ の 全体 を演奏 し て も ら お うとい う考 え も オ デ ッ トに よ っ て 否定 さ れ （《ほ か の とこ ろ

91　が ど うして 必 要 で す の ？　私た ち の 曲は あそ こ だ けで すわ》）、似 来ず っ と ソ ナ タ の 小 楽節
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の と こ ろ だ け しか 知 ら なか っ た 》 の だ。つ ま り 「小楽節」 は ワ
ー

グ ナ ー
の ラ イ トモ チ

ー
フ の

よ う に 言諮化 （「
．
恋 の 国歌∫

一
恋愛 の し る し、「恋愛 の 記念 1）さ れ   、 こ の 言語 化 に よ 一，て

i小楽節」 は オ デ ッ ト と隨
一

化 ざ れ 、ス ワ ン は 5
．
ソ ナ タ」 の 全体 を忘 れ て しま 飢，こ れ は

「あ る 夜会 1で i
．
原 演奏．」 を聞 い て 感銘 を受 け た が そ の 曲 の i

一
名前．」 が わ か らな い の で 《そ

れ を手 に 入 れ る ：二 と もで きず、つ い に は 忘れ て しま っ た の で あ った 押 とい うこ と に 奇妙に

符合する。

　言語 化 と は 、 も ち ろ ん 記号 化 で あ っ て 、A な る もの を B とい うA とは無関係 の も の で

i名」 づ け る とい う記号 化 の 基本的行為 で あ り、 こ の 記
．
弓
’＝言語化 に よ 、t て A ほ 忘れ去 られ

た の は 当然 と して 、 勵 輳 ．1 耐 ま逆 に ス ワ ン は 「名」 づ け を得 豪， れ ずに 忘れ て しま う．
こ

れ は 「話者．… と い う よ りも作者で あ る プ th　一ス トが こ の 大著を 「サ ン ト＝ブ ー一
ヴ に 反対す

る 』 とい うい わば批評 的行為か ら始め 、最 終的 に は 全 七巻 の 小説 形式 で 完成 した が 、そ の サ

ン ト
ー

ブ ー
ヴ的方法 を ス ワ ン と い う人物 に 託 した か らで あ り、も ち ろ ん こ の 方 法 は こ の 小説

全 体の な か で は誤 りで あ っ て 「話・者」 が そ の 方法 論を の り越 え る 役割を担 うの だ 。 ブ ル ー
ス

トに よ る と、

　そ の 方法 は 、人 と作品 を切 り離 さない こ と、．純粋幾何学 の 論考 1 か 何か で な い か ぎ り、
一一．
册 の 書物 の 作者を 評価 3

一
る の に 、著作 と は ま る で 無縁 とも見 え る さ まざ まな問 い （作 19

は ど0） よ うに 振 る 舞 っ た か 、の た ぐい ） に 対 し て 、あ ら か じめ答え て お くの が 無用 の わ ざ

で は な い と考え る こ と、あ る 作家 に 関 して で き る だ け多 くの 情報 を集め る こ と、書簡集を

あれ 1二 れ 照合する 1 と、作家 と面
．
識 の あ ・）た 人 々 を訪ね て 、健在 な ら じか に 話 を聞 き、 L

くな っ て い る 場合 は作家に つ い て 書 き残 して くれ た も の を読む こ と、お よ そ そ うした と 二

う に 成 り立 っ て い る 。 私た ちが 多少 とも深 くお の れ 自身 とつ きあ っ て み れ ば 、す ぐに も分

か る こ とを こ の 方法は 認 め よ うと し な い 。つ ま り　
・
冊 の 書物は 、私た ちが ふ だん の 習慣、

交際、さ まざまな癖な どを露呈 当 せ て い る の と は 、は っ き り違 っ た も うひ とつ の 自我 の 所

産 な の だ 。
こ の も うぴ とつ の 自我 を理 解 しよ う と願 うの な ら、私 た ち は わ が 身の 深部 に ま

で 降 りて 、自分 の な か に こ の 自我を 再 創造 して み る ほ か 、成果 を得 る す べ が な い 。 こ うし

た 内心 の 努力 を免 除 して くれ る よ うな もの は 、何
一一

つ あ りは しない の だ cC の 頁実 は、

か ら十 まで 、私た ち が 自力で 作 り あげ ね ば な らぬ もの だ 。 あ る朝、友入 の 図 書館司書が 、

未発表書簡を
一・通送 っ て きて く れ て 、か くて 郵便物 と ともに 真実が 手ノbに こ ろ が リ ニ む と

か 、作者 と 非常に 親 しか っ た 何茶の 冂 か ら 、 真実が 入手 で き る とか 当 て こ む の は 、あ ま り

に も安易す ぎ る 1の
。

と い うの だ。 こ の iも ：｝ひ と つ の 自我 一
1
は 作者 の 創造的 自我 で あ り、1

一
作 品」 を殫解す る と

は こ の 創造 的自我が 生 み 出 した作 品 を、作 」跏勾に しか 存 在 し得な い 創造的 白我 を追求す る こ

と に よ って 、理 解す る こ とで あ っ て、サ ン ト
ー

ブ ー
ヴが 求 め る、作者が 生 きる 社会的存在 と

して の 個人 の 牛活 、い うな れ ば 「社会的 臼我」 とで も よべ る よ うな ds　o） に よ ．．て で は な い 。
もちろん 二 の サ ン ト ＝ブ ー

ヴ の 批評的 方法 は イ ッ ポ リ ッ ト ・テ ーヌ な どを経て こ 1世紀 の ア

カ デ ミ ズ ム の 研 究方法 い わ ゆ る講 壇批評 と して い まだ に 曜 Eで あ り、な る ほ ど サ ン ト ー．ヅ

…ヴ は 近 代批 評 の 開祖．tsの で あ る。 こ れ を い わ ば外 在批評 と呼べ ば ブ ル
ー

ス トの 反 サ ン b ：−　90

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （33）
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　　ブ ー
ヴ的方法は内在批評 で あ り戦後 の ヌ

ーヴ ェ ル ・ク リ テ ィ ッ ク の 呼び水 とな っ て 二 十世紀

　　文 学史へ の も う
一

つ の 貢献 とな る 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

　　　こ うして ス ワ ン は ヴ ァ ン ト ゥ イ ユ の 「ソ ナ タ 」 の 「名前」、つ ま り ヴ ァ
ン ト ゥ イ ユ とい う

　　社会的 自我 を求め て 、そ の 作品 の 創造的 自我 を 忘れ て しま う。そ れ ゆ え ス ワ ン は そ の 「名

　　前」 を聞 い て コ ン ブ レ ー
に 住む 同名 の 《老い ぼ れ 男 の 》音楽家を思 い だ し、そ れが同

一
人物

　　だ とは決 して 思わ ない
。

　　　さ て こ の 部分 は以 上 か ら も わ か る 通 り 「小楽節」 の 記 号化が は っ き り と示 さ れ 、「小 楽節」

　　の 描写 と し て は、言語 的な もの ば か りで は な く 「絵画」 と して もあ らわれ、三 つ の 部分に 分

　　け ら れ る 。 まず、

　　　《恋 の 国歌 は まずヴ ァ イ オ リ ン の ト レ モ ロ の 持続 か らは じま り、数小 節の あ い だ は そ の ト

　　レ モ ロ が前面 を ひ と り じ め に して き こ え る だ けだ が 、
つ い で 急 に そ れ は遠 ざ か る よ うに 思わ

　　れ た 。そ して 、あた か も ピ ーテ ル ・デ ・ホ
ー

ホ の 絵で 、な か ば ひ らか れ た ドア の せ まい 框 に

　　ふ ち どられ 、色彩を異 に し、 そ との 光 の ビ ロ
ー

ドの なか に 、は る か 遠 く に 深 め られ る部分 の

　　よ うに 、 小楽節が あ ら わ れ た 》 と具体的 に 十七 世 紀オ ラ ン ダ の 画家 の 名が 示 さ れ る。もち ろ

　　ん こ れ は ス ワ ン が ピ
ー

テ ル ・デ ・ホ
ー

ホ と同時代 の フ ェ ル メ
ー

ル を研 究す る美術評論家で も

　　あ る こ と の 証 と して あ る ともい え る が 、こ れ に よ っ て 音楽 の 抽象性が 絵画的な輪郭 の は っ き

　　 り とした 正 確な形象 を得．る こ とに な る 。 そ して 、

　　　《そ れ は 、踊 る よ うに、牧歌風 に 、挿入句 の よ うに 、挿入 さ れ 、まる で
一

つ の べ つ の 世 界

　　に属 して い る か と思わ れ た 》 と、 こ れ は純粋 に 音楽 の 表意表現 ととら え る しか な い もの だ が 、

　　そ の
一つ の 理 由 として 「別世界」 が 暗示 さ れ る こ と に あ る 。

こ の 世界 は 絵画的な 具象性や 舌

　　語的な意味 の 世界 とは違 っ た 世界、純粋音楽 を 目指す もの と な ろ う。 そ して 最後 に、

　　　《小 楽節は 単純 で し か も不滅 の 襞を描 き、た とえ よ うもな い おな じ微笑 を た た えな が ら、

　　あ ちら こ ち らに そ の 優雅 の め ぐみ をわけ あた えて 通 りす ぎて い っ た》 とい う表現 に よ っ て 、

　　 オ デ ッ トの 姿 を見 な い わ け に は い か な い だ ろ う。

　　　 二 の 三 つ の 描写 に よ っ て 、『音楽 を描写 す る』 で 述 べ た ス ワ ン が 音楽 を理解す る歩み で あ

　　 る印象派風の 漠然 とした絵画 的描写、音楽の 言語化 （こ れ は もち ろ ん 「恋」 と名 づ け ら れ

　　る）、そ して 純粋音楽 の 高み （「話者」 が到達す べ き点） に対応 さ せ て は い る が 、そ の 順序は

　　絵画的表現
一

純粋音楽
一

言語化 とい うも の に な っ て 「原演奏」 で ス ワ ン の 音楽理 解 の 道筋 と

　　 は違 うもの に な っ て い る 。 そ の 違 い は す ぐに 続 く 《しか し ス ワ ン は 、い ま そ こ に 幻滅 を認め

　　た 気が した 。 小 楽節は 幸福 へ の 道 を示 しな が ら、そ の 幸福 の 空 しさ を知 っ て い る よ うに 思わ

　　 れ る の で あ っ た 》 とい う、「小楽節」 を恋愛 の 記号化 と して オ デ ッ トに 重ね る誤 っ た ス ワ ン

　　 の 道筋 に た い す る ス ワ ン の 不 安、そ し て 浮薄な社交生活か ら脱 して 研究生活 をす る 願望が 、

　　 い つ で も頭 の 片隅 に わ ずか な が らに も ス ワ ン に は あ る とい うこ と を 示す た め で あ ろ う。とい

　　 うの も 、 《小楽 節 が 二 人 の す ぐ近 く を通 り す ぎ た と き、じつ は そ れ は二 人か ら無限 に 遠 い と

　　 こ ろ に あ り 、
二 人 に 話 しか け な が ら二 人 を知 らな い の だ とい う思 い に 苫しみ な が ら、ス ワ ン

　　 は、そ の 小楽節が、二 人 と は 無縁な、あ る意味、あ る 内在的な、固定 した 美 を も っ て い る こ

　　 とを、残念 に さ え思 うの で あ っ た 。》

　　　 と こ ろが 、そ ん な思 い も、そ の 後、ス ワ ン が オ デ ッ トの ア パ ル トマ ン に 通 う よ うに な っ て

89　二 度 口の 訪問 の と き化粧着姿 の オ デ ッ トが ボ ッ テ ィ チ ェッ リ の 《シ ス テ ィ ナ 礼拝堂 の 壁画 に
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「小 楽・齢 」 の か 奪 た 　illlI 丸 山三五義

あ る エ テ ロ の 娘 チ ノ ポ ラ の 顔に似 て い る こ とで 、ス ワ ン の 胸 を打 っ て し ま う》
lt）と も う話題

に 上 ら な くな り忘 れ去 られ 、さ らに 彼は机の一．Lに オ デ ッ 1・の 写真 で は な くエ ア ロ の 娘 の 複製

を 置 い て う っ と り とす る 。 こ うして オ デ ッ トは 彼の 好 む芸 術作品 の 代替物 とな り、 オ デ ッ i・

そ の も の が 逆 に 記号化 さ れ る 。 そ の オ デ ッ トに 反 逆で も さ れ る か の よ うに 、あ る 晩 ス ワ ン は

遅 れ て 到齎 した ヴ ゴ レ デ λ ラ ン 家 で 、すで に 帰宅 して 不在 の オ デ ッ ト を探す た め に夜 の パ リ

を、あた か も地 獄巡 りの t ル フ ェ ウ ス が 《暗闇 の 国で 死者 の 亡霊 の あい だ を わ け て エ ウ リ 、
・．

ウ デ ィ ヶ を さ が して い る よ うに 》121棚 li
恥 ・、偶然彼女 に 彳亅

’
き当 た ．

， て 感 極ま り馬恥 り 中で 、
オ デ ッ トの 胸元 に つ け た カ 1・レ ア が 馬車 の 衝撃 で ず れ 、そ れ を直す ま ね を して オ デ

ッ トを愛

撫 す る こ と に な り Cこ れ が 有 名ttg《「カ 】・レ ア す 廴 とい うメ タ フ ァ
ー

》 で 《肉休 占有 の 行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ　　　t　　　e　　　u　　　t　　　サ

拳を恵味す る 》13 ［傍点筆者］）、 こ れ が 二 人 の 初め て の 肉体 の 接触 に な っ て ス ワ ン の 恋 は 頂

点 に 達す る 。 も ち ろ ん ス ワ ン に は以 前か ら 《オ デ ッ トの 美 し さ よ り も は る か に 気に 入 ．、 た 美

し さ を も って い る 、ま る で バ ラ の よ うに 新鮮 で 、ふ っ く ら とした か わ い い お針
一f》が い て さ

ま ざ まな 「肉体 占有行為 ： に は 慣れ て い た が 、行為そ の もの の 記号化 （
「

カ ト レ ア す る ．） と

い う新 しい 1 肉体 占有 ｝は、ま さ し く オ デ ッ トが 「小 楽節」 に 、
「

チ ッ ポ ラ 」 に 記 弓化 さ れ．

る の 胴 質で あ り、そ れ ゆ え 、こ グ） 砧 有は か え 。 て 新 しい 1蝶 とな る の で あ る．そ の 晩彼

が 身 をふ る わ せ な が ら望ん で い た の は （ま さ か オ デ ッ トは、と彼は 内心 で 考え て い た 、ぼ く

の 計略 に が か Sp　 1： そす れ・、ぼ く の 言緬 を見 ぬ くこ とは あ る まい ）、 カ ト レ ア の 大 きな モ ー
ヴ

色 の 花弁の あ い だ か ら ： の 女 の 占有が ぴ きだ さ れ て くる こ とで あ っ た 、そ して 彼が す で に 味

わ い は じ め て い た 挟楽 、
オ デ ッ トが 気 づ か な か っ た （と彼 に は 思わ れ た）、だ か ら こ そ 彼

．
女

が 素直 に 受 け人 れ る、 と彼の 考え た 快楽は 、 した が っ て
一一

あた か も地 Eの 楽園 の 花の あ い

だ で それ を味わ っ た 最
．
初 の 人問 に と っ て そ うで あ った よ うに

一…
二 れ まで に 存在 しな か 一

， た

快楽で あ り、彼が つ く りだ そ うとつ とめ て い た快楽で あ り
一一…．

彼が つ け た 特別 の 呼び か た が

そ の な ご りを とどめ た よ うに
一
　 ま った く特殊 な、ま っ た く新 しい 快楽な の で 菱、ッた

。 》
IP 以

来 《人 は 誰 も披か ら、女 に 紹介 して く れ とい う依頼 の 手紙 を受け とら な くな ．，た。彼は 星， う

女 に は 凵 も くれず 、女 に 出会 うよ うな場所 に 行 く こ とを さ しひ か え た》 の だ 。

　こ の 二 人 の 極 ま ワた愛 の 情景が 次の 「小楽節一 とな っ て あ ら わ れ る 。

3　調予 の 狂 ッた ピ ァ ノ か ら弾 き だ t れ る 才 デ ッ トの 演奏 に よ る け 亅・楽節 ！。 （1232 −．

　234、全集版 ユ 305−309、文 庫版 1396 −401）

　そ れ で も 《小楽節は、 X ワ ン に と っ て は 、彼が オ デ ッ トに抱 い て い る 恋 に つ な が りつ づ け

て い た 》 の で こ の エ ピ ソ
ー

ド は 「・檪 節 」の 髞 的描写は 皆篤 L・つ で も 「話者」 の 関心 の

的 で あ る ［恋 」 の 幸福感、つ ま り言 語化 に よ る 音楽理 解 と、それ を乗 り越 え る も う一つ の 幸

福感 い わ ば音楽そ 蝿 の の ・輪 感、そ 環 界 の 描写 に な る。 こ の 世界は 反 復 して 何度 も描

写 さ れ 、［小楽節．1 と ス ワ ン の 関係が い つ で も喬語化 の 先、つ ま リ レ1・楽節　の か な た に す

す む ・j能性 を 示 す の だ が 、か な らず ス ワ ン は 自分 で 獲得 した 言語化、つ ま り ［恋 の し る し 」

へ と安 易 に 辿 る 姿 が 描 か れ る、，た と え ば 、

《・檪 鰍 ま・彼 が そ 樋 ・斗に す る と す ぐに 、そ れ 自身に 必 要 腔 間 を ス ワ ン の 内部爵誘 け
88
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・言語文化学科】第 9 号 2001年

る こ とに成功 し、そ の た め に ス ワ ン の 魂 の 均斉に 変化 が 起 こ る、

　《魂 の な か に 、ある余白が で き て 、そ れ が あ る た の しみ に あ て られ 、そ の た の しみ は、そ

れ も また外 部の 何物 に も照 応 しな V丶

　《そ れ は恋 の 楽 しみ の よ うに 純粋 に 個人的 な もの で は な くて 、具体的な も の に 上位す る あ

る現実 として ス ワ ン に お しつ け られ る、

　《未知 の 魅惑 へ の 渇望 、それ を小楽節 は彼の 心 に め ざめ さ せ る、

　　　二 の よ うに 「小楽節」 は ス ワ ン の 心 に
一

つ の 未知の 世 界を 出現 さ せ る 空白をつ くりだす、

　　こ の 何 もな い 空間 こ そ 「小楽節」 の 世界 で あ る ともい え る が 、 こ こ に い わば 「作品」 を 生 み

　　出す 「創造的自我」 の 姿 を書 き入 れ て も良い は ず の も の が 、「小楽節」 は今言 っ た よ うに 何

　　もな い 以 上 《こ の 渇望 を満たす に 足 る正 確な何物 を も彼 に も た ら さ な か っ た》 の で 、そ れ ゆ

　　え、《ス ワ ン の 魂 の な か の そ ん な部分を、小楽節 は空 白 の ま まに し て 》お い て くれ た も の だ

　　か ら、《そ こ に オ デ ッ トの 名 を記人 する こ とは 自由》 に で き る の で あ っ た 。
こ うして 、「小楽

　　節」 が あ た え る べ き 「世界 」 は簡 単に 自由に 、
「オ デ ッ トの 名」 とい う記号化 さ れ た もの に

　　お きか え られ て しま う。
こ の 関係 は、 また 、逆転 もす る。た と え ば、《オ デ ッ b の 愛情が す

　　こ し物足 り な か っ た り、失望 を招 くか と思 わ れ た りす る と こ ろ に は、小楽節が 埋 め あわせ に

　　きて 、そ の 神秘な エ
ッ セ ン ス を溶か しこ 》む の だ 。

ス ワ ン に と っ て オ デ ッ トの 愛が 足 りな い

　　と こ ろ は 「小楽節」 が そ の 代わ りを つ とめ、「小楽節」 が ス ワ ン の 魂か ら形而下的 な配慮や

　　気遣 い を 追放 し （《物質的 な利益 に つ い て の 苦 労 や万人 に 価値 の あ る 人 間的 な考慮な どが抹

　　殺 され て しま っ た 部分》）「空間」「余白」 を あけ 「具象物 よ り上位 の 世界」 「未知 の 魅惑」 を

　　日覚め さ せ る はずが 、そ こ に オ デ ッ トが 居座 っ て しま うとい うの だ 。 もち ろ ん ス ワ ン は 「小

　　楽節」 の あ た え る幸福は オ デ ッ ト と の 恋 の 幸福 とは違 う何か で あ る こ とを知 っ て い る の だ が 、

　　彼に はそれ が 理解 しが た い の で あ る
、

しか も そ れ が も た らす快感は 自分 の 力 で は ど うに もな

　　 らな い も の 、ま る で 麻薬吸飲者 （《こ の 楽節に き き入 っ て い る ス ワ ン の 顔 を見 る と、呼吸 を

　　 も っ と楽 に す る麻酔薬を 吸 っ て い る と こ ろ だ ともい えた で あ ろ う》）が 浸 る 世界で あ っ て 、

　　 また そ の 世 界は、 も っ とも官能的な器 官 の
一

つ で あ る嗅覚 の 世 界 で もあ る 、つ ま り 、 《音楽

　　 が 彼 に あ た えた快感、や が て 彼 の な か に 真の 欲求 を生み だ そ うとして い た 快感は 、そ うい う

　　瞬間に は、い わ ば香水 で 経験 した で あ ろ う よ うな快感 に 似 て 》い る の だ 。 そ こ に 知性 の 入 り

　　込 む余地 な どない 。 とい うの は 、 こ の 世界 は 《わ れ わ れ の 機能か らか け は な れ た あ る 世界》

　　で あ り、音楽 の 快楽は そ の 世 界 と 《わ れ わ れ が 接触す る ときの 快感 に 似 て 》 い る 。
こ の 《世

　　界は 、
わ れ わ れ の 視覚で は とら え られ な い もの だ か ら無形 の よ うに 思 わ れ、また理知で は 理

　　解 しに く く、ただ
一つ の 感覚に よ っ て しか 達す る こ とが で きな い か ら意味 を もた ない も の の

　　 よ うに 思 わ れ る の だ。》

　　　 こ の よ うな理 知 の 入 り こ めな い 世界 に 身 を任せ る こ とは 《ス ワ ン に と っ て な ん とい う大 き

　　 な休 息で あ り、神秘 の 更生 で あ っ た こ とか 》、とい うの も ス ワ ン は 彼 の 恋愛対象で あ る 《オ

　　 デ ッ トの 資質か らす る と、彼女 の そば で 過ご し た 時間 に 多 くの 価値を もたせ る の は 見当ち が

　　 い で あ る》 こ と を 十分 に 知 っ て い た の で 、「小楽節」 の 言語化、そ の 先 の か なた に 何 も考え

　　 ず に 浸 る こ とは、彼 自身 の 社会的関係 の 配慮か ら開放 さ れ る こ と で あ る し、音楽 に よ っ て 癒

87　さ れ る こ とで もあ り、ス ワ ン の 《目が どんな に 絵画の 鑑 賞に す ぐれ て い る として も・そ の 精
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「小 楽節一の が な た 　〔：1）

神が ど ん な に 風俗 の 観察 に 鋭 くて も、そ の 凵、そ の 精神が 、無味乾燥 の 生 活の 消 しが た 夏β 痕

跡 を い つ まで も とどめ て い た》か ら、「小楽節 」 は そ れ を洗 い 流 し て くれ た で もあ ろ う。音

楽 の 運 ん で く る世界、
「

小楽節．」 の か な た は 、
シ ョ

ーペ ン ハウ ア
ー

の 1
一
意志

1
そ の 革S の で は

あ ろ う 洪 《人 類 と は無関係 な被造物、論埋 的能加 歌 け る、盲 目 の 被造物、ほ とん ど荒 唐

無稽 の
一角獣 に も似 て 、た だ 聴覚に よ って 知 覚す る ：1 世界 で あ り、 ス ワ ン は

．．一・
時そ の よ うな

被造物 に 変貌す る の を感 じ る の だ，，

　 1 の 「癒 し．」 の 空間は さ ら に 《異常な 陶酔》 を もた らす、そ れ は彼 が 《小 楽節に 、自分の

理知 が そ こ ま で 深 くお りて ゆ くこ とが で きな い よ うな あ る 意味を求め て 》い た の で 《理 性 の

あ ら ゆ る援助 をは ぎ取 ッ た》 も っ と も 内的な魂 に 、《た だ ひ と り 訂の 廊下、音の 暗 い 濾過装

置 を 通 らせ る 》 か ら だ 。

．．・体彼は 「小 楽節．．の 意昧 を とら え る こ とが で き る の だ う ろか 、輩，

ち ろ ん 　否」 で あ る は ずだ 、も し意味 を得 られ た と す る と そ の 行為そ の もの が 錆誤 し て い る

か らだ 、
一
意味 を求め る 」 とい う行 為 そ の も の が こ の 世 界 で は無効で あ る か らだ。音楽 は何

も意味 しな い
．

．
音楽 を理 解す る 二 と は 意味を求め る こ とで は な い

。 な ぜ な ら言語 化 とい う行

為 の み が 意味 を分泌 して い る の だ か ら。「小 楽節」 の 世界は 言語 を剥 ぎ取 ら れ た 感性 の み で

感 じ る ＝ と以 外 に 理解の し よ う｝燈 い ．た だ ス フ ン は 二 の よ う輔 忍識 を拒 む、ま る で 裸体 の

まま宙 に 放 り出 さ れ る よ うに 、鮮 烈で あ る と同時に 寄る 辺 な い 。 ス ワ ン は 《こ の 楽節 の 快 さ

の 底 に あ る悲痛 な もの 、お そ ら く は ひ そ べ’ か に や わ らげ られ る と も思 えな い 悲痛な もの の す

べ て に 、 気づ い て 》 い る か ら、ま さ し く彼 は ．小楽節 亅の 閾に 足 を か け よ うとす る ：行為を ll1

蔚 で 拒否す る 、彼は 立 派 に 1小楽節 1 の 意味 を と らえ て い る の だ、 しか しそ の よ うな 拒否 の

態度 に 《肖分 が 苦 し くな ．
。 て く る とは 思 凌．な か った》 の は 、 も ち ろ ん 「小楽節一の 意味 を ス

ワ ン は 1 オ デ
ッ ト と の 恋 … と と ら え て 離 さ ず、音 楽 の 呑 語化 よ り先 に 進 もうとは ！．な い た め

で あ り、《た とえ楽節が 彼に 恋は もろ い もの だ とい お うとも、そ れ が な ん で あ ろ う、彼 の 恋

は こ ん な に 強 い の だ 1》 とい う確固た る認識が あ る か らだ 。

　 ス ワ ン は オ デ ッ ト と の 恋 の 絶頂 で 、そ れ で もな お 「小 楽節．一… が 導 くも う
一一一

つ の 道筋、「作

品 一を 生 み だ す創造的臼我 へ と進 む道筋 の 立嵩緒 に ふ れ た はずな の だ が 、彼 の
「
最大 の 恋」 に

そ の 道 を譲 っ て し ま う。 ま さ し くそ の 選択 が 、 とはい っ て も彼 に は も う
一つ の 選択 、つ ま り

「小楽 節 」 の か な た ．言語化を拒否 した 音楽 の EU：界 へ の 道 に 進 む こ とは 「話者
．
に こ そ と っ

て お か れ 、ス ワ ン に は拒否 さ れ て は い る の だ が 、「小楽節 1 は そ の 選択 の も た ら す悲 し み を

ス ワ ン に 示 しな が ら遠 ぎ か っ て ゆ くの だ 。

　彼は 楽節が ひ ろげ る哀愁 とと もに た わ むれ 、そ の 哀愁が 彼 の Lを通 りすぎ る の を感 じた、

しか も そ の と き、彼 の 幸福 感 をい っ そ う深め 、い っそ う H美 に す る愛撫 の よ うに 、そ の 哀

愁 は 通 りt ぎ る の で あ った 。彼は オ デ ・・ト に 二 の 楽節 を ト園 と な く．．1−．一ト1∬ とな く弾か せ 、

そ れ と Snl時 に 彼女が 彼に 手妾吻す る こ と を や めな い よ うに 要求 す る の で あ った，，一一
つ の くち

づ け は つ ぎ の くち づ け を呼 ぶ 。 あ あ ！　 人 が 恋 をす る こ の 辷 う な は じめ の 時期 に は 、 くち

づ け は い か に も自然 に 生 まれ る ！　 くちづ け はた が い に お し あ い な が ら どん ど ん あ ら わ れ 、

て 数 を増す、 そ して
…

時 間 の う ちに た が V’・に 交 わす く ち づ け は 五 月 の 野 の 花 の よ うに か ぞ

え きれ な い だ ろ う
…
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