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は じめ に
一 『失われた時 を求め て 』 の 構 造 と音楽

　 「プ ル ース トと音楽」 に関す る考察は別 に珍 しい もの で はな い 、それは傑作 と呼ばれ る

文学作品が 現 実をみ ご とに再構築するもの で あると い う意味で、彼の 畢生の 大作 『失われ

た時を求め て 』 もまた い わば
一

つ の疑似世界 を形成 し、その 中に様 々 な主題体系 （た とえ

ば社交界 と い っ た大きな もの か ら、あの 有名な紅茶に浸 したプ チ ッ ト・マ ドレ
ー

ヌ の 味 と

い っ た微少 な感覚の 主題 まで）が 実生活 さなが ら に描か れ て い る の は 云 わ ず もが な、建

築、 美術、文学な どの 芸術 に関する主題 も当然含 まれ、音楽 に も同 じように その 特権的な

場所が与 え られ て い るの だ か ら、頻繁に持 ち上が っ て くる命題 の
一

つ で ある の は至 極 もっ

と もなこ とだ ろ う。従 っ て 音楽の 方法的考察が 問題 となろう、それ は大別する と音楽 を比

喩 として 用 い た表現等を考察するの か、それ と も音楽そ の もの が小説の 構造 と い か に 関わ

っ て くるの か 、とい う音楽 と文学の 比較研究の 問題 、 純 粋に文献学的な文学研究で あ るヴ

ァ ン ト ゥ イユ の
「
ソナ タ」

「七重奏 曲」 の 生成過程 の 問題、そ して最後 に 伝記的研 究 と し

て その 「ソナ タ」 や
「
七 重奏曲」 の モ デ ル が 何で あるの か と い う問題 で あろ う。本稿で は

もっ ぱ ら音楽 と文学の 比較研究 をこ と と して
「
構造 」 の 問題 に論究 しよ う、とい っ て

「音

楽の 比喩」 が重要で はな い とい うこ とで はな く後 に考察の 対象 となろう。 おそ ら くこ れ ま

で は音楽 を比喩的に 使 っ て文学を語 る こ とが 問題 で あ っ た の が筆者 に は問題が転倒 して い

る、つ ま り文学に よっ て い か に 音楽が 語 られ る か とい うこ と、文字表現 に よる音楽 とは比

喩 に よ っ て しか 語 りえな い と い うこ と で あ り、こ れ は
「
音 楽批評 」

2
の 問題 と して別 の 研

究が 必要 とな ろ う。

　 さて
「
音 楽的構造 」 と い っ た場合、文字通 り小説が 交響曲の ソ ナタ形式 の 構造 を もっ て

い ると い うこ とを綿密 に調 べ 上 げた と こ ろで 、書物の 構造 に 与え られた 音楽 の 役割 を明示 　108

しない 限 りなん の 意味 もな い だ ろ う、
こ の 小説 は起承転結 を持 っ て い る、と言 っ て しま う　（71）

＊
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　　　 ほ ど に 無 意味 で あ t）　
3
、 こ れ 自体単な る比喩 にす ぎな い とい う こ とに なろ う．それ は音楽

　　　 の 構造 を小説が 借 り ただ け の こ と で あ D ．も しプ ル ー ス トが｛可らか の 音楽作品で は な く純

　　　 粋 に音楽彩式の構 造か ら自分 の 小説 を着想 した とい うの なら、そ の 構造 と彼 の 小 説 との 問

　　　 に意味的連関を付与 しなけれ ば な らな い はずだ。

　　　　 と こ ろ で 音楽形 式 の い わ ば長篇 小 説 と して ソ ナ タ形 式
．
箜 考えて み る と、提示一展開一一

　　　 再現 と い う三部形 式 を持 っ て い る。 こ れは対称性 と均衡を特徴 と して お り、『探 求』 の 創

　　　 作課 程 を見 る とプ ル ース トは お そ ら く作品 の 統
一・一・

性 と い うもの に こだわ るあま り作品 の 対
．

　　　 称性 、均衡 に 対す る偏愛が 窺え る と こ ろ か ら
5
、彼 の 意識 に ソ ナ タ形 式 が 存在 しな くて も

　　　 彼の 小 説は必 然的 に ソナ タ形 式 化 して しまお う。それ に こ の ソ ナタ形式なるもの は ウ ィ
ー

　　　 ン 古典派、 とりわ けべ
一

ト
ー

ヴ ェ ン に よっ て 完成 され た とい われ る が 、そ の 発展途．−Lで モ

　　　
ー

ッ ァ ル トの 作 る ソナ タ形式の もの には提示 と再現 しか ない もの もあ り、そ の 両者の
．．．一

対

　　　
一

対応 は まさしくプ ル
ー

ス トが こ の 長篇 を着想 した最初の もの で あ る
『
心情の 聞歇 』 と い

　　　 う総題 の もと に 書か れ た 《失 われ た時》 と 《児 出 され た時》の 二編 の 対 応 と類似 して い

　　　 る、つ まりそれ は提示 と再現 そ の もの なの で ある
S

。 そ して 十九世紀初頭 の 交響曲の 金字

　　　 塔で あるベ ー
ト
ー

ヴ ェ ン の 交響曲第三番 変ホ長調 「英雄 』 と名付 け られた こ の 交響 曲の 第

　　　
一

楽．章 は膨大で 完璧な展開部 を持 つ こ とに よ っ て ソナタ形式 の 完成 とそ の 肥大 化が なされ

　　　 た が、まさ しく 『探求 、】 は 巨大な展開部 を持 っ こ と に よっ て 全七 巻 とな っ て 完成する の で

　　　 ある。こ うしてみ れ ば マ ク ロ 構 造を見 い だ すこ とは
『
失わ れ た時 を求め て 』 を読む の に そ

　　　 れ ほ ど の 醍醐味で は ない こ とが わか ろ う。と い うの はプ ル
ース ト自身 こ の 小 説 を前述の よ

　　　 うに 《失わ れ た時》と 《見謁 され た蒔…》 との 二 編 をそ の 出発点 と して い る の で すで に 発端

　　　 と結末 （提承 と再現 〉は書か れ て い る こ と に なる 、
こ れ は細部が 書 き込 まれる こ とに よ っ

　　　て 物語が 肥火化 して い くこ とで あ り、提示部 と再現部 とい う整然 とした構造 に、それ らの

　　　秩序 か らはみ 出 そ う とす る細 部 4）意志で もあ るか の ように 展開部が割 り込 む こ と に よっ

　　　て 、 物語 の 巨大 なソ ナタ形式化が 完成す る の で ある、お そ ら く 『
探求』 を読む醍醐昧 はマ

　　　 ク ロ 的 な物語 の 筋 を追 うこ と （勿論 これ も構成上重要な もの で あ る） で は な くミク ロ の 世

　　　界 に彷徨 うこ とな の で あ り、「本当ら しさ 」 と い うの が 物語の 信粂 で ある とする な ら ば、

　　　そこ に描 か れた細 部 の
「
真実性 」 こ そ尊重 され る べ き もの で あろ う、 そ して そ の 細 部が

　　　　
「多様性 」 を損な う こ とな く積み あが っ て い くこ と に よっ て

．一
個の 統

…
体が で きあが り 、

　　　そ こに こそ反弁 証法的反理性主義を標榜す るプ ル
ース トの 姿 が認 め られ よう

ア

。

　　　　お そ ら く 『失われ た時 を求め て a をこ の ような巨大な構築物 に しなが ら も、そ の 統
一

性

　　　を保 っ て い る方法は
、 ラ ス キ ン の 『胡麻 と百合s を翻訳す る作業 を通 して プル

ー
ス トが 学

　　　び と っ た ラス キ ン の 方法 に よ っ て い る と言われ て い る
S

。
い くつ か の 主題 を あた か も無作

　　　為に配 置 したか の ように 見せ か け、結論で それぞ れ の 主題 を
一

っ に ま とめ あげ るとい うも

　　　の で あるが 、次の 文章 を読んで み よう、 《執．拗 に くりか え され て は す ぐに 消 え さ る テ ーマ

　　　をふ たたび 譜面 に 兄 な が ら、私 に 理 解 され た の は 、ワ グナ ーの 作鹸が もつ 現 実的な意昧 の

　　　す べ て で あ っ た、そ れ ら の テ
ー

マ は
…

つ の 幕 に何度 も訪 れ、遠 ざか っ て は また もど っ て く

　　　る とい う形 をくりか えす、そ して 、とき ど き遠 くに行 っ て まど ろ み 、ほ と ん ど離れ さ っ た

107　よう に 思われ るが・また ときに は、か すか に と どま りなが ら、非 常に切追 し、非 常 に 近づ

（72 ）　き、非 常に 内面的 に な り、 非常 に有機 的に な り 、 非 常に 内蔵的 にな るの で 、一
つ の モ チ ー
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フ の くりかえ しとい う よりは、神経 痛か 何か の 再 発の ようだ と もい え るの だ 。 》
9 こ れ は

「話者」 が ヴ ァ ン ト ゥイユ の
「
ソナ タ 」 をピア ノ で 弾 い て い るうちに ワ

ーグナーの 『 トリ

ス タ ン』 に似 て い る こ と に気づ い て
1°
思わず微笑ん で しまうと い う独特 な美 しさを秘 め た

一
節で 、ワ

ーグナーの ラ イ トモ チーフ に つ い て述 べ て い る もの で ある 。

「執拗に くりか え

され て は す ぐに 消 えさ る 」 諸主題 はあ たか も人体 を構成する細胞 の ように、ときお り痙攣

す る こ とに よっ て その 存在 を認識 させ る とい うか な り官能的 な表現 に よ っ て示 され るの だ

が 、そ うする こ とに よ っ て プル ース トは作品を人体 に見立て その 統
一

性 とい うもの を考え

て い る とすれ ば、私たち の 感覚に と っ て
「
遠 い 」 もの で あ っ た り 「近 い 」 もの で あ っ た り

す る私た ち の 細胞が 寄 り集 ま っ て それ ら しい 形 にな りさえすれば 、 それ は
「私 」 とい う存

在の統
一
体になる 、 とい うプル ース トの 願望 が見えて くる。 こ の 細胞 を巧み に扱 っ て 巨大

な四部作
『

ニ
ーベ ル ン ク の 指環』 を完成 した ワ

ー
グナーを羨望の 目で 見た こ とは間違 い な

い
11
、そ して こ の 「細胞 」 と見 立て た もの こ そ ワ

ー
グナー

の ライ トモ チー
フ で あ り、プ ル

ー
ス トに 方法 と して の ラ ス キ ン を発見 させ た もの で あろ う。 戦後の ヌ

ー
ヴ ェ ル ・ク リテ ィ

ッ クが、プル ース トをテキス トの 内在批評の 先駆 として 迎 え入れ たその 主題論 的分析 の 方

法 は まさ し くこ の ライ トモ チ
ー

フ に由来す るの で ある。こ の ようにプル ース トの 方法 と し

て の 主題論的扱 い と ワーグナーの ライ トモ チ
ー

フ は音楽と文学の 比較研究の もう
一

つ 別 の

主題 と もなろう。

ス ワ ン と 「話者」 の 音楽理 解

　 「プ ル ース トと音楽」 とい う問題は彼の 小 説に音楽に関する記述が豊富に ある と い うの

で 単に考察の 対象 に な っ て い るわけで はな く、物語の 主人公で あ る 厂話 者」 の 「私 」 が ヴ

ェ ル デ ュ ラ ン 家で 開催されたヴ ァ ン トゥ イユ の 遺作発表会 で その 「七重奏曲」 を聞 い て芸

術 の 絶対性 、 そ の 救済 を感 じ、 それ まで の 自分 自身の 自信の なさや疑念、例え ば 《
…

そ う

した ［コ ン プ レ ーの ］日 々 に、私 は 自分 も芸 術家に な りた い とい う欲望 を抱 い たの で あ っ

た。そん な野心 をすて る こ とに よっ て、はた して私 は現実的な何物か を断念 して しまっ た

の で あろ うか ？　 人生は芸術 に よっ て 私 をな ぐさめ るこ とが で きるの で あろ うか ？　 芸術

の なか には、われ われの 真の 人格が そ こに
一

つ の 表現 を見出す ような より深 い 現実が ある

の か ？　 しか もその ような表現 は、人生 の 行動に よっ て芸 術に もた らされ ない の で は なか

ろ うか ？》
12 と い っ た こ とが 一挙に 氷解 し、さ ら に 「七 重奏 曲」 の 成立 の 経緯 を知 っ て、

自分 自身の 浮薄な生活 を清算す る きっ か けを得 ると い う、主人公の 重大 な局面で 音楽の 果

たす役割の 大 きさの ため なの で ある。そ して ス ワ ン と 「話者」 の 対比 は、前述の提 示 と再

現の ように、ス ワ ン に よっ て提示 され た もの を 「話者 」 が 再現 して 歩み 直す ような構造 を

持 っ て お り、ス ワ ン の 「ソナ タ」 に対 して 「話者 」 の
「
七 重奏曲」 と い う対比が、ス ワ ン

の 失敗を 「話者 」 が 救済 す る と い う対応 を示す 。 《そ して、ある い は ス プー
ン の 音、あ る

い は マ ドレ ーヌ の 味 か ら生 じた、あの 超時間的な よろ こ び をふ た た び 考 えなが ら、私は 自

分 に い うの だ っ た、 「 こ れ で あ っ た の か 、ソナ タ の 小楽節が ス ワ ン に さ しだ した あの 幸福

は ？　 ス ワ ン は こ の 幸福 をあや ま っ て恋の 快感に 同化 し、こ の 幸福 を芸術的想像 の な か に

見 出すすべ を知 らなか っ た の で あ っ た 。
こ の 幸福は また 、小楽節 より もい っ そ う超 地 上 的　106

な もの と して 、あ の 七 重奏曲の 赤 い 神秘 な呼び か けが私 に 予感 させ た幸福 で もあ っ た。ス　（73 ）
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ワ ン はあの 七 重奏 曲を知 るこ とが で きな い で死ん だ、自分 たちの ため に定め られ て い る真

実が 啓示 され る H を待たずに 死 んだ 多くの 人たち とお な じよ うに。 とい っ て も、そ の 真実

は彼 には役立 っ こ とが で きなか っ ただ ろ う、なぜ な らあの 楽節 は、な るほ どある呼び か け

を象徴 する こ とは で きた が、新 しい 力を創造す る、そ して作家で はなか っ た ス ワ ン を作家

に す る、 とい うこ とは で きなか っ たか ら。」 》
13

こ うして み る と
「
ソナ タ 」 と

「
七 重奏曲」

は ス ワ ン と 「
話 者」 の 存在そ の もの に 関わ っ て くるもの と解釈 され な けれ ば ならない 、そ

れは またそ の 二 作晶が ス ワ ン とオデ ッ ト、 「
話者」 とア ル ベ ル チ

ー
ヌ とい う二 組の 恋愛関

係の あ り方の 達い を示すこ とに もなろ う、ス ワ ン は小楽節の 差 し出す幸福 を 《あや まっ て

恋の 快感 に 同化 し》て しまう し、破局の 後、当の オ デ ッ トと結婚する、つ まり
「小楽節」

の 差 し出す幸福を永 遠に凍結 して しまうところ を 「話者」 に は、彼の 前にサ フ ィス ム を乗

り越 え て出現する 「．ヒ重 奏曲A が、逆 にアル ベ ル チーヌ との 破局を準備 して 《恋の 快感》

を超越 し、《そ の 結果 「話者」 に は 、作家 と して の 天職、真実の 生 の 本質、そ し て 文学作

品に よっ て 「時問」 を回復 す るこ と と い っ た発見 をす る》
1
喫 機 となる。こ う して ス ワ ン

と 「話者」 の 音楽理 解の あ り方が、一方を生涯単なる評論家に し、
一

方を壮大な一
冊の 書

物 の 執筆に向か わせ る こ とに な る 。

　 で はなぜ ヴ ァ ン トゥ イユ の 「音楽 」 なの か ？　 おそら くそれを解 くため には ヴ ァ ン トゥ

イユ の 作 品が
『
探 求』 に出て くる箇所 を辛抱 強 く読み解釈 しなければならない だ ろ う。

　　 ユ、ヴ ェ ル デ ュ ラ ン 家で 初 め て ス ワ ン が 聞 く 「ソ ナタ 」 の ア ン ダ ン テ 。 （
「
ス ワ ン 家の

ほ うへ 』 1 ：206− 214、文庫版 1 ：345− 360）

　　 2 、二 人の 恋の 国歌 として の 小楽節。（同 1 ：218− 219、文庫版 ：365− 367）

　　 3 、オ デ ッ トの ピ ア ノ 演 奏 に よ る
「
ソ ナ タ 」。 （同 1 ：236− 238、 文 庫版 ／ ：396−−

40ユ）

　　 4 、ヴ ェ ル デ ュ ラ ン 家で の ピア ノ独奏で の 「ソ ナ タ」 お よび 、パ リ郊外で の 小楽節 。

（同 1 ；264、270− 271、文庫版 1 ：444− 445、455− 456＞

　　 5 、サ ン ＝ トゥ
ー

ヴ ェ ル トの 夜会 で ピア ノ とヴ ァ イ オ リ ン で演奏 され た 「ソ ナタ」。

（同 1 ：344− 353、文 庫版 1 ：578− 595）

　　 6 、 初め て 「話者 」 が 聞 く 「ソ ナタ」。　 （『花咲 く乙女 た ち の か げ に 』 1 ：529− 534、

文庫版 2 ：171− 180）

　　 7 、ヴ ァ ン トゥ イユ と ワ ーグナ
ー

の 比較。（『囚われ の 女 gI ［1 ：158− 162、文庫版 8 ：

270− 278）

　　 8 、　 「七 重奏 曲」。 （同 III：248− 264、文庫版 8 ：434…461）

　　 9 、 ピア ノ ラ （自動 ピ ア ノ ）の 演奏 。 （同III：377− 384、文庫版 8 ：657− 665＞

　　　　以 上 に挙げた の が f探求』 中ヴ ァ ン トゥ イユ の 作 品が言及 され る箇所 で あ る が 、こ れ ら

　　　を仔細 に読み 込 む こ とに よ っ て 、プ ル ース トは、「話者 」 に、音楽 の なか に文学の 理 想的

　　　な姿 を見 させ 、本稿の エ ピグ ラ フ に掲 げた 《…音楽 こ そ は　一　か りに言 語の 発明、語の

105 　形 成、観 念の 分 析が な か っ た と した場合 に　一　あ りえたで あろ う魂 の コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ

（74）　ン の 、唯
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。》 と考えさせ た の か 、
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理 解する こ とがで きるだ ろ う。

＊ ＊ ＊

　本稿を閉 じるにあた っ て、こ の 先 の 展望 を、ジ ャ ン ＝ ジ ャ ッ ク ・ナ テ ィ エ の 音楽記号学

に そ っ て述 べ て み よ う
15

。 まずそ の 前にプル
ース トを理 解するため に必要な もの は、真実

を掘 り起 こ そ うと躍起 にな る知 性で はな い 、とは い っ て も、勿論知 性は ぎ りぎ りの とこ ろ

まで必要な もの で あるが 、その 一歩先 を知性 は踏 み 込む こ とは で きな い
。 その 先 は直観 に

よ っ て把握 され る、とは曖昧な物言 い だが 、
こ の 曖昧さに こ そ芸術 は隠 されて い る の で あ

り、反 対 に知性 は曖昧さ を許 さな い 、こ れ こ そ が知性の 弱点で あろ う、 とプ ル
ー

ス トの た

め に と りあえずは言 っ て お こ う。

　ナテ ィ エ の 記号学 に よれば作 品の 理 解は作家の ポイエ テ ィ ッ ク空間 （作 家の 仕事場 、創

造の 地 平）が それ．まで の 行き過 ぎた内在主義か ら復活する、 とい っ て、何 かが復活す る と

す ぐに それ ま で の 方法が否 定されて しまうの が 常で は あるが 、そ うで は な く、テキ ス トの

内的な分析は彼の 言葉 で言 うとエ ス テ ジ ッ ク （演奏、知覚、鑑賞行為） の領域で活躍す る

こ とになる。作家の 仕事場に は作家の 生 きた時代 も含 まれ、テキス トを理解す るため に は

そ の 時代精神、時代意識 を も読み込 まなければな らな い とい うこ とになる。おそら く以上

に挙げた九 つ の項 目の 他 に 「プ ル ース トとその 時代」 と い う項 目が 付加され なけれ ば な ち

ない だろ う。 また 「音楽 」 を主題 として 分析す る以上 当時の フ ラ ン ス 音楽の 趨勢 に つ い て

も考察 しなければ な らな い
。 単純 な伝記 主義、つ まりプル

ー
ス トが 否定 したサ ン ト＝ブー

ヴ の 伝記主義 の 復権で は ない 、あ る意味で は さ らなるテ キス ト主義の 強化、つ ま り作家と

時代が テ キス トに繰 り込 まれて、新 たなテキス ト主義が始 まっ たの か もしれな い 、と い う

の は 、
こ こ で扱 わ れ る作家 とい うの は、 い わ ばサ ン ト ＝ ブ

ー
ヴ流 の 倫理 的存在 で はな い か

らで 、あ くまで も作品 を生み だ した
「
作品 の 自我 」 と して の 作家なの で ある か らだ。

　　
1Proust

，
　A 　la　 recherche 　du 欧醐 ρs　perdu　III，　Ed．　Pl6iade，

　Gallimard，
1954．　p．258．以

後 『失 われ た時を求 めて 』 （
『
探求 』 と略す） の 引用は ご覧 の ようにプ レ イヤ ドの 旧版 に よ

る。日本語の 引用 に つ い て は最近完成 した井上 究
一
郎氏の個人訳 に よ る筑摩文庫版 （以 後

例 えば 「文庫 1、p ・23」 と略す）、その 他 の テ キス トに つ い て は筑 摩書房の 全 集版 （同

じよ うに
「全集 1、p ・23」）を用 い る。

　　
2

と こ ろが 文字表現 に よる批評行為は文学批評 で あ る と い うの が 筆者 の主張で ある

が、こ こ で は勿論 「音楽批評 」 は一般 に 膾炙 されて い る音楽に関する もの を文 字表現 に よ

っ て批評する行為の こ とで ある 。 こ れは不純 な音楽批評で ある、こ の ように言 っ て しま う

と純 粋な 「音楽批評 」 は文字に よっ て は存在 し得 な い と い うこ とに な るの だが 、当然 こ れ

は音楽 に よっ て 存在 しうる、い や、音楽 に よっ て しか存在 し得 な い と い うこ となの で あ

る 。 大崎滋生氏 の
『音楽演奏の 社会史 』 東京書籍 1993で 、十九世紀、少 な くともブ ラ

ーム

ス まで は音楽研究者 とは音 楽家の こ とで あ っ て 、彼 の 研究 は文字表現 に よ っ て で は な くほ

とん ど音楽作品 に よ っ て なされる の で あ り、それ が 彼の 音楽研究 の 成果な の で あ る。わか　 104

りや すい 例で 言えばバ ッ ハ の コ ラ
ー

ル は他人の 曲を編 曲 した もの が ほ とん どだ と言 われ る　（75）
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　 　 　 明理．大学 研究紀 要 1日本文 化学 蹄
・
言藷 文化学 科】第 2 号 1994年

　　　 が、原曲の 良 さを引 き出すた め に 様 々 な工 夫 を凝 ら しu そ の 欠点 と （勿論バ ッ ハ が ）思 う

　　　 もの を修 正 して改 良す る の は、原曲に 対す る立派 な批評 行為だ ろ う、お そ ら くバ
ッ

ハ 自身

　　　 に は批評行為 とい う観 念は な か っ ただ ろ うが 、， ただ バ
ッ

ハ の 場合 こ の 行為 は職 入的 な技

　　　 術 二 芸 術 に れは 有Hli性 の 問ma−一バ
ッ

ハ は職務 として 宗教 曲を書 き続けなければな らなか

　　　 っ た一一）で あっ て 、い わ ゆ る十九世紀の 有用性 を拒絶 した至土主義的な芸術 と は
一．
線 を画

　　　 さなけ ればな らな い 。芸術 と して の 批評行為 を自覚的に行 い 始め たの は 、大崎氏の 言 うと

　　　 お り
厂
過去の 音楽 」 の 復興 と軌を

・一
に して い るだ ろ うか ら、

一
卜九世紀こ そ （勿論メ ン デ ル

　　　 ス ゾーン に よるバ
ッ

ハ の t
”
マ タイ受難曲』 復活公演の 時代 、もしくはバ

ッ
ハ が 音楽の 神様

　　　 に祭 り一Lげ られ て い く時f辷）音 楽批評が始 まっ た時代で あろ う、 しか も音楽 を作曲 もせ ず

　　　 演奏 もしな い 音楽研究家 を出 し始め た の もこ の ト九 匿紀な の で ある 。 筆者の 言葉 で 謡え ば

　　　 「文学批評」 が 「音楽批評 」 を駆逐 し始め る時で ある a こ の 時代に あ・
っ て い わ ゆ る 「演奏

　　　会批 評」 は ジ ャ
ーナ リズ ム の 勃興 と ともに様 々 な親聞 ・雑誌 に 文字に よっ て行われ る、勿

　　　論単なる ジ ャ
ー

ナ リス トばか りか 、シ ュ
ー

マ ン や ベ ル リオ
ーズ と い っ た音楽家が執筆 して

　　　 い た の はつ とに有名だが 、音楽史 もし くは音楽学 にお い て 「演奏会批 評」 に関する 音楽 に

　　　 よる
「 音楽批評」 の 記述 はな い 。 それ は批評行為 とで も呼び うるもの が あまりに も F文字

　　　表現 」 と緊密 に結び つ い て い るの で誰も音楽に よ っ て批評 が で きる とは思 い も しな い し疑

　　　 問を呼び党 ます こ とす ら しな い の で ある 。 と こ ろが私 た ちの 繭には フ ラ ン ツ ・リス トが い

　　　 る、彼 は 「超 絶技巧 」 の ピア ノ 曲をあまた書き残 した が ゆ え に 少 しばか り ；
一
精神性 」 の 欠

　　　 け ると不当に 評 され．、「純粋 」 音楽 と の 対比 に よっ て 少 々 品下 る もの とされた 「標題 音楽 」

　　　の 「交響詩 」 と い うジ ャ ン ル を創始 した ロ マ ン 派の 巨匠とは呼 ばれ つ つ も、相変 わ らず評

　　　価 は芳 し くない
。 L か し彼 の 作品 を 「批評 」 い う観 点か ら眺 め ると、例えば 、十 九世 紀 は

　　　素 入 が 家庭で 演奏す るピア ノ音楽の 峙代 とII乎ん で も差 し支 えJな い ほ ど ピア ノ曲の 楽 譜出版

　　　が 盛ん に 行わ れ た （大崎滋生 、 h掲書〉、勿論 それ は 純 粋 に ピ ア ノ の た め に作 られ た もの

　　　ば か りか 、様 々 な曲が家庭 で も聞け る ように とピ ア ノ独奏用 に編 曲された もの が Lllの よ う

　　　に 作 られ、 しか も素人 の た めで ある の で初 歩的 で な ければ な らな い 、それ に 反 して、そ う

　　　 い っ た時代 に リス トは素人 に は と うて い 弾 けそうに もな い 「超絶技巧」 で 当時・劇場 に か か

　　　 っ て い たオ ペ ラをパ ラ フ レ
ーズ した ピア ノ 艫を作曲 して み た り、べ 一 トー

ヴ ェ ン の 交響曲

　　　4）ピァ ノ 編 曲版 を もの して い る の だ が 、こ れ こそが 彼 の 「省楽批評 」 な の で あ る 、、ジ ャ
ー

　　　ナ リス トな ら新聞紙 上 に 「演奏会 批評 」 を文字に よっ て 書 くと こ ろを、 リス トは tt
一
で

「
オ

　　　ペ ラ批評 」 を し て しま う。

「べ 一
ト
ー

ヴ ェ ン 研究」 と して は そ の ピア ノ編 曲版 、ダ ン テ の

　　　 『神曲』 や ペ トラル カの ソ ネ を 読ん で
一L

連の 「巡礼 の 年』 なる ピア ノ 曲を作 曲 して文学 に

　　　関す る
「

音楽批 評」 を書 く。 こ う して み る と 「交響詩 」 と い うジ ャ ン ル の 創始 ぱ
厂文学批

　　　評 」 の
一

形態 と して もっ とま じめ に 研究 されて もよい はずで ある。と こ ろで B 本にお け る

　　　リ ス ト研究 は野 本画紀 夫氏 に よる と（『F ・リ ス ト研究の 今 日 s 音楽芸術 1992年 2 −− 7 月

　　　号〉、欧米 か ら二 十 五年は後れ を と っ て い る と い うこ とで あ り、お そ ら く日本の 音楽学者

　　　に 仟 せ て い る とさ らに後れ をと っ て 取 り返 しの つ か ない こ と に なる、 とい うの が 野本氏の

　　　主張で ある 。 と は い えそ こ で 膏楽 素人 の 文学 者が 登場 して も相手 とす る に は リ ス ト｛まあ ま

103　 り に も巨 入 だ ろ う、 しか し「 〈十 九世 紀 ロ マ ン 主義〉 再考」 （上掲書 1992年 7月号 ） と い う

（76）　こ と に な れば そ の
一

助 と して 文学者 の 参加 も可能 だ ろ う。
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ー

ス トと音 楽 序 丸 山正 義

　　3 もし構造 と い うこ と で
『
失わ れ た時を求め て 』 を解明す るな らば、筆者の 持論 で あ

るク レ チア ン ・ド・トロ ワ の 『聖 杯物語 』 もし くは ク レ チ ア ン の 続編作家た る リ ヒ ア ル ト・

ワ ーグナーの 『パ ル ジ フ ァ ル 』 との 比較研究 をするほ うが み の り多 い はずで ある し、ナ テ

ィ エ の 『音楽家プ ル ース ト』 （Jean−Jacques　 Natthiez： 《Proust　 musicien 》 ， Christian

Bourgois
，
　Parjs

，
1983）で は

『パ ル ジ フ ァ ル 』 が 『失 われた時を求め て 』 の 文学モ デ ル で

ある こ とを綿密に解釈 して筆者の 溜飲 を下 げた。井上究一郎 『マ ル セ ル ・プル ース トの 作

品 の 構造』 河出書房新社 1962、丸 山正義
『
ク レ チア ン ・ワ

ー
グナー ・プ ル

ース ト』 慶 應義

塾大学 日吉紀要フ ラ ン ス 語 フ ラ ン ス 文学 No ，12，1991年 3月、参照。

　　
4 「長篇小説 と して の 交響曲」 と い っ た表現 はテ オ ド

ー
ル ・ア ドル ノが グ ス タ フ ・マ

ー

ラ
ーの 交響 曲に つ い て 評 した言葉で あ る （ア ドル ノ 『マ ーラー一音楽的観相学の 試 み 』 法

政大学出版 局1978、と りわけ第 4 章 「ロ マ ン J 参照） 。 交響曲作家 と して の マ ー
ラ

ーと小

説家プ ル
ー

ス トと の 間に は伝記的 に何 の 接点 もな い 。た だ 前世紀末か ら今世紀初頭 の ほ ぼ

同 じ時代を生 きた （マ ーラーはプ ル ース トよ り11年はや く生まれ 11年早 く死 ぬ 。 ともに51

年の 生 涯 を閉 じた） ユ ダヤ 人だ っ た、とは い っ て も中央 ヨ
ー

ロ ッ パ 出身の ユ ダヤ 人 （本号

に掲載 されて い るラ
・グラ ン ジ ュ の拙訳 『グ ス タフ ・マ ー

ラ
ー

』 の 第
一

章 を参照） と フ ラ

ン ス 革命後の フ ラ ン ス に在住す るユ ダヤ 入 とで はそ の 生活環境 に は雲泥 の差が あろ う。 小

説 と交響曲と い うの は十 九世紀 に隆盛 をきわめた表現形式で あ り、こ の 二 人の ユ ダヤ人は

それぞれ の 分野で その 究極 の 表現 を した と考え られ る芸術家で あ る 。 お そら く同時代を生

きる こ と に よっ て 共有 しうる時代 意識 と い う観 点か ら彼 らユ ダ ヤ 人の 芸術的方法 を比較す

るこ とが で きよう。そ もそも両者 と もその 文体 に 「語 る」 と い う姿勢が見て とれ る。マ ー

ラ
ーの 第九交響曲は あた か も、Longtemps

，
　je　me 　sUis 　couche 　de　bonne　heure＿と、っ ぶ

や くように は じま り、そ の 宇宙 を形 成する。分 野 を越 えた両者 の 比較研 究、物語 る形 式 の

交響曲 と小 説 の 比較研究 は筆者 の 将来 の 研究課題 となろ う。

　　
5

ナ テ ィ エ の 『音楽家プ ル ース ト』 に 『失われ た時を求め て 』 の 創作課程 が簡潔に述

べ られ て い る の で それ を引用 しよう。

「1探 究 』 の 創作過程 は四 つ の 段階 を経 る 。 ／第
一

段

階は、《失われた時》 と 《見出 された時》の 二 巻 で構成 された 『心情の 間歇 』 の 計画。《失

われ た時》は三部 に分け られる。第一部は四 つ の章 （「母の キス 」
「
マ ドレ

ー
ヌ 、 コ ン ブ レ

ー、レ オ ニ ー伯母 」
「コ ン ブ レーの 日曜 日」

「二 つ の 方向」） で構成 され た くコ ン ブ レ
ー

〉、

第二 部 は 〈ス ワ ン の 恋〉、そ して 第三部 は実際の 『ス ワ ン家の ほ うへ
』 の 終 わ り 「土 地の

名一名 」 と 『花咲 く乙女 た ち の か げに 』 の 前半 「ス ワ ン 夫人 をめ ぐっ て 」 と 「土地の 名
一

土 地」 （最初 の バ ル ベ ッ ク の 滞在 の 終 わ りまで ） に相 当 し、以上 の 三 つ の 章 に分 け られ て

い る。／シ ン メ トリ
ーと平衡感覚の 意志が 当初の 計画で は透 い て 見 え る、っ まり、二 巻で

あ る と い うこ と、 《ス ワ ン の 恋》を中心 に 置 い た三 部形 式 で ある と い うこ と、そ して 第三

部 は同 じ原理 で 構成 され 、数 々 の 《コ ン ブ レ
ー

》の よ うに、そ して ゲ ル マ ン トの 方に関す

る もの が 《ス ワ ン の 恋》を取 り囲ん で い る ように、土地 の 名が ス ワ ン 夫人 を取 り囲んで い

る 。

『見出 され た時』 に つ い て は、1910− 1911年 に起 草 され た計 画で は （『ゲ ル マ ン ト大

公夫人邸の 午後 の パ ーテ ィ
ー

』 と題 され て い る、ア ン リ ・ボネ の 出版 した カ イエ 58と57）

《永遠 の 敬募》 と 《仮面舞踏会》が 含 まれ る こ とに な っ て い た。 ／第二 段階の 始 まりは、　 102

実際に 1913年に グ ラ ッ セ か ら
『
ス ワ ン 家の ほ うへ

』 が 出版 され、同時 に 『失わ れ た時を求　（77）

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Meisei University

NII-Electronic Library Service

Meisei 　university

明 早 大学研究紀要 【日本 文化学部 ・言 語文化学科】第 2号 玲 94年

　　　め て 』 の 総題 が 現れ た と きに 当た る 。

『
心情 の 間歇 』 の 計画 とは違 っ て 、第一巻 は 《土 地

　　　の 名一名》で 終 わ っ て い るが、その 理 由は単な る現実的な もの にすぎな い
。

つ まリグ ラ ッ

　　　 セ はプ ル
ース トに 玖 ワ ン 家の ほ うへ 』 の 終結部を第二 巻 に まわ す よう頼んだ の だ、 こ の

　　　第二 巻 に プ ル
ー一

ス トは 「ゲ ル マ ン ト家の ほ う』 の 名 を与 え て い る 。 こ れ は、1913年の 第
一

　　　巻 の 裏表紙 に 1914年 の 出版 で ある こ とが 告知 され、それ と
一

緒 に 周知 の 二 つ の 牽 《ス ワ ン

　　　夫人邸 で》《土 地 の 名一
土地 》（これ は

『花咲 く乙女 たちグ）か げに 』 の 前半 を構 成するはず

　　　の もの ） も掲 げ られ て い る 。 と こ ろがすで に小 説 は 《シ ャ ル リュ ス 男爵 と ロ ベ ー
ル

・
ド

・

　　　サ ン   ル ーの 最初の 肖像》《人物の 名、ゲ ル マ ン ト大公夫人》《ド・ヴ ィ ル パ リジ夫人 の サ

　　　 ロ ン 》と い うふ うに、ゲ ル マ ン トの 方が 増殖 しは じめ て い る （実際の 『ゲ ル マ ン ト家の ほ

　　　 う」 の 第一部 を参照）。 こ の 裏表紙 に は
『見 出され た時 』 の 内容 も掲 げ られ て い る、それ

　　　に よる と 《花咲 く乙女た ち の か げ に》《ゲ ル マ ン ト大公夫人》《シ ャ ル リュ ス 氏 とヴ ェ ル デ

　　　 ュ ラ ン家》《祖母の 死》《心 情の 間歇》《パ ドヴ ァ とコ ン ブ レ
ー

の 悪徳 と美徳》《カ ン プ ル メ

　　　ー
ル 犬 人》《ロ ベ ー・一ル ・ド・

サ ン ＝ ル ーの 結婚》《永遠の 敬募》 とな っ て い る 。 ／こ の よ うに、

　　　 まさにバ ル デ ッ シ ュ が 書 い て い る ように、『花咲 く乙女た ち の か げに 』 は独立 した
．一一一

巻 と

　　　 して は、初め の 計画に は ま っ た く存在 して い なか っ た、 もち ろ ん ア ル ベ ル チ
ーヌ もだ 。 グ

　　　 ラ ッ セ は 『ゲ ル マ ン ト家の ほ うs の 第一巻の 冒頭か ら終わ りまで を所有 して い るが、プル

　　　ー
ス トはすで に 実際 の

「見出され た時 』 の 最初 の 版 を書き上 げて い た。 しか も1909− 1910

　　　年 の 草稿 に は
iE
’
ソ ドム と ゴ モ ラ 』 の い くつ か の エ ピ ソ ー ドが ふ くまれ て い る 。 ／さて この

　　　大作 も第三 段階 を迎 えよう。プ ル
ース トの ア ゴ ス テ ィ ネ ッ リとの 恋愛 （／914− 5年）がア

　　　 ル ベ ル チ
ー

ヌ を登場 させ るの だ。それ に よ っ て 当初か らプル ース トの 念頭 に あ っ た 《花咲

　　　 く乙 女 た ち》 の エ ピ ソ ー ド （
『
サ ン ト＝”ブー

ヴ に反対 す る』 参照）が 肥大 し、プ ル
・一

ス ト

　　　は グラ ッ セ社 か らガ リマ ール 社に移 る こ とに よ っ て
『
花咲 く乙女た ちの か げ に 』 を独 立 し

　　　 た…巻 に す るこ とが 可能 となる。こ れ が 戦争 に よっ て遅延 し19工9年 に出版 され た と き全体

　　　の計画は五巻 を含 む こ とに な っ た、つ ま り、『
ゲ ル マ ン ト家の ほ う』 の 、後 に 二 部に 分 け

　　　た 『ソ ドム と ゴ モ ラ』 をプル
ー

ス トは告知 して い る 、 そ の 「
ソ ドム と ゴ モ ラ」 の 第二 誉が

　　　 《見 出 された時》 と題 され て い る 。 ア ル ベ ル チ
ー

ヌ とい う登 場入物の 出現 に よ っ て、19ユ9

　　　年 に告知 され た最後の 三巻 に
1
プル

ー
ス トが 挿入 する心 づ も りで い たあ らたな展開 は、当初

　　　の計 爾に 接 ぎ木 され （そ してその 草稿が 1914年か ら1918年にか け て
『
ソ ドム と ゴ モ ラ』 か

　　　 ら 『見出 された時』 まで すべ て 書か れ るこ と に なろう〉第二 の 『探 究』 を問題 にする可能

　　　性が 出て くる。／と こ ろ が ユ919年 か ら 1922年 に か けて 、ア ル ベ ル チーヌ との 様 々 な関係 を

　　　書 く こ と に は か な りの 重要性が ある の で 、第四段階、つ ま り最終 段階 が 必 要 に な り、『ソ

　　　 ドム と ゴ モ ラ』 の 第二 巻 に な るは ずの もの が 、〈ソ ドム と ゴ モ ラ ID 、実際の 咽 われの

　　　女」 と t「逃げ さ る女 置 （＜ソ ドム と ゴ モ ラ HI＞）一こ れは独 自の エ ピ ソ ー ド （とは い っ て も

　　　 い つ れ に しろ
『
ソ ドム と ゴ モ ラ』 に属 す る もの だが ）で ある とプ ル

ー
ス ト自身 の 言葉で

　　　 （バ ル デ ッ シ ュ 1971，II：148＞ 言及 された もの 一
そ して 『

見 出 され た 時』 の 三 つ に分 裂 し

　　　て しま う。」 （」．・J．Natthiez．　ib三d．　pp，55・57＞

　　　　　
S

彼 は 自作の 小 説 に つ い て以 下の ように述 べ て い る。「ある 人ぴ とは、 よ く文芸 に 通

101 　 じた 入で さえ も、『
ス ワ ン 家の 方 へ 2 の な か に、ヴ ェ

ール で 隠 され て は い る が 厳密 な構 戒

（78） が ある こ とを見誤 っ て に の 構 成は大 き くひ ろ げ られ た コ ン パ ス の 両脚 の ように 瞞て られ
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プル
ー

ス トと音楽 序 丸山正義

て お り、ある一
節と対照をなす節、原因 と結果 とが、互 い に広 い 間隔 をお い て い る の で 、

おそ ら く識別が い っ そう困難 なの で あろ うが）、私の 小説は い わば観念結合の偶 然の法則

に従 っ て つ なが っ て い る思 い 出を集め た ような もの だ と信 じ こ ん だ 。 こ の 出た らめ な主張

を援けるため に、彼 らは、紅茶 に ひ た した数片の 「マ ドレ ーヌ 菓子 」 が、私に （少な くと

も 「わ た し」 と言 っ て い る語 り手 に で あ っ て 、それは必 ず しもこ の 私の こ とで はない ）作

品の 冒頭で は忘れ られて い た生涯の 一時期 をす っ か り思 い 出 させ る とい う場面 を例 に引 い

た の だ っ た 。 とこ ろで 私は作品 の 最後の 巻　
一

　まだ刊 行 され て い な い 巻　
一
　で 、 無意

識の 再記憶の 上 に私の 全芸術論 をすえるの だ が 、今 こ の 無意識の 再記憶 に私が見 出 した価

値 は さて お き、ただ構成 と い う観点の み に しぼ れば、私 は単 に一
つ の 面か ら別の 面に 移る

の に、事実を用 い ず に、接 ぎ目として もっ と純粋で もっ と貴重 と思 われ る もの 、つ ま り
一

つ の 記 憶現象を使用 した とい うだ けで ある 。 」 （
『
フ ロ

ー
べ
一

ル の 「文体」 に つ い て』 全集

15、p．21− 22）単純な言 い 方 をすれば、プ ル ース トを語 る際 に まるで 常套句の ように な っ

て い る 「無意志的記憶 」 が 第一主題 とな っ て 、「まだ刊行 されて い な い 作品 の最後 の 巻 」

で は彼 の 全芸術論 とな っ て 再現する 、
と彼 自身明言 して い る 。

　　
7 多様性 《diversit6》《vari6t6 》は 『探求』 の構造 を考え る上 で の キーワ ー ドの 一つ

で ある 。 こ れ は多様 な もの を単
一

なもの に止 揚 して しまう方法 で ある弁証法 に対す るプ ル

ース トの 異議 申 し立て で あろ う。 「もう一人の 音楽家、こ の とき私 を魅惑 して い た音楽家、

ワグナー
に して も、（…神話 に よる最初 のオ ペ ラ を作曲する と、次に は第二 の オ ペ ラ、つ

ぎに は さらに第三以下 を作曲した、その とき自分が 四部作 をつ くりあげた こ と に突然気が

つ い て 、何か陶然 とす る快感 をおぼ えたに ちが い なか っ たの で あ る 。 それはバ ル ザ ッ ク の

場合 と お な じで あ っ た
。 ある 日バ ル ザ ッ ク は 、 （…〉突然 こ ん な こ とを思 い つ い て陶然 と

したの だ、自分 の 数 々 の 作品は、何人 もの 同一人物が そ こ に再登場する ような連作 と して

まとめ られ た ら、 もっ と美 しい もの になるだ ろ うと 。 そ して彼 はそ の よ うな連結 と して 、

とどめ の 、 そ して至 高の
一
筆 を、彼の 作品 に 加 え た の で ある 。 あ とか らお こ なわれ た統

一、とい っ て も不 自然な統一
で はな い 、不 自然で あ っ た らそんな統一は瓦解 しただろ う。

それは凡 庸な作家た ちの 多 くの 体系づ くりが示 すとお りで ある 。 彼 らは 、 表題や 副題 をや

た ら に つ け て 、唯
一

の超越的な意図を追求 した よ うな外観 を装っ て みせ る 。 不 自然な統
一

で はな く、お そ ら くその 統
一

が あとか らお こ なわれ、感激の
一

瞬か ら生 まれた こ と で 、そ

の 統一はむ しろ現実的で さえあるだろう。あと に くる感激の 一瞬 に こ そ、たが い に統合 さ

れて
一

体となる よ りほか は ない 諸篇の あい だ に、統
一

が発見 され る の で ある。それ まで は

意識 され る こ とが なか っ た統
一

、それだ か らこそ、生 気に富んだ統
一

で あ り、 理 詰め で は

な い 統一
で あ っ て 、多様 な もの をの が さず、演奏効果 をそこ なわ なか っ た の だ 。 その よう

な統
一は （しか しこ ん ど は 、そ れを全体 と して の 作品 に あて はめ る と）、任意の

一
篇な い

し
一

曲が、
一

つ の テ
ーゼ の 人為的 な展開 の 必要 に せ まられて で はな く、

一
つ の 霊感か ら生

まれ、他 とはか け はなれて つ くられて も、い ずれは残 りの 全体に統合 され て くる 、 と い っ

たそ うい うもの になる の で ある。」 （『囚われの 女 』 文庫 8
， p．276

−
p．277） こ こ で 「話者」

が 述 べ て い る ワ
ー

グナ
ー

の
『
指環 』 四部作 の 成立過程 は ま っ た くの と こ ろ間違 っ て は い る

が 、そ して、「作者 」 プ ル
ー

ス トが 書 き上 げた 『失 われ た時 を求め て 』 の 成立過程 と も全　 100

然合致 しな い もの で はあ るが （現実に は こ の 両者の 成立過程 は ある意味で類似 して い る、　 （79）
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　　　注 の 5 参照 。ワ
ーグ ナーに つ い て は、初 め に現在 の 『神 々 の 黄昏 』 の 原型 で ある

『
ジ
ー

ク

　　　 フ リ
ー ｝・の 死 ヱ が 成 立 し、そ の 説明 の ため に 他 の 三 作が 順次成立 した 。 そ れ はプ ル

ー
ス ト

　　　に と っ てすべ てが 《見出 され た時》に収 斂す る よ うに書か れ た の と伺 じで あろ う1、おそ

　　　 ら く 「語者 」 が 目指す
一
糊

・
の 書物 とは そ の ような成立過程 を経 る もの で ある とい うこ とを

　　　暗示 1、たか っ た もの であろ う。 反理性主義 に つ い て は Proust：Contre　 Sti・inte・Beztve．　 Gai・

　　　1imard（P16iade），　Paris．1971，　p．216．参照 e

　　　　　
s
井．L究

一一・
郎 、．L掲書、　 pp，25？

一．−260。

　　　　　
fi

　『1み』わ 矛
厂
し4）女 』　P．273。

　　　　　
1e

他 の とこ ろで
「話考 」 は こ の 類似性 に つ い て ヴ ァ ン トゥ イ ユ の 「七 重 奏曲」 を聞

　　　 きな が ら独特な考察 を述 べ て い る （：囚われの 女』 p．447＞。 類似性 に も意志的 なもの と無

　　　意志的な もの とに 区別され る と言 うの で あ る、，丸由正義、上掲書、pp．3U − 315、参照。

　　　　　
11

注 7 参照 自

　　　　　
1z 『

囚われ の k’　．qPP ．27 レー272．

　　　　　
13E

．
見 翫され、た時訟 pp．：333− 334。

　　　　　
’4

」
− J・ナ テ i エ 、上掲書、P ．10．

　　　　　
15

彼の 『一般 音楽学 と記号学』 の 冒頭に 音楽記号学 に つ い て グ）定義が あ る の で 掲 げ

　　　てお こ う。　「
音楽作品 とは、つ い 最近 まで テ クス トと呼ばれて い た もの 、と い うか 、様 々

　　　な構造 を備え た
一

つ の 統
一

体
一

い ずれ．に しろ コ ン フ ィ ギ ュ ラ シオ ン （布置） と呼び た い 一一

　　　で あるこ とは勿論だ が 、それ に もま して、作品を産み 出 した過程 （作曲行為：1 と、作品 が

　　　原凶 と な っ て 生起 する過程 （演奏行為 と知 覚行為）で もある 。 ／《総体的音楽行為》の 存

　　　在様式 を規定す る以上 の 三 つ の 審級 に 対 して、ポイ エ テ ィ ッ クの 水準、中性的 （もし くは

　　　内在的 1 水準 、エ ス テ ズ ィ ッ ク の 水準 と名 付け る 。 ／音楽 作贔 は 一・楽 譜 で あれ 音波 で あ

　　　れ
一

い か に 作曲 され 、い か に知覚 され る の か知 らずに は理 解 されな い で は な い か、と声高

　　　に 言 っ て しまうこ とは、ひ ど く陳腐 な も〃）に思、え よう。 で もひ とた び様 々 な タイプ の 音楽

　　　分 析の 言 っ て い る と こ ろ に 目 を向 け て 見 る と、そ れ ほ ど陳腐 な もの に は思 えな い
。 ／ある

　　　人 に は、音楽作品 は作品 自体に内在す る もの にす べ て還元 され る もの で ある、それは 大雑

　　　把 に言 っ て構造主義蒼の 立場で あ り、 と岡時に、表面的に は矛盾す る こ とに はなるが、伝

　　　統的な音楽学者 の 立 場で もあ る。 また あ る入 に は、作品 は作曲行為、つ ま り創 造行為の 諸

　　　条件 全体に 関連 す るもの の み に興昧が あ る。 これは 明 らか に作曲家の観 点で あるが、 また

　　　彼 らば か りの もの
’
で もなV   さら に ほ か の 入に は、作晶 は知覚 される の み の 現実で ある。

　　　 こ れ は た い て い の 入 の 立場 で あ り、更 に は常識的 な立場 で あ る 。 ／音楽分析は 作品 が い か

　　　 に機 能 して い る の か と い うこ と を示 すこ と に ある とすれ ば。以．一辷二の 三 つ の 次元 か らた っ た

　　　一
つ を選ん で そ れ の み に作 品 を還．元 して しまうわ け には行か な くなる。内在 して い る様 々

　　　な コ ン フ ィ ギ ュ ラ シ オ ン に は作曲過程 と知覚行為 の 秘 密が含 まれ て い るわ け で はな い
。 歴

　　　史 と 文化 の 知識 で は 、作品 が 作品 で あ る 理 由を充分 に 説明 で きな い
。 また作 品は私達が 作

　　　品 か ら知覚す る もの に も還兀 で きない 。／音楽作品 の 在 り方 は同時にそ の 発生 、そ の 組織、

　　　そ の 知覚 で あ るの で 、音楽学や音楽分析 に は 、そ して さらに、そ れ程 専 門的で はな く、そ

gg　 れ程 《科学的》で もな い 膏楽 へ の ア プ ロ ーチ で あ っ て も、以 Lに 定義 した立場か ら もた ら

（8◎）　され る実 際 的、方法 論 的 、認識 論的結論 を処理 す る 理 論が 必 要で あ る 。 ／こ の 理 論に 対 し
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