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『ア レ ク シ ス 、 あ る い は空 し い戦い に つ い てJ は 20 世紀 の女流作家マ ル グ リ ッ ト ・ ユルス ナ ー

ル （1903 ～ 1987） の 初 め て 出 版 し た小説で あ る 。 舞 台 は 19 世紀 の オ ー ス ト リ ア 、 主 人 公 ア レ

ク シ ス がそ の 妻 モ ニ ッ ク に 宛 て て書 き 送 っ た 一 通 の 長 い 手紙 の形式 を 取 る 小説で あ る 。 1929 年

に オ ・ サ ン ・ パ レ イ ユ社 よ り 初版が出版 さ れて の ち 、 1952 年 に は プ ロ ン 社か ら 、 ま た 1963 年 に

は 同 社 よ り 作者 に よ る 序文の付 い た 限定版が再 出 版 さ れ た が、 後 の 版 に は すべ て 序 文付 き で収

録 さ れ る こ と に な っ た 。 彼女が こ の序文で ほ の め か し て い る の は小説の テ ー マ が 「官能 の 自 由」

に 関 わ る も の で あ る と い う こ と 2、 そ し て こ の 官能の 自 由 と は 同性愛 を 指す と 広 く 認め ら れて お

り 、 ユ ル ス ナ ー ル 自 身 そ れ を 明 言 し て い る 3。 し か し幸 か不幸か、 こ の 明 言が こ れ ま での多 く の

研究の方向性 を 縛 り 付 け て い る 。 本作 品が同性愛 を 扱 っ た も の であ る と い う こ と は 自 明 と さ れ、
一方で は小説の意味論的研究 を 試み て い る も の の 、 ユ ル ス ナ ー ル の他の作品 に も 見 ら れ る 同様 の

テ ー マ に 結 びつ け た研究が 目 立つ ＼ あ る い は他方 も っ ぱ ら 文体の特徴 を 取 り 上 げ た 、 修辞学的

と 言 っ て 良い議論 も 盛 ん で あ り 5、 そ れ ら は小説 の 主題の根幹 と の 関係が希 薄 で あ る 。 こ れ ら 二

派 に 分かれて い る と 見 え る 研究 は 、 前者が物語の histoire に 、 後者が narration に 着 目 し て い る

こ と が原 因 で和解 を な せず に い た 。 本作品 は 時系 列 の語 り に な っ て い る た め し ば し ば histoire と

narration は入 り 交 じ る が、 こ れ ら を 混 同 し て は な ら な い と 同 時 に 、 一 面 の み を 取 り 上 げ る こ と

も で き な い 。 し た がっ て本稿で は 、 既存の両派の研究 を ふ ま え な が ら 、 ア レ ク シ ス に 起 こ っ た こ

と の総体 を histoire と 、 そ れ を な ぞる narration の双方向か ら 捉 え る こ と を 試み る 。 こ れ に よ っ て 、

彼が妻 と の離別 に至 っ た 過程が解明 さ れ、 さ ら に は本小説の顛末の 原 因 は必ず し も 同性愛 に 帰す

る 必要 は な い こ と が明 ら か に な る 。 ユ ル ス ナ ー ルが同性愛 と い う 言葉 を作 品 に 全 く 用 い て い な い

こ と か ら 見て取れ る 通 り 、 こ の作 品 は そ れ以上 に 普遍的 な テ ー マ を 持つ も の で は あ る ま い か。 こ

れ を 提示 す る た め 、 本論文で も 敢 え て 同性愛 と い う 用 語 を 用 い ず に 語 る こ と を 試み る 。 さ ら に 、

こ の物語が処女作であ る か ら と 云 っ て 単 に 同性愛や近親相姦 と い っ た 後続作 品 の モ チ ー フ の 萌芽

の み を 見て取る わ け に は い か な い 。 と り わ け こ の小説で近親相姦 を 論 じ た研究 6 は 主人公に対す

る 音楽 の効用 を 度外視 し て い る 点 で的外れであ る と 言 わ ざる を 得 な い 。 本作品 は そ の よ う な 限定
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的 な 立場 よ り は る か に重要 な 、 そ れ以 降の小説全体 を つ ら ぬ く 大 き な 人間 観 を 表明 し た も の で あ

る と 提言 し た い 。 な ぜ な ら 、 彼女の 父 に よ る 評価 7、 改作改編がな さ れ な か っ た 事実、 そ れ に も

か か わ ら ず再 出 版 を 重 ね た こ と へ こ れ ら の どれ を 取 っ て み て も ユ ル ス ナ ー ルが本作品 に 並 な ら

ぬ思い入 れ を 持 っ て い た こ と が確実で あ る か ら で あ る 。

1 . た め ら い の文体か ら 現れ る ア レ ク シ ス のニつの主張 と 、 あ る 事件

ま ず は じ め に 、 省 略や否定辞 を は ら み な が ら 断定 を 避 け て 語 り 進め ら れ る く た め ら い の 文体〉

に よ っ て 、 語 り 手が強調 し よ う と し て い る 二つ の 主張 と 、 一つ の事件 を 特定す る こ と を 目 的 と す

る 。 そ れ ら の主張は 自 ら の性質 に 関 わ る も の で あ り 、 事件 は そ れ ら の帰結で あ る 。 語 り の 上で、

こ れ ら 三 つへ の 言 及 は 済 ん だ と み な さ れ る が、 こ れ を histoire、 す な わ ち ア レ ク シ ス の 実人生の

相 に 引 き 下 ろ し て 考 え る と 、 自 ら の性質 を 自 覚 し な が ら も 、 母 に対 し て こ れ ら を 告 白 す る こ と に

失敗す る と い う 壁 に 突 き 当 た る 。

た め ら い の文体は Dore、 Prevot、 Romero ら 9 に よ っ て 『ア レ ク シ ス 』 に指摘 さ れて い る 引 用

中 の表現 を 取 り ま と め、 否定表現に よ っ て 主張 を 逆説 的 に 述べ る 手法、 ま た 、 先行詞 と そ れ を 受

け る 指示代名詞 を 数ペ ー ジ に も わ た っ て ヲ ｜ き 離す手法の二種に再構成 し て称 し て い る 。 ギロ ー 『文

体論』 の 用 語 を 借 り る と 前者 は 「迂説法 （ periphrase）」 、 後者 は 「待望法 （suspension）」 と 定義で

き る へ こ れ ら の 表現 を 取 り 出 し て検討す る 。 ま ず は 冒頭、 手紙 を 書 い た意図 を 説明す る 箇所で

あ る 。

僕 は 、 理解 し て 貰 う こ と し か望 ま な い。 ［ … ］ け れ ど も あ な た は小 さ い事 に 対 し て 多 く を 理

解 し て く れた の だか ら 、 大 き な こ と に対 し て も 理解 を 求め て も 良い よ う に 思 え る 。 ［19]

理解 し て欲 し い と 言い な が ら 、 こ の 引 用 の あ る 段落 で は そ れ は 語 ら れず、 次の段落 を 待 た ね ば

な ら な い 。

僕が美 に と て も 感 じ や す い 子 ど も で あ っ た こ と は 、 も う 言 っ た 。 ［ … ］ 僕が友 達 よ り も 美 し

く な い こ と は心地 よ か っ た 。 ［ … ］ 彼 ら を 見 て い る と 幸せだ
、
っ た 。 他の こ と は何 も 考 え な か っ

た O 彼 ら を 好 き で い る の は幸せだ
、
っ た 。 ［20]

幼 い 頃 に親戚の子 ど も と 遊 ん だ場面で あ る 。 こ こ で、 美 し さ への憧憶が語 ら れ る 。 そ れ ま で幼

少期 を 語 り つつ も 家系や 自 宅の話、 ま た は抽象的 な話題 に 走 り がち だ
、
っ た と こ ろ へ、 突然 自 分 自

身の積極的 な 愛好の対象が語 ら れ、 さ き の 引 用 に 見 た 前置 き と 相 ま っ て こ の 主張は な お さ ら 強調

さ れ る 。 中 略部分で は 、 美が どん な 犠牲 に も 恥辱 に も 値す る も の であ る と 述べ ら れ、 美 に対 し て

排他的 な 強い 関心 を 持っ て い る こ と が明 ら か であ る 。 こ れ を 、 語 り 手の 一つ め の性質 と す る 。
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次 に 見 て い く の は 、 モ ニ ッ ク の長所 に つ い て の言及で あ る 。 本作品 で語 り 手ア レ ク シ ス は随所

で妻 を 賛辞で包 む 。 そ れ は妻 に 非 を 求め な い態度の表れで も あ り 、 結婚の破綻の悲劇性 を 浮 き 彫

り にす る た め で も あ り う る が、 こ こ に 彼の も う 一 つ の性 質 を 強調す る 語 り の 策が見て取れ る 。

あ な た は と て も い い 人 だ。 ［ … ］ あ な た に は も う ひ と つ 長所があ っ て 、 も し かす る と そ れは

短所か も 知れ な い 。 そ れ を 僕 は あ と です ぐ言 う つ も り だが、 そ れ を こ れ以上無駄に使い た く

は な い。 ［9・10]

冒 頭早 く も 、 語 り 手 は妻の長所 を 語 る が、 も う 一 つ の 長所 は待望法 に よ っ て 保留 さ れて お り 、

読者 は お のず と そ れが再 び取 り 上 げ ら れ る 箇所 を 期待 し て読 む こ と と な る 。 そ れは幼少期 の 姉 と

の 関 わ り を 語 る 場面で唐突 に現れ、 そ の 直前 に語 り 手がモ ニ ッ ク に 「理解 し て く れ る 」 ょ う 望 む

と こ ろ の 内容が語 ら れて い る 。

わ れ わ れ は 、 尊敬 し て い る も の に惚れ込む こ と は な い。 も し かす る と 、 自 分の好 き な も の に

さ え も 。 特 に 、 自 分に似て い る も の に は惚れ込 ま な い。 そ し て僕 と 最 も 違 っ て い た も の と い

う の は 、 女’性達で、 は な か っ た 。 友 よ 、 あ な た の 長所 は 、 すべて を 理解で き る こ と だけ で は な

く て 、 すべて を 言 っ て し ま わ な く て も すべて を 理解で き る こ と だ。 モ ニ ッ ク 、 僕 を 理解 し て

く れ る だ ろ う か ？[22]  

人が、 自 分 に似て い る も の に惚れ込 む こ と は な い。 そ し て 、 自 分は女性達 と は異な る わ け で、 は

な い 。 こ の省 略三段論法か ら 浮か んで く る 帰結 は 、 し た がっ て 自 分 は女性的 で、 む し ろ 男性 に惚

れやす い 、 と い う こ と であ る 。 こ の 〈女性性〉 を 語 り 手 の 第二 の性質 と す る 。

こ の 直後、 少年 ア レ ク シ ス は寄宿学校 に入 る が病気 に な り す ぐ に 家 に戻 っ て 過 ごす よ う に な る 。

そ の 後直 ぐ に 、 あ る 重大 な 事件が起 こ る こ と が読み取れ る の だが、 そ れ は 「 そ れJ と い う 唐突で

暖昧 な 形で し か登場 し な い。

そ れが起 こ っ た の は そ の と き だ
、
っ た 、 い つ も と 変 わ ら な い朝 、 僕 の心 も 、 体 も 、 いつ も よ り

は っ き り し た こ と を 何 も 知 ら せ て は い な か っ た 。 ［ … ］ 僕 は そ れ を 、 ほ ん と う に あ い ま い な

仕方で し か述べ る 勇気がな い 。 僕 は歩い て い た 。 目 的 は な か っ た 。 も し 、 そ の朝、 美 に 出会 っ

た か ら と 言 っ て 、 僕 に 罪 は な い。 ［31]

ほ ん ら い 指示代名 詞 で あ る は ず の cela 「 そ れ」 の 内 容が明示 さ れて い な い 11 が、 引 用 末尾 の

表現か ら 逆説的 に 、 「 美 に 出会 っ た 」 と い う 出 来事が起 こ っ た と 読み 取れ る 。 こ の フ レ ー ズ は 先

ほ ど語 ら れた 、 美への愛着 を 想起 さ せ る 。 ま た 、 こ の こ と を 受 け て 、 段落 4 つ分あ と に 「 あ れ ほ

ど重大 な な に か」 と 指 し て い る 表現がみ ら れ る 。 さ き ほ どの 「 そ れ」 が起 こ っ て 以来、 少年 ア レ

ク シ ス は 「助言」 を 与 え て く れ る 人 がい な い こ と に苦 し む が、 こ の悩み の種が 「美 に 出会 っ た こ と 」
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で あ る こ と は彼が こ れ を 重大 と 認識 し て い る こ と か ら も 明 ら かで あ る 。 そ し て 、 続 く 母への打ち

明 け話の場面で語ろ う と し て挫折 し た の も 、 こ の 「 美 に 出会 っ た 」 話の こ と だ と み て 間違 い な い 。

僕 の 母 は 、 人生の終わ り 頃、 夜が近づい て く る と き に何 も し な い で じ っ と し て い る の を好ん

で い た 。 ［ … ］ 母 は 、 僕 に何 か が起 こ っ て い た こ と を は っ き り と 感 じ 取 っ て い た 。 暗 い 時 に

は わ れ わ れ は いつ も よ り も の ご と が よ く 見 え る の だ、 な ぜな ら 目 がわ れ わ れ を 欺か な い か ら 。

［ … ］ 告 白 が ひ と り で に 、 涙 の よ う に流れ 出 て き そ う な の を 僕 は 感 じ て い た。 そ の 時召使い

が代 わ り の ラ ン プρ
を 持 っ て 入 っ て こ な か っ た ら 、 僕 は た ぶ んすべて を 話 し て し ま っ て い た だ

ろ う 。

そ れで、 僕 に は も は や何 も 言 え な い 、 母が僕の言い た い こ と を 分か つ た 時 に ど ん な 顔 を す る

か、 僕 は そ れ に は耐え ら れな い 、 と 感 じ た 。 ［37]

ア レ ク シ ス は こ の と き ほ と ん ど告 白 し て し ま い そ う に な っ て い る が、 召使い の入室がそ れ を 中

断す る 。 い っ た ん冷静に な っ て の ち 、 話す こ と を 思い と ど ま っ た の は、 母がそ れ を 聞 い て悲 し む、

あ る い は苦 し む だ ろ う と 想像 し た か ら で あ る 。 こ こ に ア レ ク シ ス の 自 己抑圧が始 ま る 。 彼 は だ れ

に 非難 さ れ る こ と も な く 、 自 分で 自 分 自 身 の 2 つ の性質 と 、 「 美 に 出会 っ て し ま っ た j こ と を 、

口 に 出 し て は な ら な い も の と 断定 し 、 押 し 込 め て し ま っ た の で あ る 。

こ の場面の沈黙 を 破 る た め に 、 主人公は と つぜん、 家 を 離れて音楽修行 に 出 た い と 述べ、 そ の

後 3 段落あ と に は も う 逃 げる よ う に ウ ィ ー ン に 到 着 し て い る 。 こ れ以 降、 彼の長い抑圧 と 葛藤の

日 々 が始 ま る 。 こ の 点 を 分析す る 前 に 、 あ る 他の作品 と 対比 し て み る こ と と す る 。 ド イ ツ の 詩人

ラ イ ナ ー ・ マ リ ア ・ リ ル ケ の小説 『マ ル テ の手記J の 一節 で あ る 。 ユ ル ス ナ ー ル は本作 『ア レ ク

シ ス 』 に は リ ルケ の多大 な 影響があ る と 序文 を は じ め繰 り 返 し 述べて い る ヘ 『マ ル テ の手記』 の 、

モ ー リ ス ・ ベ ツ ツ に よ る 仏訳が刊 行 さ れた の は 1926 年 13、 こ の小説の執筆時期 の直前であ る 。 『マ

ル テ の 手記』 か ら の借用 と み ら れ る 節 は 『 ア レ ク シ ス J に い く つ か見 ら れ る 14 が、 こ の 「告 白 J

の場面が特 に 重要であ る と 考 え る 。

あ る 日 、 そ の話の途 中 で ほ と ん ど真 っ 暗 に な っ て し ま っ た 時、 僕 は マ マ ン に 手 の 話 を し か け

た 。 そ の 時 な ら 、 僕 は そ れ を 言 え た だ ろ う 。 も う 言 い 出 そ う と し て 口 を 聞 い て い た そ の 時、

突然、 こ う い っ た顔つ き を 見て 進 ん で こ ら れ な い で い た 召 使い の こ と を 僕が どれほ ど良 く 理

解 し て い た か を 思い 出 し た。 そ し て僕 は 、 暗 さ の 中 に あ っ て も 、 マ マ ン が僕の見た も の を 分

か っ た 時 に 彼女がす る で あ ろ う 顔つ き が、 怖 く な っ た 。 そ れで僕 は あ わ て て 出 し か け た 息 を

ヲ ｜ っ 込め て 、 違 う こ と に つ い て話そ う と し て い た かの よ う に し た へ

黄昏す ぎの部屋 の 暗 さ 、 話そ う と し て 、 『 ア レ ク シ ス J で は召 使 い の 入室 に 、 あ る い は 『マ ル

テ の手記』 で は召使い の 振 る 舞 い の記憶 に 中 断 さ れ る 様子、 そ し て何 よ り も 、 母の表情 を 予想 し

て 思い と ど ま る 心理が酷似 し て い る 場面であ る と い え る 。 と こ ろ で、 マ ル テ の方が こ こ で話そ う
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と し て い た の は 「手」 の話で あ る 。 そ れ は マ ル テ があ る 日 の夜、 落 ち た色鉛筆 を 拾お う と 机の下

に潜 り 込 ん だ 時 に 壁の 中 か ら 白 い手が出 て き た 、 と い う 話で あ る 。 マ ル テ は こ の 手 の話 を 、 母 に

も 、 友人や年長の少女 に も 話せず、 手記 を 書 く 段 に な り 初 め て 明 ら か に す る 。 翻 っ て 『ア レ ク シ

ス 』 で は 、 小説末尾で主人公が 自 身 の 「手」 に 目 を 向 け 、 そ れがモ ニ ッ ク と の決別への動力 と な っ

て い る こ と が一 読 し て 明 ら かで あ る 。 し た がっ て 、 こ の 告 白 の失敗以降の描写全体 を 「手」 と 関

連づけ て読む こ と が可能では な い か と 仮定 し た 。 以下 に そ の検証 を 試み よ う 。

2. 母 と 女性達の同 一視

「手」 と い う モ チ ー フ を 詳細 に 検討す る 前 に 、 小説末尾で 「手」 が現れ る に 至 る 構造 を 明 ら か

に し よ う 。 そ れ に は主人公 と 周 囲 の 女性達 と の 関 係 を 読み解 く こ と が有効であ る 。 こ れ は端 的 に

言 っ て 、 母 と 周 囲 の女性の 同 一視の関係で あ る 。 こ の 関係 は母の生前 に比べて死後 に よ り 顕著 で

あ り 、 最終的 に は妻のモ ニ ッ ク を 「母」 と み な し 、 自 ら を 「子」 で あ る と 断定 し て い る 。

ま ず は母の ま だ死ぬ前、 ウ ィ ー ン で独 り 暮 ら し を す る 頃 ア パ ル ト マ ン の 隣室 に い た 女性マ リ ー

に言及 す る 語 り で あ る 。

マ リ ー が僕の姉た ち を 思 い 出 さ せ た と は敢え て言わ な い。 そ れで も 、 僕 は そ こ に 、 子 ど も の

頃好 き だ
、
っ た 、 女性の優 し い仕草 を 見い だ し た 。 ［43]

ア レ ク シ ス に何人姉がい た か は 定か で は な いが、 少な く と も そ の う ち 一 人が 「告 白 の 失敗」 の

場 面 の 直前 に 亡 く な っ て お り 、 残 る 数人 も こ の小説 を 構 成 す る 手紙 を 書 い た段 階 で す で に 世 を

去 っ て い る と 読み取れ る 16
0 従 っ て こ の場面で姉へ の 想起 が （「敢 え て 言 わ な い 」 と 言 い つ つ も

逆説的 に ） 語 ら れ る の は単 な る 郷愁で は な く 、 ア レ ク シ ス に 〈死者の面影 を 求め る 〉 傾向があ っ

た か ら と 言 っ て 良 い 。 死者 を 想起す る イ メ ー ジ は小説全体 に お い て も 所 々 で ア レ ク シ ス に付 き ま

と う も の であ る 1＼ なぜな ら 彼 は そ の 後、 母 の 死 の 前後 に パ ト ロ ン と な る カ ト リ ー ヌ ・ ド ・ マ イ

ナ ウ 夫人 に 母 を 重ね合わせて い る か ら であ る 。

僕は彼女の手が好 き だ っ た。 少 し膨 れて い て 、 指輪 に締め付 け ら れ て い た 。 彼女の疲れた 目

や 、 澄 ん だ言葉遣い も 。 公爵夫人 は 、 僕の母の よ う に 、 ヴ ェ ル サ イ ユ の 時代 の や さ し い流れ

る よ う な フ ラ ン ス 語 を f吏 っ た 。 ［53]

こ こ で 「手」 が登場す る の は 一種の予告で あ る 。 語 り 手は こ こ で は手に こ だ わ ら ず、 マ イ ナ ウ

夫人の も と に母の言葉遣い を 想起 し て い る 。 さ き ほ どの マ リ ー と の 文脈 を 合わせ る と 、 ア レ ク シ

ス は周 囲 の 人物 に 肉 親 を 投影 し て安堵 を 覚 え て い る 。 こ れ を ア レ ク シ ス の幼児化 と 呼んでお く 。

ま た 、 い わ ばア レ ク シ ス は 、 成熟 し た大人 と し て の現実か ら 離れ、 他者 に対す る 自 分の 立 ち 位
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置 を 意図 的 に幼児化 し て い る と も 考 え ら れ る 。 彼 は 人 々 の彼への扱い に つ い て こ う 述べて い る 。

われわ れが不幸 な 時 、 あ る い は 自 分が と て も 罪深 い と 感 じ て い る 時、 な んで も な い子 ど も の

よ う に 扱 わ れ る の は ど こ か安心す る も の だ。 ［53]

ア レ ク シ ス は母 に し た仕打 ち の罪深 さ を 思 い 、 自 ら を 断罪す る の で あ る が、 そ れ と 同 時 に 、 子

ど も 扱い さ れ る こ と に よ っ て 無垢 さ を 得た よ う な安心 を 覚 え る 。 母への 告 白 が不首尾 に終わ っ て

し ま っ た い ま 、 彼女 に不誠実で あ っ た と 考 え た ア レ ク シ ス の 後悔は母 に対す る 欲求不満 に 転 じ 、

こ と さ ら に周 囲の 人物 を 母 と 同 一視 し ょ っ と す る 。 し か も 彼 は そ の ょ っ な 同一視関係の 中 に 、 「子

ど も 」 と し て振る 舞 う こ と の安心感 を 得 て 、 あ え て 自 分 を 媛小化 し て い る 。 ア レ ク シ ス の幼児状

態 は 、 告 白 を な すべ き 対象 を 見失 っ た ゆ え の 自 己抑圧の 象徴 な の で あ る 。

こ の 同 一視の傾 向 は 妻 モ ニ ッ ク に お い て最 も 顕著 と な る 18
0 マ イ ナ ウ 夫人が結婚相手 と し て モ

ニ ッ ク を 紹 介 し よ う と し た 時、 ア レ ク シ ス は 断ろ う と す る の だが、 一方で は夫人の善意 に 折 れ る

形で、 そ し て他方で は結婚 が 自 分 に も た ら す で あ ろ う 効果 を 期待 し て こ の縁組み を 受 け入 れ る 。

ま た 、 す で にパ ト ロ ン と い う 立場上 も 母親像が色濃 く 投影 さ れて い た マ イ ナ ウ 夫人 に 忠実で あ り

た い と い う 、 罪滅ぼ し の 意識 も 働 い て い た と 十分 に 考 え ら れ る 。 そ し て結婚当 初 モ ニ ッ ク は、 母

と い う よ り も 保護者 と し て の性格 を 帯 び る 。 なぜな ら こ の結婚 は ア レ ク シ ス がそ れ に よ っ て 自 分

の性質 を 「治す」 ［60］ こ と を 期待 し た も の で あ り 、 ま た 、 モ ニ ッ ク の も た ら す財産 を 、 兄 ら 自

ら の家族の た め に あ て に し た も の で も あ っ た か ら で あ る 。 彼 は 〈夫〉 と い う 、 女性 と 対 に な る 役

割 を 自 ら に 課す こ と に よ っ て お そ ら く は く女性性〉 を 和 ら げ よ う と し た 。 さ ら に 、 金銭的依存の

関 係 に 託 け て 、 彼女 を 裏切 る こ と を 体面上不可能 に し て お い た 。 自 ら 桂桔 を作 っ て 自 己抑圧す る

こ と で、 非 と す る 性質 を 矯め よ う と し た の で あ る 。 だが、 そ れで も 母 と の 同 一視 は免れな か っ た 。

モ ニ ッ ク と 母 を 同 一視 し て い る 決定的 な 場面 を 引用 す る 。

も っ と あ と に 、 僕 は 貴女の子 ど も が貴女 に 身 を 寄せて い る の を 見 て 、 すべて の 人 は 、 知 ら ず

の う ち に 、 母が世話 し て く れた 頃の思い 出 を と く に 女性の 内 に 求 め て い る の だ と 思 っ た O ［ － 一 ］

そ し て 僕 は 、 僕 自 身がほ と ん ど貴女の最初 の子 ど も で あ っ た と 思 っ て い る 。 ［63]

し か し ア レ ク シ ス と モ ニ ッ ク の 間 に は子 ど も が生 ま れ る こ と と な る 。 当 然 こ の擬似的 な 母子 関

係 は そ の と た ん に破綻す る 口 本物 の子 ど も を 前 に 、 二 人 の 間 に は ぎ こ ち な さ が生 じ 始め る 。 「子

ど も が生 ま れて く る と わ か っ た と き 、 僕 は あ ま り 喜 び を 感 じ ず」 、 ［68］ モ ニ ツ ク が難産で苦 し ん

で い る と き 「 僕 は祈 ら な か っ た 」 ［69］ こ と の 冷酷 さ は無視で き な い。 恰 も 反抗期 の少年の よ う で

あ る 。 そ し て やが て 、 ア レ ク シ ス は幼児状態 を 脱却す る 。

僕は貴女 に 身 を 寄せて う ず く ま る の を や め た。 夜 に 、 暗閣 を 怖が る 子 ど も の よ う に 。 そ し て

僕は、 16 歳 の 頃 に 使 っ て い た寝室 に戻 っ た 。 ［72 ]
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で は 、 何が こ の脱却 の原動力 と な っ た か。 そ の鍵 は モ ニ ッ ク の 出 産の床の場面 に あ る 。 モ ニ ッ

ク は ア レ ク シ ス の実家で男児 を 出 産す る の だが、 こ の場所が大 き な転機 を 生 む。

家 の 者 は 、 貴女 に敬意 を 表す る た め に 、 母が亡 く な り 、 私 た ち が生 ま れた大寝室 を あ な た に

用 意 し た 。 貴女の手は、 シ ー ツ の 白 さ の 上 に 置かれて、 母の手に よ く 似て い た。 ［69]

こ こ ま で母の幻影 を 求め 続 け て い た ア レ ク シ ス は 、 こ こ に 母 の 手 を 発見す る 。 ま た 、 「母が亡

く な り 、 私 た ち が生 ま れた 」 と い う 表現 に注 目 し た い。 時 間 の順序 に 因 れば当然 「私た ち が生 ま

れ、 母が亡 く な っ た」 と な る はず だが、 そ れが逆転 し て い る 。 ま る で ひ と つ の 死 を 犠牲 に生が現

れ る かの よ う な 、 死か ら 生へ の 連関 の イ メ ー ジが色濃い。 こ れに よ っ て 、 死者か ら 生者に何かが

受 け継がれ る こ と が想起 さ れ る 。 こ の と き 、 死 ん だ
、
母の 「手」 が、 モ ニ ッ ク に受 け継がれて い る

こ と に ア レ ク シ ス は気がつ い た と 考 え る 。 そ し て さ ら に 、 こ の 出 産 は 困難 な も の で 、 モ ニ ッ ク は

命 の 危機 に 瀕す る 。 ア レ ク シ ス は寝室へ入 る の を 禁 じ ら れ、 ひ と り 、 も う モ ニ ッ ク は死 ん だ
、
も の

と 信 じ 込 む。 モ ニ ッ ク が こ こ で死 ん だ状態 と し て 想定 さ れ る 1
9 こ と に よ っ て 、 モ ニ ッ ク か ら さ

ら に ア レ ク シ ス に 、 手が受け継がれた の で は な か ろ う か。 モ ニ ッ ク が苦 し ん でい る 時、 義理の姉

が ア レ ク シ ス に 、 祈 る よ う に言 い に 来 る 。 し か し彼は祈ろ う と し な い 。 彼 の 手 は そ の 時、 祈 る た

め の も の で は な か っ た 。 手が受け継がれ る の を待 っ て い た の に他 な ら な い 。 こ の よ う に死者の手

を 継 ぐ こ と に は 、 一見す る と 超 自 然的 な イ メ ー ジがつ き ま と う か も し れ な い 。 し か し 、 死 に ま つ

わ る 場面で体の 一部が生者 に遣 さ れ る 描写 は ユ ル ス ナ ー ル に い く つ か見 ら れ る 。 そ れは頭 を 切 り

離 し て 持 ち 去 る と い う 生 々 し い も の 2
0 も あ れ ば、 手が思 い 出 を は ら ん で記憶の 中 の 形見 と し て

生 き 残 る と い う 象徴的 な も の 21 も あ る 。 ユ ル ス ナ ー ルが身体性 を い か に 捉 え て い た か は さ ら な

る 研究の余地があ る が、 本作品 で は手が死者か ら 生者 に 受 け継がれ る こ と が ア レ ク シ ス の解放 に

重要 な 役割 を 果 た し て い る こ と を 主張す る 。 なぜな ら 次章で見 る よ う に 、 ア レ ク シ ス が 自 ら の 「手」

の存在意義に気づい た 時、 彼の こ れ ま で抑圧 し て き た性質が解放 さ れ、 同 時 に 自 ら に課 し た妻へ

の桂桔が断ち 切 ら れる か ら だ。

3. 手 に よ る 解放の実現

ま ず は音楽家で あ る ア レ ク シ ス が当 然手 に よ っ て な す こ と 、 音楽 を 奏で る こ と に つ い て検討す

る 。 ア レ ク シ ス が初 め て音楽 の啓示 を 受 け る 場面があ る 。 寄宿学校で病気 に な り 、 横 に な っ て い

る と こ ろ であ る 。

そ れは は じ め は葬送の音楽 だ っ た が、 す ぐ に そ う 呼べ る も の で は な く な っ た。 なぜな ら 死 は

も はや 、 生の と ど か な い と こ ろ と い う 意味は も た ず、 そ し て そ の音楽 は生 と 死の は る か上空
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を 飛刻 し て い た か ら だ。 ［ － － ］ 僕 は ほ ん と う の 自 分 に な っ た よ う な気が し た 。 ［… ］ 僕 は治っ

た 。 ［28]

音楽が生 と 死 を 超 え て そ れ ら を つ な ぎ、 主人公 に 生命力 を も た ら す。 こ の小説で は ま た 、 音楽

に 静か な る も の か ら の生産の イ メ ー ジが付与 さ れて い る 。 な に よ り も 、 ア レ ク シ ス の手が音楽 を

生 み 出す こ と そ の も の が生産的行為 で あ る 。 と こ ろ で、 語 り 手は モ ニ ッ ク の 出 産 に 際 し 、 〈生み）

に 関 し て こ の よ う な 主張 を し て い る 。

だれ も が、 生 ま れ る 時 に は 人 を 苦 し め 、 そ し て死ぬ時 に は 自 ら 苦 し む。 で も 、 命が残忍 だ
、
か

ら と 言 つ て な ん の こ と も な い 。 も っ と 悪い の は そ れが空 し い こ と で、 美 し く な い こ と だ。 ［70]

否定辞 に よ る 逆説 的 な 表現だが、 l 章で確認 し た よ う な含み の あ る 表現で は な く 、 非難 を 込 め

た よ う な 断定的 な語 り がな さ れて い る 。 彼 は 〈生み〉 と 生命 に 美 し さ を 求め て い る 。 モ ニ ッ ク の

出 産が語 ら れる 場面であ る だ け に な お い っ そ う 重 み の あ る 表現であ る 。 こ こ で、 ユ ル ス ナ ー ル の

読書録 と 抜 き 書 き を 収め た 資料 に も 、 彼女の 10 代 の 頃の愛読書 と し て記載の あ る 22 プ ラ ト ン の

『饗宴』 に 目 を 向 け て み た い。 同 書 に は、 美 し い も の に お い て の 生産 が、 人 間 の本性 の 求 め る も

の だ と い う 主張がな さ れて い る 。

『つ ま り 、 すべて の 人 間 は 、 ソ ク ラ テ ス よ J と 彼女 は切 り 出 し た 。 『身体の 面であ れ、 魂の面

で あ れ、 身 ご も っ て い る の です、 そ し て あ る 年令 に な る と 、 わ れわれの 自 然本性は子 を 生 む

こ と を 欲す る の です。 た だ し 、 生 む こ と は 、 醜い も の の 中 で は で き ず、 美 し い も の に お い て

こ そ で き る の です。 ［ … ］ 身 ご も っ て い る も の が美 し い も の に 近 づ く と 好意 を 示 し 、 気 も 晴

れや か に う ち と け て 、 子 を 生み、 出 産 す る の です。 ［ … ］ 恋 は 、 あ な た が考 え て い る よ う に 、

単 に 美 し い も の を 求 め て い る わ け で は な い か ら です』 。 『で は い っ た い何 を け 『美 し い も の

に お け る 、 出産 と 誕生 を 求 め て い る の です。 23j

プ ラ ト ン を ヲ l く 妥当性は以下の点 に あ る 。 す な わ ち 、 こ こ で プ ラ ト ン が対話の相手 と し て い る

架空の女性デイ オ テ イ マ は 、 実 は 間接 的 に 、 モ ニ ッ ク の モ デル で あ る 。 モ ニ ッ ク は 、 直接的 に は 、

ジ ャ ン ヌ ・ ド ・ ル ヴ ァ ル と い う 実在 の 人物 を モ デル と し て い る こ と が伝記作者等 M に よ っ て 明

ら か に さ れて い る 。 彼女 は ユ ル ス ナ ー ル の母親 フ ェ ル ナ ン ド の 寄宿学校時代の友人であ り 、 母の

死後 も 父親 を 通 じ て 親密 な 交流があ っ た 。 ユ ル ス ナ ー ル に と っ て 母親代わ り と な っ た 女性で あ り 、

遺作 と な っ た 自 伝的小説 『世界の 迷路』 に は 同 じ女性がマ ド モ ワ ゼ ル ・ G.、 ジ ャ ン ヌ ・ フ ァ ン ・ T.、

モ ニ ッ ク ・ G.、 ジ ャ ン ヌ ・ ド ・ ル ヴ ァ ル 、 と 名前 を 変 え て 登場す る 。 こ の女性の亡 く な っ た の は

1927 年 、 ユ ル ス ナ ー ル に よ る 『デ イ オ テ イ マ の 思い 出 に 、 ジ ャ ン ヌ ・ ド ・ フ ィ ー テ イ ン グホ フ J

と 題 さ れ た エ ッ セ イ に は 1929 年 と 記 さ れて い る 。 （ フ イ ー テ ィ ン グ ホ フ は ジ ャ ン ヌ の 旧 姓 で あ

る 。 ） こ こ でユ ル ス ナ ー ル は 、 彼女の残 し た 詩 や エ ッ セ イ を 取 り 上 げ、 そ こ に 現れ る 思想の 明 哲
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さ を デ イ オ テ イ マ に な ぞ ら え て い る 。 よ っ て モ ニ ッ ク の モ デル で あ る ジ ャ ン ヌ に は デ ィ オ テ ィ マ

の姿が投影 さ れて い る 。 し た が っ て 、 モ ニ ッ ク の も の と も い え る こ の 「美 し い も の に お け る 生産」

の イ デア を も ア レ ク シ ス は受け継い でい る の で あ る 。

そ し て こ の イ デア は 、 ア レ ク シ ス の二つの性質 を 同 時 に 満 た す。 も し 彼が、 彼 の 尊重す る 「美」

に 自 由 に 近づけ る な ら ば、 彼は音楽 を 出 産す る こ と がで き 、 象徴的 に女性の役割 を 果た す こ と が

で き る の であ る 。 「 美 に 出会 っ た 」 あ の場面 を 思 い起 こ し て み る と 、 確 か に 、 ア レ ク シ ス は そ の

日 以来数 日 間 に わ た っ て 、 霊感 に打 た れ た か の ご と く 音楽 を 演奏 し 、 「彼が も う 来 な く な っ た J [32] 

日 に そ の音楽は止む。 し たが っ て 、 ア レ ク シ ス が幼少時か ら 自 覚 し て い た 美への傾倒 は 、 そ れ に

「 出 会 い J 、 そ し て母への告 白 に 失敗 し た こ と に よ っ て抑圧 さ れ続 け て い た の で あ る が、 命 を た ぐ

り ょ せ る 音楽 を生 む た め に は必要不可欠 な も の な の で あ る 。

ま た 、 音楽 を 生 む こ と に は も う 一 つ具体的 な 役割があ る 。 そ れ は ア レ ク シ ス が ピ ア ノ に よ っ て

自 活す る こ と で あ る 。 ア レ ク シ ス は モ ニ ッ ク と の生活が始 ま っ て か ら 、 妻の財 産 を あ て に し て 、

演奏や作 曲 を ま っ た く せず に過 ごす。 母の庇護下 に あ る 幼児 の状態で あ っ た。 そ れ と 同 時 に 、 彼

が結婚の名 の下で美への傾倒 と 女性的性質 を 抑圧 し て い る 状態 で は 、 音楽の生産 は不可能で あ っ

た と も 言 え る 。 こ の程桔 を 断ち 切 り 、 自 立す る よ り ど こ ろ と な る の が音楽 な の で あ る 。 そ の 力 を

発見す る の が以下の場面であ る 。

僕 の 手が僕 に 現れて き た の は そ の 時 だ
、
っ た 。 鍵盤の 上 に 置かれた、 二つ の む き 出 し の 、 指輪

も 腕輪 も な い僕 の 手ー ま る で僕 の 目 に 、 二倍生 き 生 き と し た僕の魂が見 え て い る か の よ う

だ
、
っ た 。 ［74]

結婚の象徴で あ る 指輪 を 外 し た ア レ ク シ ス の 手 は 、 音楽 を 奏で る こ と で 、 自 ら の 女性性 を 実現

し 、 自 活 に よ っ て モ ニ ッ ク と の 関係か ら 離脱す る こ と がで き る 。 音楽 を 生 む た め に は 、 美 し い も

の に 近づ く こ と が不可欠であ っ た 。 こ う し て 、 母への 告 白 の失敗以来の 、 美 に 出会 う こ と は是か

非かの葛藤が解決 さ れ る 。 手 は 彼 の 二つ の 性質 の 実現 を 、 音楽 を 通 じ て象徴化 し て い る 。 ま た 、

こ の手が元 は母の も の であ っ た こ と を 考 え る と 、 亡 く な っ た母への告 白 も 、 象徴的 に果た す こ と

がで き る の であ る 。

さ ら に 、 美 し い も の に接近 し た 時、 手 は そ れ に触れ る た め の役割 を 持つ。 愛 す る 、 美 し い も の

が人で あ っ た場合、 そ の接触 は愛撫 と な る 。 こ う し て手 は官能的側 面 を 持つ。 自 ら の性質か ら 生

ま れ る 願望 を 象徴す る だ け で は な く 、 行動 に も つ な がる 手の役割 を 認識 し 、 ア レ ク シ ス は こ の 手

の 導 く ま ま に生 き て い く こ と を 決心す る 。 こ う し て主 人公 は 自 己抑圧 か ら 解放 さ れ る 。

4. 結論

ア レ ク シ ス は 自 分の 二 つ の性質 を 自 覚 し た の ち 、 そ れが母 を 悲 し ま せ る も と に な る と 考 え て そ
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れ ら の性質 を 抑圧 し 始め る 。 一方 こ れ を き っ か け に 芽生 え た 母 に 対す る 背徳的感情 に よ っ て、 母

と 妻 を 同 一視す る に 至 る 。 し か し 妻の 中 に 「母の手」 を 認め た こ と に よ っ て彼は 自 ら の手が母の

形見 と し て そ こ に あ る こ と に 気づ く 。 こ の 手 を 用 い て音楽 を 奏 で る こ と で、 ア レ ク シ ス は 自 分の

願望 を 実現 し 、 母への 告 白 も な し と げる こ と がで き る 。

そ し て こ の よ う に 、 こ の小説の 同性愛 と い う 言葉 を 使 わ な い 分析、 も し こ れが成功 し て い る な

ら ば、 ユ ル ス ナ ー ルが向性愛 と い う 主題 自 体 を 、 美 と 同列 の普遍的 な テ ー マ に昇華 さ せて い る こ

と が主張で き る 。 ア レ ク シ ス の性質 も 、 ユ ル ス ナ ー ル 自 身 に と っ て の 同性愛 も 、 た だ敏感 な 感受

性 に よ っ て生 ま れた繊細 な 人間愛で し か な い。 そ し て こ の 〈感受性 ゆ え の愛〉 は ア ン ト ニ ウ ス を

愛 し た ハ ド リ ア ヌ ス し か り 、 『 と どめ の 一 撃』 の 三 青年 し か り 、 ユ ル ス ナ ー ル の他作品 の 主人公

を も 貫 く 共通 し た傾 向 で あ る 。 最後 に彼女の書簡か ら の 引 用 を 見 て み よ う 。

し か し 、 同性愛が美への 晴好 と ど う い っ た 点で異 な る か、 私 に は わ か り ま せ ん 25

こ の言葉通 り 、 ア レ ク シ ス の物語は 自 ら の 曙好 を 押 さ え つ け る も の か ら の解放であ り 、 そ の 後

に 続 く 作 品 の 主人公達が、 さ ま ざ ま な 愛 の 形態 を 生 き て い く こ と の 一種の表明で あ る 。 初版当 時

エ ド モ ン ド ・ ジ ャ ル ウ が 『ア レ ク シ ス 』 を 評 し て 「 ま だ書かれて い な い作品の長い序文の よ う で

あ る 」 と 言 っ た 26 の は慧眼であ る と 言 わ ざる を 得 な い 。

注

1) 本 論 考 は 、 2016 年 1 月 に 京 都 大 学 文 学 研 究 科 に 提 出 し た 修 士 論 文 《Le processus de 

liberation dans Alexis ou le Traite du Vain Combat de Marguerite Y ourcenar》を も と に

加筆修正 を 施 し た も の で あ る 。 な お、 以下 の 論述 に お い て 『 ア レ ク シ ス J か ら の 訳 出 引 用

は 、 文末注 内 の物 も 含め プ レ イ ヤ ッ ド版所収 Yourcenar, Marguerite, Alexis ou le Traite du 

vain combat CEuvres romanesques, Bibliotheque de la Pleiade, 1982 を 典拠 と し 、 該当箇所

の ペ ー ジ数の み を ［ ］ 内 に示す。
2) 前掲書 中 6 ペ ー ジ 、 序文 に あ る の は 「妻の 元 を 去 る ア レ ク シ ス は彼の辞去 に 、 よ り 完全で よ

り 嘘の な い官能の 自 由 を 求め る こ と を 動機 と し て与 え て い る J と の ユ ル ス ナ ー ル 自 身の解説
で あ る 。

3) 晩年 に 行 わ れた対談 を 収録 し た 『 目 を 見 開 い て』 の 一節 で あ る 。 「 こ れは 妻 を 愛 し て い な が
ら 、 彼女 の 元 を 去 る あ る 同性愛者 （ ど う し て も こ の 言葉 を 使 う の な ら ば） に かか わ る 話で
す。」 （Yourcenar, Marguerite, Les yθUX OUV1θrts : entretiens av,θC Mathieu Galey, Bayard 
Editions, 1980, p.66) 

4) 例 を 挙 げ る と Allamand, Carole, Mar♂1erite Yourcenar, une ecriture en mal dθ mere, 
IMAGO, 2004 ; Dore, Pascale, Yourcenar ou le feminin insoutenable, Droz, 1999 ら の研究で

146 



マ ル グ リ ッ ト ・ ユ ル ス ナ ー ル 『ア レ ク シ ス 、 あ る い は空 し い戦 い に つ い て』 に お け る 解放の過程

あ る 。
5) こ ち ら に は Prevot, Anne-Marie, Dire sans nommer : Etude stylistique de la periphrase 

chez Marguerite Yourcenar, L'Harmattan, 2003 ; Benoit, Claude, « L ’ecriture de la 
Persuasion dans A lexis ou le traite du vain combat de Marguerite Y ourcenar », dans 
Marguerite Yourcenar. Ecriture, Reecriture, Traduction, Societe Internationale d’Etudes 
Yourcenariennes, 2000, pp.37-47 ら の研究があ る 。

6) Deprez, Berengere, Marguerite Yourcenar : Ecriture, maternite, demiurgie. P. I.E.-Peter 
Lang, 2003 の見解で あ る 。 妻 モ ニ ッ ク が語 り 手 ア レ ク シ ス の母 と 同 一視 さ れて い る と い う 彼
女の分析は我々 も 共有す る と こ ろ で は あ る が、 モ ニ ッ ク か ら の辞去が近親相姦の否定であ る
と い う 論 旨 は 、 一 、 彼 は モ ニ ッ ク を 肉体的 に 愛 し て い た わ け で は な い 、 二、 息子 に さ し た る
嫌悪感 も 偏愛 も 見 ら れ な い ま っ た く の無関心であ る 、 三 、 語 り の 中 で と き お り モ ニ ッ ク に見
せ る 冷酷 さ の説明がつ か な い、 と い っ た 点で不 自 然で あ る 。

7) 幼少期 に 母 を 亡 く し て い る ユ ル ス ナ ー ル の 唯一 の 肉 親 で あ り 、 彼女 の 文学的素養の構築 に
与 っ た 人物 で あ る 父親 ミ シ ェ ル ・ ド ・ ク レ イ ヤ ン ク ー ルが 1929 年 に死去 し て い る 。 父の遺
品 を 整理 し て い た 時、 病 床 で読 ん で い た本の 中 に 「 『 ア レ ク シ ス J ほ ど澄 み き っ た も の を 読
ん だ こ と が な い J と の メ モ が挟 ま っ て い る の を ユ ル ス ナ ー ル は 発見 し 、 感 激 し た と い う 。
(Yourcenar, 1980, p.72) 

8) 「 し か し 一度 も 書 き 直 さ な か っ た 本 も 何冊かあ り ま す。 『ア レ ク シ ス J r と どめ の 一 撃』 『火』
です。 言 わ な け れ ばな ら な か っ た こ と を 言い尽 く し て い る と 考 え た か ら です。」 と ユ ルス ナ ー

ル 自 ら 述べて い る 。 (Ibid., p.70) 
9) Dore, Pascale (1999), p.55 に 「 省 略性 を も っ 」 p.168 に 「 ベ ー ル を ま と っ た 」 と 表現 さ れ

る 文体 で あ り 、 Prevot, Anne-Marie (2003） に お い て は 「 迷 い を 述べ る 、 ぼや け た J (p.99）、
Romero に 「 直接 的 で敏感 な 素材 を 使 わ な い 」 （ p.119） 文脈 （Romero, Mari Carmen Molina, 
《Marguerite Y ourcenar : entre le silence linguistique et le silence des femmes κ ELLF, (17), 
2006, pp.119・138） と 捉 え ら れて い る そ れであ る 。

10） ピエ ー ル ・ ギ ロ ー 『文体論－ こ と ばの ス タ イ ル－J 佐藤信夫訳、 白水社、 1959、 p.24o
11） な お 、 Prevot, Anne-Marie (2003） に よ る と こ こ での 《cela》は 一段落前の 「家の前 を 通 る ジ

プ シ ー 」 を 指 し て い る と い う 。 ジ プシ ー の う ち の誰か と の避遁が語 ら れ る 場面 と さ れて い る 。
12） 序 文 は ［6-7］ を 参照。 ま た 、 Yourcenar (1980) p.66-67 に も 。
13) Rilke, Rainer Maria, Les cahiθrs de Maltθ Laurids Brigg，θ ， traduit par Maurice Betz, 

Editions Emile-Paul, 1926. 
14） 例 え ばア レ ク シ ス の ウ ィ ー ン の下宿 の佐 ぴ し げな描写 ［40］ は マ ル テ の ア パ ー ト メ ン ト に そ っ

く り で あ る し 、 ま た古 い 家 の 中 に い る 幽霊への言及 ［15］ は 『マ ル テ の手記J の ク リ ス テ ィ ー

ネ ・ ブ ラ ー エ の 幽霊 の 挿話 を 思 わせ る 上、 後 に 述べ る 死者 と 生者 と の 連 関 の布石 と な っ て
い る と も 解釈で き る 。 Sakai, Miki， 《Les differents aspects de la Confession dans Alexis 
ou le Traite du vain combat de Marguerite Y ourcenar », Etud，θs de lan♂1e et litterature 
fram;;aisθ du Kansai (9), La Societe J aponaise de Langue et Litterature frarn;aises, 2003, 
pp.50-61 に お い て は 『マ ル テ の 手記』 と の文体の類似 を 踏 ま え ア レ ク シ ス の語 り が分析 さ れ
て い る 。

15) Rilke, Rainer Maria, Lθs cahiers de Malte Laurids En旨gθ， traduit par Maurice Betz, Club 
des Libraires de France, 1960, pp.102-103. 

16） 「 母 は 早 く に死 ん だ。 貴 女 は 母 に 会 っ た こ と が な い 。 同 じ よ う に 、 生 と 、 そ し て 死が、 僕か

147 



マ ル グ リ ッ ト ・ ユルス ナ ー ル 『ア レ ク シ ス 、 あ る い は空 し い戦い に つ い て』 にお け る 解放の過程

ら 姉た ち を 奪 っ た 。 」 ［21] と あ る 。
17） 「古い 家 に は幽霊がい る と 人 は 言 う 。 ［… ］ も し かす る と 僕 は既 に 、 幽霊が見 え な い の は 、 我 々

が 自 分 自 身 の 中 に 幽霊 を 宿 し て い る か ら だ と わ か っ て い た の か も し れ な い。 」 ［15］ に も 見
ら れ る 。 ア レ ク シ ス は 〈死〉 あ る い は 〈死者〉 を 、 自 ら の生 き る 日 常 と 非常 に 近接 し た 存在
と 捉 え て い る 。 身体の 弱 い 彼 は 、 病 に倒 れる と と も す る と 死 の予感 に 囚 わ れる 。 ［27］ ま た 、
彼が結婚後 「妻 と の 間 に 名 も な い 亡霊 の み を 仲立 ち に た て 」 ［41］ た の ち 、 小説末尾で 「死
者 は も う 僕 に は 関 心 を 持 た ず、 今度 は僕が消 え る 、 つ ま り 死ぬ か、 ま た は 新 し く 生 き 始 め
る かす る 番 だ

、
っ た 。 」 ［71-72］ と 述べ る ま で は本論考で く抑圧状態〉 と 述べ て い る と 同義の、

精神 的 な 〈死〉 の 世界 に 身 を 置い て い る 状態 と も 考 え ら れる 。
18) Dore, Pascale (1999 ） 、 Deprez, Berengere (2003 ） ら に も 支持 さ れ る 見解で あ る 。
19) Dore, Pascale (1999 ） はモ ニ ッ ク と 母の 同 一視 を 指摘 し た 上で、 そ れ は モ ニ ッ ク を 小説前景

か ら 「徐 々 に 消 し 去 る 」 行為 で あ る と 主張 し て い る 。 我 々 は注 12 に 見 る 『火J で の 手の 扱
わ れ方 に 依拠 し て 、 モ ニ ッ ク が手 を 遺 し て 「死 ん で ゆ く 」 イ メ ー ジ を 打 ち 出す。

20） 『東方締語j (1938） 所収の 「寡婦 ア フ ロ デ イ シ ア 」 は女が処刑 さ れた 恋人の頭 を 持 ち 去 る 短
編であ る 。

21） 手が受け継がれ る ア イ デア は 以下 に 見 る 『火J 所収の 「パ ト ロ ク ロ ス 、 あ る い は 運命」 の 一

節 に 因 る と こ ろ が大 き い。 「 あ な た は死者の ゆ く あ の 虚無の 中 に い っ ぺ ん で崩 れ去 る こ と が
で き る 。 そ の と き 両手 を 私 に 遺 し て い っ て く れた ら 、 私 は慰め ら れ る だ ろ う 。 あ な た の手だ
けが、 あ な た か ら 離れて生 き 残 る だ ろ う 。 自 分の墓の塵 と 石灰 に な っ た 、 大理石の神 々 の 手
の よ う に謎め い て 。 あ な た の 行 為 や 、 そ れが愛撫 し た惨 め な 肉 体が滅 ん だ あ と も そ の 手 は
生 き 残 る だ ろ う 。 物 と あ な た の 間 で、 手 は も う 仲介者の 役 を し な い で、 そ れ 自 身物 と 変 わ
る だ ろ う 。 」 Yourcenar, Marguerite， σ11vres romanθSQllθs, Bibliotheque de la Pleiade, 1982, 
pp.1071・1072

22) Marguerite Y ourcenar, Sources II, Gallimard, 1999, p.222. 
23） プ ラ ト ン 『饗宴 ／ パ イ ド ン J 朴ー功訳、 西洋古典叢書第 IV 期第 6 回 配本、 京都大学学術出

版会、 pp.108-1090
24) Goslar, Michele , Yourcenar. Bigraphie. « Qu'il eut ete fade d包tre heureux », Editions 

Racine, 1998 ; Savigneau, Josyane, Marguerite Yourcenar : l'invention d
’
unθ vie, Gallimard, 

1990 ら の伝記 に 詳 し い。 Savigneau に よ る と ジ ャ ン ヌ の夫エ ゴ ン ・ ド ・ ル ヴ ァ ル は 同性愛者
で あ り 、 そ の こ と でユ ル ス ナ ー ル の 父 と 口論 に な っ た こ と があ っ た と い う 。 そ し て こ の エ ゴ
ン こ そ ア レ ク シ ス の モ デル で あ り 、 さ ら に は 『 と どめ の 一 撃』 (1939） の主人公エ リ ッ ク の
モ デル で も あ る と い う 。 Savigneau (1990) pp.81-83 よ り 。

25) Marguerite Y ourcenar, Lettres a sθs amis et quelquθs autres, Collection Folio, Gallimard, 
1997, p.469. 

26) Savigneau (1990) p.88. 

148 




