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ロ マ ン 主義やボ ー ド レ ー ル の 影響 の も と 詩作 を 始 め た マ ラ ル メ (1842-1898 年） は 、 若書 き の

時期 か ら 約 20 年後、 ヴ ェ ル レ ー ヌ に よ る 「呪わ れた詩人た ち 」 の特集 （1883-1884 年） やユ イ ス

マ ン ス 『 さ か し ま j (1884 年） を 通 じ て広 く 知 ら れ る よ う に な る 。 そ の後、 エ ド ゥ ア ー ル ・ デュ ジ ャ

ル ダ ン の提案 に応 じ 、 『 ワ ー グ ナ ー 評論J や 『独立評論J に て 、 ワ ー グ ナ ー 論 「 あ る 一 フ ラ ン ス

詩人の夢想」 （1885 年） お よ び連載 「演劇覚書」 (1886司1887 年） を 執筆 し独 自 の舞台論 を 提示す る 。

ま た そ の 一 方で、 ル ネ ・ ギル 『言語論』 （1886 年） に 寄せ た 「序文J の な かで、 自 ら の 詩学 を 支

え る 詩的言語論 を 明 ら か に し て い る 。

こ の よ う な 文学史的見取 り 図 に対 し て 、 注 目 さ れ る こ と が比較的少 な い の は 、 同 じ 時期 に マ ラ

ル メ がそ れ ま での詩作 品 を ま と め 直 し 、 何篇 かは書 き 直 し た う え で、 連続的 に 世 に 送 り 出 し て い

た と い う 事実であ る 。 と り わ け、 自 筆写真石版刷 『ス テ フ ァ ヌ ・ マ ラ ル メ 詩集』 （1887 年） の 出版は、

最 も 参照 さ れ る デマ ン 版 『詩集』 (1899 年） の 影 に 隠れて、 研究の対象 と な る こ と は ほ と ん どな い。

し か し マ ラ ル メ 自 身が証言す る 通 り 、 旧作に集 中 的 に手 を 入れ る 機会 を 詩人 に与 え た と い う 事実

に お い て重要 な コ ー パ ス で あ る 1 ） 。

マ ラ ル メ が新 し い独 自 の 言語観や舞台論 を 体系 的 に 言語化す る い わ ば一 つ の 円熟期 に お い て 、

そ の 文学的技法が どの よ う に 深化 し た か を 探 る た め に 、 本稿で は 1887 年 の 『詩集J で発表 さ れ

旧稿か ら 顕著 な 変化 を 遂 げた ソ ネ 「懲 ら さ れ道化」 を 取 り 上 げた い 。 こ の ソ ネ に 関 し て はす で に

多 く の注釈が存在 し 、 そ の 変化 に つ い て も すで に論 じ ら れて い る 。 し か し 管見の 限 り 、 書 き 直 し

を 「話 し 手」 と い う 審級 2） か ら 分析 し デ ィ ス ク ー ル と し て の構 造 の 変化 を 問 う 考察 は行 な わ れ

て お ら ず、 書 き 直 し の射程がすべて 明 ら か に さ れた と は言いがた い 。 そ こ で、 こ れ ま での研究で

指摘 さ れた主要 な 変化 を 踏 ま え つ つ も 、 話 し手の認識や 身振 り が反映 さ れ る 表現 （動詞 の 時制 や

提示語） に焦点 を 当 て 、 「懲 ら さ れ道化」 の改変の射程 を 明 ら か に し た い 。 「懲 ら さ れ道化」 の主

題であ り 主人公 「私」 の生業で あ る 道化役者 は 、 19 世紀 フ ラ ン ス 詩人 に と っ て 自 ら の 詩学や社

会的立場 を 規定す る 際の特権的 な 形象で あ っ た 3） 。 マ ラ ル メ は そ の 形象 を 用 い な が ら 、 どの よ う

に 詩 の デ ィ ス ク ー ル を 深化 さ せた の だ ろ う か。
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1 . 「懲 ら さ れ道化J の 旧稿 （1 864 年） と 改稿 （ 1 887 年）

「懲 ら さ れ道化」 は 1887 年 に 『ス テ フ ァ ヌ ・ マ ラ ル メ 詩集』 に 初 め て掲 載 さ れ た が、 「不遇の

魔」、 「あ ら わ れ」 、 「 あ だ な 願い 」 と と も に初期詩篇 の一篇 と し て 第一分冊 に 収め ら れて い る 。 事

実、 こ の詩が最初 に書かれ た の は発表 よ り 約 20 年湖 っ た 1864 年以前 で あ る と 推定 さ れ る 。 マ ラ

ル メ は 1864 年 に そ れ ま で に書 い た 詩篇 を ま と め た小型の手帖 を 、 友人エマ ニ ュ エ ル ・ デ ・ ゼ ッ サ ー

ル や ル フ ェ ビ ュ ー ル に 送 っ て い る が、 そ の 中 に 「懲 ら さ れ道化」 も 含 ま れて い た 4） 。 ア ン リ ・ モ

ン ド ー ルが 1961 年 に公表 し 5） 、 現在 は ジ ヤ ツ ク ・ ド ゥ ー セ 文学図書館が所蔵す る 「1864 年の手帖」6)

に は、 次の よ う な 旧稿が収め ら れて い る 。

LE PITRE CHA T IE (1864) 

1 Pour ses yeux, - pour nager dans ces lacs, dont les quais 

2 Sont plantes de beaux cils qu'un matin bleu penetre, 

3 J'ai, Muse, - moi, ton pitre, - enjambe la fenetre 

4 Et fui notre baraque ou fument tes quinquets, 

5 Et d'herbes enivre, j'ai plonge comme un traitre 

6 Dans ces lacs defendus, et, quand tu m'appelais, 

7 Baigne mes membres nus dans l'onde aux blancs galets, 

8 Oubliant mon habit de pitre au tronc d'un hetre. 

9 Le soleil du matin sechait mon corps nouveau 

10 Et je sentais fraichir loin de ta tyrannie 

11 La neige des glaciers dans ma chair assainie, 

12 Ne sachant pas, helas ! quand s'en allait sur l'eau 

13 Le suif de mes cheveux et le fard de ma peau, 

14 Muse. que cette crasse etait tout le genie ! 7l 

彼女の眼、 岸辺 に は青 い 曙 の 光が差 し こ む

美 し い捷毛が植わ っ て い る 、 そ の湖 で、泳 こ
、
う と

ミ ュ ー ズ よ 、 お ま え の道化であ る 私 は 窓 を ま た ぎ

ケ ン ケ 灯の煙 る 我 ら が芝居小屋 を 逃 げた の だ、
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そ し て草 の 匂 い に酔い し れ、 裏切 り 者 と し て飛 び込 ん だ

そ の禁 じ ら れた 湖 に 、 そ し て 、 お ま え が私 を 呼ん で い た と き 、

裸の 四肢 を 白砂に寄せ る 波 の な か に 浸 し た の だ

ブナ の 幹 に 道化の衣装 を 忘 れた ま ま 。

朝 の太陽が新 し い我が身体 を 乾か し

私 は お ま え の力 の 及 ばぬ と こ ろ で感 じ て い た

清め ら れた 肉体で氷河の雪が冷た く な る の を 、

そ う と は 知 ら ず に 、 鳴呼 ！ 水面 に

我が髪の脂 と 肌の 白 粉が消 え る と き

ミ ュ ー ズ よ 、 こ の垢が天才すべて であ っ た と い う こ と を ！
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比較的平易 な 統語 と 複合過去 と 半過去 に よ る 語 り 、 そ し て ミ ュ ー ズへの呼びかけ と い う ロ マ ン

主義的 な 叙情詩体が旧稿 の 主 な 特徴 と し て挙 げ ら れ る 。 旧稿 と 改稿 は と も に 、 道化役者 と し て の

「私」 に よ る 舞台 か ら の 逃避 と 懲罰 と が主題 と な っ て い る 。 あ ら す じ に 関 し て も 両者の 聞 に 大 き

な 変化 は な く 、 詩 人が 日 々 の仕事場であ る 芝居小屋 を 逃れ、 現実の生の充足 を 女性の 目 ＝ 湖 の な

か に 求め よ う と し た結果、 白粉 と い う 自 ら の仕事の秘密 を 失 っ て し ま う と い う 物語 を 基調 と し て

い る 。 続 い て 引 用 す る の は 1887 年の改稿版で あ る 。

LE PITRE CHA TIE (1887) 

1 Y eux, lacs avec ma simple ivresse de renaitre 

2 Autre que l'histrion qui du geste evoquais 

3 Comme plume la suie ignoble des quinquets, 

4 J'ai troue dans le mur de toile une fenetre. 

5 De ma jambe et des bras limpide nageur traitre, 

6 A bonds multiplies, reniant le mauvais 

7 Hamlet ! c’est comme si dans l'onde j'mnovais 

8 Mille sepulcres pour y vierge disparaitre 

9 Hilare or de cymbale a des poings irrite, 

10 Tout a coup le soleil frappe la nudite 

1 1  Qui pure s’exhala de ma fraicheur de nacre. 
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12 Rance nuit de la peau quand sur moi vous passiez, 

13 Ne sachant pas, ingrat ! que c'etait tout mon sacre, 

14 Ce fard noye dans l'eau perfide des glaciers.8) 

眼、 湖 、 生 ま れ変 わ る と い う 単純 な 陶酔か ら

羽 の よ う に 身振 り でケ ン ケ灯 の 汚 ら し い煤を

喚起す る 大道芸人 と は別 の も の に な ろ う と し て

私 は 天 幕 に 一つ の 窓 を 開 け た 。

我が脚 と 腕の 、 澄 ん だ裏切 り の泳 ぎ手は

幾多の挑躍で、 否認 し つつ下手な

ハ ム レ ッ ト を ！ ま る で 一新す る かの如 く 波 に 向か い

無数の墓 を 、 そ こ に汚れな い姿で消 え去 る た め に。

拳の打つ苛立 つ た シ ン バル の 浮かれた 金色

突然、 裸体 に 太陽が照 り つ け、

裸体が真珠色 に 光 る 我が清 ら か さ か ら 純粋 に 立 ち の ぼっ た 。

肌のす え た 臭 い の す る 夜、 お ま え が私の上 を 過 ぎ去 ろ う と し て い た と き 、

知 ら な か っ た の だ、 恩知 ら ずめ ！ そ れ は私の聖別すべ て だ
、
っ た 、 と い う こ と を

氷河の裏切 り の水 に 溺 れた こ の 白 粉は。

旧稿か ら の 変化 と し て ま ず 目 に つ く の が省 略 的 な 表現 の 多用 で あ り 、 そ れ は各詩節 に 見 ら れ

る 9） 。 「湖 」 と 愛す る 女の 「眼」 が隠聡 に よ っ て 重ね合わ さ れ、 連鎖的 に 「湖 の岸辺」 と 「捷毛」

の類比へ と 発展す る 旧 稿 の 第一詩節 と は異 な り 、 改稿で は所有形容詞 も 限定詞 も 削 ら れた単語が

同格的 に 配置 さ れ る の み で あ る い Yeux, lacs》 （V.  1） ） 。 隠喰 関係や、 と り わ け誰の眼か と い う

点が不 明 瞭 に な り 、 「懲 ら さ れ道化」 で し ば し ば指摘 さ れ る 性的 な 寓 意 10） は希薄 に な る 。 ま た 、

第二詩節 の 名詞句 「澄ん だ裏切 り の泳 ぎ手」 （v. 5） で は 、 旧稿の 「泳 ぐ」 （v. 1） と い う 動詞 、 「私

は 裏切 り 者 と し て 飛 び込 ん だ」 （v. 5） の 主節 が持つ 意味内容が集約 さ れ、 実際は湖 を 修飾 す る

形容詞 「澄 ん だ」 を 「 泳 ぎ手j に つ な ぐ代換法 に よ っ て水 と 一体化 し た かの よ う な 主人公の状態

が暗示 さ れ る 。
一方、 第三詩節 の 、 「太陽」 （v. 10） と 同格 に 置かれ 「太陽」 の提聡で も あ る 名詞句 「拳の打つ苛立つ

た シ ン バ ル の 浮かれた金色」 （v. 9） は 旧稿 に は見 ら れ な い 表現で あ る が、 そ の修辞的表現 に よ っ

て 際立 つ て い る 。 音 と 色 と の 共感覚 に く わ え 、 音の激 し さ （「拳の打つ」） がそ の ま ま 光の激 し さ

と 唐突 さ を あ ら わ し て お り 、 後 に見 る 動詞 の 時制 と の 関係 で重要 な 役割 を 果 た し て い る 。 第四詩

節 の 「肌の す え た 臭 い の す る 夜」 （v. 12） も ま た 旧稿 に は見 ら れ な い 要素 だが、 ミ ュ ー ズ
、
への語
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り か け に 代 わ る と と も に 、 最後の 「 白 粉」 （v. 14） の イ メ ー ジ を 導 く 。 「 す え た 臭 い 」 は こ こ で

は 白 粉や 髪 に 塗 る 脂か ら 発せ ら れ る 臭 い を 指 し 、 「夜」 は そ の臭 い で満 た さ れた 芝居小屋 の世界

を 代表 し て い る と 考 え ら れ る 。

修辞的表現 に よ る イ メ ー ジ の 凝縮 と 並 ん で顕著 な の は 、 動 詞 に ま つ わ る 改変 で あ る 。 ま ず、

複合過去 い J'ai ［… J enjambe ［… J Et fui ».＿ 《J'ai plonge ［… J Baigne》） と 半過去 （《quand tu 

m'appelais »._ « Le soleil du matin sechait [ · · ·] Et je sentais »._ 《 quand s'en allait ［ ・ ・ ・ ］ Le suif ［ ・ ー ］

et le fard り を 基調 と す る 語 り だ っ た の が、 複合過去 は ー箇 所 に い J'ai troue り 半過去 は 主

節 で用 い ら れず接続詞句 の 「 ま る で comme si」 で用 い ら れ る 半過去 を 除い て二箇所 に 削 ら れて

い る い l'histrion qui du geste evoquais ».＿ 《quand sur moi vous passiez り 。 そ れ に と も な い 、

現在分詞 い limpide nageur traitre ［… ］ reniant り 、 歴史的現在 （« le soleil frappe り 、 そ し て

単純過去 い la nudite qui pure s 『exhala り が導入 さ れて お り 、 出 来事の語 り 方そ の も の が変化

し て い る 。 それは、 旧稿が ミ ュ ー ズへの呼びかけ と い う 構造 を 持 っ て い た の に対 し 、 改稿が独 自

に 近 い構造 （「思知 ら ずめ ！ 」 （v. 13） と い う 自 己 に対す る 呼 びか け ） へ移行 し た こ と と 関係 す

る だ ろ う 。 こ の点 に つ い て 、 動詞 の 時制 の 違い か ら 読み と れ る 効果 を 話 し 手 と 主人公そ れぞれの
視点 に 関 わ る 問題 と し て掘 り 下 げ て み た い。

2 . 動調の時制 を 中心に見 た視点の変化

旧稿 と 改稿 と も に 、 複合過去 に よ っ て物語が始 ま る 点 は 同 じ で あ る 。 逃避の物語の主人公で あ

り 、 そ の 話 し 手で も あ る 「私J が 出 来事 を 自 ら の経験 と し て語 り 始め る 。 た だ、 旧稿で は第二詩
節 も 複合過去 に よ る 語 り が続 く 。 そ う し て 、 窓 を ま た ぎ （v. 3） 、 芝居小屋 を 逃 げ （v. 4） 、 湖 に

飛 び込み （v. 5） 、 四肢 を 浸す （v. 7） と い う 四 つ の行為 は 「私J が順番 に た ど っ た 経験 と し て提

示 さ れ る 。 一方、 書 き 直 し 後 は 、 天幕 に 一 つ の 窓 を 開 け る （v. 4） と い う 行為 だ け が複合過去 に

置かれ、 そ の他の行為 の 意味内容 は 名詞化す る （「泳 ぎ手」 や 「幾多 の跳躍」） か、 あ る い は芝居

小屋 か ら の 逃避 を 象徴す る 内 容 の 現在分詞 （「下手な ハ ム レ ッ ト を 否認す る 11 ） 」 ） に 部分的 に 担

わ れ る こ と に な る 。 そ の た め 、 「私」 の 主体的行動が順番 に叙述 さ れ る と い う よ り も 、 天幕 に 窓

を 開 け る と い う 象徴的 な 一 つ の 行為 に と も な う 結果が非 時 間 的 かっ暗示 的 な イ メ ー ジ を 通 し て 描

かれて い る 。

第三詩節 に な る と 改稿では 「私」 の 主体性が さ ら に希薄 に な る 。

(1887 年版：改稿）

9 Hilare or de cymbale a des poings irrite, 

10 Tout a coup le soleil 主辺監 la nudite 

11 Qui pure 坐辿迎 de ma fraicheur de nacre. 
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太陽が光 を 浴 びせ る の は 、 も はや 「私の新 し い体」 （旧稿 V. 9） で は な く 帰属 の 問 わ れ な い 「裸

体」 （改稿 V. 10） で あ る 。 そ し て 、 体 に 起 き る 現象 を 知覚す る 主体 （ 旧 稿 の 「 私 は 感 じ て い た 」

(v. 10） の 「私」） は描写の背後 に 退 く 。 そ の よ う に し て 、 話 し 手の 「私」 は場面 を 経験 し た 「私」

か ら 遠 ざか り 、 話 し 手の現在の視点 か ら 出来事が外的 に描出 さ れ る 。 そ れは 、 動詞 の単純過去時

制 「立 ち の ぼっ た s'exhala」 が示す と こ ろ で も あ る 。 太陽の あ ら わ れ と 裸体の露呈 は客観的 な 過

去 の 出 来事 と し て叙述 さ れ る の で あ る 12） 。

他方、 旧稿の 第三詩節 で は 、 過去 の 「私」 つ ま り 物語の主人公 と し て の 「私」 の 視点 を 通 し て

場面が描かれる 。

(1864 年版 ： 旧稿）

9 Le soleil du matin 皇室主主主it mon corps nouveau 

10 Et je 笠旦岱 fraichir loin de ta tyrannie 

11 La neige des glaciers dans ma chair assainie, 

太陽があ ら わ れて 「私j の体 を 乾か し た こ と 、 「私」 が き れい に な っ た体 に 純粋性 を 象徴す る 「氷

河の雪j を 感 じ た こ と が半過去 を 用 い て語 ら れて い る 。 半過去 は未完了 の行為 や 状態 を あ ら わす

がゆ え に 、 視点 を 担 う こ と の で き る 時制 であ る と 言 わ れて い る 1
3
） 。 従っ て 、 引 用 で は 当 時の 「私J

の視点や認識 を 借 り て 出 来事が切 り 取 ら れて い る と 考 え ら れ る lヘ 先行す る 複合過去時制 を 考

え れば、 単 に 出 来事の 同 時性 を あ ら わ し て い る だ け で あ る と す る こ と は 一見可能で あ る が、 第三

詩節の太陽の光が差 し込む場面 は 、 厳密 に は湖 に飛 び込 ん だ後の こ と で あ り 逃避の最初 の行為 と

同 時的であ る と は言え な い。 ま た 、 夜明 け に よ っ て 「私」 の裸体が照 ら さ れ、 そ の こ と が後 で 白

粉 を 失 っ て し ま っ た こ と に 気づ く 契機 と な る わ け な の で、 その重要性か ら 見て物語の 内容上の後

景 を 成す 出 来事 と は言え な い。 従 っ て 、 物語に と っ て前景 と な る 出 来事 に 半過去が用 い ら れて い

る こ と に な り 、 出来事の進行 に 立 ち 合 う 視点が与 え ら れて い る と 考 え ら れ る の で あ る 目 。

改稿 に お け る 、 話 し手 「私」 と 主人 公 と し て の 「私」 の 聞 の距離 は 、 話 し 手 が 自 ら を 「恩知 ら

ず め ！ J (v. 13） と 否定的 に 名指す点 で も 確認で き る 。 こ の部分は、 旧稿で は 「鳴呼 ！ 」 （v. 12) 

と い う 単 な る 嘆 き で あ り 、 話 し 手の価値判 断 を含 む も の で は な か っ た O し か し 、 自 ら を 「恩知 ら

ず」 と す る 観点 は あ き ら か に 自 己否定的 な価値判 断 を 含ん でい る 。 芝居小屋か ら の逃避 と 白粉 の

消 失 を 「恩知 ら ずJ な こ と だ と す る 認識は、 白 粉 を 失 っ た 後 の 「私J の悟 り で も あ る 。 つ ま り 、

改稿の呼びか け は 、 悟 る 前の 「私」 と 悟 っ た後の 「私」 を 明確 に 分かつ も の と し て 読め る の で あ

る 。 当 然 な が ら 、 旧稿 に お い て も 話 し 手 の 「私」 は悟 っ た 後の 「私」 で あ る し 、 そ れは第三 ・ 四

詩節か ら 読み と る こ と がで き る 。 た だ、 改稿 は そ の二人の 「私」 の距離 を 自 己否定的 な 言葉 と 自

己の対象化 に よ っ て 、 よ り 一層 明 白 な も の と し た と 言 え よ う 出 。
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3 . 改稿 に お け る 指示詞の擬似的 な状況効果

こ れ ま で、 動詞 の 時制 と 呼びかけ の表現 を 手がか り に 、 時間 的 に も 悟 り の有無 に お い て も 隔 た っ

た 二 人 の 「私」 （話 し 手 と 主人公） の距離 を視点の置 き 方 と い う 面か ら 探 っ て き た 。 そ れ に よ り 、

1887 年 頃 の書 き 直 し に よ っ て 出 来事の叙述 に 客 観性が付与 さ れ、 話 し 手 と し て の 「私」 が 出 来

事の主人公 と し て の 「私」 か ら 距離 を 置 く と い う 変化が見 ら れ る こ と 、 話 し 手の現在か ら の解釈

や 判 断が旧稿 と 比べ前景化 し て い る こ と を 指摘 し た 。

と こ ろ がそ の 一方で、 最後の 第四詩節の書 き 直 し に は 、 指示詞 の効果 を 中 心 に ま た 別 の視点効

果が見 ら れ る 。 指示詞 の 効 果 は 、 象徴的 な 意味 を 担 う 「 白 粉」 や 「羽 17） 」 に 比 し て 微弱 な も の

に 感 じ ら れ る か も し れな い。 し か し 、 筆者が別 の 論考で取 り 上 げた よ う に 18） 、 1887 年 の 『詩集J

出 版時 に マ ラ ル メ は 「 あ だ な 願ぃ」 と 「施 し物」 の 一節 を 所有形容詞 や定冠詞 か ら 指示調 に書 き

直 し て お り 、 指示詞 の も つ演劇 的効果 に 意識的であ っ た 可能性があ る 19） 。 従 っ て 、 「懲 ら さ れ道化」

に お い て も 指示詞 は 分析 に値す る と 思 わ れ る 。 以下、 ま ずは 旧稿 を 取 り 上 げる 。

(1864 年版： 旧稿）

12 Ne sachant pas, helas I quand s『en allait sur l'eau 

13 Le suif de mes cheveux et le fard de ma peau, 

14 Muse, que cette crasse etait tout le genie I 

旧 稿 は 前節 と つ な が っ て 一文 を な し て お り 、 現在分詞 「知 ら ず に Ne sachant pas」 （v. 12） の

主節 は 「 私 は 感 じ て い た je sentais」 （v. 10） であ る 。 前節 と の 関 連で意味内容を 説明す る と 次の

よ う に な る だ ろ う 。 過去の 「私」 は髪脂 と 白 粉 と い う 「垢」 （v. 14） が 自 ら の 才能 の すべて な の

だ と い う こ と に 思 い 至 ら ず、 湖 で 自 ら の 洗 い 清 め ら れ た 裸体 を 太陽 の 光 に 曝 し て い た が、 「私」

が道化 と し て の 在 り 方が 自 ら の生業 を 超 え て宿命 と も 言 え る も の であ る こ と に気づか な い 聞 に 、

道化の 道具 は洗い流 さ れて 湖 に 消 え 去 ろ う と し て い た 、 と 。 こ の 内 容 は 、 話 し 手 「私J の 「鳴呼 ！ 」

(v. 12） と い う 嘆 き と 「 ミ ュ ー ズ よ 」 （v. 14） と い う 呼 びか け を 挿み な が ら 語 ら れ る 。 詠嘆 と 呼

びかけ と い う 二つの修辞的表現 は 、 話 し 手 「私」 の 主観 を 反映 し た も の であ る 。 前節 と の つ な が

り か ら 考 え る と 、 前節が主人公 と し て の過去 の 「私」 の視点 を 通 し て 場面が叙述 さ れた の に対 し 、

最終節 は話 し 手 「私」 の視点が感慨 と し て 表面化す る 。

で は 、 書 き 直 し 後 は 両者の視点は ど う 関係 し て い る だ ろ う か。

(1887 年版 ： 改稿）

12 Rance nuit de la peau quand sur moi vous passiez, 

13 Ne sachant pas, ingrat I que c'etait tout mon sacre, 

14 Ce fard noye dans l'eau perfide des glaciers. 

117 



マ ラ ル メ 「懲 ら さ れ道化」試論

統語の レ ベ ル を ま ず確認す る と 、 「鳴呼 ！ 」 と い う 感嘆表現が 「恩知 ら ずめ ！ 」 へ と 変化 し て

い る 。 次 に 、 芝居小屋 で道化 ＝ 詩 人が仕 え る ミ ュ ー ズ に 宛 て た 呼 びか け が消 え 、 代 わ り に 芝居

小屋の世界 を 代表す る 「す え た匂 い の す る 夜」 （v. 12） が二人称の vous で指示 さ れ る 。 そ し て 、

句 点 に よ っ て 第三詩節 と 第 四 詩節が切 り 離 さ れた と 考 る と 20） 、 現在分詞 「知 ら ず に Ne sachant 

pas」 （v. 13） の 主語 は 「す え た匂 い の す る 夜」 （V. 12） と い う こ と に な る 。 知 ら な か っ た 主体が

主 人公の 「私」 か ら 「夜」 に す り 替わ る こ と は、 物語の論理か ら し て 問題があ る よ う に 思 わ れ る

か も し れ な い。 し か し 、 先 に 示 し た よ う に 「夜」 を 芝居小屋 の 世界 を 代表す る 時間 と 捉 え 、 そ の

「夜J が 「私」 を よ そ に 「過 ぎ去 ろ う と 」 し 、 「私」 の 無力 な 裸体 を 明 る み に 出す朝へ と 時 を譲 り

わ た そ う と す る と 解釈す る と 、 白 粉 に ま つ わ る 無知 を 「夜」 に 帰す こ と は可能で あ る と 考 え ら れ る 。

ま た 、 そ の 「夜J は 芝居小屋の世界 を あ ら わす と と も に 、 自 ら の生業の宿命 を 知 ら ず に いた過去

の 「私」 が所属 し て い た 世界で も あ る 。 従 っ て 、 こ の箇所で は 過去 の 「私」 の無知が 「夜」 に 担

わ れて い る と 考 え ら れ る 。

今度 は 、 「知 ら な か っ た 」 内容の提示の さ れ方、 つ ま り 現在分詞 《 Ne sachant pas 》 の従属節

に 注 目 し た い。 旧稿の que 以下 は 「 こ の垢が天才すべて で あ っ た と い う こ と を cette crasse etait 

tout le genieJ で あ る 。 一方、 改稿 は 「 そ れは私の聖別 だ
、
っ た の だ、 氷河の 裏切 り の水に 溺 れた

こ の 白 粉 は c冶tait tout mon sacre, / Ce fard noye dans l'eau perfide des glaciers」 で あ る 。 両者

と も 、 こ の 詩 に お い て最 も 重要で虚構 を 生み 出 す道具立て を 象徴す る 白 粉 は指示詞 を 伴 っ て い る

(cette crasse お よ び ce fard） 。 し か し 、 そ の 指示機能の メ カ ニ ズ ム に は相違が見 ら れ る 。

旧 稿 の 「 こ の垢 cette crasse」 の 指示対象が、 直前 に 一詩行 を 使 っ て 示 さ れ る 「我が髪の脂 と

肌の 白 粉 Le suif de mes cheveux et le fard de ma peauJ で あ る こ と は近接関係か ら 見て も 意味

内容の具体性か ら 見て も 明 ら かで あ る 。 従 っ て 、 こ の指示詞 は前方照応 的 な働 き を し て い る と 言

え る 21 ） 。

そ れ と 比べ、 改稿の 「 こ の 白 粉 ce fard」 の指示対象 は 非常 に 暖味 で あ る 。 確 か に 、 意味内容

の 上で指示対象 が な い わ け で は な い。 12 行 目 の 「肌のす え た 臭 い の す る 夜」 は 、 脂の酸敗 す る

臭 い の も と であ る 肌の 白粉の存在 を 連想 さ せ る 。 し か し 、 こ の かすか な 連想か、 あ る い は 道化役

者 の 紋切 り 型 の イ メ ー ジ か ら し か 「 白 粉」 は 指示 で き な い 。 さ ら に 複雑 な の は 、 「 白 粉J に焦点

が当 て ら れ る の は 、 提示語 《 c'etait 》 を 介 し て で あ る と い う こ と で あ る 。 こ の提示語 自 体は 、 後

方照応 的 に 「 こ の 白粉」 を 指 し て い る 。

た だ、 提示語は 後方照応的 に 白粉 を 示す だ けで は な い 。 そ れ は 別 の 効果 と し て 、 参照す る 主体

の 視点 を 想起 さ せ る の で あ る 。 提示語 c'est （お よ び c'etait） に つ い て A ・ ラ バテ ル は視点 と い

う 観点 か ら 次の よ う に 述べて い る 。

Le presentatif, du fait de sa valeur cataphorique disseminee et de la referenciation 

situationnelle renvoyant a une deixis interne, pose immediatement un univers de discours 

credible et presuppose un sujet de conscience a l'origine de la referenciation de l'objet.22) 
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提示語は 、 分散的で後方照応的 な 力 と 内在す る 直示 を 参照 さ せ る 状況指示 を 要 因 と し て 、 信

用 に足 る デ ィ ス ク ー ル世界 を 直 ち に生 じ さ せ、 対象物指示の源 に あ る 意識の主体 を 前提 と す

る 。

ラ バテ ルが分析対象 と す る の は 主 に レ シ で あ る が、 指摘 さ れ る 効果は 詩 に お い て も 確認で き る

よ う に 思 わ れ る 。 ラ バ テ ル は 別 の箇 所 で 、 人称代 名 詞 il が指示 に 関 し て よ り 拘束力 が強 い の に

対 し 提示語 c'est は 「多方向 的 な 関係づけ の扉」 であ る と し 、 そ れは知覚や認識、 価値判 断 と い っ

た 行為 の 「錯綜 に 基づ く 意識 の 主体 を 構築す る こ と で」 、 「c'est は特権 的 な や り 方 で視点 を 知 ら

せ る 印」 と し て機能す る と し て い る お） 。 「懲 ら さ れ道化」 の改稿 に お い て も 、 c'etait に よ っ て 白

粉 を 指示 し 、 そ れが 「私の聖別すべて だ
、
っ た」 と 価値づけ る 状況的 な 「意識の主体」 が背後 に 存

在す る の では な い か。 白 粉が 「 私 の 聖 別 」 で あ る と い う 意義 を 理解 し て い る の は 、 話 し 手 「私」

であ る 。 従っ て、 その価値づけ は話 し 手「私」 の視点 と そ の状況性 を 反映 し て い る と 言 え る だ ろ う 。

提示語の状況性は最後の指示詞 に も 受け継がれる よ う に 思 わ れ る 。 旧稿で指示詞 は テ ク ス ト 的

な前方照応の機能 を 主 に担 っ て い た が、 改稿で は指示関係が暖昧 に な る こ と に よ り テ ク ス ト 的 な

照応 関 係 よ り も 状況 的 な 効果 を あ げて い る の で は な い だ ろ う か。 指示詞の こ の よ う な 効 果 に つ い

て 、 0 ・ デュ ク ロ は指示詞 を 定冠詞 と 区別す る な かで次の よ う に 述べて い る 。

Il arrive en effet que le demonstratif soit employe hors de toute demonstration proprement 

dite [· · ·]. Pour rendre compte de ces faits, nous dirons que le locuteur, dans ce cas, fait 

comme s'il etait en presence de l ’objet, OU comme Si cet objet avait deja ete constitue 

dans le discours anterieur : il s'agit, pour ainsi dire, d'une demonstration simulee, d'une 

pseudo-reference. Le demonstratif n'etant a sa place que si l'objet est la, !'utilisation du 

demonstratif permet de donner l 『impression que l'objet est la戸）

事実、 指示詞 は厳密 な 意味で の あ ら ゆ る 実演以外の場で用 い ら れ る こ と があ る ［ ー … ・ ］ 。 こ

れ ら の事実 を 説明す る た め に 、 我 々 と し て は 次の よ う に言お う 、 こ の場合話者 は対象物 の 存

在 を 前 に し て い る 、 あ る い は 、 こ の対象物がすで に 先行す る デ ィ ス ク ー ル で形成 さ れた かの

よ う に振る 舞 う の だ と 。 い わ ば、 擬似的 な 実演、 疑似参照が問題 な の だ。 指示調 は対象物が

そ こ に あ る 場合に し か用 い ら れ な い の で 、 指示詞 を 使 う こ と に よ っ て 対象物がそ こ に あ る と

い う 印象 を 与 え ら れ る の で あ る 。

本来、 指 し示す対象の存在 を 前提 と す る 指示詞 は 、 そ の対象が実際 に そ の発話行為 の現場 に 存

在 し な い場合 に あ た か も そ の対象があ る かの よ う な 印象 を 与 え る 、 と い う デユ ク ロ の指摘 は 、 改

稿の 「 こ の 白 粉」 の効果 を 考 え る う え で も 参考 に な る 。 つ ま り 、 「懲 ら さ れ道化」 の 改稿 で は 旧

稿 と 比べて テ ク ス ト 内 の指示関係が暖昧だが、 そ れゆ え に擬似的 な 状況参照の効果が強 め ら れて

い る と 解釈で き る の であ る 。 話 し 手 「私J は第三 詩節で、 一旦過去 を 客観的 に 捉 え 距離 を 置 い て

眺め て い たが、 詩の最終行 で は 、 あ た か も 湖 の場面で 白 粉 を 示 し て い る よ う な 振 る 舞 い を し て い
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る 。 そ し て それは、 詩の読者 に 対 し て も 同 様 に 、 最終行で、過去の湖 の場面 に 立 ち 合 っ て い る かの

よ う な 擬似 的 な 効果 を 与 え て い る の で は な い だ ろ う か。

む すびに か え て

本論考 で は 「懲 ら さ れ道化」 の 書 き 直 し に つ い て 、 先行研究で指摘 さ れて き た 文学的技法の 変

化 を 踏 ま え つつ も 、 あ ま り 注視 さ れて こ な か っ た 動調の 時制や指示調 の効果 を 中心 に 分析 を 試み

た 。 ま た そ の 際 に 、 詩の 一 人称 を 逃避の物語の主人公 「私」 と 話 し 手 「私」 の二つ の レ ベ ル に 分

け 、 時 間 的 に も 知識の量 に お い て も 隔 た っ た 別 々 の 主体 と し て 扱 う 観点 を 導入 し た O そ れに よ り

1887 年 の 改稿 は、 旧稿 と 同 様 に 体験時制 で芝居小屋 か ら の 逃避 を 語 り 始め な が ら も 、 単純過去

を 用 い る こ と で客観的 な物語に仕立 て あ げて い る こ と 、 叙情的 な 詠嘆や呼びかけ を 排 し て 自 己 を

対象化す る 視点 を 導入 し て い る こ と が分か つ た 。 そ の 一方で、 最後の場面 で は 、 物語の現場であ

る 湖 で あ た か も 白粉の消失 を 眺め て い る よ う な 視点 の移動が見 ら れた 。 こ の よ う に 、 物語世界の

外 と 中 の境 を は っ き り さ せた う え で、 そ の境 を 越 え る と こ ろ に 、 単 な る 叙情 に は収 ま ら な い詩の

虚構化の工夫が見 ら れ る の で は な い だ ろ う か。 今後 は 、 1887 年 に な さ れた 詩 デ ィ ス ク ー ル の 虚

構性の深化 を 同 時期の非人称的舞台論や詩的言語論 と 関 連づけて考察 し た い 。

注

1) 例 え ばマ ラ ル メ は 1887 年 4 月 27 日 付 け デュ ジ ャ ル ダ ン 宛 の 手紙で、 次の よ う に 述べ て い

る 。 《J'ai commence a copier hier ; puis mecontent de bien des fautes dans 《Le Guignon », 

me suis interrompu un instant, pour retoucher cette piece dans le gout d'autrefois. 》

Corr，θspondance I I I, 1886-1889, recueillie, classee et annotee par Henri Mondor et Lloyd 

James Austin, Gallimard, 1969, p. 105-106. 
2) 筆者 は こ れ ま で、 詩 に お け る 話者の存在 に 注 目 し 、 そ れ を小説の 「語 り 手 narrateur」 と 区

別 す る 意味で 「話 し 手 parleur」 と し て 詩 の 分析 を 行 な っ て き た 。 「話 し 手」 と は 、 テ ク ス ト
の言葉 に よ っ て構築 さ れ る 主体で あ り 、 詩の分析 に お い て し ば し ば用 い ら れ る 「詩人」 と い
う 呼び方が も た ら す混乱 を 回避す る と い う メ リ ッ ト があ る 。 詩 の 話者 を 「詩人J と 呼ぶ と き 、
そ れが伝記的 な マ ラ ル メ を 指す の か、 文学的形象 な の かが暖昧 な こ と が多 い か ら であ る 。 「 話
し 手）o_OJ 詳 し い定義や分析例 は 次の拙論 を 参照 さ れた い 。 松浦菜美子 「 ス テ フ ァ ヌ ・ マ ラ ル
メ 「続諦 （デ ・ ゼ ッ サ ン ト の た め に ） 」 に お け る 発話の構造」 、 『関西 フ ラ ン ス 語 フ ラ ン ス 文学J 、
第 21 号、 pp. 111-122. 

3) Jean Starobinski, Portra1't de ]'artiste en saltimbanque, Gallimard, (1970) 2003. マ ラ ル メ の 「懲
ら さ れ道化」 に つ い て も pp. 30-32 で言及 さ れて い る 。
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4) な お 、 デ ・ ゼ ッ サ ー ル と ル フ ェ ビ ュ ー ル に 送 っ た 手帖 は 同 ー の も の で は な く 、 1864 年 2 月 に デ ・

ゼ ッ サ ー ル 宛 に 送 っ た あ と 、 マ ラ ル メ は創作 し た ばか り の 「花 々 」 を 加 え た う え で詩篇 を 再
構成 し ル フ ェ ビ ュ ー ル に 送 っ た よ う であ る 。 後者の手帖お よ び配列 の 意図 に 関 し て は 、 柏倉
康夫、 『生成す る マ ラ ル メ 』 、 青土社、 2005、 pp. 88-94 に 詳 し い。

5) Henri Mondor, Autres precisions sur Mallarme et inedits, Gallimard, 1961. 
6) ジ ャ ッ ク ・ ド ゥ ー セ 文学図書館 の モ ン ド ー ル ・ コ レ ク シ ョ ン に収め ら れて い る 。 整理番号 は

MNR Ms. 380 
7) αuvres completes, ed. Bertrand Marchal, Gallimard, t. I, 1998 （以下 ♂C I と 略す） , p. 128-

129. 旧稿 は プ レ イ ヤ ッ ド 版 に書 き お こ さ れて お り 、 本稿で は そ ち ら を 参照 し た 。 引 用 下 の 日
本語は拙訳。

8) <EC I, p. 74. 引 用 下 の 日 本語 は拙訳。
句 読点 に つ い て 本稿 で は 、 プ レ イ ヤ ッ ド版の標記 に 従 い 各 詩節 が独立 し た 文章 を な し て い
る と 考 え る O 1887 年 版 『 ス テ フ ァ ヌ ・ マ ラ ル メ 詩集J に つ い て そ の 自 筆稿 と 活字 の 両方
を 並記 し た 復刻 版 （Le manuscrit autographe des poesi1θs de Stephane Mallarme, Edition 
Ramsay, 1981） があ る が、 そ こ で は 、 活字の ほ う で は 第三 詩節 と 第 四 詩節 の 聞 が コ ン マ で
つ な が っ て い る が （p. 27） 、 自 筆稿で は 明 ら か に 句 点 が記 さ れて い る （p. 26） 。 フ ラ ン ス 国
立 図書館の Gallica に て 当 時出 版 さ れた 87 年版 『詩集』 を 見て み る と 、 句点 と その横 に イ ン
ク の短い線が確認で き る ・

http://gallica.bnf.fr I ark:/ 12148/btv 1 b86268385.r=poesies%20photoli thographiees %20 
Mallarme。
短い線 を コ ン マ と と る かペ ン 先 の かす っ た線 と と る か は意見が分 か れ る と こ ろ だ ろ う 。 本稿
は 、 句点が力 強 く 打た れて い る 点 を 考慮 し 、 上述の 通 り 第三詩節 と 第 四 詩節 は独立 し た 文章
で あ る と 考 え る 。 な お 、 例 え ばポ ー ル ・ ベニ シ ュ ー は両詩節 を 一 つ の 文章 と 捉 え て い る （Paul
Benichou, Selan Mallarme, Gallimard, (1995) 1998, p. 116） 。

9) そ の他、 旧稿か ら 改稿への音声お よ び書記 レ ベ ル で の変化 に 関 し て は 、 次の論考 を 参照 さ れ
た い 。 Jill Anderson, « Verse in crisis. Towards a poetics of self-estrangement : Mallarme's 
”Le Pitre chatie”》， Australian journal of French studies, v. 31 (1), 1994, pp. 15-34. 

10） ジ ャ ン ＝ ピエ ー ル ・ リ シ ヤ ー ル に よ る 読解がそ の代表 と 言 え る 。 リ シ ヤ ー ル は 「マ ラ ル メ の
描 く 官能的風景 に お け る 水浴の重要性」 に 注 目 し 、 「 懲 ら さ れ道化」 の 主 人公 を 恋す る 男 、
官能的歓喜 に 身 を 浸す も の と し て見 て い る 。 Jean-Pierre Richard, L 'Univers imaginaire de 
Mallarme, Seuil, 1961, pp. 109-116 ； 『マ ラ ル メ の 想像的宇宙』 、 田 中 成和訳、 水声社、 2004、
pp. 120-127 0 

11） 動 詞 「 否 認す る renier」 の 現在 分 詞 の 主 語 は 一 行 上 の 「 澄 ん だ 裏 切 り の 泳 ぎ 手 limpide
nageur traitre」 と 取 る こ と がで き る 。

12） 単純過去 の働 き に つ い て は 次の 解釈 を 参照 し た o « Le passe simple, coupe de la situation 
d’enonciation, rejette l’enonce dans un passe revolu nettement delimite. », Martin Riegel, 
Jean-Christophe Pellat, Rene Rioul, Grammaire methodique du fran9ais, 4e ed., Presses 
universitaires de France, 2009, p. 538. 

13） 半過去 と 視点 の 問題 に 関 し て 次 の論考 を 参照 し た 。 東郷雄二 「 談話情報管理か ら 見 た 時制
一 単純過去 と 半過去」 、 『 フ ラ ン ス 語学研究』 、 第 44 号、 2010、 pp. 15-31. 

14） 第 三 詩節 の 半過去 は 東郷氏の述べ る 「知覚的半過去」 と し て 解釈 し た （前掲論文、 pp. 26司

27） 。
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15） 第三詩節の半過去が 「絵画的半過去」 の働 き を 担 っ て い る か ど う か は さ ら な る 検証 を要す る
が、 「絵画的半過去」 に付随す る と 言 わ れ る 「 焦点化」 と 「 ス ロ ー モ ー シ ョ ン 効果」 は こ の
部分 に つ い て も 指摘で き る よ う に 思 わ れ る 。 「絵画 的 半過去J に つ い て は春木仁孝氏の考察
に 詳 し い。 「 〔絵画的半過去で あ ら わ さ れ る 〕 事態 は 時 間 的制約 を 解か れて属性 と し て捉 え ら
れ る の で あ る 。 事態が属性 と し て付与 さ れ る と い う の は こ の よ う な 意味 に お い て で あ る 。 そ
の よ う に認識す る こ と に よ っ て 、 実際 に は 瞬間 的 に起 こ る 事態であ っ て も 、 そ の事態の 内容、
事態 の性質が プ ロ フ ァ イ ル さ れ る の であ る 。 こ れ は既 に 春木 （2000） で も 述べた よ う に 、 出
来事の生起 と い う 量的 な も の が、 属性 と い う 質的 な も の に 変換 さ れて認識 さ れて い る と い う
こ と で あ る 。 行為 を 行 な う 者 も 行為が行 な わ れ る 場 と し て 、 通常の語 り の場合 よ り も よ り 焦
点化 さ れて い る の であ る 。 以上の よ う な 認識様式か ら 、 ス ラ イ ド 的効果や ス ロ ー モ ー シ ョ ン
効果 と い っ た 効果が得 ら れ る の で あ る 。 」 春木仁孝、 「事態認識の方策 と し て の 半過去 一 絵
画 的半過去 を 中心 と し て － 」 、 『言語文化研究』 、 第 30 号、 2004、 p. 236. な お括弧は筆者
に よ る 補足。

16） 改稿 の 第二段落 に 突如挿入 さ れた 比聡 （ 「 ま る で無数の墓 を 波 に 向 か い 一新す る かの 如 く 」
(v. 7-8） ） も 、 話 し 手 と し て の 「私J ／ 主 人公 と し て の 「私」 と い う 区 別 に 基づい た 場合、
話 し 手の 「私」 が主人公 と し て の 「私」 の水浴 と い う 行為 の 象徴的意義 を 比聡 を 用 い て 表現
し て い る と 考 え ら れ、 話 し 手の 「私」 の視点 を 反映す る 一節 と し て解釈で き る 。

17） 第 一 詩節 の 「 羽 plume」 （v. 3） は 詩 人の創作道具で あ る ペ ン の 羽 を 指す の か、 ハ ム レ ッ ト
の演出 に 使わ れ る 帽子の羽 を 指すの か議論が分かれ る ほ ど、 重要 な テ ー マ で あ る 。 こ の 点 に
関 し て は 、 両方の意味で取 る チ ャ ド ウ イ ツ ク の解釈 を 発展 さ せた井原鉄雄氏の 考察が参考 に
な る 。 「 マ ラ ル メ の 『懲罰 さ れた 道化J に つ い て 」 、 『中 央大学文学部紀要 ・ 文学科』 、 第 49、
50 号 （通巻第 102、 103 号） 、 1982、 p. 158. 

18) Namiko Matsuura，《 La poesie de Mallarme comme scene fictive : une analyse enonciative 
du sonnet en yx》， Etudes dθ Jai沼ue et litterature franr;aises, n。 109, 2016, pp. 21-36. 

19） 「 あ だ な 願 ぃ 」 は 1883 年 の 「 呪 わ れ た 詩 人 た ち 」 特集 （ 『 リ ュ テ ス 』 誌） で は 、 第 一 ・ 二
詩行が « J'ai longtemps reve d'etre， 。 Duchesse ! l'Hebe / Qui rit sur votre tasse au baiser 
de tes levres. 》 （σC I, p. 111） だ っ た の に 対 し 、 1887 年 の 『詩集』 で は 《Princesse ! a 
jalouser le destin d'une Hebe / Qui poind sur cette tasse au baiser de vos levres，》 （σc
I, p. 73） に 変化 し て い る 。 「 施 し 物 」 は 、 1866 年 『現代 高 踏 詩 集』 で は 《Prends 民主主，
Mendiant.》 （αC I, p. 108） だ っ た の が、 《Prends ι主主主ι. Mendiant ！ 》 （♂C I, p. 82） へ と
書 き 直 さ れて い る 。 下線は筆者 に よ る 強調。

20） 註 8 を 参照 の こ と 。
21） こ の箇所 に も 、 後で見 る 指示詞 の擬似的な状況効果 を 読み と ろ う と す る こ と は不可能で は な

い が、 指示関 係 の 明 白 さ か ら 改稿の よ う な状況効果 は 薄 れ る よ う に 思 わ れ る 。
22) Alain Rabatel, « Valeurs representative et enonciative du 《 presentatif 》 cest et marquage 

du point de vue 人 Langue franr;aise, n。 128, 2000, p. 60. イ タ リ ッ ク は 原文の ま ま 。 引 用 下 の
日 本語は拙訳。

23) Ibid., pp. 61-62. 《 Le mecanisme interpretatif est en effet si proliferant que la reprise par 
c est plutot que par 11 ouvre grand les portes de mises en relation multidirectionnelles, 
alors que la reprise par ii est semantiquement plus contrainte. C'est pourquoi cest est une 
marque signalant de maniere privilegiee le PDV, en conjoignant, motivant les enonces a sa 
gauche comme a sa droite, en construisant un sujet de conscience fondee sur l'intrication 
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des proces perceptifs, intellectuels, axiologiques, etc 》

24) Oswald Ducrot, Dire θt ne pas dire, Hermann, 1972, p. 245. イ タ リ ッ ク は原文の ま ま 。 ヲ ｜ 用
下の 日 本語は拙訳。
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