
マ ン デ イ ア ル グ の 詩 に お け る 視線の変容

一一「窃視者 の視線」 か ら 「エ ロ ス の視線」へ一一

松原 冬二

ア ン ド レ ・ ピエ ー ル ・ ド ・ マ ン デ イ ア ル グ （1909 - 1991） に と っ て 、 1960 年代 は作家 と し て も っ

と も 充実 し た 時期 で あ っ た と い え る 。 し か し皮 肉 に も そ の 時期 に お け る 活動が、 マ ン デ イ ア ル グ

の作家像そ の も の に 決定的 な 刻 印 を 与 え て し ま っ た こ と も ま た 事実であ る 。 た と え ば 1962 年 に

出 版 さ れた 『現代文学事典』 の マ ン デ イ ア ル グの項 を 開 く と 、 次の よ う な 記述が見つ か る 。 「 ピ エ ー

ル ・ ド ・ マ ン デ イ ア ル グ、 彼 は は た し て小説家 な の か、 詩人 な の か、 エ ッ セ イ ス ト な の か、 コ ン

ト 作家 な の か、 は た ま た そ れ以外な の だ ろ う か ？ 1」 こ の作家紹介文の 疑 問 形 に よ る た め ら い の

口 調 は 、 50 年代以前 の マ ン デ イ ア ル グの 創作活動 を 端 的 に 要約 し て い る と い え よ う 。 す な わ ち

1951 年 に 短編集 『狼た ち の太陽J が「批評家賞」 を 、 59 年 に 『’壊火』 が「短篇賞」 を 受賞 し 、 ジ ャ ン ・ ポ ー

ラ ン の依頼 に こ た え て 『新 ・ 新 フ ラ ン ス 評論J 誌 に 53 年か ら 執筆 し て い る 連載 コ ラ ム （58 年 に
エ ッ セ イ 集 『月 時計』 と し て 出 版） や 数冊の 詩集の 出版に よ っ て知 ら れ る 新進気鋭の マ ルチ な作

家 と い う のが、50 年代 ま で の マ ン デ イ ア ル グが獲得 し た 一般的 な作家評だ
、
っ た の で あ る 。 し か し 、

こ の事典の翌年 に 発表 さ れ た 長編小説 『 オ ー ト バ イ 』 (1963） が ゴ ン ク ー ル賞 や フ ェ ミ ナ 賞 の候

補 に 挙が り 、 雑誌 の書評欄 で軒並み好評 を 得 た り し た こ と で 2 、 一気 に小説家 と し て の 認知が増

し 、 そ の作品への 関心が高 ま っ た 。 そ し て 67 年 に 発表 し た小説 『余 白J がそ の 年 の ゴ ン ク ー ル

賞 を 獲得 し た こ と で、 マ ン デ イ ア ル グ は そ れ ま で、評価の高 か っ た 短編作家 と し て の 名声 と 相 ま っ

て 、 以後 「小説家」 と し て の 世評 を 揺 る ぎ な い も の と し た の であ る 3

し か し 2009 年 の マ ン デ イ ア ル グ生誕 100 周年 を 機 に フ ラ ン ス で は マ ン デ イ ア ル グ再考の気運

が高 ま り 、 い く つ かの イ ヴ ェ ン ト が 開催 さ れた。 ま ず 3 月 か ら 7 月 ま でパ リ の ラ テ ン ・ ア メ リ

カ 会館 に お い て 、 1958 年 の メ キ シ コ 旅行 を 主題 に し た 展覧会 《Andre Pieyre de Mandiargues, 

Pages mexicaines 》 が開催 さ れ、 そ の カ タ ロ グがの ち に ガ リ マ ー ル 出版社か ら 発売 さ れた ら つ

ぎ に は二 つ の マ ン デ イ ア ル グ に か ん す る 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム が開 催 さ れ 5、 論文集の 出 版が相次い

だ 6。 そ う し た流れの 中 に あ っ て 、 ガ リ マ ー ル 出 版社の 「ポエ ジ ー 叢書」 が 10 月 に マ ン デ イ ア ル

グ の 詩 の ア ン ソ ロ ジ ー 全 2 巻 を 、 そ れぞれ未発表 の詩篇 を 増補 し て 発刊 し た の であ る 7
0 こ れは

い ま ま で小説家 と し て 一般 に 認知 さ れて き た マ ン デイ ア ル グ に と っ て 、 非常 に大 き な 動 き で あ っ

た と 言 え る 。 実際、 マ ン デ イ ア ル グ に お い て 「詩人」 と い う 側 面 は も っ と も 閑 却 さ れて い た と

言 っ て よ い 。 モ ニ ッ ク ・ ベ テ イ ヨ ン が指摘す る よ う に 、 マ ン デ イ ア ル グ に お い て 「優れた コ ン ト

作家、 小説家、 批評家、 演劇作家 と い う 名声が、 い わ ゆ る 詩作品 を い く ぶ ん な り と 覆い 隠 し て し
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ま っ て い る 」 の で あ る 80 1979 年 に は ア カ デ ミ ー ・ フ ラ ン セ ー ズ の 詩部門 の 大賞 (le grand prix 

de poesie de l’Academie franc;aise） を 獲得 し た と い う 事実 も 、 ほ と ん ど こ う し た評価 を 覆す役

に は立 っ て い な い。

た し か に創作の方法論 と し て マ ン デ イ ア ル グが小説 と い う ジ ャ ン ル を 重要視 し て い た こ と は事

実だが、 彼 に と っ て詩的創造は、 小説 に お け る 創作活動 と は異 な る 精神 的営為 で あ っ た と 考 え ら

れ る 。 1961 年 に 、 彼が 26 歳 頃 （1935 年） か ら 書 き た め て い た 青年期 の 詩的習作 を あ つ め た 詩集 『 白

亜の 時代』 を刊行 し た と き 、 そ の 「序文」 の な かでマ ン デ イ ア ル グ は 、 詩作が 「他者 に 向 け た 開

放 と い う よ り む し ろ 自 分 自 身 の 中 に 閉 じ こ も る 」 行為 で あ る と 書 い て い る 九 す な わ ち マ ン デ イ

ア ル グ に と っ て 詩 と は あ く ま で個 人 的 な 行為であ り 、 読者 と い う 不特定の他者 を 想定 し た執筆行

為で、 は な か っ た と い う こ と に な る 。 一方で、 マ ン デ イ ア ル グ は、 1968 年 に 行 わ れた対談の な かで、

前年に獲得 し た ゴ ン ク ー ル賞 に ふ れ て つ ぎ の よ う に 答 え て い る 。 「 私 は と い え ば、 人が私の本 を

好ん で く れ る こ と が と て も 嬉 し い の です。 私 は名誉や褒賞 と い っ た も の を 望 ん で は い な い の です

が、 文学賞 は 、 人が し め す好意 だ と 感 じ る の です。 少 な く と も 、 人があ な た の 本 を 読み、 あ な た

の 本 を 愛 し た と い う 印 な の です。 （ ・ ・ ・ ） いずれにせ よ 、 こ う し た 文学賞 は 、 人が書物 に授け る 友

情の 印 な の です 10J 。 こ こ でマ ン デ イ ア ル グ は 、 自 分の小説が文学賞 を 通 じ て 一般 の 読者 に 受 け

入 れ ら れ、 愛 さ れ る こ と を 望 ん で お り 、 自 分 自 身 の 中 に 閉 じ こ も る 行為 と し て の 詩作 と は逆 に 、

小説 を 他者す な わ ち 読者へ と 開 放 さ れた 「友情の あ か し 」 と 位置付 け て い る 。 こ う し た創作理念

の対立は、 マ ン デ イ ア ル グが詩 と 小説 を それぞれ別 次元 に属す る 精神 的営為 と み な し て い た こ と
を 明 ら かに す る が、 だか ら と い っ て マ ン デ イ ア ル グが こ の両者 を完全に切 り 離 し て 考 え て い た と

い う こ と に は な ら な い。 彼 は ま た 同 じ 60 年代 に 、 詩 と 小説 の つ な が り に 関 し て 次の よ う な 発言

も 残 し て い る 。 「 詩 は 、 私が書 く も の全体の拍車の よ う な も の だ。 と き に 、 私の小説や短編 の あ

る も の は 、 一篇 の 短い 詩 を 足 がか り に す る と き があ る 11J。 こ う 語っ た あ と 、 マ ン デ イ ア ル グ は

そ の具体例 を あ げて い る 。

と き お り 、 私 の 小 説 あ る い は 短編 の ベ ー ス に は 、 一篇 の 短い 詩があ り ま す。 た と え ば私の

単純 な 三行詩 《Sarah》は 、 全短編 中 で も っ と も 私が好ん で い る 短編小説 「 ダ イ ヤ モ ン ド」

を 生 み 出 し ま し た 。 現在、 《Valmont》 と い う 詩 か ら 私 は 小説 を 一篇 書い て い ま す が、 そ れ

は 『余白』 と い う タ イ ト ル に な る で あ り ま し ょ う . . . 12 

3 年 後 に は ゴ ン ク ー ル 賞 を 獲 得 し 、 全 篇 お よ そ 250 ペ ー ジ に も お よ ぶ 小 説 『 余 白 J も 、

《Valmont》と い う 短い五行詩 を ベ ー ス に 執筆 さ れた こ と がこ こ で告 白 さ れて い る 。 マ ン デ イ ア

ル グ に と っ て 、 詩 と は将来小説 と な る も の の 彫琢 さ れて い な い 原石 で あ り 、 かっすべて の創作活

動の は じ ま り を 画 す る ア ル フ ァ 点で あ っ た の であ る 13
0 し か し 、 こ う し た 考 え が先鋭化 し て ゆ く

過程 を よ り 深 く さ ぐ っ て ゆ く と 、 マ ン デ イ ア ル グが小説家 と し て 決定的 な 成功 を 収め 、 その作品

が一般の読者 に 受け入れ ら れは じ め た 60 年代 と い う キ ー ワ ー ド がふ た た び浮か び上がっ て く る 。

そ こ で本論で は 、 こ の 50 年代 か ら 60 年代への移行期 に お け る マ ン デ イ ア ル グの詩作の変化 に注
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目 し 、 そ の 「拍車」 と し て の 詩 の 変化が、 彼の創作理念そ の も の に与 え た 影響 に つ い て 考察す る 。

具体的 に は 、 視覚芸術 と も よ ばれ る マ ン デ イ ア ル グの 作 品 の 「視線」 の 問題 に着 目 し 14、 こ の

視線が ど の よ う に 彼 の 詩 法 そ の も の と 構造的 に 結 びつ い て い る の か を 、 1960 年 を 境 と す る そ れ

ぞれの 時期 に お い て検証す る 。 そ の た め に ま ず、 1960 年 と い う 年がマ ン デ イ ア ル グの 詩法 に お

け る 転換点 と な る い き さ つ を 明 ら か に し 、 そ の前後 を そ れぞれ 「前期詩篇」、 「後期詩篇」 と し て

分類す る 。 そ し て前期詩篇 に お け る 視線の問題 を 取 り 上 げ、 語 り の構造 に お け る 視線の あ り かた

を 検討 し 、 つ い で後期詩篇 に お い て主要 な テ ー マ と な る オ ブ ジ ェ と し て の女性像 と そ れ を 見 る 主

体の視線 と い う 問題 を と り あ げ、 女性 に 向 け ら れた エ ロ テ ィ ッ ク な 視線が、 い か に 言語 と し て表

象 さ れ る か を 検討す る 。 こ う し て 詩作品 の転換点 に お け る 視線の問題 を 分析す る こ と で、 マ ン デ イ

ア ル グの 詩 的言語の変容の過程 を 示 し 、 そ こ か ら 浮か び あ がる マ ン デ イ ア ル グ詩学の本質 を 明 ら

か に し た い 。

I . 「 イ メ ー ジJ か ら 「韻律J ヘ一一1 960 年 と い う 転換点

序論で も 述べた よ う に 、 マ ン デ イ ア ル グ の 約 45 年 に 及ぶ作家 キ ャ リ ア の な かで、 1960 年代 は

と り わ け注 目 に値す る 時期 であ る 。 小説に お い て は 、 彼の キ ャ リ ア を 代表す る 傑作 と し て知 ら れ

る 『オ ー ト バ イ 』 (1963） 、 『余 白』 (1967） が出版 さ れ、 小説家 と し て マ ン デ イ ア ル グが一般 の 読

者 に 受 け 容 れ ら れ は じ め た最初 の 時期 に あ た る 。 詩 に お い て も ま た 、 60 年代 に ひ と つ の転換点

を 迎 え る 。 1964 年 に マ ン デ イ ア ル グ は ガ リ マ ー ル 出版社か ら 立て 続 け に 、 「第三J お よ び 「第四」

の二つ の 詩手帖 15 を 出版 し た 。 す な わ ち 第三詩手帖 『ア ス テ ィ ヤ ナ ク ス』 と 第四詩手帖 『到達点』

で あ る 。 同年の対談でマ ン デ イ ア ル グ 自 身が告 白 し て い る よ う に 、 第 三詩手帖 『ア ス テ イ ヤ ナ ク ス J

は 1947 年 か ら 1950 年 の あ い だ に 書かれた詩篇が中心 と な っ て お り 16、 こ の詩手帖 に収め ら れた

『途方 も な く 馬鹿 げた こ と J は 48 年 に 、 『ア ス テ イ ヤ ナ ク ス J は 57 年 に独立 し て 出版 さ れて い る

（ も う 一 つ の 詩集 『旅信 と 献辞』 は 、 友人へあ て た 手紙や献辞 と い う 形式 を と っ た 短詩集で、 60

年 に 出版 さ れて い る ） 。 一方、 第四詩手帖 『到達点J は 、 長編詩 『夜、 愛j のみが 1961 年 に独立

出 版 さ れ た の み で、 残 り の 『到達点J 、 『昂ぶ る ダ リ ラ 』 は と も に 64 年が初版であ る 。 す な わ ち 、

第三詩手帖 と 第四 詩手帖は 1960 年 を 境 と し て 、 そ れぞれ創作年代が 60 年以前 と 以後 と に は っ き

り 分断 さ れて い る の であ る 。

2009 年 の ア ン ソ ロ ジ ー を 編纂 し た ク ロ ー ド ・ ル ロ ワ は 、 マ ン デ イ ア ル グ に お け る 詩的創造の

転換点が 64 年 に 出版 さ れ た 第 四 詩手帖 『到 達点』 で あ っ た と 指摘 し て い る が 17、 そ れは正 し い

判 断で あ る と い え る だ ろ う 。 なぜな ら 『到達点』 を構成す る 詩集 は どれ も 、 『 ア ス テ ィ ヤ ナ ク ス J

以前の 詩集 に特徴的 だ っ た 散文詩か ら はが ら り と 形式 を 変 え 、 短い詩句 に よ っ て切 り 詰め ら れ た

詩がそ の大半 を 占 め る よ う に な る か ら で あ る 。 詩形式 の変化が内容 に お よ ぼす影響 関 係 に つ い て

は次章 以 降 の 検証 に ゆ だね、 以 下 で は 詩 の外的 な 「 か た ち 」 で あ る 詩型が、 60 年 を 境 に どの よ

う に 変化 し た か を検証す る 。 そ れぞれの 時期 か ら （全文が比較的簡潔 な ） 詩篇 を 無作為 に抽 出 し 、
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な ら べて例示す る 。 と く に そ の 内容 に と ら わ れず、 詩型の み に 着眼 さ れ た い 。 ま ず 『ア ス テ ィ ヤ

ナ ク ス J に 収録 さ れた 「夜」 を 原 文 と と も に 引 用 す る （ ち な み に こ の作 品 は 、 1971 年の短編集 『海

鴫』 に収録 さ れた 短篇 「満 ち 潮」 〔執筆 は 59 年〕 の 「拍車」 と な っ た 詩篇 で も あ る ） 。

Nuit, et la mer se retirait des galets, mais pour que vint a casser soudain le fil du violon 

monocorde ou s’exaltaient les desirs du consul d’Argentine, fallait-il pas qu'il y eut peril en 

la minute, ou bonne chance, pour l’un ou l’autre de nous ? Un feu, que nulle main n’avait 

allume, courut sur l'eau tranquille. Le plus vieux des peres blancs mit un doigt sur sa 

bouche. Deja glissait, sous laquelle nous savions tous qu' elle ne portait la moindre chose, la 

petite robe de Julie18. 

〔夜、 海潮が浜辺 を 退 き つ つ あ り 、 ア ル ゼ ン チ ン 領事 の 官能 を か き た て て い た 一弦琴 の 糸

が唐突 に 断ち 切 ら れた そ の 時分 に 、 僕 ら 二 人 に と っ て 、 寸時の危険や、 幸運が舞い 降 り る な

ん て こ と は あ り う べか ら ざる こ と だ
、
っ た。 何人の 手に よ っ て も と も さ れた こ と の な か っ た火

が、 お だや か な 海の う え を わ た っ て い っ た c 白 髪翁 た ち の 長老が、 口 に 指 を あ て た 。 すで に

滑 り 落 ち て い た の だ、 そ の 下 に 何 も 身 に つ け て い な い こ と を 僕 ら 二 人 と も が承知 し て い る 、

ジ
、
ユ リ ー の かわ い ら し い ワ ン ピ ー ス が。 〕

つ ぎ に 『到達点j に収録 さ れた 「 ム 一 ト ン ・ ロ ー ト シ ル ト 」 を 同 じ く 原文 と と も に 引 用 す る 。

Sur une goutte de semence 

Du grand belier de Mouton 

L’homme batit son temple, 

La femme monte au ciel 

En s’elevant sur soi-meme 

Comme une corde de fakir, 

J e veux etre ivre et m’y pendre19 

ム 一 ト ン の偉大な る 雄羊の

ひ と し ず く の精液の う え に

男 は みず か ら の寺院 を 築 き 、

女 は 天へ と 朔 け 昇 る

自 分 自 身 で 高 ま り な が ら

苦行僧 の京電車更を も ち い る ご と く 、

酔 っ て そ の縄 に ぶ ら 下が り た い な 。

両篇 と も に 、 男性の官能の悦び と 女性の超 自 然性 を 対比 し つ つ、 霊魂導師の よ う に 男 性 を 導 く

女性の霊性 を う た っ た 、 マ ン デ イ ア ル グ的主題 に 固 有 の エ ロ テ ィ ッ ク な 詩 篇 で あ る 。 し か し こ こ

で は 詩の解釈 よ り も 、 詩型の変化 と い う 点 に着 目 し た い。 時期 の異な る こ れ ら 二つ の 詩篇 の あ い

だ に は、 明 白 た る 詩型 の 違 い を 指摘で き る の であ る 。 『 ア ス テ ィ ヤ ナ ク ス 』 以前の 詩 は 、 韻律 を
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無視 し 、 夢や幻想 を 直接書 き つ け た ロ ー ト レ ア モ ン風の 詩的散文、 あ る い は マ ン デ イ ア ル グ 自 身

の 言葉 を 借 り る な ら 「 シ ュ ル レ ア リ ス ム 的 な 精神 を も っ 散文詩 あ る い は幻想的 コ ン ト 刊 であ る

と 言 え る だ ろ う 。 他方、 『到 達点』 以後の 詩 で は 、 韻律の統制 を 受 け た こ と ばが、 短 く 切 り 詰 め

ら れた 詩行 に よ っ て ご く 端的 に 表現 さ れ る よ う に な る 。 マ ン デ イ ア ル グ は 67 年 の ル ネ ・ ラ コ ー

ト と の対談の 中 で 、 詩 に つ い て 次の よ う に 語 っ て い る 。

私 は 日 を 増す ご と に 、 韻律の 問題、 内 な る 音響 の 問題 に 心 を砕 く よ う に な っ て い ま す口 詩篇

が簡潔 で、 一行が非常 に 短 く 、 で き う る 限 り 裸の思考であ る こ と を 望み ま す。 エ リ ュ ア ー ル

の教訓 は た し か に 、 今 日 私が も っ と も 感 じ やす く な っ て い る 教訓 に他 な り ま せん。 私 は だ ん

だ ん と イ メ ー ジ か ら 遠 ざか り つ つ あ る の です。 今 日 彼 を 読み返 し て み る と 、 すべて の シ ュ ル

レ ア リ ス ト た ち の な かで、 エ リ ュ ア ー ル が イ メ ー ジ の奴隷か ら も っ と も 遠い と こ ろ に い た こ

と を 知 っ て驚か さ れ る の です ・ ・ ・ 21

一般 に マ ン デ イ ア ル グ は絵画的 な イ メ ー ジ を 喚起 さ せ る 作家 と し て知 ら れて い る 。 そ れゆ え 「 イ

メ ー ジ か ら 遠 ざか り つつ あ る J と い う こ の告 白 は 、 創作活動全体で は な く 、 む し ろ 「拍車」 と し

て の純粋 な 詩的創造 と い う 範 囲 で理解 さ れ な け れ ば な ら な い だ ろ う （ す な わ ち 「物語 recit」 と 「詩

poesie」 は厳密 に 区別 さ れる べ き であ る ） 。 と は い え 、 こ の 「 イ メ ー ジ」 か ら 「韻律 metriqueJ や 「内

な る 音響 sonorite int仕ieure」 への移行が、 60 年 を境 と し た マ ン デ イ ア ル グ の 詩型 の 変化 に 直接

反 映 さ れて い る こ と は 間違 い な い 22
0 さ ら に マ ン デ イ ア ル グ は 、 （彼が模範 と す る ） エ リ ュ ア ー

ル の詩集 『苦悩の首都』 の再版 (1966） に ょ せ た序文の な かで、 エ リ ュ ア ー ル の 詩の も つ 「閲達

さ facilite」 や 「素早 さ rapiditeJ を 称揚 し 、 内面の ド ラ マ テ ィ ッ ク な 感情 を 韻律 に のせて直接的

に う た う エ リ ュ ア ー ル の 詩 を 、 「 あ ら ゆ る 不純物 と し て の 思考の 覆 い を 取 り 払い 、 瞬 時 に し て フ

レ ー ズ を そ の も っ と も 純粋で雄 々 し い裸の状態へ と 移行 さ せ る 一種の突発的 な 炎」 と 形容 し て い

る 23
0 60 年 以 降 の マ ン デ イ ア ル グ の 詩 篇 は 、 こ う し た エ リ ュ ア ー ル の 詩法 に な ら っ て 、 そ れ以

前の イ メ ー ジ を も ち い た 散文 に よ る 幻想詩か ら 離れ、 韻律 に よ っ て 「裸の 思考」 を 直接記述す る

詩へ と 変化 し て い っ た の だ と 考 え ら れ る 。

で は こ の変化 を 引 き 起 こ し た 内 的お よ び外的要因 は ど こ に も と め ら れ る の か。 い く つかの要因

が考 え ら れ る で あ ろ う が、 少 な く と も マ ン デ イ ア ル グ は 、 二冊の詩手帖が出版 さ れた 直後の対談

(1964 年 11 月 ） の な かで、 以下の二つ の 点 を 指摘 し て い る 。

よ く よ く 考 え て み る に 、 私 を 現代の シ ュ ル レ ア リ ス ト た ち （ あ く ま で現行の詩人た ち と い う

意味です） か ら も っ と も 引 き 離 し て い る の は 、 と り わ け イ メ ー ジ と 韻律法です。 シ ェ ア デ以

降、 あ の驚異的 な シ ェ ア デ以降、 シ ュ ル レ ア リ ス ム 詩 は 、 た だ にパ ン ジ ャ マ ン ・ ペ レ の亜流

に す ぎぬ、 イ メ ー ジ の 奔流 と な っ て し ま っ て い る の であ り 、 そ れ ら の イ メ ー ジ を 表現す る た

め に 、 長 々 し い韻律 を 用 い て い る の です。 し か し 、 個 人 的 に 私 は 、 イ メ ー ジ を 警戒 し て い ま

す。 私 は 自 分の詩 を で き う る 限 り 簡素 な も の に し よ う と 試み て い る の です。 そ の た め に 私 は 、
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と り わ け 、 い く つかの韻律交代 を お こ な い な が ら 、 適度 に 短い 詩行 を 探 し て い る の です。

（ － － － ） 私が好むの は 、 詩 に お い て 、 真珠の ご と く 言葉が落 ち て ゆ く こ と です。 あ る い は ま た 、

そ れ ら の 詩が、 ア ルバ ン ・ ベ ル ク や ウ ェ ー ベ ル ン の よ う な 現代音楽家 た ち が も つ あ の音符、

風変わ り で あ っ て 、 鋭 く 、 最後の音がそ の豹変ぶ り に終止符 を 打つ 、 そ う し た音符 に似て い

る と い う こ と も 。 そ れ こ そ が、 私 の 近刊 の 詩選集 『到達 点』 の な かで、 手 を 替 え 品 を 替 え 、

私がテ ク ニ ッ ク と し て実用 し よ う と 試み た こ と な の です 代

ま ずマ ン デ イ ア ル グ は こ こ で、 シ ュ ル レ ア リ ス ム の亜流、 す な わ ち 彼が 「エ リ ュ ア ー ル と と も

に シ ュ ル レ ア リ ス ム の最 も 偉大 な 詩 人 の 一 人 町 と し て認め て い る パ ン ジ ャ マ ン ・ ペ レ の亜流へ

と 堕 し て し ま う こ と に 対す る 警戒心 を 漏 ら し て い る 。 イ メ ー ジ を 表現す る た め に 韻律が犠牲 と

な っ て い る こ と 、 す な わ ち 韻律 を イ メ ー ジ の 奴隷 と し て し ま っ て い る 同 時代の似非 シ ュ ル レ ア リ

ス ム 詩人に対す る 憤惑の情が、 い わ ば内 的 な ひ と つ の要 因 と な っ て 、 彼 を （ も っ と も イ メ ー ジ に

と ら わ れ る こ と の な か っ た ） エ リ ュ ア ー ル風の韻律詩 に 向 かわせる き っ か け に な っ た と 考 え ら れ

る だ ろ う 。 ブル ト ン の死後、 そ の 追悼文の な かで 「 ア ン ド レ ・ ブル ト ン は私 に と っ て 、 あ る 種の

き ら びや か さ を ま と っ た 『教導者 le Superieur J で あ っ た 。 も し 私がモ ラ ル に か ん す る い く つ か

の教訓 を 受 け取 っ た り 受 け入れた り し た と す る な ら 、 そ れ は彼以外の誰で も あ り え な い 26」 と マ

ン デ イ ア ル グ は書い て い る 。 あ く ま で も プル ト ン に忠 実 に 、 そ の モ ラ ル に た いす る 教訓 を つ ね に

大事 に扱っ て い た マ ン デ イ ア ル グ に と っ て 、 す で に 形骸化 し て し ま っ た シ ュ ル レ ア リ ス ム の亜流

的 イ メ ー ジ を 脱却す る こ と が彼 の 詩人 と し て の覚醒 に つ な がっ た の か も し れ な い。

つ ぎ に マ ン デ ィ ア ル グ は ベ ル ク や ウ ェ ー ベ ル ン と い っ た 現代音楽家 の 名 前 を 引 き な が ら 、 詩

に お け る 音楽性の 問 題 に 言及 し て い る 。 「 好 き な 音 楽 家 は ？ 」 と い う 質 問 に た い し 、 モ ー ツ ア

ル ト と な ら ん で ベ ル ク の 名 前 を 挙 げ る ほ ど現代音楽 に 熱狂 し て い た マ ン デ イ ア ル グ は 27、 指揮

者 で あ り 作 曲 家 で も あ る 前衛音楽 家 ビ エ ー ル ・ ブ ー レ ー ズが主宰す る 「 ド メ ー ヌ ・ ミ ュ ジ カ ル

Domajnθ musjcal」 に心酔 し た最初 の 人 間 た ち の 一 人であ っ た お。 ま た彼 は 、 現代音楽が、 数学的 ・

科学的方法論 を も ち い て エ ロ テ ィ ッ ク な オ ル ガス ム を 表現す る 、 彫刻 的 な 立体感 を も っ た音楽で

あ る こ と を 、 彫刻家 フ ィ ロ ス の作 品 に な ぞ ら え て 語 っ て も い る 29
a 後の章で詳 し く 検討す る が、

後期詩篇 に お い て マ ン デ イ ア ル グが内 的 な エ ロ ス を 直接表現す る 方法論 と し て 現代音楽の前衛的

な 「音楽性」 に直接 イ ン ス ピ レ ー シ ョ ン を 得 て い た と し て も 不思議は な い だ ろ う 。 青年期 に は ジ ャ

ズ と 黒人音楽 に の め り 込み 、 伝統的 な音楽の メ ロ デ イ よ り も 、 熱狂的 に 情感 を 刻 む リ ズ ム に対 し

て つ ね に 意識的であ っ た マ ン デ イ ア ル グであ る 。 彼 は 「狭い意味で、 韻律法がな ければ詩で は な

い の で は な い で し ょ う か ？ 」 と い う 質問 に対 し 、 「そ れ は そ の通 り です」 と 同 意 を 示 し つ つ も 、 「 し

か し 人 は あ ら ゆ る 種類の リ ズ ム （cadence） を 考案す る こ と がで き る の です。 伝統的 な 韻律詩の

リ ズ ム が も っ と も 巧み な も の で は あ り ま せ ん」 と 答 え て い る 30
0 あ え て 「 リ ズ ム ニ cadence」 と

い う 言い 回 し を も ち い 、 詩型 を 拘束す る 因 習 的 な 韻律法で は な く 、 本能的 な 衝動 に し た が っ た 、

言 う な ればパ ー カ ッ シ ョ ナ ル な リ ズ ム に し た がっ た 原始 的 な 韻律 を 発見す る こ と がい っ そ う 大事

だ と 主張 し て い る の であ る 3＼ 内 と 外が呼応 し 、 瞬時 に響 き 合 う 直接性、 マ ン デ イ ア ル グがエ リ ユ

74 



マ ン デ イ ア ル グの詩 に お け る 視線の変容 一一「窃視者の視線」 か ら 「エ ロ ス の視線」へ一一

ア ー ル の 詩 の な か に 見つ け た 「 間達 さ 」 と 「素早 さ 」 に 対応す る も の が こ こ に あ る と い え る だろ う 。

シ ュ ル レ ア リ ス ム の亜流 と な っ て埋 も れ る こ と への不安、 そ し て現代音楽の触発す る リ ズ ム へ

の覚醒、 こ う し た 内 的 お よ び外的 な要 因が重 な っ て 、 マ ン デ イ ア ル グ の 詩 は徐 々 に そ の 形式 を 変

化 さ せて い っ た の だ と 考 え ら れ る 。 し か し創作の枠組み と し て の形式の変化は、 当 然の こ と な が

ら 、 創作の性質 そ の も の を 変化 さ せ る こ と に な る 。 マ ン デ イ ア ル グの場合 は 、 創作理念の変化が

詩型の変化 を 引 き 起 こ し た と い う よ り も 、 む し ろ 詩の な か に音楽性や リ ズ ム す な わ ち 韻律の問題

を 意識的 に 反映 さ せた結果、 詩の本質そ の も の が変化 し て い っ た の だ と 考 え ら れ る 。 で は散文詩

か ら 韻律詩へ と 移行 し て ゆ く な かで、 詩の性質 は どの よ う に 変化 し て い っ た の か、 あ る い はそ こ

に 内在 す る 問題 と し て 、 詩 と 詩人の関係 は どの よ う に 変化 し て い っ た と 考 え ら れ る だ ろ う か。 以

下 の 章 で は 、 こ の詩 と 詩人 の 関係 と い う 問題 に 焦点 を 絞 り 、 と り わ け マ ン デ イ ア ル グの文体に特

有の 「見 る J と い う 行為 の言語化 を め ぐ っ て 、 見 る 主体 （語 り の 主体） と そ の対象 （風景 ・ 人物

な ど） の 関係が、 詩型の変化に応 じ て い か な る かた ち で詩 の な か に構造化 さ れて い く の か を 検討

し 、 前期詩篇 と 後期 詩篇 の そ れぞれに お け る 「視線」 の あ り 方の違い を 明 ら か に す る 。

I I . 前期詩篇 に お け る 視線一一 「窃視者の視線J

マ ン デ イ ア ル グの前期 詩 篇 の 散文詩風 コ ン ト の な かで は、 一 人 の 登場人物が詩人の 目 の役割 を

受 け持 ち 、 「証人 t印10in」 と な っ て 、 目 の前で展 開 す る 光景 を 目 撃す る と い う 設定が主 と な る 。

こ の 証 人 は 、 ほ と ん ど の 場合一 人称の 「私 je」 に よ る 告 白体 で 語 る が、 と き に 三 人称 に よ る 客

観 的報告体 に よ っ て語 ら れ る 場合 も あ る 320 三 人称 に よ る 語 り で は 、 「見 る 者J あ る い は 「 目 撃

す る 者」 と い う 視点が強調 さ れ、 登場人物が、 日 の前 で展 開 す る 不可思議 な 場面 に 「参加す る 」

の で は な く 、 あ く ま で一定の距離 を 置いて 「覗 き 見 る 」 と い う 中 立 な 第三者的立場が維持 さ れ る 。

そ の典型例 と し て 『汚れ た歳 月 の な か でJ に収録 さ れた散文詩 「大軍隊」 の 冒頭場面 を 引用 す る 。

高 地 に お け る 寒 さ は 、 平地 の 寒 さ ほ ど に 厳 し く は な い 。 （ ・ ・ ・ ） し か し 、 視点 (le point de 

vue） が今そ こ に 置かれて い る 、 こ の広大な 白 い平原の な かで は 、 い く つ かの樹木が手足 を

ひ ろ げた骸骨 に み え る 。 （ ・ ・ ・ ） 地平線の う え を 端か ら 端 ま で 、 2 列 に 並 ん だ黒 い 形態が、 規

則 的 な 間 隔 を 空け て 並 ん で い る 。 視点 はそ こ へ近づ く 、 す る と そ こ で彼 〔il : point de vue〕 は 、
一列 目 の 形象が、 銃架や銃剣 を つ け た銃 を に な っ た 、 動かぬ兵隊であ る こ と に 気付 く 3\

こ の散文詩で は主語に 「視点 point de vue」 と い う 非人称的存在 を 置 き 、 映画の ク ロ ー ズ ア ッ

プの よ う に 、 そ の視点が対象 と の距離 を 示す主体 と な る こ と で、 見 る 行為 そ の も のが人格化 さ れ

て い る 。 さ ら に こ の 人格化 さ れた視点は、 三 人称 に よ る 語 り か ら 一人称の語 り へ と 、 そ の 「証人」

と し て の役割 を た も っ た ま ま 横滑 り し て行 く 。 次の引 用 は 、 同 じ 『汚れた 歳月 の な かでJ に収録

さ れた散文詩 「赤い岩」 か ら の抜粋であ る 。
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そ の と き 、 私 は 、 藻 の よ う な も の で覆われ、 新鮮 な 血 の よ う に赤 く 、 重 々 し く 、 ね っ と り

と し た そ の 凹 凸 が、 く じ ら や 巨 大 な ウ ミ ガメ の背中 に 張 り つ い た ヒ ル の 大群 を 思わせ る 、 大

き く て 平 ら な 一枚岩 を 見た 。 （ － － － ） そ の岩の上で、 一方が他方の 反映で あ る かの よ う に 、 全

裸の毛 む く じ ゃ ら な 一 人 の レ プ ラ 患者 と 、 半ば毛の抜 け た 一 匹の猿 と が顔 を 向 い 合 わせて い

た （ ・ ・ ・ ） 。

岩の側で、 私 は ま た 、 両足がふ く ら は ぎの上 ま で ぬ か る み に埋 ま っ て い る た め に 一切の動

き を 封 じ ら れた 、 ピ ン ク のユ ニ タ ー ド と チ ュ チ ュ を 身 に つ け た 一 人の小柄 な オ ペ ラ の踊 り 娘

を 見 た D

こ の 散文詩で は 主語が一 人称の 「 私 jeJ に 置かれて い る 。 こ の 「私」 が、 猿 と レ プ ラ 患者 の

岩の上で の 出 会い と 、 ぬ か る み で 身動 き の と れな い オ ペ ラ の踊 り 娘が織 り な す夢幻 的 な 光景 を 目

撃す る の で あ る 。 こ こ で は 、 語 り の 主体 と し て の 一人称の 「私」 が用 い ら れて い る に も かかわ ら

ず、 主観的 な視点が導入 さ れ る わ け で は な く 、 「私」 は純粋 な 視線へ と 抽象化 さ れて い る 。 こ の

よ う に 「動 く 鏡 35」 と し て 絶 え ず視線へ と 抽象化 さ れ る 登場人物 は 、 詩 人の 目 と テ ク ス ト を 媒介

す る 存在 だ と い う こ と がで き る だ ろ う 。 す な わ ち 登場人物の 目 を 通 し て 、 詩人の視線が対象 を 目

撃す る こ と に よ っ て語 り が成立す る の で あ る 。

と こ ろ でマ ン デ イ ア ル グ は こ の 第二次大戦中 に書かれた初 期 の 詩集 を 、 ド イ ツ ・ ロ マ ン 主義 と

シ ュ ル レ ア リ ス ム の 影響の も と に 、 自 分で ノ ー ト に 記録 し た夢 を 素材 と し て書 き 上 げた 36
0 す な

わ ち 「私が望む の は 、 私が形 を 与 え 、 命 を 与 え よ う と 欲 し た詩集が、 私の夢や夢想か ら 引 き 出 さ れ、

出 来 う る 限 り の独創 的 な 文体の 中 に 凝 固 さ れた 、 一種の イ メ ー ジ の 、 ヴ イ ジ ョ ン の 、 あ る い は幻

想的 イ リ ュ ミ ネ ー シ ョ ン の カ タ ロ グ と な り う る こ と だ っ た 37」 の で あ る 。 し か し夢の光景がた と

え 主観的 な も の で あ っ た と し て も 、 マ ン デ イ ア ル グの 詩 の な かで、 そ の 夢 は あ く ま で客体化 さ れ、

情服的 な視点か ら し か語 ら れ る こ と がな い 。 そ れ を 語 る 視線 は あ く ま で見 る こ と を 主 と し た行為

で は な く 、 見 ら れ る 光景 を 主 と し た 視線の動 き で あ る 。 自 分の見た夢 を 第三者の 目 を 借 り て 客観

的 に 覗 き 見 る よ う な 視線、 言 う な ればそ れは 「窃視者の視線 regard-voyeur」 で あ る 38
0 なぜな

ら 本来主観的であ る はずの夢の光景が、 第三者の 目 を と お し て 異化 さ れ、 未知の 出 来事の 目 撃談

と し て 語 ら れ る か ら で あ る 。 こ う し た現象 に 言及す る 論者 は 多 い。 た と え ばジ ョ ゼ ・ ピ エ ー ル に

よ れば、 マ ン デ イ ア ル グの 詩 は 「窃視者 ＝ 旅行者 voyeur-voyageur の 目 」 に よ っ て風景が活気づ

け ら れ る 「 目 の 詩 une poesie de l’
ぼil」 で あ り 39、 ま た エ テ イ エ ン ヌ ・ ラ ル ー は 、 マ ン デ イ ア ル

グ の 詳述す る バ ロ ッ ク 風ス タ イ ル を 「見者 二 窃視者的 voyeur-voyantJ と 形容す る 40
0 た だ し こ

の 「窃視者の視線」 は 、 あ く ま で見 る 主体 と し て の作者 を 語 り の な か に介入 さ せ な い と い う 形で

し か成立 し な い 。 そ れ ゆ え 作者 と 語 り を 結ぶ第三者 と し て の 「証人」 の存在が不可欠 と な る の で

あ る 。 こ の場合の語 り の審級 を 図式的 に し めす と 、 ま ず 「読者」 と 「作者」 がテ ク ス ト 外で同 一

の立場に 置かれ、 そ の 上で こ の 「 読者 ＝ 作者」 と 「登場人物 （証人） 」 の 視線が等価 と な り 、 こ

の 三位一体の視線に お い て 語 り が進行す る こ と に な る 。 こ の 中 性的 な 語 り の場が維持 さ れる か ぎ
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り 「窃視者の視線」 は純粋 な 客観性 を 失 う こ と がな い の であ る 。

し か し 前期詩篇 の最後 を 画 す る 第三詩手帖 『 ア ス テ ィ ヤ ナ ク ス J に収録 さ れた散文詩 「黒」 に

お い て 、 は じ め て 、 そ れ ま で維持 さ れて き た 幸せ な 三位一体 の 関 係が崩 れ、 登場人物 と 作者 の あ

い だ に視線の離離が生 じ る 。 次 に そ の場面 を 引用 す る 。

視点一一私は こ れ に 人 間 の か た ち を 与 え 、 男 性性 を 与 え る こ と に す る 。 そ し て 彼 を ジ ョ ア

シ ャ ン と 呼ぶ こ と に し よ う 。 視点 ジ ョ ア シ ャ ン Cle point de vue Joachim） は 機敏 な 奴 だ。

と い う の も 、 彼は 一 人 の 人間 あ る い は 同 じ種族の煙突掃除夫 と 同 じ だ け 自 由 に 動 き 回 る こ と

がで き る か ら だ。

（ 一 － ） 日 は 限界 に 達す る 。 も し 私が想像の視点 を 適用 で き る な ら 、 あ る い は そ れ を 一 瞬 だ け

で も 砂丘の頂上 に 置 く こ と がで き る な ら 、 私 は そ の視点 に 、 彼 〔 ジ ョ ア シ ャ ン 〕 が動 い て い

る 海岸 と 、 あ ら ゆ る 点で シ ン メ ト リ ッ ク な 措抗 を な す、 も う 一方の側の海岸 を 、 と っ く り 眺

め さ せ た い と 望 む こ と だ ろ う 。

（ … ） 彼 〔 ジ ョ ア シ ャ ン 〕 は 私 か ら 遠 ざか る 。 も う 追い つ く こ と は不可能 に 等 し い 、 煙突掃

除夫の服が閣 に 交 わ り 、 そ の 中 で、次第 に 消 え去 っ て ゆ く 彼の姿が見 え る 。 彼の役割、 私が考

え る に そ れは、 単 に 、 驚異的 な夜の力 を 私が測定す る こ と がで き る よ う に と 、 こ の黒い土地

に 幾分かの現実感 を 与 え る こ と で あ っ た の だ 4\

こ こ で は ま ず、 視点が人格化 さ れ、 「視点 ジ ョ ア シ ャ ン 」 と 名 づけ ら れ る 。 そ の 後引 用 の 二番

目 の 部分で、 視点 ジ ョ ア シ ャ ン と 対立す る 「私」 と い う 一 人称の視点が導入 さ れ、 三番 目 の最後

の部分で、 視点 ジ ョ ア シ ャ ン は こ の 「私」 か ら 離れ、 独立 し た 目 と な っ て物語の光景の 中 に取 り

残 さ れ る 42
0 こ こ で 「私」 と し て 導入 さ れ る 視点 は 、 テ ク ス ト 外か ら こ の 光景 を 覗 き 込む よ り 高

次の視点、 す な わ ち 視点 ジ ョ ア シ ャ ン を 生 み 出 し た 張本人 た る 作者本人の視点であ る と 考 え る こ

と がで き る 。 ま た こ こ で視点 ジ ョ ア シ ャ ン が機敏で 、 自 由 に 動 き 回 る こ と がで き る と 説明 さ れて

い る こ と に ま ず注 目 す る 。 前期詩篇 に お け る マ ン デ イ ア ル グの 詩学の特質 は 、 こ の よ う な視線の

移動 に よ っ て 、 パ ノ ラ マ 的 に視野が拡大す る と こ ろ に あ る べ ま た さ ら に 、 こ こ で ジ ョ ア シ ャ ン

が人格化 さ れ る と 同 時 に 男 性性 を 与 え ら れて い る こ と も 重要であ る 。 と い う の も 、 多方向か ら の

徹底 し た 客観的描写 に く わ え 、 視線 に性別が与 え ら れ る こ と に よ り 、 こ の視線の場が よ り 性的 な

意味で作者 に 肉 薄 し た も の に な る か ら であ る 4＼ こ こ に お い て 、 い ま ま で一貫 し て 中 立 を 守 り と

お し て き た語 り の客観性 に 、 一 瞬の ゆ ら ぎが生 じ 、 マ ン デ イ ア ル グの 自 意識 と 詩の言語 と の葛藤

が ほ の か に 見 え は じ め て く る の で あ る 。

そ し て こ こ で も っ と も 注 目 すべ き は 、 前期散文詩篇全体の 中 で、 登場人物 の媒介 な し に作者本

人の視点が直接語 り の 中 に 介入 し て く る ケ ー ス は 、 こ の 「黒」 を お い て他 に は見当 た ら な い と い

う こ と であ る 。 詩 に 関 わ ら ず、 マ ン デ イ ア ル グ の幻想世界 は 、 視線に よ る 徹底 し た リ ア リ ズ ム に

支 え ら れて 成立 し て い る 。 夢の な か に 、 夢見 る 本人の批判 的 な 意識が介入すれば、 夢の も つ リ ア

リ ズ ム は そ の と た ん に崩壊す る 。 そ れ と 同様で、 詩人の夢あ る い は夢想の登場人物 であ る 視点 ジ ョ
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ア シ ャ ン が、 そ の 世界への本人の介入 に よ っ て 、 目 と し て の役割 を 失 い そ の夢幻的光景の な か に

取 り 残 さ れて し ま う の は必然の結果で あ る 。 ま た夢み る 主体の批判 的意識が夢の 中 に 介入す る こ

と は 、 主体 を離れて 自 律的 に 存在す る 夢 に ひ と つ の 主観的 な枠組み を 与 え る こ と に な る 。 その結

果、 夢の無秩序 は主体 を 軸 に し た ひ と つ の 統一へ と 収飲 し て い く こ と に な る 。 散文詩 「黒」 は そ

れゆ え 、 マ ン デ イ ア ル グが 自 ら の夢 の世界 に 現実的 な 枠組み を あ た え る べ く 、 テ ク ス ト の外側 （現

実世界） か ら 内側 （夢幻世界） へ と 次元 を 飛 び越 え 、 そ の 内側 か ら 独 自 の言葉 を 語 り は じ め た最

初 の 詩篇 であ る と い え る 。 こ の 冒 険 的 な 跳躍 に よ り 、 （証人 を つ う じ て ） 外か ら 覗 き 見て い た 「窃

視者」 は 、 そ の 内外 を 隔 て る 柵 を 乗 り 越 え 、 詩的対象 を 自 分の 日 で直 に見つ め 、 そ の視線 を 言語

化す る こ と を は じ め る の で あ る 。 こ う し て後期詩篇 の な かでマ ン デ イ ア ル グ は 、 対象 と の直接 的

な 交流の な かか ら 、 「エ ロ ス 」 の 主題 を 発展 さ せ て ゆ く こ と に な る の で あ る 。 そ し て そ の エ ロ ス

の 主題は、 その豊か な 詩情 を 、 女性 と の 出 会いの ド ラ マ の な かか ら 汲み上げて ゆ く こ と に な る 。

川． 後期詩篇 に お け る 視線一一 「エ ロ ス の視線J

「 オ フ浄 ジ
、
エ ・ シ ュ ル レ ア リ ス ト 」 と い う エ ッ セ イ の な かで、 「世界 は オ ブジ ェ に 充 ち て い る 」 と

い う フ ラ ン シ ス ・ ポ ン ジ
、
ユ の言葉 に 応 え て 、 マ ン デ イ ア ル グ は 「人が注意 を 寄せ る も のすべ て が

オ ブジ ェ で あ る 」 と 書い て い る 4＼ 前期 詩篇 の大 き な 主題が幻想世界の オ ブジ
、
ェ （対象） を パ ノ

ラ マ 的 に 描写す る こ と に あ る と す る な ら 、 （60 年 以 降 の ） 後期 詩篇 で は 、 そ の オ ブ
ト
ジ ェ は も っ ぱ

ら 女性 を 中心 と し て 展開 し て い る と い え る 。 前節でマ ン デ イ ア ル グが散文詩 「黒」 を き っ か け に 、

そ の 詩世界の 中 に 自 意識 を 導入 し 、 媒介 を と お し て で は な く 、 「私」 と い う 一 人称 を も ち い て 、

直接 自 ら の視線 を 言語化 し は じ め た と 書い た 。 こ の 変化 は 、 後期詩篇 に お い て イ メ ー ジ か ら 韻律

法へ と 詩法 を 大 き く 転換 さ せ る う え で非常 に 大 き な 役割 を 果 た し た と い え る 。 1968 年 に 出版 さ

れ た 第五詩手帖 『孤独の河J の 自 薦文の 中 でマ ン デ イ ア ル グ は 、 詩 と は 「詩人 を そ の裡 に 含 む 」

も の で あ る と 書い て い る 46
0 第 四 詩手帖 『到 達点』 に 収録 さ れ る 詩が書かれ始 め た 60 年前後の

時期か ら 、 マ ン デ イ ア ル グ は詩 を 間接的 な 描写 に よ る 方法で は な く 、 直接的 に 詩の 中 に 自 ら を 書

き 込む方法 を探 り は じ め 、 辿 り つ い た の がエ リ ュ ア ー ル風の韻律法だ
、
っ た 。 そ し て 詩人 と 詩が直

接結 びつ け ら れ る こ と で、 彼が 「 詩情 を と も な う 、 私 の 情緒の最 も 強い 原動力 47」 と 呼 ぴ、 客観

詩 を 専 ら に し た前期詩 篇 で は抑圧 さ れて い た女性 と の エ ロ テ ィ ッ ク な 関係が、 一気 に前面へ と 浮

か び
、
あがっ て く る こ と に な る 。 し か し そ れは は じ め 、 相互的 な 関係で は な く 、 あ く ま で男性の 「 エ

ロ ス の視線」 と オ ブ
、
ジ

、
ェ と し て の 女性像 と い う 関係 に と ど ま る 。

そ れ を 示す示唆的 な例があ る 。 マ ン デ イ ア ル グ の 詩篇 の特徴の ひ と つ に 、 二つ の 詩 を 対句 的 に

配置 し 、 一つ の 詩篇 と し て 読 ま せ よ う と す る 配慮 を 挙 げる こ と がで き る 。 そ こ で は 、 男性と 女性

の 立場 を 入れ替 え た対句 的 な 詩が連続 し て配置 さ れ る の だが、 こ の と き の語 り の 人称 に 注 目 す る 。

次 に 引用 す る 詩篇 は、 死後出版 と な っ た 最後の詩手帖 （第七詩手帖） 『パ ー ル ・ グ レ ー j (1993 年）

か ら ヲ ｜ い た 、 男 性が女性 を 征服す る 男性優位の詩 と 、 男性が女性 に屈服す る 女性優位の 詩が一組

78 



マ ン デ ィ ア ル グの 詩 に お け る 視線の変容 一一「窃視者の視線」 か ら 「エ ロ ス の視線」へ一一

に な っ た 詩の例であ る 。 前期詩篇 で は絶 え て み ら れ る こ と の な か っ た 「直接的 な 」 エ ロ ス の主題

が、 奔放 な ま で に横溢 し 、 ほ と ん ど詩的対象 と の距離 を 感 じ さ せ る こ と が な い。 ま ず女性優位の

詩篇 「屈従」 を 引 用 す る 。

Dans le piege o白elle fut prise 

La loutre est si nue sous les mailles 

Si longue si fille et si lisse 

Que le piegeur a sa vue tremble 

Flaire une peau qui sent le muse 

（…） 

Prisonnier lui bientot et proie 

Chose de consommation 

Quand ant succombe ses guenilles 

Aux griffes de la jeune bete 

Qui a su rompre le filet 

Prostemer le vainqueur debile 

Sur un lit de roseaux chus 

（…)48 

囚 わ れの 身 の彼女は畏の な か

網の下の雌 カ ワ ウ ソ は裸 同 然 の あ ら れ も な き 姿で

細 々 と し な だれ、 今が盛 り と 艶め い て い る
畏猟師 は そ の た め 、 震 え る 彼女 を み と め る や

匂 や か な肌 を か ぎ 、 欝香の香 り を 吸い込む

（ ・ ・ ・ ）

やがて虜 と な る の は彼の ほ う 、 餌食 と な り

喰い も の と さ れ る の は

そ の 身 に纏 う ぼ ろ 布 が

若 き 雌獣の爪に 玩 ばれた そ の と き に

彼女は首尾 よ く 網 を破 り 出 て

貧弱 な勝利者 を 打 ち 据 え て い た の だ

すがれた葦の寝台の う え に

（ － － － ） 

「 かわ う そ la loutre」 を 人称代名詞 の 「彼女 elleJ に よ っ て擬人化 し 、 彼女 を 捕 ら え た （誘惑 し た）

男 を 、 逆 に む さ ぼ り 喰 っ て し ま う （性的 に征服す る ） と い う 、 57 年の 『ボマ ル ツ ォ の怪物』 以来、

マ ン デ イ ア ル グがつ ね に テ ー マ と し て き た 「雌 カ マ キ リ mante religieuse」 の ヴ ァ リ エ ー シ ョ ン

の ひ と つ を こ こ に み る こ と がで き る 。 し か し こ こ で注 目 し た い の は 、 こ の 詩が第三者の視点か ら

描写 さ れた 、 客観的 な 報告体で書かれて い る と 言 う 点であ る 。 こ の点 だ け を み る と 、 前期詩篇の

創作理念 を 引 き 継い で そ の 影響 を 脱 し切れて い な い かの よ う に み え る が、 こ の 詩 の 次ペ ー ジ に つ

づけ て掲載 さ れた男性優位の 詩篇 「平伏」 の存在 に よ っ て 、 そ れが ま っ た く 性質 の 違 っ た も の で

あ る こ と が判 明す る 。 次 に そ の 詩 を 引 用 す る 。

J e ferme les yeux j’evoque 

Le desarroi silencieux 

La denudation le muse 

D’une qui venait offrir 

Sa grande impudeur musclee 

僕 は 目 を 閉 じ 、 脳 裏 に 描 く

口 に 出せぬ苦 悶 を

赤裸の姿 を 、 磨香 の匂 い を

そ の 強靭 な 淫欲の か ぎ り を も っ て

セ レ ナ ー ド の 歌 い 手 に
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Au donneur de serenades 

Mais qui fut agenouillee 

Ses levres incomparables 

Closes d’abord sans faiblesse 

Puis ouvertes peu a peu 

Comme deux battants de portes 

Que l’on cesse de defendre 

Cantre un ennemi trap fort 

Le jeu de sa langue ensuite 

Experte a flatter la hampe 

Apres capitulation 

（… ）49 

身 を捧げに や っ て き た 一 人の女の

し か し彼女 は ひ ざ ま ず き

比類 な き 彼女の唇 を

最初 は か た く な に 閉 じ て い た が

ょ う よ う 聞 かれて い っ た

あ ま り に 強い敵 に た い し て

守 る こ と を や め た

両聞 き の城門 の よ う に

そ の あ と に彼女の舌戯がつ づ く

降伏 を 受け入れた あ と と あ っ て

巧み に そ の旗竿 を 迎 え 入れつつ
（ ・ ・ ・ ）

露骨 な ま で の エ ロ テ ィ ス ム の表現が、 性的 に 陥落 さ れて ゆ く 女性の姿 を 生 々 し く 伝 え る 。 こ の

男 性優位 の 詩 の場合、 先 の 女性優位 の 詩 と は異な り 、 主語が 「私 je」 に 置 か れ、 そ の 「私」 が

頭 の 中 で思 い 浮かべ る 情景 を 、 自 ら の体験に 一致 さ せ る かの よ う に 、 一 人称の報告体 に よ っ て直

接記述す る 。 「屈従」 （女性優位詩篇） の場合は三人称 に よ る 客観描写が適用 さ れ、 「平伏」 （男性

優位詩篇） の場合は 一 人称の視点 に よ る 直接 的 な 語 り が適用 さ れて い る 日。 つ ま り マ ン デ イ ア ル

グの詩の 世界で は 、 直接的 な 視線 を も っ て 語 る 主体 と し て選ばれる の は あ く ま で男性の側 だ け で

あ り 、 女性 は主体的 な 視線 を も つ こ と を 禁 じ ら れた存在、 い わ ば 「 オ ブ ジ ェ （客体 ・ 対象） 」 と

し て の存在 な の だ と い え る 。 そ の よ う に 考 え る と 、 「屈従」 は男性の 「エ ロ ス 」 を と も な う 視線

が介在 し て い な い 、 あ る い は性欲 に よ っ て 男 性の視線 に 客体化 さ れ な い 「主体 sujet」 と し て の

女性像 を 描 い た 詩 篇 で あ る こ と か ら 、 一人称の語 り を排除せ ざ る を 得 な か っ た の だ と 理解で き る

だ ろ う 。 女性 を カ タ ロ グ化 し た り 、 通行人の女性 を 偏愛 し た り す る ヴ ァ レ リ ー ・ ラ ル ボー の 特徴

を 指 し て 、 マ ン デ イ ア ル グ は 「 フ ァ ム ＝ オ ブ、
ジ ェ femme-objetJ と い う 言葉 を 用 い た が 51 、 こ の フ ア

ム ＝ オ 7＇＇ ジ
、
ェ の概念の な か に こ そ 、 女性 と の 関係に お い て マ ン デ イ ア ル グが考 え る 理想の か た ち

があ る 。 マ ン デ イ ア ル グ は 1975 年の対談で次の よ う に 語っ て い る 。

女性が私 に と っ て 対象 （ オ ブジ ェ ） と な る の は 、 女性が 『創世記』 に よ っ て 無形、 空虚 と 呼

ばれた も の か ら 脱 し 、 私 の 目 の 前で形 を 成す と き 、 私が感覚 を 通 し て彼女 を 知 る だ ろ う と き 、

それ も 自 分がお そ ら く は彼女 を 愛 し て い る と 認識す る 前 に 知 る と き だ け な の だ。 同様に 、 彼

女が私 に何 ら かの注意 を 払 う と き に は 、 私 も ま た彼女の 目 に は オ フゃ ジ
、
エ な の だ。 私が彼女 に

惹かれる や い な や 、 彼女が気づ く か ど う かは別 と し て 、 引 力 を 持つ オ ブ
、
ジ

、
ェ と な る の は私の

方 な の だ。 私が生 じ つ つ あ る 衝動 に よ っ て 一方の極へ と 変 わ る か ど う か を 見定めぬ う ち か ら 、

彼女 は 私 に と っ て磁力 を 持 っ た極 と な っ て い る の だ 52
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こ の 一節 か ら わ か る の は 、 マ ン デ イ ア ル グが、 現実の女性 を 無視 し て前 も っ て考 え ら れた イ デ

ア 的 な 女性像で は な く 、 女性 と の 実際の 出 会 い の 「場」 を 重視 し て い た と い う こ と で あ る 。 マ ン
デ イ ア ル グ に と っ て は 、 知性に よ る 認識が介在 し て こ な い う ち に 、 女性 と の あ い だ に磁場が生 ま

れ る か ど う かが重要だ
、
っ た の で あ る 5＼ そ し て 同 時 に 、 女性の視線に よ っ て男 性 自 身 も ま た オ ブ

ジ ェ に な る と 考 え ら れて い る こ と に も 注 目 で き る 。 す な わ ち 女性は視線 を も た ぬ オ ブジ ェ と し て

男性の専横的 な 視線に さ ら さ れ る の で は な く 、 あ く ま で こ の視線は相互的で あ る と い う こ と を マ

ン デ ィ ア ル グ は言い た い の であ る 。 し か し 男 で あ る マ ン デ イ ア ル グ は男性の視線に お い て し か語

る 術 を 知 ら な い 。 「屈服」 と 「平伏」 の 対 句 詩 篇 は 、 あ く ま で平等 な 男 女の 立場 を 強調すべ く 、

マ ン デ イ ア ル グ に よ っ て挿入 さ れた メ ッ セ ー ジ で あ っ た と 言 え る だ ろ う 。 も し女性詩人がこ の対

句 を リ ラ イ ト す る な ら 、 「彼女J が 「私」 と な り 、 視線 に よ る 語 り の立場 は即座 に 逆転す る だろ う 。

以上の よ う な マ ン デ イ ア ル グの女性観 は 、 詩 の 中 に 自 分 自 身 を 溶け込 ま せ る よ う に な っ た 後期

詩 篇 に お い て 、 ょ っ ゃ く 作品 に 直接反映 さ れ る よ う に な る 。 前期詩篇 の窃視者の視線 に お い て 、

視線 を お く る 主体 は 「見 る 」 こ と に特化 し 、 対象か ら の 影響 を 受 け る こ と は な か っ た 。 こ れ に対

し 、 後期詩篇 に お け る エ ロ ス 的 な視線の場で は 、 視線 と そ の対象が影響 を 及 ぼ し あ い、 お 互 い を

変貌 さ せ る こ と に な る の で あ る 日。

こ の よ う な 男 性 と 女性の 相互浸透の状態 は 、 転換点 に あ た る 1960 年 の 詩 「作品 の夜 La Nuit 

de l’CEuvreJ の 一節 に結晶化 さ れて い る 。 こ の詩 は 、 そ も そ も 詩の タ イ ト ルが示唆的であ る 。 と

い う の も 、 大文字で記 さ れ た 「作品 1’αuvre」 が錬金術 の 「大作品 Grande CEuvreJ を 暗示 し 、

二つ の異質 な 要素がひ と つ の統合へ と 高 ま っ て い く イ メ ー ジ を 喚起す る か ら であ る 5＼ そ し て錬

金術で は 、 こ の 「大作品」 は と り わ け性 を 統合 し た存在で あ る ア ン ド ロ ギ
、
ユ ヌ ス を 示す。 つ ま り 、

タ イ ト ル がすで に 男女の融合 を 示唆 し て い る の で あ る 。 そ の 点 を 踏 ま え て 次の 一節 を 引 用 す る 。

な お 詩篇 の前半部分に あ る 男 女の 出 会 い の エ ピ ソ ー ド は 、 論点 と の 関 連か ら 大幅 に 割愛 し た 。

Non loin de la o白tu demeures 

Quand je t’accompagnai plus tard 

s
’ajouta la decouverte 

D ’une paire de bottines 

Qui n’etaient pas tres defraichies 

Mais nous n'osames les toucher 

Car il semblait qu’en f白t partie 

Dans une envolee prodigieuse 

Celle que tu avais ete 

Avant de me connaitre 

Ou celui que j’etais la veille 

君がい る 場所か ら ほ ど遠か ら ぬ所

僕が遅れて 君 に 追い つ い た 時
一足 の ブー ツ が

目 に 飛 び込 ん で き た

そ れ ほ ど古 びて は い な か っ た の だが

僕 た ち は そ れ に触 れ る 勇気がな か っ た

なぜな ら そ こ か ら飛 び出 して き た よ う に思え たか ら

驚 く べ き 勢い で飛刻す る

僕 を 知 る 以前 に

君 で あ っ た と こ ろ の女性が

は た ま た前 日 に僕であ っ た と こ ろ の男 か
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Et qui ne tenait au sol 

Que par le poids d’

une ronce, 

Et quand ta porte fut fermee 

Quand je relevai la tete 

Pour suivre ton ascension 

Jusqu’en haut de l’

escalier triste 

J e vis des pas dans le ciel 

Qui montaient comme a l'echelle 

Sur les trainees de feu blanc 

Laissees par les avions jets 

Au-dessus de la tour Eiffel, 
( ... )56 

イ バ ラ の重み だ け で

地上 に 繋 ぎ止め ら れて い た そ の男

つ い で君の 扉が閉 じ ら れ

僕が頭 を め ぐ ら し

く す ん で 陰 る 階段の高み ま で

君の登警 に つ い て 行 こ う と し た と き

僕は見た 、 空 を 歩 む足跡 を

は し ごの 上 を 歩 む かの よ う に登 っ て ゆ く

ジ ェ ッ ト 飛行機が長 く ヲ ｜ く

白 き 炎の滴 り の 上 を

エ ッ フ ェ ル塔の空の上

こ こ で女性は 、 ダ ン テ を 導 く べ ア ト リ ー チ ェ （ あ る い は ゲー テ の 「永遠 な る 女性性」 か） の よ

う に 、 男性 を 上昇へ と 導 く 存在であ る 。 男 性が女性 に 追い つ い た と き 、 人称 は 「僕た ち 」 に な り 、

視点が統合 さ れた語 り も 一度 は お こ な わ れ る 。 し か し こ こ で は む し ろ 追い つ い た り 離れた り と い

う も どか し さ が、 融合への 欲望 を よ く 表現 し て い る と 言 え る 。 そ し て そ の と き に 、 「君であ っ た

と こ ろ の女性が／ は た ま た前 日 に僕で あ っ た と こ ろ の男 か」 と 、 君か僕か、 す な わ ち 男 か女か を

暖昧 に し な が ら 、 女性 と ひ と つ に な り た い と い う 願望が一途 に 語 ら れ る の で あ る 。

こ う し た 同化への欲望 を よ り 直裁 に 表現 し た作品があ る 。 『到 達点』 に収録 さ れた 「エ ルパ島」

と い う 詩であ る 。 破格 な構文に よ り 訳が困難 な 部分 も あ る が、 試訳 と と も に 引 用 す る 。

J
’

ai dit 

Je te tu 

Tu dis 

Tu me moi 

Je te tutoie 

Tu me tutoies 

（…） 

Tu n’es plus toi tu es moi 

Qui ne suis plus rien que toi 

Une et un sont un 

Il fait nuit en plein soleil 

僕 は言 っ た

君 で あ る 僕 は 君 な ん だ

君 は 言 う

僕であ る 君 は僕 な ん だ

僕 は 君 を お ま え と 呼ぶ

君 は 僕 を お ま え と 呼ぶ

（ ・ ・ ・ ）

君 は も は や 君で は な い 、 君 は僕 な ん だ

そ の 僕 は も はや 君以外の何者で も な い

l 足す l は 1 な の さ

炎天下 に 日 が暮 れ る
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Pour mieux noyer l'indivis 

Pour nous noyer taus deux 

（ … ） 

Devant ce point ou nous sommes 

Nus et joints 

Confondus 

Et qui tout rnlment est 

Le fond etroit d’une barque 

Derivant devant la belle 

Ile d’Elbe 

（ … ）57
. 

離れ え ぬ も の を い っ そ う 包み込んで し ま う た め

僕 ら 二人 を 覆い 包 ん で し ま う た め に

（ ・ ・ ・ ）

あ の 地点 は 目 前 だ

僕 ら が裸 に な っ て抱 き 合い

一つ に 溶け合 う あ の 地点

美 し いエ ルバ島 を

前 に し て 漂 う

一隻の小舟の狭い船底 に 他 な ら ぬ

あ の 地点 は

（ ・ ・ ・ ）

« Je te tu » � 《 Tu me moi », « Une et un sont un》な どの 詩節 に よ り 、 相手 と 融合 し た い と

い う 欲望 と と も に 、 男性の想像力 の 中 で燃 え あ が る ア ン ド ロ ギ
、
ユ ヌ ス 幻想が、 ほ と ん ど幼児的 と

い え る 稚拙 さ で、 直接的 に 表現 さ れて い る 58
0 愛す る 女性 を 自 ら に 同化 し よ う と す る 願望 は 、 欲

望 を ス ト レ ー ト に伝 え る 幼児的 な エ ロ ス の段 階 に あ る と 言 え る （最後 に 到 達す る 地点 と し て予 示

さ れ る 「小舟」 は 、 そ の流線型の 形態 か ら 女性器 を 想起 さ せ る た め 、 〔性の 未分化 な 原初状態 に

憧れ る 〕 子宮 回帰願望 と の ア ナ ロ ジ ー を こ の 詩篇 か ら 読み取る こ と も 可能 だ ろ う ） 。 こ の エ ロ ス

の幼児 的 な段階 に お い て 、 言葉 は最 も 純粋で、 最 も 直接的 な 方向 に 進 む 。 次 の 引 用 は 1981 年 の

詩 「黄金の頭」 の後半部分か ら の抜粋で あ る が、 中世の ブ ラ ゾ ン 詩 さ な が ら 、 視線 に よ る よ り 直

接的 な エ ロ ス が表明 さ れて い る 。

Au pilori je t’ai vue enchainee 

Tes cheveux ont ete echeveles 

Ta bouche bee a tot ete baisee 

Et ta langue ne s’est plus refusee 

Une fois que tu as ete sou自etee

Puis ta blouse toute deboutonnee 

Sur les poignets a ete repoussee 

En proposant ton torse denude 

柱 に鎖で縛 ら れた お ま え が見 え た

お ま え の 髪 は乱れ

お ま え がう つ ろ に 聞 い た 口 は即座に接吻でふ さ がれ

も う お ま え の舌 は拒 む こ と が な か っ た

一度辱め を 受 け た か ら に は

つ い でお ま え の上着 の ボ タ ン が全て外 さ れ

手首の上へ と 押 し や ら れた

お ま え の裸の ト ル ソ は 白 日 に さ ら さ れ た ま ま

Ta ceinture au ras des pieds est tombee お ま え の帯 は足元へ滑 り 落 ち

Ta jupe ouverte a ete retiree 

Ta petite culotte est arrachee 

（ … ）59 

聞 い た お ま え の ス カ ー ト は脱が さ れ

お ま え の小 さ な シ ョ ー ツ は 引 き は が さ れた

（ ・ ・ ・ ）
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こ こ で は所有形容詞が執拘 に 反復 さ れ、 女性の か ら だの細部が順 に 名 ざ さ れ る こ と に よ り 、 視

線 に よ る 陵辱がそ の ま ま 詩句 と な っ て い る かの よ う な 印象 を 与 え る 。 言語は視線に接近 し 、 視線

の動 き がそ の ま ま 言語表現 と な っ て あ ら わ れて い る の であ る 。 さ え ぎ る も の は な に も な く 、 た だ

純粋 に 、 直接的 に 対象 を 挑め る かの よ う な 詩人の 目 は 、 見 る も の と 見 ら れ る も の を 、 欲望す る も

の と さ れ る も の を 、 た だ ひ と つ の 同 じ 空 間 に お い て等 し く 結 びつ け る 。

こ う し て 後期詩篇全体 は 、 対象 と よ り 親密 に結 ぼれ よ う と す る 詩人の 「 エ ロ ス の視線」 の介入

に よ っ て 、 主体 と 客体 と の あ い だ に ひ と つ の 一体感 あ る い は存在論的 な 融合 を 目 指す の であ る 。

結論

マ ン デ イ ア ル グの 詩 は 1960 年 を 境 に 、 イ メ ー ジ先行 の 散文詩 か ら 韻律法 を 用 い た 詩へ と 形式

的 に大 き く 変化す る 。 本論で は そ れぞれ を 前期詩篇、 後期詩篇 と し 、 そ れぞれの 時期 に お け る 視

線の変化 を 検討 し た 。

前期 に お け る 視線は あ く ま で対象 と の あ い だ に距離 を 置 き 、 相互 に 関係 を も つ こ と は な か っ た 。

し か し こ の視線に作者の視線が対置 さ れ る こ と で、 対象 と 視線 の 関 係 は一変す る 。 後期詩篇 に い

た っ て 、 対象 と 視線は な か ば揮然一体 と な り 、 あ る 種の融合の過程へ と 向 か う 。 こ れに よ り 詩句 は、

対象か ら 距離 を 置い た客観的 な 描写 か ら 、 詩句 に よ っ て 対象 に 働 き か け て い る かの よ う な も のへ

と 変貌 し て ゆ く 。 そ し て こ の変貌の過程の な かで、 マ ン デ イ ア ル グ は 、 後期作 品 を 形作 っ て ゆ く

女性像の イ メ ー ジ を 獲得 し て ゆ く の で あ る 。 女性像の変貌 に つ い て は、 今後 さ ら に 詳細 に検討 さ

れ る 必要があ る が、 本論で は 、 ま ず視線 と オ ブジ ェ と し て の女性の 間 で織 り な さ れ る エ ロ テ ィ ッ

ク な 緊張関係 を 明 ら か に し た O マ ン デ イ ア ル グ美学の 中核 を な すエ ロ テ ィ ス ム は 、 創作の 「拍車」

と し て の 詩の な かで、 よ り ダ イ ナ ミ ッ ク な 身振 り と 、 原始的な 言語 を獲得す る の で あ る O リ ア リ

ズ ム の描写 を積み重ね る マ ン デ イ ア ル グ特有 の小説の文体か ら は決 し て解 き 明 かす こ と の で き な

い 、 よ り 生 々 し い創作の現場 を 、 こ う し た 詩の分析 を 通 し て は じ め て我 々 は垣間 見 る こ と がで き

る の で あ る 。 そ こ は創作の 原石 を 発掘す る 「採石場」 で あ り 、 ま た 詩 と い う 原 質 を 金属 に 精錬す

べ く 奮闘す る 錬金術師の 「実験室」 で も あ る の だ。

注

1) Dictionnaire de Jitterature contemporaine, 1900-1962, sous la direction de Pierre de 

Boisdeffre, Editions universitaires, Paris, 1962, p. 505. 
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2) た と え ば 1963 年 に 『 ル ・ フ イ ガ ロ ・ リ テ レ ー ル』 誌が 10 人 の 批評家、 10 人 の 文学賞受賞
者、 10 人 の書店員 を 対象 に 「 も し あ な た が今年最 も す ぐ れ た 小説 に 賞 を ほ ど こ す 審査委員
だ

、
っ た と し た ら 、 どれ を 選 び ま すか ？ 」 と い う ア ン ケ ー ト 調査 を 行 い 、 そ の 結果、 『オ ー ト

バ イ 』 が 7 票 を あ つ め て 全体の ト ッ フ
。
だ

、
っ た （ 次 点 は ジ ャ ン ・ デ ュ ト ウ ー ル の 2 票） 。 Cf.

《 Jean Chalan chez le sphinx : Andre Pieyre de Mandiargus », Le Figaro litterai均， no 921, 
12 decembre 1963, p. 3. ち な み に こ の年 の ゴ ン ク ー ル賞で 『オ ー ト バ イ J は l 票、 フ ェ ミ ナ
賞 で は 4 票 を獲得 し て い る 。

3) 我が国 に お け る マ ン デ イ ア ル グ受容 に 日 を転 じ て も 、 同 じ状況 を 反映 し て い る と い え る 。 マ
ン デ イ ア ル グ の邦訳は 、 長短編 の小説 に か ん し て は 『黒い 美術館J 所収の数篇 を 除い て ほ ぼ
完全に 翻訳が出揃 っ て い る の に た い し 、 詩集や評論、 戯 曲 作品 に か ん し て は 、 生 田耕作訳 に
よ る 『 レ オ ノ ー ル ・ フ ィ ニ の 仮面J (1976） と 『 ボ ナ 、 我が愛 と 絵画J (1976） 、 権淳龍彦訳
に よ る 『ボ

、
マ ル ツ ォ の怪物』 (1979） 、 そ し て雑誌 『海』 (1971.9） と 『ユ リ イ カ 』 (1992.9） の 「マ

ン デ イ ア ル グ特集号」 に 掲載 さ れた詩やエ ッ セ イ の部分訳 を の ぞい て 、 現在 ま で一冊 も 出版
さ れて い な い 。

4) A刀dre Pieyre de Mandiargues. Pages mexicain伐 dir. Alain-Paul Mallard et Sibylle Pieyre 
de Mandiargues, Maison de l’Amerique latine-Gallimard, 2009. 

5) 一 つ 目 は 3 月 28、 29 日 に シ ャ ル ル ＝ ド ＝ ゴ ー ル ＝ リ ー ル 第 3 大学 で 行 わ れ た « Andre 
Pieyre de Mandiargues, les recits »。 二つ 目 が 5 月 14 日 か ら 17 日 ま で カ ー ン 大学 と ナ ン テ ー

ル ・ パ リ 第十大学の共催 に よ る 《Plaisir a Mandiargues》で、 こ こ で は展覧会 も 同 時 に 行 わ
れ た 。 カ ー ン 大学で は こ の シ ン ポ ジ ウ ム を 引 き 継 ぐか た ち で、 マ リ ー ＝ ポ ー ル ・ ベ ラ ン ジ

、
エ

の 主導 に よ る マ ン デ イ ア ル グ の研究チ ー ム （GEM : Groupe d’etudes mandiarguiennes） が
発足 し 、 カ ー ン 大学付属 の現代 出版資料研究所 （ IMEC, Abbaye d’Ardenne） に 保管 さ れて
い る マ ン デ イ ア ル グ の ア ー カ イ ヴ を 活用 し た作 品 理解 を 目 的 に研究がすすめ ら れて い る 。

6) Roman 20-50, hors serie no5 （《Andre Pieyre de Mandiargues. De La Motocyclettθ d  
Monsieur Mouton 》）， Septentrion, avril 2009 ; Plaisir a Mandiar,♂lθs, actes du colloque du 
centenaire, Caen-IMEC, dir. Marie-Paule Berranger et Claude Leroy, Hermann, 2011. 

7) Andre Pieyre de Mandiargues （ 以 後 APM と 略 記 ） , LAge d1θ craie, suivi de Dans Jes 
annees sordides, Astyanax et Le Point ou }'en suis , Gallimard,« Poesiり， 2009 ; APM, 
Ecriture ineffable, precede de Ruissθau des solitudes, de L Tvreαilet suivi de Gris de perle, 
Edition etablie par Claude Leroy,Gallimard，《Poesiり， 2009. 以後こ れ ら の 詩選集か ら の 引 用
を 行 う 際は、 詩集の タ イ ト ル の後に前者 を A C 、 後者 を EI と 略記す る 。

8) Monique Petillon， 《Mandiargues, l' alchimiste》， Le Monde des livres, 20 ju日let 1979, p. 20. 
同 様 に ア ラ ン ＝ ピ エ ー ル ・ ピ エ は 、 「1943 年 に マ ン デ イ ア ル グが い く ら か の 読者 を 獲得 し
た と し て も 、 今 日 な に よ り ま ず彼が知 ら れ て い る の は 、 レ シ や 小 説 の 作者 と し て で あ る 」
(Paysag1θ poetiquθ d ’'Andre Pieyre d，θ Mandiar,♂1es, Rafael de Surtis Editions, 1999, p. 10) 
こ と を 指摘 し 、 そ の う え であ え て 詩人 と し て の側 面 に 光 を あ て た研究 に着手 し て い る 。

9) APM, « Preface », in L Age de crai，θ， AC, p. 10. 
10) Yves de Bayser， 《Entretien avec Andre Pieyre de Mandiargues》， Plexus, novembre 1969, 

no 29, pp. 47- 48. 
11) « Andre Pieyre de Mandiargues》， entretien avec Claude Couffon, Les Lettres fram;;aises, 

du 5 au 11 novembre 1964, no 1053, p. 4. 
12) Id，θ•m . ち な み に 《Sarah》と 《Valmont パま と も に 1964 年 出版の詩集 『到 達点J に 収録 さ れ
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て い る 。
13） 次 の マ ン デ イ ア ル グの 言葉が こ の事実 を 要約 し て い る 。 「小説 も 演劇 も 、 詩 （poeme） に 近

付 く 限 り に お い て 素晴 ら し く 、 詩 に 入 り 込み詩情 （poesie） に 活気付 け ら れ る 限 り に お い て
素晴 ら し い の です J (APM, Le Desordre de la memoire, entretiens avec Francine Mallet, 
Gallimard, 1975, p. 212） 。

14） エ ド モ ン ・ ジ ャ ル ー は も っ と も は や く 、 マ ン デ イ ア ル グ作 品 を 「絵画 の 連続」 と し て 論 じ
た批評家 で あ る （Edmond J aloux， 《 Analyses », Psyche, no 18-19, avril-mai 1948, pp. 594-
601） 。 以後ジ ャ ン ・ セ ル ツ 、 サ ラ ・ ス テ テ ィ エ な ど多 く の研究者が、 「絵画性」 と 「見 る こ と j
の重要性 を 強調 し 、 マ ン デ イ ア ル グ に お け る 視線 の 問 題 を 主題 と し て発展 さ せた 。 と り わ け
イ ヴ ・ ベ ル ジ ェ は マ ン デ イ ア ル グの 自 を 「芸術家の 目 」 に 比較 し 、 「 こ の作家の芸術は視覚
芸術で あ る 」 と 断言 し て い る （Yves Berger， 《 Le theatre d’Andre Pieyre de Mandiargues 》，

NRF. no 83, 1勺1ovembre 1959, p. 888） 。
15） 詩手帖 （cahiers de poesie） と は 、 出 版年代の 異 な る 複数の 詩 集 を 一 冊 に ま と め て 編 ん だ

書物 を 指す 。 第 一 詩手帖 『 白 亜の 時代J は 1961 年 に 、 第二詩手帖 『汚 れ た 歳 月 の 中 で』 は
1943 年 に 出版 さ れた （詩の 制作年代 を 基準 と す る た め 、 こ の 二冊 だ け 出 版年 が前後 し て い
る ） 。 第三、 第 四 詩手帖は 1964 年。 第五詩手帖 『孤独の 河J は 1968 年、 第六詩手帖 『酔眼』
は 1979 年、 そ し て 最 後 の 第七 詩手帖 『パ ー ル ・ グ レ ー 』 は マ ン デ イ ア ル グ の 死 の 2 年後、
1993 年 に 出版 さ れた 。

な お 、 第 一詩手帖 『 白 亜 の 時代』 は以後の議論 に お い て 「前期詩篇 」 に含 ま な い も の と す
る 。 な ぜ な ら 、 こ の 詩集 に 含 ま れ る 伝統 的 な 韻文形式 を 踏襲 し た 詩 篇 の 数々 は 、 お も に 17
歳 頃か ら マ ン デ イ ア ル グが詩の修養の た め に書 き た め て き た 、 い わ ば文体訓練の た め の 「 詩
的習作」 に 他 な ら な い か ら で あ る （ そ れ に 手 を 加 え 、 取捨選択のす え に 61 年 に 出版 さ れ た
の が第 一詩手帖で あ る ） 。 た と え ばマ ル ク ・ ア ラ ン は 、 ま だ イ メ ー ジ が萌芽状態 に あ る 『 白
亜の 時代』 は 、 「韻文の ＝ 誤 っ た ＝ 自 由 を 捨て去 り 、 鉱物 の硬 さ の も つ 、 あ の玉虫色 に 光耀 く 、
高貴 な 散文へ と 入 り 込 ん で ゆ く 」 後年の 散文詩ス タ イ ルへの模索期 間 に 過 ぎ な か っ た こ と を
強調 し て い る い La Face cachee : L'hiver est deja dans l'ete 》， Le Fiきraro litteraire, no 971, 
26 novembre - 2 decembre 1964, p.6.） 。 そ の た め 、 「作家 （ ＝ 詩人） 」 と し て の 自 覚 と と も に
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