
ヴ ァ レ リ ー の詩「 セ ミ ラ ミ ス の ア リ ア 」
一一女 と 王の あ い だ一一

鳥 山 定嗣

は じ め に

「 セ ミ ラ ミ ス の ア リ ア 」 は ポ ー ル ・ ヴ ァ レ リ ー の 詩集 『 旧 詩帖J の な かで最 も 長 い 詩 （4 行詩

26 節 104 行） で あ り 、 同 詩集 に 収め ら れた韻文詩の最後 を 飾 る と い う 点で、 巻末に 置かれた 「詩

の ア マ チ ュ ア 」 （散文 な い し 散文詩） と と も に 詩集 を締め く く る 作品 で あ る 。

こ の 詩 は ま た 『旧 詩帖J と ほ ぼ同 時期 に刊行 さ れた も う 一つ の 詩集 『魅惑J に も 収録 さ れ た と

い う 特異 な 経緯 を も っ 点 で 、 そ の 他 の 「 旧詩」 と 一線 を 画す る 。 1920 年 7 月 『 レ ・ ゼ ク リ ・ ヌ ー ヴ ォ －j

誌 に 初 出 の後、 『 旧詩帖J 初版 （1920 年 12 月 ） 、 『魅惑J 初版 （1922 年 6 月 ） 、 『魅惑』 再版 ( 1926

年 2 月 ） 、 『旧詩帖J 再版増補版 （ 同年 5 月 ） 、 『魅惑J 改訂版 （ 同 年 12 月 ） の すべて に 収録 さ れる 1 ） 。

そ の 後、 1927 年版 『旧 詩帖』 か ら は姿 を 消 し 、 1928 年版 『魅惑 （ ア ラ ン に よ る 注釈付 き ） J に は

残存す る と い う か た ち で、 一 時 『 旧 詩帖J か ら 『魅惑』 に 移 っ た か に み え る が、 1929 年 に刊 行

さ れた ヴ ァ レ リ ー 初 の 『詩集』 （ 『旧詩帖』 『若 き パ ル ク 』 『魅惑』 を 初 め て 一巻 に ま と め た大型豪

華版詩集） に お い て は 『旧詩帖』 に分類 さ れ、 以後、 同 詩集 の ー篇 に 決定す る 。

収録経緯の複雑 さ に 加 え て 、 題名 も 二転三転 し て い る 。 『 レ ・ ゼ ク リ ・ ヌ ー ヴ ォ ー 』 誌初 出 の際 は 、

「 セ ミ ラ ミ ス 」 と い う 標題 に 「非常 に古い詩の断片 Fragment d
’
un tres ancien poeme」 と い う 副

題が付 さ れて い た が、 『旧 詩帖J 初版お よ び再版で は こ の副題が消去 さ れ る 。 他方、 『魅惑J 所収

の テ ク ス ト は い ず れ も 「セ ミ ラ ミ ス の ア リ ア 」 と 改題の う え 、 再 びほ ぼ同 様の副題 「古い 詩 の 断片J

が添 え ら れ る 2） 。 最終的 に 「 セ ミ ラ ミ ス の ア リ ア 」 （副 題 な し ） に 決定す る の は 、 1931 年の普及版 『詩

集』 以降の こ と であ る 。

な お 、 献辞 の 有無 に つ い て も 異 同 が見 ら れ る 。 初 出 お よ び 『 旧 詩 帖』 初 版 ・ 再版で は 献辞が

付 さ れ て い な い 一 方、 『魅惑J 所収の テ ク ス ト は 「 カ ミ ー ユ ・ モ ク レ ー ル に 」 献 じ ら れて お り 、

1929 年の 『詩集』 以降、 『旧詩帖J の 一篇 と し て も 同 じ献辞 を 伴 う 。 が、 最晩年の 1942 年 に至 っ

て最終的 に 消去 さ れ る 3） 。

こ の詩 は 長 ら く 、 ヴ ァ レ リ ー 自 身 の付 し た 副題に し た が っ て 若書 き の作 と み な さ れて き たが 4） 、

実 は 『若 き パ ル ク J ( 1917 年刊行） 以後に書 き 始め ら れた比較的新 し い 詩 で あ る こ と がジ
、
ェ ー ム ズ ・

ロ ー ラ ー に よ っ て 指摘 さ れ、 さ ら に フ ロ ラ ン ス ・ ド ・ リ ュ シ ー に よ っ て 、 詩の生成過程お よ び制
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作動機が明 ら か に さ れた 5）。

なぜ、 ヴ ァ レ リ ー は 「 セ ミ ラ ミ ス （ の ア リ ア ） 」 に 「 （非常 に ） 古 い 詩 の 断片」 と い う 事実 に 反

す る 副題 を 添 え た の か。 こ の 詩 人 に し ば し ば見 ら れ る 翰晦で あ ろ う か。 「 旧 詩」 と い う 偽装 は こ

の 詩 に 限 っ た こ と で は な く 、 『魅惑』 所収の 「 眠 る 女」 に も 見 ら れ る 6） 。 が、 単 な る 翰晦 な い し

偽装 と み な す わ け に も い か な い。 と い う の も 、 リ ュ シ ー が紹介 し た よ う に 、 ヴ ァ レ リ ー が ジ ャ ッ ク ・

ド ゥ ー セ 宛 に 『魅惑J の 自 筆稿 を 贈呈す る 際 に 添 え た 手紙 に は 、 「 〔 『魅惑J 詩篇 よ り も 〕 着想、が

古 く に さ かの ぼる セ ミ ラ ミ ス une Semiramis d'inspiration plus ancienne」 と い う 文言が見 ら れ、

「制作」 で は な く 「着想」 が問題 と な っ て い る か ら で あ る 。

で は 、 ヴ ァ レ リ ー が こ の 詩 を 着想 し た の は いつ ごろ の こ と か、 ま た ど こ か ら 着想 を 得 た の だ ろ

う か。 「 セ ミ ラ ミ ス の ア リ ア 」 の 着想源 と し て は、 こ れ ま で、 ヴ ォ ル テ ー ル の 悲劇 『セ ミ ラ ミ ス 』

お よ びそ れ を 基 に し た ロ ッ シ ー ニ の オ ペ ラ 『セ ミ ラ ミ ー デ』 、 ヴ イ ク ト ル ・ ユ ゴー の 詩 「世界七

不思議J の第 2 番 「バ ピ ロ ニ ア の庭 園 」 （ 『諸世紀の伝説』 第 2 版所収） 、 テ オ ド ー ル ・ ド ・ バ ン ヴ イ

ル の ソ ネ 「 セ ミ ラ ミ ス 」 （ 『王妃た ち 』 所収） な どが挙げ ら れて き た 九 ま た、 孤高 を 持す る 女主

人公 と し て マ ラ ル メ の 「エ ロ デ イ ア ー ド」 と 比較 さ れた り 8） 、 あ る い は ま た 、 詩の調子 に お い て

ラ ン ボー の 「 イ リ ュ ミ ナ シ オ ン J や ポ ー ル ・ ク ロ ー デル の作品 と 比較 さ れた り も し て き た 9） 。 が、

ヴ ァ レ リ ー の 「 セ ミ ラ ミ ス 」 の最 も 直接的な 着想源 と な っ た と 思 わ れ る の は、 諸家の指摘す る よ

う に 、 エ ド ガー ・ ド ガの油彩画 〈バ ピ ロ ン を 建設す る セ ミ ラ ミ ス 10） 》 （1860-1861） であ る 。

1896 年 2 月 に ア ン リ ・ ル ア ー ル宅で ド ガ と 知 り 合 っ て 以来、 ヴ イ ク ト ル ＝ マ ッ セ 街の ア ト リ

エ に 出入 り し て い た ヴ ァ レ リ ー が、 生涯画家の ア ト リ エ を 離れ な か っ た こ の画 を 見 た 可能性 は十

分 に あ る 1 1）
口 ま た 、 当 時す で に ド ガ論 12） を 執筆 し よ う と し て い た ほ ど こ の画家 に 多大 な 関 心 を

寄せて い た ヴ ァ レ リ ー は 、 印象派の画商デュ ラ ン ＝ リ ュ エ ル の ギ ャ ラ リ ー で ド ガの作品 を 見 つ け

て購入す る こ と も あ っ た 13） 。 そ し て 、 ロ ー ラ ー の指摘す る よ う に 、 1898 年 6 月 24 日 マ ラ ル メ 宛

の手紙か ら 、 そ の こ ろ ヴ ァ レ リ ー が 〈バ ピ ロ ン を建設す る セ ミ ラ ミ ス 》 の た め の素描 を含む ド ガ

の デ ッ サ ン 集 を 見て い た こ と が裏付 け ら れ る 14） 。

た だ し 、 リ ュ シ ー に よ れ ば、 ヴ ァ レ リ ー が実際に 「 セ ミ ラ ミ ス の ア リ ア J 制作 に着手 し た の

は そ れ よ り ずい ぶ ん後の こ と で あ る 。 1917 年 9 月 26 日 に ド ガが死去 し た 後、 そ の作品 の ほ と ん

どが競売 に かけ ら れた こ と に ヴ ァ レ リ ー は心 を 痛 め 15） 、 さ ら に 1918 年 5 月 14 日 『ア ク シ ョ ン ・

フ ラ ン セ ー ズ』 紙上 に お い て 、 同 誌の 王政派の論客で あ っ た 美術批評家 ル イ ・ デ イ ミ エが ド ガの《セ

ミ ラ ミ ス 〉 を 酷評 し た こ と に 大 き な 衝撃 を 受 け た 16） 。 「 セ ミ ラ ミ ス の ア リ ア J は こ の デ イ ミ エ に

よ る 酷評への 反発 を 種 と し て 生 ま れた の で あ っ た 。

以上 の こ と が次 の 手書 き 草稿 （A VAms, £0 165 bis） か ら 窺わ れ る 。 や や 長 い 引 用 と な る が、

こ の 詩 の 出発点 を 知 る う え で き わ め て 貴重 な 資料で あ る た め 、 フ ラ ン ス 語原文の全容お よ びそ の

訳文 を 掲 げ る （以下、 訳文は すべて論者 に よ る ） 。
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Ces abimes sont peuples comme l
’
Ocean 

<de ces puissances perspectives> 
Toute cette puissance, ces uersuectives me montent a la t色te
Je respire de si haut. ces capiteuses altitudes et distances 
Le volume entier de ce monde. Ivresse de la grandeur 

<La vue a la E旦主主担旦 de l'idee et du vin> 
J e m'evanouis dans mes pensees. <ame de cet empire> 
Tout mon empire est a mes narines comme une evaporation infiniment 
penetrante, qui fait ouvrir les poumons comme des ailes interieures 
J e respire mon pouvoir. Ma domination m

’
eleve au ciel. 

Tous ces metiers, on entend geindre le cable et cogner le marteau. 
L'eau souffre les machines et jaillit aux ill包E且盟主 一 tuyaux
batisse 
Le chant lui meme est une perspective -
Et au plus haut de ma puissance, de ma vision, cοmme 

Crescendo l'oiseau sur le cedre - je chante ! - Je ne puis plus parler ー ＜Aboi du chien> 
Montee de l

’
orgueil. de l’excitation, du depassement de soi - aux I cimes de la vorx. 

Strophes baties - 4 × 8 ? 4 × 7 ? 10 × 7 ? 
C

’
est !'a.me de tel jour qu巴 Semiramis.

こ の空 中 に 架 か っ た橋か ら こ の ＜ 私 の ＞菩蔽の橋か ら
私は広大 な ＜ 豊 か な ＞ 眼差 し を投げる 空気 と 私の思考の透明 さ

くすべて は秩序・ ＞ ＜ 相 互 に 含み含 ま れ る 事物 ＞
こ の蟻 ど も は私の も の 。 私の誇 り がそ れ ら を 配置す る ＜事物 を 数え る ＞ こ の犬が吠 え る

＜ こ れ ら の街は物同然＞
こ の 深淵 は 〔生 き 物で〕 満 ち あ ふ れ で い る 大海の よ う に

＜ こ れ ら の権力、 見晴 ら し の ＞
こ の権力 、 こ の塁星主_li)｛私 の頭に 昇 っ て 来 る
私 は こ れほ どの高み か ら 呼吸す る 、 こ の 頭 を く ら く ら さ せ る 高度 と 距離
こ の世界の全容量。 大 き さ の 陶酔

＜視野 に は観念 と 酒の力があ る ＞
私は私の思考の な か に 消 え 去 る 。 ＜ こ の帝国の魂＞
私の帝国全土が私の鼻孔で気化 し て 無限に し み込ん で く る かの よ う だ
し み込 む 〔 そ の空気〕 が肺 を自主主墨の よ う に 聞 かせる 。
私 は わが権力 を 呼吸す る 。 わが支配力が私 を 天 に 引 き 上 げる 。
こ れ ら すべて の仕事、 ロ ー プの車L る 音、 ハ ン マ ー を 打つ音が聞 こ え る
水が機械 〔の責苦〕 を 受 け 、 隙 き 聞 か ら 湧 き 出 る パ イ プ
石組みの土台
歌 そ の も のが見晴 ら し の よ う な も の だ
そ し て私の権力 と 視野の最高の高み で、
杉の頂 き の 鳥 の よ う に 私は歌 う l も う 話せ な い ＜犬の吠え声＞
自 尊心、 高揚、 自 己超越 〔の 気分〕 の 高 ま り 声の絶頂へ
詩節の構成 4 〔行詩〕 × 8 〔節 〕 ？ 4 〔行詩〕 × 7 〔節〕 ？ 10 〔行詩〕 × 7 〔節〕 ？

セ ミ ラ ミ ス と は あ る 日 の魂の こ と 。

Songe [ii] ecrire a cause 
art[icle] de Dimier 

s[ur] Degas et contr巴

ce tableau 

toutes choses 
petites 

image' de la prnssance 

V1s1on 
acre' 

qui fait respirer 
largement 

R. 1. 

ドガについて
あ の絵を非難する
デ イ ミ エの論考の
せいで書 こ う と 思 う

あ ら ゆ る
小 さ な も の

権力 の イ マ ー ジ、 ュ ・

呼吸 を 深 く さ せる
視野

黄土色の傘

nD
 
l

 pu
 

ク レ ッ シ エ ン ド
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・ 17)Air de Semiramis 
Le balcon 

De ces ponts suspendus, de ces <mes> ponts de roses 
J e jette de vastes <riches> regards - Transparence de l

’
air et de ma pensee -

<Tous sont ordres'> <Choses qui se contiennent les unes aux autres> 
Ces fourmis sont a moi. Mon orgueil les disposes <compte les choses＞ ー Ce chien aboie 

<ces villes sont des choses> 

セ ミ ラ ミ ス の ア リ ア

バ ル コ ニ ー

39 



ヴ ァ レ リ ← の 詩 「セ ミ ラ ミ ス の ア リ ア 」 一一女 と 王の あ い だ一一

リ ュ シ ー が 1918 年 5 月 と 推定す る こ の手稿 に は 19） 、 「セ ミ ラ ミ ス の ア リ ア 」 と い う 題名 と と も に 、

詩 の制作動機が草稿左上 に 明記 さ れて い る が、 自 作の 詩の着想源 を こ の よ う に 明 かす こ と は ヴ ア

レ リ ー に し て は き わ め て 珍 し い。 同草稿か ら 、 「 セ ミ ラ ミ ス の ア リ ア 」 と い う 題名 が雑誌初 出 以

前 の 段 階 で す で に存在 し て い た こ と 、 し か も そ の 「 ア リ ア （歌） J は 、 こ のバ ピ ロ ン の女王の支

配す る 領土の広が り を 感 じ さ せ る も の で あ り （「歌そ の も の が見晴 ら し の よ う な も の だJ） 、 「杉の

頂 き の 鳥 」 の よ う に 「権力 と 視野の最高 の 高 み 」 で う た わ れ る べ き 「 ア リ ア 」 、 そ し て最後の 「 ク

レ ッ シ エ ン ド 」 に 至 っ て は、 「 自 尊心 と 自 己超越 の 高 ま り 」 を 体現す る か の よ う に 「声 の 絶頂」

に 向 か つ て昇 り つ め る 「 ア リ ア 」 と し て構想 さ れ て い た こ と が分か る 。 同草稿か ら は ま た 、 ヴ ア

レ リ ー が こ の詩の着想 を ま ず散文でーー と は い え す で に 詩句 の律動 を 部分的 に 感 じ さ せ る 詩的 散

文に よ っ て一一書 き と め つ つ 、 詩の形式 を お お よ そ想定 し て い た こ と も 窺い知 れ る 。 4 行詩 と す

る か 10 行詩 と す る か迷 い つ つ 、 詩節の 数 を 7-8 節 と 見積 も っ て い る が 刷 、 実際 に は 4 行詩 を 20

節以上連ね る 結果 と な っ た 。

以下、 同草稿 に お け る 素描が どの よ う な かた ち で詩句 に 活か さ れた か を 確認 し な が ら 各詩節 を

読解 し て ゆ く が、 そ の 前 に 「 セ ミ ラ ミ ス の ア リ ア 」 に お け る 詩節 の 追加お よ び詩節 の構成 と い う

問 題 に つ い て簡単に触れて お き た い。

『 レ ・ ゼ ク リ ・ ヌ ー ヴ ォ －j 誌初 出、 『旧 詩帖』 初版、 『魅惑J 初版 ・ 再版 ま で は全 23 詩節 で あ り 、

そ れ に 新 た に 3 詩節 （第 22-24 詩節） を 加 え て 全 26 詩節 の 構成 と な っ た の は 『旧 詩 帖』 再版以

降の こ と で あ る 21) 。 『旧 詩帖』 再版 は ま た 、 詩節の増補 に く わ え 、 ア ス テ リ ス ク （ ＊ ） に よ る 詩

節 の 分割 と い う 点で も 注 目 さ れ る 。 今 日 流布 し て い る テ ク ス ト で は 第 2-6 詩節の 前後 に ア ス テ リ

ス ク を 付す だ け で あ る が、 同版で は こ の符号 に よ っ て 全 26 詩節が 7 部 に 分 け ら れて お り 、 詩 人

の 意 図 し た 詩節の構成 を 知 る う え で示唆 に 富 む 。

本稿で は 、 『旧 詩帖J 再版の 詩節区分一一第 1 詩節、 第 2-6 詩節、 第 7-11 詩節、 第 12-15 詩節、

第 16-18 詩節、 第 19-21 詩節、 第 22-26 詩節ーー に そ く し て 各詩節 を 読み 進 め 、 最後の 5 詩節 に

つ い て は 、 ま ず第 22-24 詩節が追加 さ れ る 以前 の 『旧 詩帖J 初版の か た ち で読ん だ う え で 、 再版

で増補 さ れ た 3 詩節 に つ い て後か ら 考察す る こ と に す る 。 そ の 後、 「 セ ミ ラ ミ ス の ア リ ア 」が「 旧詩」

と い う レ ッ テ ル と は 裏腹 に 『若 き パ ル ク 』 刊行以後 に書かれた と い う 点 に つ い て 、 こ の 詩がた し

か に 後年の作であ る こ と を 示す特徴 を 探 る と と も に 、 両詩篇 に 共通す る 詩 の技法 を 考察す る 。 ま

た 、 「 セ ミ ラ ミ ス の ア リ ア 」 の 制作 は ヴ ァ レ リ ー の 実 人生 の 出 来事 と 無縁で は な い と 思 わ れ る た め 、

最後 に そ の 点 に つ い て も 簡 単 に 触 れ る こ と に し た い 。 な お 、 テ ク ス ト は プ レ イ ヤ ー ド版 『作品集』

所収の も の に 基づ き 、 異文に つ い て は随時原文に 注記す る 。 ま た 、 翻訳は既訳 を 参照 の う え拙訳

す る 刻 。
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1 詩の読解

第 1 詩節 ： セ ミ ラ ミ ス登場
str. I [v. 1-4] 

D白 l’aube23J . chers rayons. mon front songe 

[a vous ceindre ! 

A peine il se redresse, il voit d’un a:il qui dort 

Sur le marbre absolu. le temps pale se peindre, 

L'heure sur moi descendre et croitre jusqu’a l’or . .  

夜が明 け る や、 光 よ 、 わが額 は そ な た た ち を

［戴 こ う と 夢想す る ！

身 を 起 こ す や い な や 、 額 は ま ど ろ む 眼 に み と め る

比類な き 大理石の上 に 、 色淡い時が彩 ら れ、

時刻がわが身 に 降 り き た り 大 き く な っ て 金 と な る の を …

時 は 「夜明 け」、 目 覚め た ばか り の セ ミ ラ ミ ス が 「愛 し き 光線」 （複数） に 呼びか け る D 先 に 見

た 散文草稿 に 「バル コ ニ ー 」 と 書 き 込みがあ る こ と か ら 、 女王 は お そ ら く そ の 高 み に立 っ て い る

と 思 わ れ る 。 セ ミ ラ ミ ス が第一 に 意識す る の は幾条 も の 「光」 であ り 、 そ れ を 冠 と し て戴 く （ あ

る い は ヘ ア バ ン ド の よ う に 巻 き つ け る ） べ き 自 身 の 「 額」 であ る 。 そ の 「 目 J は な お も ま ど ろ み

つ つ 、 時の 目 覚め を 、 光 と 色 の 誕生 を ま の あ た り に す る 。

第 2・6 詩節 ： 「曙J の台調
str. II  [v. 5-8] 

・ ・ 《 Ex1ste ！.… Sojs en.in toj-meme I dit l'Auτore. 

0 grande おne. j/ est temps que tu formes un corps I 

Hate-t01· de ch01sfr un }our djgne d
’eclore, 

Parmj t担t d’autres feux. tes jmmortels tresors I 

str. III [v. 9-12] 

De｝.え contre la nufr Jutte la.pre trompette I 

Une levre vjvante attaque l'afr glace , 

L ’or pur, de tour en tour, eclate et se repete, 

Rappe/ant tout i’e号:pace aux splendeurs du passe I 

str. IV [v. 13-16] 

Remonte aux vrajs regards I Tfre t01· de tes ombres, 

Et comme du nageur, dans le plefr1 de la mer, 

Le talon tout-puissant J'expulse des eaux sombres, 

Toi frappe au fond de l’etre I Jnterpelle ta chajr, 

－ 「在 れ ！ … … つ い に そ な た 自 身 と な れ ！ J と 曙が言 う

お お偉大な魂 よ 、 い ま や 身体 を な すべ き 時 ！

早 く 選 び と れ 、 花開 く に足 る 一 日 を 、

か く も 多 く の燦め き の な か、 そ な た の不滅の 宝 を ！

す で に 、 夜 に対 し て ぎ ら つ く 刷肌が戦 っ て い る ！

生 き 生 き と し た 唇が凍て つ い た 空気 を 襲 う 。

純金が、 塔か ら 塔へ、 昨裂 し て は 反響 し 、

空 間 全体 を 過去の輝 き に呼び戻す ！

真の眼差 し に 立 ち 返 れ ！ 自 分の影か ら 身 を 引 き 出せ、

あ た か も 泳 ぎ手が、 潮の満ち た 海の な か、

全能の腫で そ の 身 を 暗い水か ら 押 し 出 す よ う に 、

お 前 は 、 存在の奥 を 叩 け l お 前 の 肉 体 に 訴 え よ 、
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str. V [v. 17-20] 

Traverse sans retard ses invincibles trames, 

Epuise l'infini de ]'effort impuissant, 

Et debarrasse-toi d’un desordre de drames 

Qu ’engendrent sur ton lit Jes monstres de ton sang I 

str. VI [v. 21-24] 

]'accours de J'Orient su箆re a ton caprice I 

Et je te viens offrir mes plus purs aliments , 

Que d ’e号:pace et de vent ta flamme se nourrisse ! 

Viens te joindre a iモclat de mes pressentiments I 》

断 ち がた い 肉体の糸 を さ っ と く ぐ り 抜け よ 、

延 々 と つづ く 無力 な 努力 を 汲み尽 く せ、

そ な た の ベ ッ ドの上 で そ な た の血の怪物が生みだす

乱れ に乱れた惨劇か ら そ の 身 を 解 き 放て ！

私 は 〈 日 出 ず る 方〉 か ら そ な た の気紛れ を 満た し に馳せる ！

そ し て 私 の最 も 純粋 な 糧 を そ な た に授け よ う 。

空間 と 風 に よ り そ な た の 炎が養 わ れん こ と を 1

私の予感の燦め き に 加 わ り に 来 る の だ ！ 」

第 2-6 詩節 （ イ タ リ ッ ク 体 24） ） で は 「曙」 がセ ミ ラ ミ ス に 呼 びか け る 。 第 2 詩節 の 冒頭、 リ ズ

ム の変化 に よ っ て話者の交替が告げ ら れ る （第 5 行 は 6 音節 目 の句切 り を 保 ち つ つ 、 統辞法上の

リ ズ ム は 2-6-4 あ る い は 3・6-3 と な る 25） ） 。 「曙」 の語 り は激 し く 、 Toi への命令形 を 畳み か け （ [5] [7 ]  

[13] [16] [17-19] [24]26） ） 、 感嘆符 を 連発す る 。 特 に 、 第 4 詩節か ら 第 5 詩節 に か け て 、 詩節 を跨い

で動詞 の 命令法 を 畳み か け る と こ ろ は 迫力 が あ る 。 「曙j は 「 セ ミ ラ ミ ス 」 を 名 指 し て 呼ぶ こ と
はせず、 「偉大 な 魂」 ［6］ に 向 か つ て 呼びかけ て い る 。 ま た 「曙」 の 台詞 に ふ さ わ し く 、 脚 韻 に

は 「金色 or」 の響 き が鳴 り 響 く 。 第 1 詩節 を 締め く く る 「金色」 の語お よ び dort - or の脚韻 を

受 け 、 第 2 詩節 の脚韻はすべて bR] (Aurore - corps - eclore - tresor） 一色 に 染 ま っ て お り 、

さ ら に 詩句 の 内 部 に も 「金色」 の 語 と そ の 響 き が ち り ばめ ら れ て い る （formes [6] ; immortels 

[8] ; L’
or pur [ l l] ; effort [18] ; desordre [19] ; 1’Orient [21］） 。

こ の 「曙」 の招 き に応 え る セ ミ ラ ミ ス の独 自 が、 以下、 第 7 詩節 か ら 最終詩節 ま で続 く 口

第 7・1 1 詩節 ： 塔に 昇 る セ ミ ラ ミ ス
str. VII [v. 25-28] 

- Je reponds !. . .  Je surgis de ma profonde absence ! －－私 は応 え る l … ・ ・ ・ わが深い不在か ら 湧 き 出 る ｜

Mon creur m'arrache aux morts que frolait mon sommeil, 私の心臓 は 、 わが眠 り の触れてい た 死者か ら 抜け 出 し 、

Et vers mon but, grand aigle eclatant de puissance, わが 目 的 に 向 っ て 、 力 の 諜 る 大鷲 さ な が ら 、

Il m’emporte ！… Je vole au devant du soleil ! こ の 身 を 奪い去る ！ ー ・ ・ ・ ・ 太陽 を 迎 え に 私 は飛ぶ ！

str. VIII [v. 29・32]

Je ne prends qu’une rose et fuis . . .  La belle fleche 

Au flanc ! .  . .  Ma tete enfante une foule de pas . . .  

Ils courent vers m a  tour favorite, ou l a  fraiche 

Altitude m’appelle, et je lui tends les bras I 

私は蓄積一輪 だ け取 っ て 逃 れ る … … 美 し い矢 を

脇腹 に 受 け ！ … … 私の頭が歩み の 群れ を 産み 出 L ・
h

・ －

そ れ ら が私の愛 し き 塔 に駆け寄 り 、 そ の 爽 や か な

高み に呼ばれ て 、 私 は腕 を 差 し伸べる ！
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str. IX [v. 33-36) 

Monte, 6 Semiramis. maitresse d
’
une spire 

Qui d
’
un cceur sans amour s

’
e!ance au seul honneur I 

Ton ceil imperial a soi£ du grand empire 

A qui ton sceptre dur fait sentir le bonheur 
27> 

str. X [v. 37-40) 

Ose28l I
’
abime !. . .  Passe un dernier pont de roses I 

Je t
’
approche, peril ! Orgueil plus irrite ! 

Ces fourmis sont a moi ! Ces villes sont mes choses. 

Ces chemins sont les traits de mon autorite ! 

str. XI [v. 41-44) 

C
’
est une vaste peau fauve que mon royaume !

29) 

Jai tue le lion qui portait cette peau , 

Mais encor
30l 

le fumet du feroce fantome 

Flotte charge de mort, et garde mon troupeau ! 

昇れ、 お お セ ミ ラ ミ ス 、 螺旋 を 支配す る 者 よ 、

愛 な き 心で ひ た す ら 誉れ に 向 っ て 聾 え立つ 塔 ！

お ま え の倣然た る 眼が渇 き 求め る 大帝国に

お ま え の硬 い王坊が幸福 を 感 じ さ せ る

深 淵 に挑め ！ 最後の蓄積の橋 を 渡 れ ！

私 は お ま え に 近づ く 、 危険 よ ！ 誇 り を 煽 ら れて ！

こ の蟻 ど も は私の も の ！ こ れ ら の 街は私の物、

こ の道 も あ の 道 も わが権力 の描線だ ！

私 の 王 国 は 広 大 な猛獣の毛皮 ！

こ の 皮 を 纏 っ て い た獅子 を 私 は殺 し た 。

だが、 な お も 揮猛な幻の獣臭 さ が

死臭 を 漂わせ、 わが羊の群れ を 守 っ て い る ！

第 7-11 詩節 で は 、 セ ミ ラ ミ ス の 雄 々 し い姿 （ 「力 の 渡 る 大鷲」 ［27］ ） が、 「螺旋の塔」 ［31, 33] 

へ向 か う 上昇志向 と と も に 「獣の匂 ぃ」 ［43］ の 充満す る な か描 き 出 さ れ る 。

ま ず第 7 詩節 冒 頭 か ら 第 8 詩節 に か け て 、 第 2 詩節 冒 頭 で も そ う で あ っ た よ う に 、 リ ズ ム の

変化 に よ っ て話者 の 交替が示 さ れ る 。 い ず れ の 詩行 も 第 6 音節 目 の 句切 り を 例外な く 守 り つ つ 、

第 7 詩節各行の統辞法上 の リ ズ ム は 3-9、 6-6、 4-8、 3-9 と 変化 に 富 ん で い る 。 第 8 詩節 の リ ズ ム

変 動 は さ ら に 激 し く 、 各行の統辞法上の リ ズ ム は 8-4、 2-10、 9-3、 6-6 と 揺 ら ぐ う え 、 l 行 目 か ら

2 行 目 、 3 行 目 か ら 4 行 目 に か け て句跨 ぎ を 含 む （ 第 30 行 冒 頭 の 送 り 語 《 Au flanc 》 お よ び第

31 行末尾 の 逆送 り 語 《 la fleche り 。 ま た 第 29 行の 内 的送 り 語 《 Je ne prends qu
’une rose / / et 

fuis . . ・ 》 は 「美 し い 矢 を脇腹 に 受け」 な が ら 「逃れ去 る 」 鷲 ＝ セ ミ ラ ミ ス の動 き を巧み に伝 え る

だ ろ う 。

「曙」 の招 き に 応 じ つ つ （「私は応え る 」 ［5］ ） 、 セ ミ ラ ミ ス は む し ろ われ と わが身 に 向 か つ て 命

令す る （「昇れ、 お お セ ミ ラ ミ ス 」 ［33］ 、 「深淵 に 挑 め 」 ［37］ ） 。 セ ミ ラ ミ ス は みずか ら 「螺旋 を

支配す る 者 （螺旋の女王） 」 ［33］ と 自 称す る が、 「愛 な き 心J で 「 ひ た す ら 誉れ に 向 か つ て 釜 え

立つ塔」 は セ ミ ラ ミ ス 自 身 の象徴 に ほ か な ら ず、 「湧 き 出 る 」 ［25］ 、 「太陽 を 迎 え に飛ぶ」 ［28］ 、 「高

み に 呼 ばれてJ [32］ と い っ た語句が 「愛す る 塔J [31］ に 向 か う セ ミ ラ ミ ス の上昇志向 を 強調 す

る だ ろ う 。 第 l 詩節 で は 「 眠 っ て い た 目 」 ［2］ も 、 い ま や皇帝然 と し た 「倣岸 な 目 J [35］ に 変 わ っ
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て お り 、 ま た サ デ ィ ス テ ィ ッ ク な 喜 び も 表現 さ れて い る （ 「 お 前 の硬い王第 が大帝国 に 幸福 を 感

じ さ せ る 」 ［36] )

セ ミ ラ ミ ス の王国 に は獣の 匂 い が充満 し て い る 。 セ ミ ラ ミ ス 自 身 （ の 「心」） が 「力 の掠 る 大鷲」

[27］ で あ り 、 そ の 「 王 国 」 は 女王 自 ら 殺 め た 「獅子」 の 「毛皮」 で 出 来 て い る ［37-38］ 。 支配

下 に護 く 民衆は 「蟻 ど も 」 ［39］ あ る い は 「羊の 群れ」 であ り 、 そ れ を 守 る 「捧猛 な 幻 の 獣臭 さ 」

[43］ が ［f］ 音の頭韻 (le .fumet du feroce fantome I 日otte） を と も な っ て 漂 っ て い る 。 な お 、

草稿 に は 「猿の女王」 や 「蜜蜂の女王」 と い う 表現 も 見 ら れる 31 ） 。

他方、 「蓄薮の橋」 ［37］ の イ マ ー ジ ュ や 「 こ の蟻 ど も は 私 の も の 」 ［39］ と い う 表現 は 、 先 に

見 た最初期 の 散文草稿 （A VAms, f0 165bis） の 冒頭部分に記 さ れて お り 、 こ の 詩の素描の 出 発点

と な る も の で あ っ た。 ま た 「 力 ・ 権力 puissance」 ［27］ の 語 は 、 同 散文草稿 に 4 度書 き つ け ら

れて い た こ の 詩 の キ ー ワ ー ド で あ る 。

第 1 2・1 5 詩節 ： 天 と 地の あ い だ
str. XII [v. 45-48) 

Enfin. i’offre au soleil le secret de mes charmes I 

Jamais il n’a do同 de seuil si gracieux ! 

De ma fragilite je goute les alarmes 

Entre le double appel de la terre et des c1eux. 

str. XIII [v. 49-52] 

Repas de ma puissance. intelligible org1e, 

Que! p訂vis vaporeux de toits et de fon�ts 

Place aux pieds de la pure et divine v1g1e, 

Ce calme eloignement d’evenements secrets I 

str. XIV [v. 53-56) 

L’おne enfin sur ce faite a trouve ses demeures I 

0 de quelle grandeur, elle tient sa grandeur 

Quand mon creur souleve d’ailes interieures 

Ouvre au ciel en moi-meme une autre profondeur ! 

str. XV [v. 57-60) 

Anxieuse d’azur, de gloire consumee, 

Poitrine, gouffre d'ombre aux narines de chair, 

Aspire cet encens d’ames et de fumee 

Qui monte d’une ville analogue a la mer I 

つ い に 、 私は太陽に わが魅惑の秘密 を捧げる 1

太陽 も こ れ ほ ど優美 な 皮膚 を 金に染め た こ と は な い ！

わが身の脆 さ が も た ら す不安 を 私 は味わ う

大地 と 天の双方 に呼ぴ求め ら れて 。

わ が権力 の食卓、 理性的 な 狂宴、

屋根 と 森 と の何 と お ぼろ げな 前庭 を

j青 く 神聖 な 見張 り の 塔 の足下 に 置 く こ と か、

秘密 の 出 来事か ら の こ の静誰な遠離は ！

魂 は つ い に こ の 頂 き に お の が住み か を 見 出 し た 1

お お何た る 大 き さ か ら 魂 は そ の偉大 を 授 か る こ と か

私の心臓が内 な る 翼 に ふ わ り と 上 げ ら れ

私 自 身 の 内 な る 空 に 別 の深 み を 広 げる 時 ！

蒼寄 を 案 じ 、 栄光に燃え尽 き た 、

胸 よ 、 肉 の鼻孔 に通 じ る 底知 れぬ 閣 の 淵 よ 、

海に も 似た街か ら 昇 っ て く る

魂 と 煙か ら な る こ の 香 を 吸い込む の だ ！
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第 12-15 詩節では、 雄 々 し い セ ミ ラ ミ ス の 「秘密」 ［46］ と 「脆 さ 」 ［47］ が打 ち 明 け ら れ、 「大

地 と 天の双方の呼び声 の あ い だ」 ［48］ に 引 き 裂かれた女王の 内 な る 葛藤が表現 さ れ る 。 セ ミ ラ

ミ ス を 「大地」 の方へ引 き 寄せ る 引 力 は 、 彼女 自 身 の 「魅惑の秘密」 ［45］ 、 そ の 「優美 な 皮膚 （敷

居） 」 ［46］ 、 つ ま り 女の 「 肉体」 ［58］ で あ る 。 「わが身の脆 さ が も た ら す不安 を 味 わ う 」 ［47］ 、 「 わ

が権力 の 食卓」、 「理性 的 な 狂宴」 ［49］ と い っ た 表現 に よ っ て 、 セ ミ ラ ミ ス の 「愛 な き 心」 ［34]

の情事が匂 わ さ れ る 。 が、 そ う し た 「秘密の 出 来事」 ［52］ か ら セ ミ ラ ミ ス は 「静か に 遠 く 離れ」 ［52］ 、

大地の 引 力 に逆 ら っ て ふ た た び高 み を 目 指す。 そ し て塔の 「頂 き 」 の う え に 「住 ま い」 を見出 し

た 「魂」 は 、 自 ら の 「偉大 さ 」 と 、 そ れ を 授 け る 帝 国 の 「大 き さ 」 に 感嘆す る ［53・54］ 。 先 に 見

た 散文草稿 に は 「大 き さ の 陶酔」 ゃ 「視野 に は観念 と 酒 の 力 があ る 」 と い う 表現が見 ら れた が、

こ の 広 大 な 見晴 ら し の も た ら す 陶 酔感 が 「grandeur」 と い う 語 の 反 復 に よ っ て 、 ま た こ の 語 に

含 ま れ る ［田：R］ の こ だ ま （demeures - grandeur - interieures - profondeur の脚韻お よ び第 55

行 の mon c田ur） に よ っ て 表現 さ れて い る と 思 われ る 。 ま た セ ミ ラ ミ ス ＝ 烏 （ 「鷲」） の比聡か ら

導かれる 「 内 な る 翼」 の イ マ ー ジ ュ は 、 こ の偉大な 魂の飛朔 を 喚起す る だ け で な く 、 深 い呼吸の

感覚 と も 結 びつ く こ と が先 に 見 た 散文草稿か ら 窺 わ れ る 。 「 私 の 帝国全土が私の 鼻孔の と こ ろ で

気化 し 、 無限に し み込 ん で く る 〔 そ の 空気〕 が肺 を 内 な る 翼の よ う に 聞 かせ る J と い う よ う に 「内

な る 翼」 は 「肺」 の比聡 と し て用 い ら れて い た 。 肺 の かた ち と 深い呼吸の感覚 と 結 びつ い た こ の

き わ め て 身体的 な イ マ ー ジ ュ は 、 空へ昇 る 運動 と 同 時 に 、 身体内部の 「深み」 ［56］ へ、 「 肉 の 鼻

孔 に 通 じ る 」 「胸J の 「底知れぬ閣 の 淵」 ［58］ へ向 か う 運動 を 喚起す る だ ろ う 。 か く し て セ ミ ラ

ミ ス は再 び 「大地」 に 5 ！ き 戻 さ れ る 。 な お 、 こ う し た深呼吸の 感覚 は 「亙女」 （ 『魅惑』 所収） に

も 見 ら れ 32） 、 「大地 と 天の双方 に 呼 び求 め ら れ」 る 宿命的 な 有 り ょ う は 「生命」 を 「踊 る 女」 に

た と え る 対話篇 『魂 と 舞踏J に も 描かれて い る 却 。

第 1 6・1 8 詩節 ： 神殿建設の ど よ め き
str. XVI [v. 61-64] 

Soleil, soleil, regarde en toi rire mes ruches ! 太陽 よ 、 太陽 よ 、 わが蜂の巣の映笑 を 見 よ ！

L'intense et s叩s repos Babylone bruit, 強烈 に し て休みな き パ ピ ロ ン が ど よ め く 、

Toute rumeur34l de chars clairons chaines de cruches 戦車の 、 明肌の 、 瓶や査やの連鎖の ざわめ き 、

Et plaintes de la pierre au mortel qui construit. 建設す る 死すべ き 身 に の し かか る 石の 岬 き 。

str. XVII [v. 65-68] 

Qu'ils flattent mon desir de temples implacables, 

Les sons a思1s de scie et !es eris des c1seaux, 

Et ces gemissements de marbres et de cables 

Qui peuplent l’air vivant de structure et d'oiseaux I 

仮借な き 神殿 を 望 む わが心 を な ん と そ そ る こ と か、
のこ拘 のみ

鋸の鋭い響 き と 撃の叫喚は ！

そ し て こ の大理石 と 太綱の叩 き 声が

活気づ く 空気 を構造 と 鳥で満たす ！
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str. XVIII [v. 69-72] 

J e vois mon temple neuf naitre parmi !es mondes. 

Et mon v白u prendre place au sejour des destins . 

11 semble de soi-meme au ciel monter par ondes 

Sous le bouillonnement des actes indistincts. 

全世界の な か に 私の新 た な 神殿が生 ま れ、

私の願望が運命の 固 に鎮座す る のが見 え る 。

見分け の つ かぬ行為 の 沸 き 立つ な か、 波 に乗 っ て

わが神殿 は ひ と り で
、 に 天 に昇 っ て ゆ く よ う だ。

第 16-18 詩 節 で は、 ふ た た び意気揚 々 と し た セ ミ ラ ミ ス の 「 太 陽 」 へ の 呼 びか け に 続 い て 、

「神殿」 建設の活気 と そ の凄 ま じ い騒音 が喚起 さ れ る 。 こ の あ た り は ヴ ァ レ リ ー 詩 の 勢 ぞろ い と

い っ た 感があ り 、 第 16 詩節 冒頭 の 「太陽」 への挑発的 な 呼びか け は 「蛇の素描」 （ 『魅惑』 所収）

第 3 詩節 の 出 だ し （ 「太陽 よ 、 太 陽 よ ！ … … 輝 き わ た る 過 ち よ ！ 35） 」 ） を 、 あ る い は 「 海辺 の 墓

地J 第 6 詩節 の 「青空 よ 、 真の 空 よ 、 変 わ る 私 を 見つ め た ま え 36） 」 を 想起 さ せ る 。 ま た ruches

cruches の脚韻や、 神殿建設の音響 を 模倣す る よ う な 子音の連打－rire mes ruches ; Babylone 

bruit ; chars, clairons, chaines de cruches ; plaintes de la pierre に お け る ［R] [b] [fJ [k] [p] 

の頭韻ーー は 、 お な じ く 怒涛 の 音 韻 を 畳 み か け る 「夏」 （ 『旧 詩帖』 所収） の 冒 頭部分 を 想 い 起

さ せ る 37） 。 ま た 、 第 17 詩節の鋭い母音 ［i] [ y  J の 連続 （Les sons aigus de scie et les eris des 

α記aux） も ま さ し く 詩句 の 意味す る と こ ろ を 直 に 伝 え る か の よ う で あ る 。 そ し て 詩節 を 締 め く

く る 「構造 と 鳥」 の イ マ ー ジ
、
ユ が無機物 と 有機物 を対比 さ せつ つ 、 両者の混請 し た 叫 び に よ っ て 「生

気 あ ふ れ る 空気」 を 満 た す 。 こ う し た音響の イ マ ー ジ ュ は最初期 の草稿 に も 「 こ れ ら すべて の仕事、

ロ ー プ （cable） の 車し む 音、 ハ ン マ ー を 打つ音が聞 こ え る 」 と 記 さ れて い た が、 そ の横 に付記 さ

れた 「R. 1」 の文字 は こ う し た音韻効果 を 意図 し た も の で は な い か と 思 わ れ る 。 と く に ［R］ 音 は

第 16 詩節 の 脚韻 を 中 心 に 激 し い 「 ど よ め 〔 き ］ bruit」 ［62］ や 「 ざわ め き rumeur」 ［63］ を 表

現す る かの よ う であ る 。 [lJ 音 の 方 は そ れ ほ ど顕著で は な い が、 た と え ば 「石の 嘆 き plaintes de 

la pierre」 ［64］ な ど に そ の畳韻が聞 き 取れ る 。

他方、 第 18 詩節 で は 「神殿」 が 「見分 け の つ かぬ行為 の 沸 き 立つ 」 な か 「 波 に 乗 っ て 昇 っ て

ゆ く J [71-72］ さ ま が鼻母音 を 多用 し て 表現 さ れて お り （第 18 詩節の脚韻に加 え 、 man temple、

monter par ondes、 bouillonnement des actes indistincts な ど） 、 イ マ ー ジ ュ と 音韻の調和が感 じ

ら れ る 。 な お 、 「神殿J の 上昇 と い う イ マ ー ジ ュ は 「 オ ル フ ェ 」 （ 『旧 詩帖』 所収） 最終詩節の 「タ

聞 に 浸 る 半身あ ら わ な 神殿の飛刻」 を 想起 さ せ る お） 。

第 1 9-21 詩節 ： 民衆の ざわ め き
str. XIX [v. 73-76] 

Peuple stupide, a qui ma puissance m’enchain巴，

Helas ! mon orgueil m色me a besoin de tes bras ! 

Et que ferait mon C白ur s’ii n’aimait cette haine 

Dont l’innombrable tete 巴st si douce a mes pas ? 

愚 か し き 民 よ 、 わが権力 は私 を お ま え に繋 ぐ、

あ あ ！ わ が 自 尊心 さ え お ま え の腕 を 必要 と す る ！

そ し て 無数の頭 を か く も 快 く わが足下 に敷 く

こ の憎 し み を 愛 さ ず に 私の心は ど う し た ら よ い ？
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str. XX [v. 77-80] 

Plate, elle me murmure une musique telle 

Que le calme de l
’
onde en fait de sa fureur, 

39l 

Quand elle se rapaise
40l 

aux pieds d
’
une mortelle 

Mais qu'elle se reserve un retour de terreur. 

str. XXI [v. 81・84]

En vain j
’
entends monter contre ma face auguste 

Ce murmure de crainte et de ferocite 

A l
’
image des dieux la grande fune est injuste 

Tant elle s
’
appareille a la necessite ! 
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ひ れ伏す 、 無数の頭の さ さ や く ひ そ ひそ声は

凪い だ波の怒 り の こ も っ た音楽の よ う だ、

死すべ き 女の足下に静 ま り か え る そ の頭が

恐怖の ぶ り 返 し を 内 に秘め て い る 時。

私 は無意味 と 聞 き 捨て る 、 わ が厳か な顔 ま で

こ の恐れ と 捧猛 さ の ざわ め き が昇 っ て く る の を 。

神 々 に 倣 っ て不正 を は た ら く ま で に

偉大 な 魂 は必然 と 釣 り 合 う も の と な る ！

第 19-21 詩節 で は 、 「愚か し き 民」 ［73］ に 向 か つ て 呼びか け る セ ミ ラ ミ ス の微妙 な 心理、 つ ま

り 支配者 と 被支配者の相互依存 と い う 権力構造 を 自 覚す る 女王が民衆 に対 し て抱 く 侮蔑 と 懸念が

表明 さ れ る 。 神殿建設の 大音響が印象的であ っ た先 の 3 詩節 （ 第 16-18 詩節） か ら 聴覚の イ マ ー

ジ
、
ユ を 引 き 継 ぎ な が ら 、 こ こ で は そ れ を 民衆の不平 の ざわ め き に転 じ る 。

第 19 詩節 で は 、 ま さ し く 自 ら の 「権力 」 に よ っ て 「愚か し き 民」 に 「繋」 がれて い る こ と を

嘆 く セ ミ ラ ミ ス が、 「足下」 に従 え る 民衆への 「憎 し み」 を 打 ち 明 け 、 そ の憎悪 を 「愛す る 」 ［75]

と 言 う が、 「愛 な き 心」 ［34］ の 持 ち 主 の 子憎 し み を 愛す る 心」 と は 、 自 ら が他者 に 依存 し な け

れ ばな ら な い こ と に 耐 え ら れぬ 「 自 尊心J [74］ の 裏返 し に ほ か な る ま い。 民衆の 「無数の頭」

[76］ を 心地 よ く 足蹴に す る 姿 に そ の心が よ く 表れて い る が、 「 こ の憎 し み を 愛 さ ず に ど う し た ら

よ い ？ 」 と 自 問す る と こ ろ に は女王の心理の 陰影 も う かがわ れ る 。

第 20 詩節 で も 、 冒 頭 の 「 ひれ伏す （平べ っ た い ） 」 ［77］ と い う 形容詞 や、 民衆の押 し殺 し た
不平の声 を 「音楽」 ［77］ に喰 え る と こ ろ 一一 ［m］ 音 の畳韻 Celle me murmure une musique) 

は そ の 「凪い だ波の怒 り の こ も っ た音楽」 を模倣す る かの よ う で あ る 一一、 あ る い は ま た そ れ を

鎮め る 自 身 の 「足下J [79］ を 再度強調 す る と こ ろ に 、 セ ミ ラ ミ ス の 民衆に対す る 侮蔑感 と 自 負

心 の 強 さ が窺 え る 反面、 自 ら を 「死すべ き 女 une mortelleJ [79］ と 言 う あ た り に 民衆の反乱 を

懸念す る 女王の不安が読み取れ る 。

第 21 詩節 で は、 そ う し た 自 ら の不安 を 払拭 し よ う と す る かの よ う に 、 セ ミ ラ ミ ス は 「恐れ と

捧猛 さ 」 の入 り 混 じ っ た民衆の 「 ざわ め き 」 が 自 分の 耳 ま で届 く と し て も 「 む な し い （意味は な

い） 」 ［81］ と 切 り 捨て る 。 そ し て 自 ら の 「厳か な 顔」 ［81］ を 引 き 締め 、 「神 々 」 に も 等 し く 「必

然J 的 な も の と な っ た 自 ら の 「偉大 な魂」 を 誇 る ［83・84］ 。 最後の 2 行 は 、 「 セ ミ ラ ミ ス の ア リ ア 」

制作か ら 10 年余 り 後、 同 じ く こ の伝説的 な 女王 を 主題 と し て 、 ヴ ァ レ リ ー が作曲 家 ア ルチ ュ ー ル ・

オ ネ ゲル と 共 同 制作 し た 「3 幕お よ び 2 つ の 間 奏 曲 か ら な る 音楽劇」 『セ ミ ラ ミ ス J (1934 年パ リ

の オ ペ ラ 座初演） の最後の台詞 を 想起 さ せ る 。
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私 は 自 分が本当 に 実在 し た こ と を 後世の人 々 が疑 う ほ ど偉大 に な る こ と を 望 ん だ … 一 精

神 の創 造物 〔伝説〕 と み な さ れ る し か な い ほ ど に 強 く ま た 美 し く あ る こ と を 望 ん だ。 最高

の 栄光 と は 、 自 ら を 考 え ら れ な い も の と す る 神 々 の 栄光 で は な い か ？ ／ 「 あ り え な い 、

信 じ ら れ な い 」 と 〔 後世 の 〕 人 は セ ミ ラ ミ ス に つ い て 言 う だ ろ う … … 「信 じ ら れ な い 、

一一そ れゆ え桶 ゐ 主 ろ だ 」 と 41)

「 セ ミ ラ ミ ス の ア リ ア 」 決定稿で は 、 第 21 詩節の後、 1926 年再版で追加 さ れた 3 詩節がつづ く が、

ま ず は 1920 年初版の形 に そ っ て 、 こ の詩 を 締め く く る 最終 2 詩節 を 読む こ と に し よ う 。

最終 2 詩節 ： 結末の ク レ ッ シ エ ン ド
str. XXV [v. 97-100] 

Qu'ils sont doux a mon caour les temples qu'il enfante 私の心か ら 産 ま れ た 神 殿 は な ん と 心 に 泌み入る こ と か

Quand tire lentement du songe de mes seins, わが胸 の夢想か ら ゆ っ く り と 5 1 き 出 さ れ、
マ ッ ス

Je vois un monument de masse triomphante 勝 ち 誇 る 量塊の記念碑が、 私 の 眼差 し の な か

Joindre dans mes regards42l 1’ombre de mes desseins ! わが構想の影 と 一体 と な る の を 目 に す る 時 1

str. XXVI [v. 101-104] 

Battez, cymbales d’or, mamelles cadencees. 

Et roses palpitant sur ma pure paroi ! 

Que je m’evanouisse en mes vastes pensees, 

Sage Semiramis. enchanteresse et roi ! 

鳴 り 響 け、 金の シ ン パ jレ よ 、 リ ズ ム に乗 っ た乳房 よ 、

私の清 ら か な 壁 に打 ち 震 え る 蓄積 た ち よ ！

わが広大な思念の う ち に わ れ と わが身 の 消 え去 ら ん こ と を 、

賢者セ ミ ラ ミ ス 、 魅惑的 な 女 に し て王 ！

最後の 2 詩節 は と も に 感嘆文で締め く く ら れる が、 結 末 に 向 か つ て 増 え て ゆ く そ の 感嘆符 は、

先 に 見 た 散文草稿 に お け る 「 ク レ ッ シ エ ン ド」 と い う 言葉 を 思 い起 こ さ せ る 。 最終詩節は ま さ に

「 自 尊心、 高揚、 自 己超越 〔 の気分〕 の 高 ま り 」 を 表現す る 「声の絶頂J に お い て 叫ばれ る 。

第 25 詩節 （初版で は 第 22 詩節） は 、 こ の結末の フ ォ ル テ イ ツ シ モ を 際立 た せ る た め に 、 ま た 、

切望 し た 「神殿」 を よ う や く 眼前 に す る セ ミ ラ ミ ス の 感動 を伝 え る よ う に 、 「優 し 〔 く 〕 douxJ [97］ 、

「 ゆ っ く り と lentement」 ［98］ と 読み始め る べ き だ ろ う 。 「産 む」 ［97］ と い う 動詞 は 、 創造行為

を 受胎 に な ぞ ら え 必） 、 セ ミ ラ ミ ス の 「心」 か ら 生 ま れた 「神殿」 が孤高 を 貫 く 女王の 唯一 の 「子」

で あ る こ と を 示 し つ つ 、 「勝ち 誇 っ た 」 脚韻 （enfante - triomphante） を 響かせ る 。

第 26 詩節 （初版で は第 23 詩節） は 、 眺望の き く 高み か ら セ ミ ラ ミ ス が 「神殿」 を 見や る と い

う パ ノ ラ マ 的構図 か ら 、 セ ミ ラ ミ ス 自 身へ と 一挙 に ズ ー ム ア ッ プ し 、 ま す ま す速度 を 高 め て ゆ く

官能 的 な 乱舞 で締 め く く ら れ る 。 「 リ ズ ム に乗 っ た 乳房 4
4
） 」 を 「 金の シ ン バル」 さ な が ら 打 ち 鳴

ら し 、 そ の 「清 ら か な 壁」 に 「蓄蕨」 の乳首 を打 ち 震 え さ せ る 「魅惑的 な 女」 セ ミ ラ ミ ス O が、

あ ら わ な 上半 身 を 激 し く 揺 ら し つ つ 、 こ の 「 賢者」 が望 む の は み ずか ら の 官能 的 な 肉体の消失あ

る い は昇華 に ほ か な ら な い一一 「 わが広大 な 思念の う ち に わ れ と わが身 の 消 え去 ら ん こ と を ！ 」 。
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17 世紀 フ ラ ン ス の宮廷説教師ル イ ・ ブル ダ ル ー か ら の借用 と 言わ れ る 一句 だが、 ヴ ァ レ リ ー は 「野

心」 を 諌め る ブル ダ ル ー の 説教 を い わ ば逆手 に と っ て 、 みずか ら 「倣慢」 を 誇 る セ ミ ラ ミ ス の

口 か ら こ の 言葉 を 言 わ し め て い る 45） 。 自 ら の 思念の な か に 消 え 去 る と い う イ マ ー ジ ュ はす で に

最初期 の 草稿 に 見 え (Je m’evanouis dans mes pensees） 、 そ れ に つ づい て 「 こ の 帝 国 の魂」 と

追記 さ れて い た。 肉体 は思念の な か に 消 え て 「帝国 の魂」 と な る の謂 い だ ろ う か。 ま た 、 「 わ れ

と わ が 身 の 消 え 去 ら ん」 （Que jθ m’evanoぱsse ） と い う 叫 びの う ち に 「 賢者セ ミ ラ ミ ス 」 （S司ge

Semiramis） の ア ナ グ ラ ム 的 な こ だ ま を 聞 き 取 る こ と も で き る か も し れ な い 46） 。 他方、 「私の清

ら か な壁」 ［102］ は精神 的 に純潔 な セ ミ ラ ミ ス の胸 の 暗聡 だが、 肉 体 を 建物 に 聡 え る こ の 表現 は 、

女王の 身体が 「神殿」 と 化す と い う イ マ ー ジ
、
ユ を 生 み 出 す だ ろ う 。 わ れ と わが身 を 消 し去っ た セ

ミ ラ ミ ス が後に残すの は 、 自 ら を 伝説化す る 「神殿」 と 、 そ れ を 生 ん だ 「広大な 思念」 だ けであ る 。

1 926 年の追加詩節 ： 愛欲場面の挿入

は じ め に述べた よ う に 、 こ の詩 は 当初 全 23 詩節 で あ り 、 『旧詩帖』 再版以降、 新 た に 3 詩節 を

加 え て 全 26 詩節の構成 と な っ た が、 『 旧 詩 帖』 初 版 に お い て 、 「 セ ミ ラ ミ ス 」 に 「未完の詩」 と

い う 付記が添 え ら れた の は 、 ま さ し く こ の 3 詩節 を 欠 く た め で あ る と 思 わ れ る 。 第 21 詩節 と 最

終 2 詩節の あ い だ に挿入 さ れ た 追加詩節 は 次の よ う な も の であ る 。

第 22・24 詩節
str. XXII [v. 85-88] 

Des douceurs d巴 l’amour quoique parfois touchee. 

Pourtant nulle tendresse et nuls renoncements47l 

Ne me laissent captive et victime couchee 

Dans les puissants liens du sommeil d巴s amants I 

str. XXIII [v. 89-92) 

Baisers, baves d’amour, basses beatitudes, 

0 mouvements marins des amants confondus, 

Mon creur m’a conseille de t巴lies solitudes, 

Et j’ai place si haut mes jardins suspendus 

str. XXIV [v. 93-96) 

愛の甘 さ に 時 と し て触れ ら れ る こ と があ っ て も 、

ど ん な優 し さ に 、 ま た どん な 諦め に よ っ て も

私 は 、 愛 人 ど も の 眠 り の 強 い紳の な か に

横た わ っ た生費の虜の ま ま で は い な い ！

く ち づけ、 愛欲の よ だれ、 低俗な し あ わせ、

お お 、 も つ れあ っ た 愛 人 ど も の波の動 き 、

私の心が私 に こ れほ ど孤独 を 説 き 勧 め 、

わが空 中 庭園 を か く も 高み に 設 け た か ら に は

Que mes supremes fleurs n’attendent que la foudre わが最上の花 々 は た だ雷 だ け を 待 ち のぞみ、

Et qu’en depit des pleurs des amants48l les plus beaux, 最 も 美 し い愛 人 た ち の 涙 に も 動か さ れず、

A mes roses. la main qui touche tombe en poudre · 私の蓄蔽に触れ る 手は粉々 に砕かれ、

Mes plus doux souvenirs batissent des tombeaux ! 最 も 甘 い 思 い 出 が墓 と い う 墓 を 築 く ！
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第 22 詩節の 冒頭詩句 「愛の甘 さ に 時 と し て触 れ る こ と があ っ て も 」 は 、 詩の転調 を 告 げる べ く 、

ひ と き わ優 し く 甘い声で歌 わ れ る 一句 だ ろ う 。 「神J に も 比肩 す る 「偉大 な魂J [83］ か ら ひ と り

の 女人へ と セ ミ ラ ミ ス は 身 を 落 と す。 が、 愛 に 「 囚 わ れJ 、 「横た わ っ た 生賢」 ［87］ の ま ま で あ

る こ と 、 「愛人た ち 」 ［88］ の相対性の な か に と ど ま る こ と は 、 こ の絶対者の衿持が許 さ な い 。

第 23 詩 節 は 「 愛 」 の 行 為 を 侮 蔑 的 な 調 子 で 喚 起 す る 。 Raisers, haves d’amour, basses 

beatitudes に お け る ［b］ 音の頭韻 に は 、 「 く ち づけ」 の 名残 を 、 「愛の よ だれ」 を 、 「低俗な し あ

わせ」 を 吐 き 捨て る よ う な 侮蔑感が強 く 感 じ ら れる 。 次行の ［m］ 音の畳韻 と 鼻母音の 半諾音 （0

mouvements marins des amants confondus ） に は そ う し た侮蔑感 は さ ほ ど感 じ ら れず、 む し ろ

絡み合 っ た 身 を 波の よ う に揺 ら す仕草が喚起 さ れ る が、 いずれにせ よ こ の相対的 な 至福の世界へ

の侮蔑 こ そが、 絶対の高みへ昇 ろ う と す る 原動力 と な る も の だ ろ う 。 詩節末尾 に 置かれた 「空中

庭 園 」 の 語 は 、 ま さ し く そ れ に ふ さ わ し く 、 そ の 後 に 句 読点 を付 さ ず、 詩節 間 の 空 白 に 架か っ た

ま ま 宙づ り に （suspendus） さ れて い る （si - que の構文 に よ る 詩節跨 ぎ） 。

第 24 詩節。 「空中庭園」 に 咲 き 誇 る 「私の最上の花 々 」 は た だ 「雷」 に打 た れ る こ と の み を待

望 す る 。 愛人た ち の 「涙J に も 動か さ れず、 「私の蓄被」 に 「触れ る 手」 を 切 り 落 と し 、 幾夜の 「最

も 甘い 思 い 出 」 に よ っ て 次 々 に 「墓」 を 打 ち 建て る 。

こ の あ た り の心理の動 き 、 「愛」 の 「低俗な し あ わせ」 に 身 を 落 と す 「女人」 か ら 、 愛 人 と の

相対関 係 に 我慢 な ら ず、 そ れ を 侮蔑 し て 、 絶対的 な 「孤独」 の 高 み に 昇 ろ う と す る 心理の動 き は 、

先述 し た 1934 年 の音楽劇 『セ ミ ラ ミ ス j に も 表現 さ れて い る 。 第 1 幕 「戦車」 に お い て 、 敵 国

の王た ち の頭 を 踏み つ け て登場す る こ の女王は、 第 2 幕 「ベ ッ ド」 に お い て、 捕虜 の 男 の美貌に

目 を と め 、 そ れ と 交わ る 。 が、 第 3 幕 「塔」 で は 、 情事の後、 鼻 を 高 く し た男 を 殺 し 、 「塔」 を 昇 っ

て 夜 の 星 空 に対峠す る 。 「 ベ ッ ド 」 か ら 「塔J へ、 濡れ場か ら 夜空へ、 下 降す る 快楽 か ら 上昇 す

る 持持へ、 セ ミ ラ ミ ス の心理は一変す る 。

1926 年 に 追加 さ れた 3 詩節 は 、 こ う し た 「女」 と 「王j の あ い だ を 激 し く 揺 れ る セ ミ ラ ミ ス

の心理 を 描 き こ む た め に挿入 さ れた も の に ち がい な い。 そ れに よ っ て 、 詩の終盤 に お け る 「神殿」

建設か ら 完成へ と い た る 流れ に 大 き な転機が導入 さ れ、 最後の官能 的 な 乱舞 は よ り 含み あ る も の

と な っ た 。 「 リ ズ ム に 乗 っ た乳房」 と そ の 「打 ち 震 え る 蓄被」 も あ ら わ な セ ミ ラ ミ ス の 乱舞 は 、

官能 を そ そ る 挑発的 な 身振 り と い う よ り は 、 官能の よ ろ こ びの 記憶が残 る 自 ら の 身体 を 激 し く 打

ち つ け 、 そ こ か ら 飛 び
、
立 っ て ゆ く た め の儀式の よ う であ る 。

詩全体 ： 文法上の性の揺 ら ぎ

こ れ ま で に 見た よ う に 、 女王セ ミ ラ ミ ス は ま さ し く 女 と 王の あ い だ を 揺 れ動 く 存在 で あ る が、

両極の あ い だ の揺 ら ぎ あ る い は 葛 藤 は 、 そ れ を 表現す る 語葉 の文法上の性 （genre） に ま で 反 映

し て い る と 思 わ れ る 。 以下、 文法上の性の揺 ら ぎ と い う 観点か ら 、 詩全体 を た ど り な お し て み た い 。
第 1 詩節 で は 、 セ ミ ラ ミ ス は 「私」 と は言 わ ず に 「私の額 mon front」 ［l］ と 言 う 。 そ し て こ

の 男 性名 詞 を代名詞 il で受け、 そ れ を 主語 に 立て る と こ ろ に 、 男性化す る セ ミ ラ ミ ス の 精神 が読

み取れ る 。
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第 2-6 詩節 に お け る 「曙」 の台詞 は 、 先述 の よ う に 、 セ ミ ラ ミ ス を 直接名指す こ と は な く 「偉

大 な 魂 grande ameJ [6］ に 呼 びか け る 。 「魂」 は女性名詞 だが「偉大 な 」 と い う 形容 を 伴 う う え 、 「曙」

の 呼 びか け に は セ ミ ラ ミ ス が女性であ る こ と を 明示す る 文法上 の 印 は な い。 眠 り か ら 覚 め る セ ミ

ラ ミ ス を 聡 え る 「 泳 ぎ手 nageur」 [14］ の比聡 も 男性形 （ あ る い は 中性形） で あ る 。

第 7-11 詩節 に お い て 、 セ ミ ラ ミ ス は初 め て 「私」 と 言い 、 「 セ ミ ラ ミ ス 」 と 名乗 る （ と い う よ

り む し ろ わ れ と わが身 に 呼 びか け る ） が、 こ こ で も セ ミ ラ ミ ス は 自 ら を 男 性化す る 。 第 7 詩節、 「私

の 心臓 mon C白ur」 は 「力 の渡 る 大鷲」 に 聡 え ら れ、 し か も そ れが代名 詞 の il [28］ で受け ら れ る 。

第 8 詩節 の 「歩み の一 群 une foule de pas」 を 受け る 男性複数形 ils [31］ も 、 女王 を取 り 巻 く 男

性 的 な 雰 囲気 を 強 め る だ ろ う 。 も っ と も 、 第 9 詩節 の 「女主人 （女王） maitresse」 ［33］ と い う

語 は セ ミ ラ ミ ス が女性で あ る こ と を 明示す る が、 「螺旋 の 」 と い う 補語 を 伴 っ て む し ろ 「支配す

る 者」 と い う 意味合 い が前景化す る と 思 わ れ る 。 そ れ に 続 く 「倣然 た る 目 」 ゃ 「硬い王妨」 と い っ

た 表現 も 支配者 と し て の側 面 を 強調す る だ ろ う 。

が、 詩 の 中 盤 に 差 し かか る と 、 こ の 雄 々 し い女王 も 自 ら の 「魅惑の秘密」 ［45］ と と も に そ の

「脆 さ 」 ［47］ を 見せ は じ め る 。 第 12-15 詩節は男性化 し た セ ミ ラ ミ ス が女性的 な 一面 を あ ら わ に

す る 第一 の転機であ り 、 「大地 と 天の双方に呼び求め ら れて 」 ［48］ と い う 表現が こ の両極に 引 き

裂 か れ る 女王 の あ り ょ う を 端 的 に 示す。 第 14 詩節 で は 「 魂 l'ame」 の 「偉大 さ 」 を 誇 り な が ら

も そ れ を 代名 詞 elle [54］ で 受 け 、 第 15 詩節 で は さ ら に 「胸 poitrine」 ［58］ の イ マ ー ジ ュ が二
つ の 女性形 （「不安 な anxieuseJ と 「焼 き 尽 く さ れた consumeeJ） に 導 かれて 現れ、 「大地」 の

引力 に 引 き 寄せ ら れ る セ ミ ラ ミ ス の女性性 を 強調す る と 思 わ れ る 。

第 16-18 詩節で は 、 「太陽 よ 、 太陽 よ J と 声高 に 叫 びつ つ 、 セ ミ ラ ミ ス は再 び 「天」 を 目 指 し 、

自 ら を 立 て 直そ う と す る かの よ う で あ る 。 先 に見た よ う に 、 第 16 詩節以降、 「神殿」 建設の様子

が大音響 と と も に 喚起 さ れ る が、 「 ひ と り で、 に 天 に昇 っ て ゆ く 」 「私の神殿」 は代名詞 il [71］ で

受け ら れて い る 。

第 19-21 詩節 で は 、 神殿建設の ど よ め き を 民衆の ざわ め き に転 じ つ つ 、 「 J愚 か し き 民」 の 「無

数の頭」 を 代名 詞 elle で 受 け 、 そ れ を 三度繰 り 返す ［77, 79, 80］ こ と に よ っ て 、 い わ ば民衆を

ひ と ま と め に女性化す る 一 方、 民衆 に対す る 「 ’｜曽 し み を 愛す る 」 セ ミ ラ ミ ス の 「心」 は代名 詞 il

[75］ で受け ら れ、 転倒 し た 男 女の対比 を 際立 た せ る 。 と は い え 、 第 22 詩節 の 「死すべ き 女 une

mortelle」 ［79］ と い う 表現 は 、 民 衆 を 鎮圧 し な が ら も 、 そ の 反乱 を 懸念す る 女王の 口 か ら 思 わ

ず漏れた 弱み を 表現す る かの よ う で あ り 、 第 21 詩節 で も 持持 を 保 と う と す る 「偉大 な魂」 が代

名 詞 elle で受け ら れ、 女王 は 心 な ら ず も 女の性 を垣間見せ て い る 。

1926 年 に 追加 さ れた 第 22-24 詩節 は 、 ま さ し く こ の 「死すべ き 女」 の性 を 強調す る た め に挿入

さ れた も の と 思 わ れ る が、 と り わ け 第 22 詩節 に お い て 、 セ ミ ラ ミ ス を 形容す る 語 に 女性形の語

尾が顕著 に 現れて い る 49） 。 脚 韻 に 配置 さ れた touch伐 と couchee [85-87］ 、 さ ら に 半句 末 に 置 か

れ た captive [87］ の 女性形語尾 は 、 た と え こ の女王の プ ラ イ ドが愛 の 「虜」 ［87］ の ま ま であ る

こ と を 許 さ な い と し て も 、 「愛の甘 さ J に 「触れ ら れた 」 セ ミ ラ ミ ス が 「女」 に な っ た こ と を 示

す明 ら か な 印 で あ る 。 第 24 詩節 の 「私の最上の花 々 」 ［93］ や 「私の蓄積J [95］ と い っ た イ マ ー
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ジ
、
ユ も 、 セ ミ ラ ミ ス の女性性 を 強調す る だ ろ う 。

最終 2 詩節で は 、 こ の花 の イ マ ー ジ
、
ユ を 引 き 継 ぎ な が ら 、 セ ミ ラ ミ ス の 「胸」 に 焦点が絞 ら れ

る 。 第 25 詩節 の 「私の胸」 ［25］ は神殿の 「夢想」 を 宿す 「心」 と ほ ぼ同 義 だが、 こ れ は第 26

詩節 の 「 リ ズ ム に乗 っ た 乳房」 ［101］ を 導 く た め の伏線だ ろ う 。 「蓄積」 の 乳首 を あ ら わ に乱舞

す る 女 は 、 し か し な が ら 「 わ が広 大 な 思念の う ち に わ れ と わが身 の 消 え去 ら ん こ と を 」 と 叫びつ

つ 、 自 ら の 肉体 と そ の 女性性か ら 身 を 解 き 放 と う と す る 。 そ し て 最終行で は ま さ し く そ う し た精

神の動 き が文法上の性の変化に よ っ て象徴的 に示 さ れ る 。 「 賢者 sage」 （男女同形） セ ミ ラ ミ ス は 、

「魅惑 的 な 女 enchanteresseJ （女性形） か ら 「王 roiJ （男性形） へ、 女 か ら 男 へ、 と い う よ り も

性別 を 越 え た 高 みへ昇 り つ め て 消 え さ ろ う と す る の で あ る 。

な お、 4 行詩 を 26 詩節連 ね る こ の 詩 に お い て、 各 詩節 は い ず れ も 交差韻 か ら な り 、 女性韻で

は じ ま り 男性韻で締め く く ら れ る （FMFM） 。 こ の脚韻構成 も 、 以上 に 述べ た セ ミ ラ ミ ス の精神

の軌跡 と 調和 す る も の で あ り 、 「女」 か ら 「王」 への変貌 を 暗 に 示 し て い る と み な す こ と も で き

ょ う 。

「螺旋 〔の塔〕 を 支配す る 女王」 ［33］ で あ り な が ら 「死すべ き 女」 ［79］ で も あ る セ ミ ラ ミ ス は 、

「大鷲」 の ご と き 「心臓」 と 「偉大 な 魂J に よ っ て 天 を 駆け な が ら 、 そ の 「 肉体」 と く に 「乳房」

に よ っ て 「大地」 に 結 びつ け ら れて い る 。 が、 「大地 と 天の双方 に 呼 び求 め ら れて J、 ひ と た び 「大

地j に 身 を 落 と し た と し て も 、 ふ た た び 「天」 を 目 指す運動 こ そが 「 セ ミ ラ ミ ス 」 一一草稿の 言

葉 を 借 り れば （詩人 自 身 の ） 「 あ る 日 の魂」 一ーの姿 に ほ か な ら な い 。

2 後年の作の特徴

は じ め に述べた よ う に 「 セ ミ ラ ミ ス の ア リ ア 」 は 『若 き パ ル ク J 以後に書かれた比較的新 し い

詩であ る が、 以下、 そ の特徴 を 示す と 思 わ れ る 点 を 挙げて み よ う 。

2・1 主題 ： 雄 々 し い女 ・ 目 覚め ・ 朝

『旧詩帖』 所収詩篇 に は 女性 を う た っ た 詩が多 く あ る 一一 「紡 ぐ女」 「 エ レ ー ヌ 」 「 ヴ ィ ー ナ ス

の誕生」 「夢幻境」 「水浴」 「 眠れ る 森で」 「 む な し い踊 り 子 た ち 」 「挿話」 「 な がめ 」 「夏」 「 ア ン ヌ 」

ーーが、 そ れ ら の 女性 と 比べ る と 「 セ ミ ラ ミ ス 」 の特異性が際立つ 。 ま ず、 『旧 詩帖J に お け る

女性の 多 く がい か に も 女性的 な 優美 さ を た た え て い る の に 対 し 、 「 セ ミ ラ ミ ス 」 は 雄 々 し い女傑

であ る 。 も っ と も 、 ヴ ァ レ リ ー の若書 き の詩の な か に は 、 強 い 女 を う た っ た例 （「暴行 50） 」 な ど）

がな い わ け で は な い が稀 で あ り 、 権力 者 を う た っ た 「皇帝の行進 51) j で は 、 「 カ エ サ ル 」 と 同 じ

く 、 い か に も 雄 々 し い男 性の英雄 が描かれて い る 。 ま た 、 『 旧 詩 帖』 の 女性 た ち が し ば し ば眠 っ

て い る 、 あ る い は そ う で な く と も 夢 の 雰 囲気 に 浸 さ れて い る の に対 し 、 「 セ ミ ラ ミ ス 」 は 目 覚 め

て お り 、 し か も 目 覚 めへの意志 を 声高 に う た っ て い る （第 2-6 詩節 に お い て 「曙」 がセ ミ ラ ミ ス

に語 り か け る 台詞 は 、 曙光に対峠す る 女王がわれ と わが 身 に 言 い 聞 かせ る 言葉 に ほ か な ら な い） 。
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そ れに 関連 し て 、 「 セ ミ ラ ミ ス の ア リ ア 」 が 「夜明 け」 か ら 始 ま る こ と も 、 「夜」 と 「夕暮れ」 を

う た う こ と の多 い初期詩篇 か ら こ の 詩 を 分かつ特徴 と み な す こ と がで き る 。 「エ レ ー ヌ J や 「 ヴ ィ ー

ナ ス の誕生」 も 夜明 け あ る い は朝 を 舞台 と し て い る が、 光 の 強度お よ び 目 覚 めへの意志 に お い て

「 セ ミ ラ ミ ス 」 は む し ろ 『魅惑J の 「曙」 に 近 い。

2・2 形式 ： 女性の一人称 ・ 詩句の韻律

『 旧 詩帖』 お よ びヴ ァ レ リ ー の初期詩篇 に 現 れ る 女性た ち と 「 セ ミ ラ ミ ス 」 の 違 い と し て 、 前

者がほ と ん どの場合、 3 人称で描かれ て い る の に 対 し 、 後者で は l 人称の女性が語 る と い う 点 も

注 目 さ れ る 。 『旧 詩帖』 所収詩篇 の な か で 「 セ ミ ラ ミ ス 」 以外 に 女性が語 る の は 「 エ レ ー ヌ J だ

け であ る が、 そ の 独 白 は よ く 知 ら れて い る よ う に 『若 き パ ル ク J の母体 と な っ た も の で あ る 。 初

期 詩篇 の な か で も 「 ヴ ェ ネ チ ア 女 の遺言 52） 」 が女性 の I 人称語 り と な っ て い る が、 管見の 及 ぶ

か ぎ り 、 こ れが唯一 の 例 で あ る 。 他方、 『魅惑J で は 「E女」 や 「蜜蜂」 が、 ま た 1917-18 年 に

書 か れ た 詩 「 若 い 娘 53） 」 な どが女性 1 人称で書か れ て い る 。 そ の 独 自 の 調子 に お い て 「 セ ミ ラ

ミ ス 」 に 近 い の は 『若 き バ ル ク 』 と 「亙女」 で あ ろ う 。

「 セ ミ ラ ミ ス の ア リ ア 」 が 『若 き パ ル ク J 以後 に書かれた 後年の作で あ る こ と を よ り 明確 に 示

す の は 、 そ の 詩句 の 韻律であ る 。 ア レ ク サ ン ド ラ ン を 104 行連ね る こ の 詩 に お い て 、 ま ず注 目 す

べ き 韻律上の特徴 は 、 中央の句切 り を 揺 る がせ る よ う な 非古典的詩句 を ま っ た く 含 ま な い と い う

点 で あ る 。 確か に 、 各詩節の読解 に 際 し て述べ た よ う に 、 特 に話者が交替す る 場面 （第 2 詩節 冒

頭お よ び第 7-8 詩節） に お い て リ ズ ム の 変化が生 じ て お り 、 句跨 ぎお よ び送 り 語の使用 が 目 立つ

が、 第 6 音節 目 に 強勢可能 な 語 を 配す る と い う 古典的詩法の要諦は例外な く 遵守 さ れて い る 。 『旧

詩帖J 所収詩篇 中 、 ア レ ク サ ン ド ラ ン で書かれた 詩篇 は 18 篇 あ り 、 そ の う ち 中 央 の 句切 り を 揺

る がせ る 詩句 を ま っ た く 含 ま な い の は 「水浴J 「異容 な 火J 「 カ エ サ ル 」 「 セ ミ ラ ミ ス 」 の 4 篇 だ

け で あ る 。 そ れ以外の 詩篇 は象徴派風の リ ズ ム の揺 ら ぎ を 有す る 詩句 を 少な く と も 一 つ は含み、

『旧 詩帖J 所収以前の初稿 に お い て は し ば し ばそ の 割合が さ ら に 高 く な る 。 他方、 『魅惑J に お け

る ア レ ク サ ン ド ラ ン の 詩 （ 「 眠 る 女」 「室内」 「漕 ぐ人」） に お い て は 、 「 セ ミ ラ ミ ス の ア リ ア 」 に

お け る の と 同様、 匂跨 ぎや送 り 語 を 含 む こ と は あ っ て も 古典的 な 句切 り を 揺 る がせ る こ と は決 し

て な い。 ア レ ク サ ン ド ラ ン を 512 行連ね る 『若 き パ ル ク J に つ い て も ほ ぼ同 様 の こ と が言 え る 。

要す る に 、 詩句 の 韻律 と い う 点で 、 「 セ ミ ラ ミ ス の ア リ ア 」 は 『旧詩帖J 詩篇群の多 く と 区別 さ れ、

『若 き パ ル ク J お よ び 『魅惑』 の 詩篇 と の親近性 を 示 し て い る の で あ る 。

2・3 新 し い詩篇群 と の関連

こ の 詩 と 新 し い 詩篇群 と の 関連性は さ ら に 詩 の生成過程 に ま で及ぶ。 フ ロ ラ ン ス ・ ド ・ リ ュ シ ー

が明 ら か に し た よ う に 、 「 セ ミ ラ ミ ス の ア リ ア J 草稿中 に は 、 『若 き パ ル ク 』 の ほ か、 「E女」、 「 ナ

ル シ ス 断章」、 「足音」 と い っ た 『魅惑』 所収詩篇 、 さ ら に は生前未発表の 「霊的 な 蜜蜂 54） 」 ゃ 『 カ

イ エ』 に 記 さ れ た 散文詩 「主た る 観念の歌 55） 」 な ど と の 関 連 も 見 出 さ れ る 。

ま た 、 こ の 詩 を 「半散文詩」 のかた ち に邦訳 し た 中 井久夫 は 『若 き パ ル ク 』 第 9 断章 冒 頭一一 「 〈大
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や し ろ た ぐ い

空 に 目 を 据 ゑ 、 わが社 を 描 き 出 さ う ！ ／類な い祭壇 を わが上 に あ ら し め や う ！ ） 」 （ 第 209-210 行）

と は じ ま る く だ り 一ー を 「 セ ミ ラ ミ ス 」 の 「本歌」 と み な し 、 「 身体のエ ロ ス 的 な 絡み」 （第 8 断

章末尾） か ら バ ル ク が 「 緊急避難的 に 眼 を 挙げて」 天上 に 描 く こ の 「幻の社殿」 が 「 セ ミ ラ ミ ス

の 頭脳 の 中 の 空 中 庭 園 に 対応す る 」 と 指摘 し て い る 。 ま た 、 1892 年 の 「青年期危機」 と 関 連 の

あ る 「狂気 の 詩J と し て 「 セ ミ ラ ミ ス j と 「亙女J （ 『魅惑』 所収） を 対 を な す二篇 と 捉 え 、 「錯

乱 的 な 狂気 を 嫌悪」 す る 「E女」 よ り も 「理性的狂気 を 肯定J す る 「 セ ミ ラ ミ ス 」 の ほ う が 「 よ

り 深い狂気」 で あ る と 述べて い る 56） 。

3 『若 き パル ク 』 と の関連

「 セ ミ ラ ミ ス の ア リ ア 」 と 『若 き パ ル ク 』 の 関 連 に つ い て は 、 こ れ ま で も し ば し ば指摘 さ れて

き たが 57） 、 こ こ で は特に、 生成過程の特徴お よ び詩的技法 と い う 観点 か ら 、 両詩篇 の共通性 を 探っ

て み た い。

3・1 生成過程 に お け る 詩節の移動

「 セ ミ ラ ミ ス の ア リ ア 」 と 『若 き パ ル ク 』 の類似点 と し て 、 制作過程 に お け る 各詩節 の 激 し い

移動が注 目 さ れ る 。 リ ュ シ ー は 1918 年 5 月 か ら 1920 年 7 月 （雑誌初 出） ま での約 2 年 間 に お け

る 詩の 生成過程 を 8 段階 （状態） に 分 け て い る が 58） 、 そ れ に よ れ ば、 こ の 詩 は 当初、 最終稿 か

ら は 削 除 さ れ る 冒頭詩節 に つ づ い て 、 第 9-10-11 詩節 と 第 13-14-15 詩節が ま ず書かれ （ 第 1-2 状

態、） 、 次 い で最終的 に 詩 を 締め く く る こ と に な る 第 26 詩節 （第 3 状態） が、 さ ら に他の詩節群が

徐 々 に 形成 さ れた 。 そ の 後、 第 l 詩節が生 ま れて 冒 頭 に 置か れ る が、 直後 に は 第 7・8 詩節がつづ

い て お り （ 第 5 状態） 、 第 2-6 詩節 （「曙」 の 台詞 ） が付 け加 え ら れ る の は 1920 年初頭 （ 第 7 状

態） の こ と で あ る 。 官頭が整 っ て も ま だ終盤が揺 れて お り 、 第 26 詩節 は長 ら く 中 盤 に 置かれた

ま ま 、 詩節の順序 （特 に 第 11 詩節 と 第 13 詩節） と 最後 の 締 め く く り 方が な か な か決 ま ら な い 。

な お 、 1926 年 の 版で増補 さ れ る 3 詩節 の う ち 、 第 23 詩節 （ 「 く ち づけ、 愛 の よ だれ … … 」 ） は す

で に 1919 年初頭 （第 4 状態） か ら 見 え て い る が、 最終的 に 削 除 さ れ る 別 の詩節 と 結 びつ い て お り 、

1920 年 の 段 階 で は切 り 捨て ら れた 。 「 セ ミ ラ ミ ス の ア リ ア 」 の生成過程 に お け る こ う し た 詩節 の

移動 は 、 総行数が 5 倍近 く に及ぶ う え 詩節 の単位 も 一定 し な い 『若 き バル ク 』 の生成過程の 目 ま

ぐ る し さ ほ どで は な い に せ よ 、 そ れ に 通 じ る 特徴 を も っ て い る と 言 え る 。

3・2 「転調J の技法

『若 き パ ル ク 』 に つ い て 、 ヴ ァ レ リ ー は 4 年以上 に わ た る こ の労作が、 「音楽で 〈転調〉 と 呼ば

れ て い る も の に 類 し た こ と で、 どの よ う な こ と が詩 で試み ら れ る か と い う 、 ま さ し く 際限 の な

い探求 で あ っ た 日） 」 と 述懐 し て い る 。 ま た 、 そ の 「 真 の 主題」 は 「 一夜 と い う 持続の 聞 の あ る

意識の 変化J 、 言 い換 え れ ば 「 あ る 生の転調 J で あ る と 語 っ て い る 6
0
） 。 『若 き パ ル ク 』 の 詩 人 は 、
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眠 り と 目 覚め 、 闇 と 光、 涙 と 笑い 、 生 と 死、 意識 と 官能性、 思 い 出 と 未来の幻想、 な ど、 さ ま ざ ま

な 意識の 「相」 の あ い だ を 揺れ動 く 「生の転調」 を 、 調性音楽 に お け る 「転調」 を モ デル と し て

表現 し よ う と し た わ け だが、 そ う し た意識お よ び生の変転が生 じ る 源 に は 、 パ ル ク の存在の二重

性 （ あ る い は多重性） があ る だ ろ う 。 そ の 意味で は 、 「大地 と 天 の 双 方 の 呼 び声 の あ い だ」 に 身

を 置 く 「 セ ミ ラ ミ ス 」 も 、 根本的 に 二重性 を 内 に抱 え た 中 間 的存在で あ り 、 パ ル ク と 同様、 「生

の転調」 を 宿命づけ ら れて い る 。

3・3 上昇 と 下降

「大地 と 天J の両極 に 引 き 寄せ ら れ、 「女」 と 「王」 の あ い だ を 揺 れ動 く セ ミ ラ ミ ス と い う 存在

の 「転調J を端的 に 示す の は 、 く 上昇 ＞ と く 下降＞ と い う 相反す る 二つ の 運動であ る 。

＜ 上昇 ＞ す る の は 、 「偉大な 魂」 [I I, XIV, XXI] 61 ） あ る い は 「大鷲」 に 聡 え ら れ る 「私の心臓」 ［VII,

X IV, XIX, XXIII. XXV］ であ る 。 「魂」 に は 定冠詞が付せ ら れ る 一 方、 「心 （臓） J は所有形容調

を 伴 う が、 両者 と も こ の詩 に 頻 出 す る キ ー ワ ー ドであ り 、 いずれ も セ ミ ラ ミ ス の精神的 な 上昇志

向 と 結 びつ い て い る 。 ま た 「昇 る monter」 と い う 動詞 も 頻 出 す る う え ［ IX. XV, XVIII, XXI] 、

「 身 を 再 び起 こ す se redresser」 [ I] 、 「再び昇 る remonterJ [IV］ 、 「太陽 に 向 か つ て飛ぶ vole au

devant du soleil」 ［VII] 、 「高み altitudeJ [VIII］ と い っ た 一連の表現 に よ っ て セ ミ ラ ミ ス の上昇

運動が示 さ れ る 。 そ の 目 指す と こ ろ は 「塔 （螺旋） J [VIII, IX］ で あ り 、 「神殿」 ［XVII. XVIII. 

XXV］ で あ り 、 「空中庭園」 ［XXIII］ で あ る 。

他方、 ＜ 下 降 ＞ す る 動 き は 、 ま ず冒頭部分 に お い て 「 眠 り 」 の主題 と し て そ れ と な く 告げ ら れ

る 。 「真の 眼差 し に 立 ち 返れ （remonte) J [ IV］ と い う 表現 は 上昇志 向 を 示す と 同 時 に セ ミ ラ ミ

ス の 「 眠 っ て い る 眼」 [ I] がい ま だ真の 高 み に 達 し て い な い こ と を も 表す だ ろ う 。 そ の 後、 「深

淵 abime」 ［X］ や 「胸」 の 「底知れぬ閣 の 淵 gouffre d’ombre」 ［XV］ と い っ た 表現 に よ っ て 「大

地 の 呼 び声」 が喚起 さ れ る が、 そ の 重力場が最 も 強 く 感 じ ら れ る の は 「 ベ ッ ド の う え J [VJ で

あ る 。 ベ ッ ド は 「眠 り 」 ［VII] の場で あ る と と も に 「愛欲の よ だれ」 ［XXIII］ に 濡れ る 場で も あ り 、

1926 年 に 追加 さ れた 3 詩節 に よ っ て 、 ＜ 上 昇 ＞ か ら く 下 降 ＞ に転 じ る 「転調」 がい っ そ う 際立

つ か た ち と な っ た こ と は先述 し た と お り で あ る 。 「愛の甘 さ 」 に 触 れ ら れた セ ミ ラ ミ ス は 「愛人

た ち の 眠 り 」 の な か に 「横た わ る （couchee） 生費」 ［XXII] と な り 、 「低俗な （basses） し あ わせ」

[XXIII］ に 溺 れ る 。 が、 セ ミ ラ ミ ス と は ま さ し く こ の 下 降 に 抗お う と す る 存在 で あ り 、 愛 欲 に

よ る ＜ 下降＞ と い う 一 時 的 な 「転調」 の 後、 再 ぴく 上 昇 ＞ に 向かお う と す る 。

＜ 上昇 ＞ と ＜ 下 降 ＞ のせめ ぎ あ い は 、 す で に 冒頭か ら 「時刻がわが身 に 降 り き た り 大 き く な っ

て （descendre et croitre） 金 と な る 」 [ I] と い う 表現の う ち に予告 さ れ、 「大地 と 天の双方の呼び声J

[XII] と い う 表現 に よ っ て 明確化 さ れ る 。 追加 さ れた愛欲の 3 詩節 に お い て も 、 「低俗 な し あ わ

せJ に い っ と き 身 を 落 と し た セ ミ ラ ミ ス が 「空中庭園 を か く も 高み に 」 設 え る ［XXIII］ と い う

か た ち で、 あ る い は ま た 、 セ ミ ラ ミ ス に触 れ る 男 の 「手の 落下」 (la main qui touche tombe） に

対す る 「墓の築上J (batissent des tombeaux) [XXIV］ と い う かた ち で、 ＜ 下 降 ＞ の根 を 断 ち切 っ

て 再 ぴ ＜ 上昇 ＞ に転 じ よ う と す る 勢い が表現 さ れて い る 。 下降の 原 因 と な る の は 「私の脆 さ 」 ［XII]
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で あ り 、 そ れに抗っ て 上昇 し よ う と す る の が 「私の誇 り 」 ［X XIX］ で あ る 。 「 セ ミ ラ ミ ス 」 と は 、

魅惑的 な脆 さ を 秘 め た 「死すべ き 女」 ［XX］ と 誇 り 高 く 非情 な 「王」 の あ い だ を 揺れ な が ら 、 一

方か ら 他方へ向 かお う と す る 存在で あ る と 言 え よ う 。

『若 き パ ル ク 』 の複雑 を極め る 「生の転調」 と 比べ る と 、 「大地 と 天」 の あ い だ を 上下運動す る

「 セ ミ ラ ミ ス 」 の 「転調」 は か な り 単純 に も 見 え る が、 1926 年 の 追加詩節 の 主眼 は 、 詩の終盤 に

大 き な く 下 降 ＞ の転機 を 導入す る こ と に よ っ て 、 再度 ＜ 上昇 ＞ に転 じ る ダ イ ナ ミ ッ ク な 動 き を 強

調す る 点 に あ っ た と 思 わ れ る 。

3・4 「 ラ イ ト モ チ ー フ j の技法

『若 き バ ル ク J の 詩人が音楽 に モ デル を 求 め た も の と し て 、 「転調」 に 加 え 、 「 ラ イ ト モ チ ー フ 」

の技法が挙げ ら れ る 。 こ の 長詩 を 制作 中 で あ っ た 1916 年の 『 カ イ エ』 に ヴ ァ レ リ ー は 次の よ う

に 記 し て い る 。

こ れ ま で ラ イ ト モ チ ー フ は批判 さ れ、 愚弄 さ れて き た 。 が、 そ の よ う な 〔技法の〕 助 け

に よ る こ と な し に 大規模 な 作 品 を 構想す る こ と は根本的 に不可能であ り 、 そ う し た助 け は

必要 な も の だ。 〔 … … 〕

証拠。 長 い 詩 は 、 〔読む と い う 行為 の 〕 実践 に お い て 、 読者 に お い て つ ね に 中 断 さ れる 。

ポ ー を 参照。

大芸術の 秘訣は 〔 そ れ を 受容す る 〕 受動者 に 目 に 見 え な い連鎖 を 与 え る 点 に あ る 。 が、

た と え そ の連鎖が 目 に 見 え る も の だ と し て も 、 無い よ り は ま し で あ る 62） 。

ワ ー グ ナ ー の音楽 に お い て 大 々 的 に 活用 さ れた 「 ラ イ ト モ チ ー フ 」 の 技法 に つ い て 、 ポ ー の 『構

成 の 原理 63)j に お け る 長詩批判 を 踏 ま え つ つ 、 『若 き パ ル ク 』 の 詩 人 は 「 長 い 詩J に統一 感 を 与

え る た め の 「助け」 と し て こ の技法の 必要性 を 自 覚 し て い る 。 な お 、 ベ ル リ オ ー ズが 『幻想交響 曲』

(1830） に お い て 「 固 定楽想 id民 自民」 と 称 し た手法は 「 ラ イ ト モ チ ー フ 」 の 前身 と み な さ れ る が、

ヴ ア レ リ ー は そ の 名 称 を 1932 年 に書 い た作品 の題名 『固定観念 Idee .ixe.］ に 用 い て い る 。

「 セ ミ ラ ミ ス の ア リ ア 」 (104 行） は 、 ポ ー が推奨す る 「100 行程度j の 詩 で あ り 、 『若 き パ ル ク j (512 

行） の よ う な 「長詩」 で は な い が、 そ れ に し て も ヴ ァ レ リ ー の 詩の な かで は比較的長い詩であ り 、

『旧 詩帖』 に お い て は 「 夕 暮 れ の 豪審」 （97 行） を 上 回 っ て最 も 長い 64） 。 『若 き パ ル ク 』 以後 に書

かれた 「 セ ミ ラ ミ ス の ア リ ア 」 に も 、 こ の長詩 と 共通す る 「 ラ イ ト モ チ ー フ J の手法 を 指摘す る

こ と がで き る 。

『若 き パ ル ク 』 に お け る こ の手法 を 分析 し た シ ル ヴ イ ・ パ レ ス ト ラ ＝ プエ ク が指摘 し た よ う に 、

「 ラ イ ト モ チ ー フ 」 がその機能 を 十全 に 果 た す た め に は 、 単 に 同 じ 語や イ マ ー ジ ュ が反復 さ れ る

だ け で は な く 、 反復 さ れ る 語や イ マ ー ジ
、
ユ が多義的 ・ 複合的 な価値 を 帯 びた も の で な ければな ら

な い だ ろ う 65） 。 同 じ 語葉がそ の 意味 を 変容 さ せっ つ 繰 り 返 し 現 れ る こ と に よ っ て 、 各詩節 の 連

関性お よ び詩の構成 は よ り 有機的 な も の と な る はずであ る 。
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く 蓄積の モ チ ー フ 〉

そ の よ う な 多義性 を 担 っ た も の と し て 、 第 一 に 「蓄薮」 の モ チ ー フ が注 目 さ れ る 。 こ の 語 は

詩 に お い て計 4 度現れる が、 ま ず不定冠詞 を付 し た単数形 （Je ne prends qu’une rose et fuis . .  

L a  belle fleche I Au flanc ！… ［VIII］ ） 、 次 に 無冠詞 の複数形 （Ose r abime ！ … Passe un dernier 

pant de roses ! [X］ ） 、 さ ら に 1926 年 の 追加 詩 節 に お い て 所有 形 容 詞 を 伴 う 複数形 （A mes 

roses, la main qui touche torn be en poudre [XXIV］ ） 、 そ し て 最 終 詩 節 で は 無 冠 詞 複 数 （Et

roses palpitant sur ma pure paroi ! [XXVI］ ） と し て現れる 。 第 8 詩節 の 「蓄薮一輪J に は象徴

的 な 含意 も 読み取れそ う だが、 「脇腹 に 矢 を 受けJ た 「大鷲」 （ セ ミ ラ ミ ス ） が実際に 蓄薮の花一

輪 を く わ え て逃 げ る と い う 具体的 な イ マ ー ジ ュ を ま ず喚起す る と 思 わ れ る 。 第 10 詩節 の 「蓄積」

（「最後 の 蓄 積 の橋」） は 明 ら か に朝焼 け の色 で あ る 。 ま た 、 第 24 詩節 の 「私の蓄積」 （ そ れ に 触

れ る 手が切 り 落 と さ れ る ） お よ び第 26 詩節 の 「蓄積」 （「私の清 ら か な 壁 に打 ち 震 え る 」） は セ ミ

ラ ミ ス の 肉 体 を 暗示す る 比聡であ る 。 こ の よ う に 「蓄被」 の モ チ ー フ は 、 実際の 「蓄薮一輪」 か

ら 、 朝焼 け の空 の色 を と お し て 、 セ ミ ラ ミ ス の 肉 体 の 暗聡へ、 そ の 意味 を 変容 さ せつ つ 、 「天 と

地 の双方の呼び声」 の両方に ま た が る 両義的 な イ マ ー ジ
、
ュ と し て機能 し て い る 。

な お 、 「蓄薮J と 密接 に結 びつ く 「乳房」 の イ マ ー ジ ュ は、 ま ず深 い呼吸の感覚 を 呼 び起 こ す 「胸

Poitrine」 へ の 呼 び
、
か け と し て 現れ ［X］ 、 最終 2 詩節 に お い て 、 「神殿」 を 宿 し た 「夢想j の 場

と し て の 「私の胸 mes seins」 が 「私の構想 mes desseins」 と 押韻す る かた ち で控 え め に示 さ れ

た の ち 、 最 後 に 至 っ て 「 リ ズ ム に 乗 っ た 乳房 mamelles」 があ ら わ に な る 。 こ の よ う に 次第 に輪

郭 を は っ き り さ せ、 官能性 を 帯 びて ゆ く 「乳房」 の イ マ ー ジ ュ が最終的 に 「蓄積」 の モ チ ー フ と

結 びつ く 。

く 海の モ チ ー フ ＞

ま た 「海」 の モ チ ー フ の用 法 も 興味深 い 。 「海」 あ る い は 「波」 の イ マ ー ジ ュ は 詩 に お い て計

5 回 現 れ る が、 そ の い ず れ も が比聡 と し て 機能 し て い る 。 ま ず第 4 詩節、 「曙」 がセ ミ ラ ミ ス に

対 し て 目 覚め よ と 鼓舞す る く だ り に お い て 、 眠 り か ら 目 覚め る 人が 「海」 か ら 浮か び上がる 「泳

ぎ手」 に 聡 え ら れ、 さ ら に 「暗い水 eaux sombres」 と 「影 ombres」 の脚韻 に よ っ て 、 光の差 し

込 ま な い く 眠 り の 海 ＞ の イ マ ー ジ
、
ユ が喚起 さ れ る 。 次 に 第 15 詩節 で は 、 セ ミ ラ ミ ス が深 々 と 呼

吸す る 場面 に お い て 、 そ の 「胸J を 満 た す 「香」 が 「 海 に も 似た 街 une ville analogue a la mer」

か ら 昇 っ て く る と い う か た ち で 「海」 の比聡が現れ る 。

ヴ ァ レ リ ー ・ ラ ル ボー は 1931 年の ヴ ァ レ リ ー 論の な かで 、 こ の 「海に も 似た街」、 セ ミ ラ ミ ス

がテ ラ ス の 高み か ら 見下 ろ す 「建設 中 J の都市の イ マ ー ジ ュ に 、 ヴ ァ レ リ ー が幼少期 に ヴ ァ カ ン

ス を 過 ご し 、 当 時 ま さ し く 都市 開 発の さ な か に あ っ た 「 ジ ェ ノ ヴ ァ J の記憶の反映 を 見 て 取 っ

た 66） 。 が、 そ こ に は ま た こ の 詩 の 制作の動機 と な っ た ド ガの 画 と の 関 連性 も あ る か も し れ な い。

〈バ ピ ロ ン を 建設す る セ ミ ラ ミ ス 〉 で は 、 こ の女王がユ ー フ ラ テ ス 川 と お ぼ し き 大河 を 挟んで建

設 中 のバ ピ ロ ン の街 を 眺 め や っ て お り 、 そ の視線の彼方 で は水 と 街が隣接 ・ 連続 し て い る 。 ま た 、
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本稿の は じ め に 引 用 し た 散文草稿 （ ド ガの 画 を 批判 し た デ イ ミ エ へ の 反発 を 記す） に 、 眼下の

「深淵」 に あ る 「街J を 「海」 に た と え る 比聡が見 出 さ れた （Ces abimes sont peuples comme 

!'Ocean） 。

さ ら に 第 18 詩節 で は 、 セ ミ ラ ミ ス の夢 見 る 「神殿」 が 「 ひ と り で、 に 天 に 昇 っ て ゆ く J よ う に

見 え る と い う く だ り に 「 波 に 乗 っ て par ondes」 と い う 表現が差 し 込 ま れ て お り 、 ま た 、 第 20

詩節で は 、 同 じ く 「波」 の語が 「愚か し き 民」 の押 し 殺 し た 不平の声の比聡 と し て用 い ら れて い

る （「凪い だ波の怒 り の こ も っ た音楽の よ う 」 ） 。 最後 に 、 1926 年 に挿入 さ れた 第 23 詩節 に お い て 、

「 も つ れ あ っ た 愛人」 の交わ り が 「波の動 き 」 に喰 え ら れ る 。

こ の よ う に 「海」 お よ び 「波」 の モ チ ー フ は、 常 に 比聡 と し て機能 し つ つ 、 セ ミ ラ ミ ス の 「 眠

り と 目 覚 め 」 、 バ ピ ロ ン の 「街」、 「神殿の昇 る 空」 、 民衆の 「不平の声」、 「性愛 の行為J と い っ た

さ ま ざま な イ マ ー ジ
、
ュ と 結 びつ き 、 こ の詩 に 密 か な 連鎖 を 与 え て い る 。

く 金の モ チ ー フ ＞

「夜明 け か ら 、 い と し い光線 よ ・ ・ … ・ 」 と は じ ま る こ の 詩 は 「金 or」 に 満 ち あ ふ れ で い る 。 「曙」

の 台詞 の な か に 「金色」 の響 き がち り ばめ ら れて い る こ と は先述 し た と お り だが、 他 に も 「輝 き ・

輝 く eclate[r], eclat, eclatant」 ［III, VI, VII] や 「太陽」 ［VII, XII, XVI] と い う 語葉の反復が 目 立つ。

「蓄薮」 ゃ 「海」 の モ チ ー フ に比べ る と 、 「金」 の モ チ ー フ は そ れほ ど意味の変容の度合いが大 き

く な い が、 冒頭で は セ ミ ラ ミ ス がそ の 「額」 [I] に戴 く 王冠の イ マ ー ジ
、
ュ と 結 びつ く 一方、 中 盤

で は彼女の 「魅惑の秘密」 ［XII] を 照 ら し だす も の と し て 、 幾分意味合い を 変 え て い る 。 ま た、 「金」

の イ マ ー ジ ュ は 「 ト ラ ン ペ ッ ト 」 ［III］ や 「 シ ン バ ル」 ［XXVI] な どの楽器 と 結 びつ き 、 視覚 と

聴覚の共感覚 を 喚起す る 点 も 注 目 さ れ る 。

く 死の モ チ ー フ ＞

こ う し た 「金色」 の響 き が高 ら か に 鳴 り 響 く な か、 と こ ろ ど こ ろ に差 し 込 ま れ る 「死」 の低音

が こ の 詩 に コ ン ト ラ ス ト の妙 を 添 え て い る 。 「死j の 聞 は 「 金」 の光 よ り も 多義的 な価値 を 帯 び

て お り 、 ま ず詩 の前半 （ 第 7 詩節） で、 「曙」 の招 き に応 え て セ ミ ラ ミ ス が 自 ら の 「深い不在か

ら 湧 き 出 る 」 以前、 彼女 の 「眠 り 」 は 「死者た ち に触れて い た 」。 ま た 中 盤 （第 11 詩節） で は 、

セ ミ ラ ミ ス の支配す る 「王国」 が 「猛獣の毛皮」 に 喰 え ら れ、 な お も あ た り に漂っ て い る そ の 「搾

猛 な 幻の獣臭 さ J の な か に 「死」 の臭いが入 り 混 じ っ て い る 。 さ ら に終盤 （第 24 詩節） で は 、 「愛

の甘 さ に触れ ら れた」 セ ミ ラ ミ ス が 「愛人 た ち 」 と 交わ る た びに 彼 ら を 抹殺 し 、 甘美な 思い 出 の

数 々 で 「墓」 を 築 く 。 こ の よ う に 「死」 の モ チ ー フ は 、 セ ミ ラ ミ ス の 「眠 り J に潜み 、 バ ピ ロ ン

の 「王国」 を 守 る 「獣の臭い」 に入 り 混 じ り 、 最後 に は 、 愛 の 行為 の報い と し て 死すべ き 「愛人

た ち 」 に 与 え ら れ る 。 セ ミ ラ ミ ス の 「神殿」 と は、 こ の 「最 も 甘い思い 出 」 の た め の 「墓」 な の

か も し れ な い。

以上、 「セ ミ ラ ミ ス の ア リ ア 」 に お け る 「 ラ イ ト モ チ ー フ 」 と し て 、 「蓄積」 、 「海」 、 「金J 、 「死」
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を 取 り 上 げたが、 そ れ ら は 『若 き パ ル ク 』 に お い て も 重要 な モ チ ー フ と し て機能 し て お り 、 両詩

篇 の 関連性 を い っ そ う 浮か び上が ら せ る も の と 言 え る 。

4 実人生 と の 関連

4・1 カ ト リ ー ヌ ・ ポ ッ ジ

1920 年 6 月 17 日 、 ヴ ァ レ リ ー は ル ネ ・ ド ・ ブ リ モ ン 夫人 を 介 し て カ ト リ ー ヌ ・ ポ ッ ジ と 知 り

合 う 。 当 時 ヴ ァ レ リ － 48 歳、 ポ ッ ジ 37 歳。 衝撃的 な 出会 い は 二 人 を 急速 に 近づけ、 ま も な く ポ ッ

ジ は ヴ ァ レ リ ー を ラ ・ グ ロ ー レ の別荘 に招 く 。 同年 9 月 14 日 、 かの地へ向 け て パ リ を 発 っ た ヴ ア

レ リ ー は 、 そ こ で 自 ら の分身 と も い う べ き こ の女性 と 結 ぼれ る 。 二人の波乱 に 富 ん だ熱愛、 両人

そ れぞれの常軌 を 逸 し た願望の 一致 と 不和 に つ い て は こ こ で は詳述 し な いが 67） 、 カ ト リ ー ヌ ・ ポ ツ

ジ の 影が 「 セ ミ ラ ミ ス の ア リ ア 」 に 反映 し て い る と い う 指摘 に つ い て触れて お き た い 。

「 セ ミ ラ ミ ス の ア リ ア 」 の 訳 と 注釈 を 施 し た 中 井久夫 は、 こ の 詩が 『 旧 詩帖』 と 『魅惑J の 双

方 に収め ら れて い た 時期 と ヴ ァ レ リ ー が カ ト リ ー ヌ ・ ポ ッ ジ と 愛人関係 に あ っ た 時期がほ ぼ重 な

る こ と に 注 目 し 、 特 に こ の詩が 『魅惑』 か ら 「最終的 に 追放」 さ れ る 1929 年 に 、 ポ ッ ジ と の 「最

終的 な 精神的訣別」 が生 じ て い る と し て 、 そ こ に偶然な ら さ
マ
る 符合 を 読み取っ て い る 。 中 井 に よ

れば、 ポ ッ ジ は ヴ ァ レ リ ー に対 し て 「知的お よ び感情的支配者、 情け知 ら ず、 科学実験 と 哲学的

体系 制作 に 没入す る 「 空 中 庭 園J 作者 で あ っ て 、 ま こ と に セ ミ ラ ミ ス の ご と き 人」 で あ り 、 「 過

去の 「 セ ミ ラ ミ ス J 幻想の現実化」 と も み な し う る 女性であ っ た 68） 。

も っ と も 、 ヴ ァ レ リ ー が 「 セ ミ ラ ミ ス の ア リ ア 」 を 書い た の は カ ト リ ー ヌ ・ ポ ッ ジ と 出会 う 以

前 で あ り 、 中井 自 身 の 指摘す る と お り 、 「 セ ミ ラ ミ ス 」 幻想は 「 過去J の も の で あ る 。 が、 ま っ

た く の 「過去」 で も な い。 先述 の よ う に 、 こ の 詩 は 1926 年の 『旧 詩帖J 再版 を 機 に新た な 詩節

を 加 え て い る か ら で あ る 。 こ の詩 に カ ト リ ー ヌ ・ ポ ッ ジ の影が反映 し て い る と す れ ば、 そ れ は ま

さ し く こ の 追加詩節一一 「愛の や さ し さ に触れ ら れた」 セ ミ ラ ミ ス の女性性が最 も 際立つ場面－

ーに認め ら れ る と 思 わ れ る 。

な お 、 「 セ ミ ラ ミ ス J と 同 じ く 「 ア ン ヌ 」 も 、 『旧 詩帖』 初版で は 「未完の詩」 と 付記 さ れた う え 、

1926 年の再版 に お い て 新 た な 詩節 を 加 え ら れたが、 両詩篇 に お け る 増補 は と も に 「性愛 の行為」

に 関 わ る と い う 点が注 目 さ れ る 。 「 セ ミ ラ ミ ス 」 と 「 ア ン ヌ 」 に お け る こ の エ ロ ス の 添加 は 、 ポ ッ

ジ と の 関係 と 無手豪で は な い だ ろ う 。

4・2 ジ ェ ノ ヴ
、
ァ の危機

が、 こ の 詩 に カ ト リ ー ヌ ・ ポ ッ ジ と の波乱 に 満 ち た 関係の 反映が読み取れる と し て も 、 セ ミ ラ

ミ ス を こ の現実の女性 と 重ね合わせ る 見方 に は疑問 を 感 じ る 。 最初期 の草稿の 末尾 に は 「 セ ミ ラ

ミ ス と は あ る 日 の魂の こ と C’est l' ame de tel jour que Semiramis」 と 書 き 記 さ れて い た。 こ の伝

説の女王は む し ろ 、 「 テ ス ト 氏」 や 「パ ル ク 」 と 同 じ く 、 ヴ ァ レ リ ー 自 身 の 「 あ る 日 」 の 精神状
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態 を 形象化 し た も の と 見 る べ き で は な い だ ろ う か。

こ の 点 に つ い て 、 1942 年 の 『 カ イ エ』 に 記 さ れ た 「特異 な 論 Traites singuliersJ と 題す る 断

章が示唆 に 富 む。

A . 肉体 を持た な い存在の 表象 に つ い て一一／ 〔… … 〕

B . バ ピ ロ ニ ア 以来、 天使の こ と が問 題 に な っ て い る 文章 を 集 め て 一冊 に ま と め る こ と 。

〔 一 － － － － 〕

C . 天使た ち 一一一P V 〔 ポ ー ル ・ ヴ ァ レ リ ー 〕 ニ ヨ ル。

（ ピ エ ー ル 〔 ・ ル イ ス 〕 は こ の 〔天使 と い う 〕 名 を 好 ま な か っ た … … 彼 に と っ て は 1830

年の滑稽 さ に す ぎ な か っ た 。 私 は （ 〔18〕 91 年） そ れ に 別 の響 き を 与 え て い た一一そ れ は

仮借 な き 〈精神〉、 欠 陥 な き 知性 で あ り 、 精神 の 「光」 と い う 宿命 を 背負 っ た 存在で あ っ

た 。 私は精神 の神話 と い っ た も の の 全体 を 見 て い た一一働 き か け る 意識、 つ ま り 攻撃す る

相手すべて を 変容 し 消滅 さ せ る 意識 を 。 〔天使は〕 〔18〕 92 年 に お け る 私 の 意志 と 反動一

一私 を ひ ど く 苦 し め た過度 な 感受性 に対す る 反動 （reaction） の 理想の よ う な も の であ っ

た 。 そ れ は 192" ·年 ごろ 変化 し た 。

光線の透徹 し た厳密 さ 。 『セ ミ ラ ミ ス J の終幕 を 参照。 一一反動 （Reaction) 59l 

「 肉 体 を 持た な い存在」 、 と り わ け 「 天使」 に つ い て の 「特異 な論」 を 構想す る な かで、 ヴ ァ レ リ ー

は、 『カ イ エ』 に お い て し ば し ば見受け ら れ る よ う に 、 1892 年の危機 （ い わ ゆ る 「 ジ ェ ノ ヴ ァ の夜」）

に 遡 る 。 が、 こ の 断章で と り わ け 目 を ヲ ｜ く の は 、 「92 年」 の危機お よ び当 時 の 「意志 と 反動の理想」

と も い う べ き 「天使」 が、 「バ ピ ロ ニ ア 」 の 地名 お よ び 「 セ ミ ラ ミ ス 」 の 形象 と 結 びつ い て い る

点であ る 70） 。 も っ と も 、 こ こ で そ の 「終幕」 が参照 さ れて い る 『セ ミ ラ ミ ス J は、 1920 年の 「 ア

リ ア 」 で は な く 、 1934 年 に オ ペ ラ 座で初演 さ れた 「音楽劇 j の こ と で あ り 、 「反動」 と は、 第 2

幕 「ベ ッ ド」 か ら 第 3 幕 「塔」 に か け て の劇 的 な 展 開 、 す な わ ち 捕虜 の 男 の 美貌 に 官能 を く す ぐ

ら れて 身 を 落 と し た セ ミ ラ ミ ス が、 そ の こ と への 「反動」 と し て 男 を殺 し 、 孤高 を 持す る 絶対者

の 高みへ再 び昇 ろ う と す る 動 き を 指す と 思 わ れ る 。 「音楽劇」 に お い て 強調 さ れた こ の 「反動 」 は 、

こ れ ま で に 繰 り 返 し 述べた よ う に 、 そ の前 身 を な す 「 ア リ ア 」 と も 無縁で は な く 、 特 に 1926 年

の追加詩節の挿入 に よ っ て 際立つ こ と に な っ た。 そ し て 、 ヴ ァ レ リ ー 自 ら 認め て い る よ う に 、 そ

れは 「92 年」、 当 時 20 歳の彼 を 「 ひ ど く 苦 し め た過度 な 感受性 に対す る 反動」 に根差す も の で あ っ

た 。 散文草稿 に記 さ れて い た 「 セ ミ ラ ミ ス と は あ る 日 の魂の こ と J と い う 言葉 も 、 同 じ苦い記憶

に 結 びつ い て い る の で は な い か と 思 わ れ る 。
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結語

本稿で は ヴ ァ レ リ ー 『旧 詩帖J の ー篇 「セ ミ ラ ミ ス の ア リ ア 」 を め ぐ っ て 、 各詩節 を 読解 し た

の ち 、 詩 人 自 身 に よ っ て 「 （非常 に ） 古 い 詩」 と 付記 さ れ た こ の 詩が実際 に は 『若 き パ ル ク J 以

後 に書かれた と い う 点 に つ い て 、 主題 （ 雄 々 し い女 ・ 目 覚め ・ 朝） お よ び形式 （女性の 一人称語

り ・ 詩句 の韻律） の 両面 か ら 考察 し た。 ま た 、 『若 き パ ル ク 』 と の 関 連 と し て 、 生成過程 に お け

る 詩節 の移動や 、 「転調」 お よ び 「 ラ イ ト モ チ ー フ 」 の 技法 を 分析す る と と も に 、 作品 と 実人生

の 関係 と い う 観点 か ら 、 簡単に で は あ る が、 カ ト リ ー ヌ ・ ポ ッ ジ と の 恋愛関係お よ び 「 ジ ェ ノ ヴ ァ

の危機J に つ い て 言及 し た 。

最後 に ヴ ァ レ リ ー に お け る 「 セ ミ ラ ミ ス 」 の形象 の 変遷お よ び他作品 と の 関連性 に つ い て触れ

て お こ う 。 『若 き パ ル ク 』 以 後 に 着手 さ れなが ら 着想 自 体 は 若 い こ ろ に遡 る 「 セ ミ ラ ミ ス 」 は 、 『旧

詩帖』 に収め ら れ た 後、 14 年 の 歳 月 を 経 て 、 詩か ら 劇へ、 「 ア リ ア 」 か ら 「 メ ロ ド ラ マJ へ発展

し た。 青年期 （20 代） か ら 晩年 （60 代） ま で ヴ ア レ リ ー の脳裏 に 宿 り つづけ た 「 セ ミ ラ ミ ス 」 は 、

同 じ く 『 旧 詩帖J 所収の 「 カ エ サ ル」 を は じ め 、 ヴ ァ レ リ ー の 他の作品群 と さ ま ざま な かた ち で

共 鳴す る 。 た と え ば 「 テ ス ト 氏」 ゃ 「 レ オ ナ ル ド」 や 『わが フ ァ ウ ス ト J の 「孤独者」 と な ら び 「知

性の光」 を 体現す る 「天使」 の系 譜 に 列 な る 一方、 精神 と 肉体、 知性 と 感性の あ い だ を 揺れ動 く

中 間 的 な 存在 と し て 「バ ル ク 」 の 血 を 5 1 い て も い る 。 ま た 、 神殿建設の テ ー マ は 、 ヴ ァ レ リ ー の

偏愛す る 「建築」 の テ ー マ お よ び 「 オ ル フ ェ 」 「ユ ー パ リ ノ ス 」 「 ア ン フ イ オ ン 」 と い っ た ギ リ シ

ア 的 な 形象 と 結 びつ く も の だが、 パ ピ ロ ン の女王の な か に は 、 そ う し た純粋 に構築 的 な 志 向 だ け

で な く 、 残虐性 を 帯 びた破壊的傾向 も 看取 さ れ る 。 天 と 地、 王 と 女、 神 と 人、 知性 と 感性、 構築

と 破壊一一 ヴ ァ レ リ ー の 「 セ ミ ラ ミ ス 」 は そ れ ら 二極 間 の 緊張 を 常 に は ら みつ つ 、 そ の あ い だ を

揺 れ動 き な が ら 、 あ く ま で 一 方か ら 他方へ向かお う と す る 精神 の軌跡 を 体現 し た存在 と 言 え よ う 。

略号

ヴ ァ レ リ ー の 『作品集』 お よ び 『 カ イ エ』 か ら の 引 用 は 、 慣例 に な ら い 、 略号 の 直 後 に ペ ー ジ 数 を 記す。 ま た 『 カ

イ エ』 か ら の 引用 に伴 う ［ ］ 内 の 数字は執筆年代 を示す。

<El, <E2 

<E (ed ]arrety}, I, II, III 

C, I, II, III . . .  

Paul Valery, <Euvres ， 剖ition etablie et annotee par Jean Hytier, 2 vol., Paris 

Gallimard, coll. 《 Bibliotheque de la Pleiade », 2002 [1957] et 2000 [1960] 

Paul Valery, <Euvres, edition, presentation et notes de Michel J arrety, 3 vol., 

Paris : Librairie Generale Franc;;aise, coll. 《 Livre de Poche I La Pochotheque », 

2016. 

Paul Valery, Cahiers, edition integrale en fac simile, 29 vol., Paris : C.N.R.S., 
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Cl, C2 

1957-1961. 

Paul Valery, Cahiers, edition etablie, presentee et annotee par Judith 

Robinson-Valery, 2 vol., Paris : Gallimard, coll. 《 Bibliotheque de la Pleiade », 

1973 et 1974. 

Paul Valery, Cahiers 1894-1914, 13 vol., edition integrale, etablie, presentee et 

annotee sous la co-responsabilite de Nicole Celeyrette-Pietri, Judith Robinson

Valery (pour les tomes I-III), Robert Pickering (pour les tomes VIII-XII) et 

William Marx (pour le tome XIII), Paris : Gallimard, 1987-2016. 

Andre Gide et Paul Valery, Correspondance 1890-1942, nouvelle edition 

etablie, presentee et annotee par Peter Fawcett, Paris : Gallimard, 2009. 

Andre Gide, Pierre Louys et Paul Valery, Correspondances a trois voix 1888-

1920, edition etablie et annotee par Peter Fawcett et Pascal Mercier, Paris 

Gallimard, 2004. 

Paul Valery et Gustave Fourment, Correspondance 1887-1933, introduction, 

notes et documents par Octave Nadal, Paris : Gallimard, 1957 

Paul Valery， 《 Album de Vers anciens », Manuscrits, Bibliotheque nationale 

de France, Naf 19003. 

Cl GIL CIJJ . . .  

Corr. G/V 

Corr. G/L/V 

Corr. V/F 

A VA ms 

注

1) 『魅惑』 は 1922 年 の 初版 と 1926 年 の 再版お よ び改訂版で は 、 収録詩 篇 の 配列順序 （お よ び

目 次の レ イ ア ウ ト ） が異 な っ て お り 、 「 セ ミ ラ ミ ス の ア リ ア 」 の位置 も 移動 し て い る 。 初 版

で は 後半 （ 全 22 篇 中 17 番 目 ） に 、 再版で は 前 半 （全 22 篇 中 3 番 目 ） に 配 置 さ れ て い る 。
Cf. ♂＇］ ， 1652-1654. 

2) 1919 年 3 月 （雑誌初 出 以前 ） に タ イ プ打 ち さ れ た と 推定 さ れ る 草稿 に も 同様の 副題が見 ら
れ る い Air de Semiramis / Fragment d

’un ancien poeme 》 ； 《 Fragment d’un tres ancien 

poeme I Semiramis », A VA ms, ff0s 166 et 169） 。 ま た 、 1919 年末か ら 1920 年初 め の も の と

推定 さ れ る タ イ プ草稿 に は 「昔の習作 セ ミ ラ ミ ス に つ い て の 変奏 Etude ancienne Variation 

sur S[ emiramis］」 (A VA ms, f0 171） と 薄 く 鉛筆で書 き 込 ま れ て い る 。

3) カ ミ ー ユ ・ モ ク レ ー ル （Camille Mauclair） 、 本名 は セ ヴ ラ ン ・ フ ォ ー ス ト （Severin Faust, 

1872-1945） 、 象徴派後期 の諸雑誌 に 数多 く 作 品 を 発表 し 、 1893 年 に リ ュ ニ ェ ＝ ポ ー と と も に
「制作座 Theatre de l'CEuvre」 を 創 設 し た ほ か 、 小説、 詩 、 批評、 随筆 な ど生涯 に 100 冊以

上 の 著書 を 出 版 し た 。 ビ エ ー ル ・ ル イ ス の 友 人 で あ っ た モ ク レ ー ル に ヴ ァ レ リ ー が初 め て

会 っ た の は 1891 年秋 の パ リ 初滞在 の 折 で あ り 、 そ の 後 も マ ラ ル メ の 火曜会で顔 を 合 わ せ る

こ と に な る 。 二人 は気が合 わ な か っ た ら し く ヴ ァ レ リ ー は モ ク レ ー ル を 敬遠 し て い た が、 ミ

シ ェ ル ・ ジ ャ ル テ ィ に よ れ ば、 「 セ ミ ラ ミ ス の ア リ ア J を 彼 に 献 じ た 背景 に は 、 1917 年 7 月

28 日 ジ
、
ュ ネ ー ヴ の 『文学週間 La Semaine litteraire j 誌 に お い て 、 モ ク レ ー ル が 『若 き パ jレ

ク J に 好意的 な 書評 を 寄せ た と い う こ と があ っ た 。 ま た 、 1942 年 に 献辞が消去 さ れ た の は 、
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前年 1 月 2 日 『 ラ ・ ジ ェ ル ブJ 誌 に お い て 、 モ ク レ ー ル が ヴ ァ レ リ ー を 「 フ リ ー メ ー ソ ン 共
和 国の桂冠詩人」 と 部撤 し た た め で あ る ら し い。 Cf. α 出d ]arre収入 I, p. 458, note 2. 付言す
れ ば、 1892 年 4 月 『 ラ ・ シ ラ ン ク ス 』 誌 に お い て 、 モ ク レ ー ル は ヴ ァ レ リ ー に ソ ネ 「星形
五角 形 PentacleJ を 献 じ て お り 、 そ れに対 し て ヴ ァ レ リ ー は献辞 を 返すべ き か ど う か た め ら っ
て い た 。 Cf. Corr. G/L/V, p. 584 et Corr. G/V, p. 214. 

4) Francis Scarfe, The Art of Paul Valery, Melbourne, London, Toronte : William Heinemann, 
1954, p. 156-160 ; Charles Whiting, Valery, jeune poete, New Haven : Yale University Press, 
1960, p. 147-152. な お 、 チ ャ ー ル ズ ・ ホ ワ イ テ イ ン グ と と も に 『旧 詩帖J 所収詩篇 の 大半 に
つ い て論 じ た ス ザ ン ヌ ・ ナ ッ シ ュ は 、 「 セ ミ ラ ミ ス 」 に よ る 神殿建設 と ヴ ァ レ リ ー 自 身 に よ
る 詩集の制作 と の 「 ア ナ ロ ジ ー 」 と い う 観点 か ら こ の 詩 を 論 じ て い る が、 詩 の制作年代 に つ
い て は ま っ た く 触れて い な い。 Suzanne Nash, Paul Valerys Album de v，θrs anciens, A past 
transfigured, New Jersey : Princeton University Press, 1983, p. 254-264. 

5) James Lawler， 《 Existe ! Sois en五日 toi-meme. . ・ 》， The Poet as Analyst Essays on Paul 
Valery, Berkeley, Los Angelus, London : University of California Press, 1974, p. 36-
73 ; Florence de Lussy, Charmes d 'apres les manuscrits de Paul Valery, histoir，θ d'u刀θ
metamorphose, 2 vol., Paris : Lettres modernes - Minard, 1990-1999 〔Charmθs と 略 記 〕 ，
p. 196-201, 256・258, 296-302, 447-449 et 534-541. 

6) リ ュ シ ー に よ れば、 ヴ ァ レ リ ー は 1919 年 3 月 、 そ の こ ろ 制作 し た 「 眠 る 女J 草稿 に 「 眠 る
女の昔の習作 Etude ancienne de dormeuse」 と 付記 し て い る 。 Cf. Lussy, Charmes, p. 197, 
note 3. 

7) Jean Hytier， 《 Formules valeryennes 》， The Romantic Review, vol. 47, 1956, p. 179-196, 
repris dans Quθstions de litterature, Geneve : Droz, 1967, p. 141-158 ; Scarfe, op. cit., p. 157 ; 
Whiting, op. cit., p. 147 ; Lawler, op. cit., p. 40-41. 

8) ス ザ ン ヌ ・ ラ ル ノ デ イ は 、 マ ラ ル メ の 「エ ロ デ イ ア ー ドJ と ヴ ァ レ リ ー の 「セ ミ ラ ミ ス 」 を
比較 し て 、 孤高 を 持す る 自 尊心、 人 間 的 な も の を 超越 し よ う と す る 欲求、 日 常的 な 生 を 犠牲
に し て 絶対的純粋 を め ざす態度 に お い て 両者が共通 す る 一方、 前者が蒼 白 で、 陰 に こ も り 、
苦悩 を た た え て い る の に対 し て 、 後者 は よ り 雄 々 し く 、 勝 ち 誇 っ た調子で、 光 と 快楽 に 満 ち
あ ふ れで い る と 両者の差異 を 指摘 し て い る 。 そ し て 、 ヴ ァ レ リ ー は マ ラ ル メ よ り も 「 よ り 地
中 海的 、 よ り ギ リ シ ャ 的」 と 結論づけ る 。 た だ し 、 「 セ ミ ラ ミ ス の ア リ ア J を 依然 と し て 「 旧
詩」 と 疑 わ な い ラ ル ノ デ イ は 、 こ の 詩 の勝 ち 誇 っ た 明 る さ と 苦悩 の 欠如 を 「1890 年 の 若 い
詩人の熱気」 に よ っ て説明 し よ う と し て し ま っ て い る 。 Suzanne Larnaudie, Paul Valery et 
la Grece, Geneve : Librairie Droz, 1992, p. 89-90. 

9) Lawler, op. cit., p. 37 et 70. 
10) ｛パ ピ ロ ン を 建設す る セ ミ ラ ミ ス Semiramis constrw�沼nt Babylonθ〉 は 、 画家の死後 リ ュ ク

サ ン ブ ー ル 美術館 に よ っ て 落札 さ れ、 そ の 後 ル ー ヴ ル美術館 を 経 由 し て現在 オ ル セ 一 美術
館 に 所蔵 さ れて い る 。 な お 、 ド ガは こ の 歴 史画 を 大画面 (151 x 258 cm） で描 く 前 に 、 小型
の習作 （26 x 41 cm） を 手掛 け て お り 、 後者は 〈 あ る 都市 を 建設す る セ ミ ラ ミ ス Semiramis
constrw勾nt une ville｝ と 称 さ れ る 。

11） 『 ド ガ ・ ダ ン ス ・ デ ッ サ ンJ (1936 年） に こ の歴 史画への言及が見 ら れ る （♂'2, 1202） 。
12) 1898 年 の 『 カ イ エJ (CIII, 445） に 「D 氏 あ る い は 絵画」 と 題す る 素描 が見 ら れ る 。 Voir

aussi Corr. G/V, p. 910. 
13) 1898 年 2 月 14 日 付お よ び同年 3 月 11 日 付 ジ ッ ド宛の手紙 （Corr. G/V, p. 472 et 477） を 参照。
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14) 1898 年 6 月 24 日 付マ ラ ル メ 宛 の 未刊 の手紙 に お い て ヴ ァ レ リ ー は 「20 枚の ド ガ 〔 の デ ッ サ ン 〕
の驚異的 な ア ルバム を 私 も 見 ま し た 」 （J’ai vu aussi l'album miraculeux des 20 Degas） と 述
べて い る 。 「千 フ ラ ン 」 の価格 と さ れ る 当 該 ア ルバ ム は 、 1897 年 グ ー ピ ル社 か ら 刊 行 さ れた
『20 枚の デ ッ サ ン』 （ 日11gt Dessins, 1861-1896, Paris : Goupil, 1897） の こ と だ と 思 わ れ る が、
そ の う ち 最初の 5 枚は 〈パ ピ ロ ン を 建設す る セ ミ ラ ミ ス 〉 の た め の 素描であ る 。 Cf. Lawler, 
op. cit., p. 43. 

15） ド ガ作 品 の競売 は 、 1918 年 5 月 6 日 か ら 8 日 に か け て 、 Galerie Georges Petit に お い て 行
わ れ た 。 初 日 に訪れた ヴ ァ レ リ ー は翌 日 ジ ッ ド に 宛て た手紙 に お い て 「 ひ どい も の だ。 ド ガ
の 展示 は。 こ れ は 裏切 り だ。 家 族 は な に も か も 売 り に 出 し て し ま っ た 。 〔 … …〕 死 ん だ後、
ド ガは 〔生前〕 唾棄 し て い た こ と すべて を 被 っ て し ま っ た 。 〔 … …〕 こ の展示会は辛か っ た 、
昨 日 の競売 に は腹が立 っ た 」 と 述べて い る （Corr. G/V, p. 799） 。

16） ル イ ・ デ イ ミ エ （Louis Dimier, 1865-1943） は 20 代 の ド ガが試み た こ の 歴 史 画 を 「構成 能
力 の 欠如」 を 露呈す る も の と 難 じ 、 リ ュ ク サ ン プー ル美術館 に よ っ て 2 万 9 千 フ ラ ン で落札
さ れた こ の 画 を 「100 フ ラ ン に も 値 し な い 無価値 な 」 も の と け な し た 。 Cf. Lussy, Charmes, 

p. 198. 
17) A V  A ms, f0 165bis. (Voir aussi Lawler, op. cit., p. 44-45 et Lussy, Charmes, p. 196.) な お 、

＜ ＞ は加筆 さ れた 部分、 ［ ］ は 省 略部分 を 補 っ た も の 、 つま読解の不確 か な 箇所 を 示す。 そ
れ以外の記号 は原草稿の ま ま 。

18） こ の欄外追記がな に かの略号 か ど う か不詳 だが、 こ こ で は 発音記号 と 解釈 し て お く 。 詳 し く
は後述す る 。

19） 同 草稿 を は じ め て 活 字 に 起 こ し た ロ ー ラ ー は 、 ヴ ァ レ リ ー が 1898 年 頃 に 見 た ド ガの デ ッ サ
ン 集 （前注 目 を 参照） に デ イ ミ エ に よ る 論評があ る こ と か ら 、 同草稿の執筆時期 を 19 世紀
末 と 推定 し た が、 リ ュ シ ー は そ れ を 覆 し て 1918 年 5 月 、 す な わ ち ド ガの画の競売お よ びデ イ
ミ エ に よ る 批判 が載 っ た 『 ア ク シ ョ ン ・ フ ラ ン セ ー ズ』 紙の発行直後 と 推定時期 を 改 め た 。
Cf. Lawler, op. cit., p. 43 et Lussy, Charmes, p. 197. 

20） ロ ー ラ ー は 「4 × 8」 「4 × 7」 「10 × 7」 の そ れぞれ に お け る 「8」 「7」 「7」 を 音節数 と み な し て 、
ア レ ク サ ン ド ラ ン （定型 12 音節詩句） で な い こ と に 驚 い て い る が、 こ れ は音節数で は な く
詩節 の 数 を あ ら わす数字で あ ろ う 。 ロ ー ラ ー 自 身が指摘 し て い る よ う に 、 同 草稿 に はす で に
ア レ ク サ ン ド ラ ン の リ ズ ム （6-6） が看取 さ れ い De ces ponts suspendus》； 《Ces fourmis 
sont a moi. Mon orgueil les dispose.》， etc.） 、 お そ ら く こ の段階ですで に音節数は決定 し て
い た と 思 わ れ る 。 Cf. Lawler, op. cit., p. 45 et 47. 

21） 『旧 詩帖J 初版で は 、 「 セ ミ ラ ミ ス 」 は 直前 に 置かれた 「 ア ン ヌ 」 と と も に 「未完の詩」 と い
う 付記 を 伴っ て い た。 ま た 、 1926 年再版以 降 も 、 1929 年豪華版お よ び 1938 年版 『詩集』 に
お い て は、 再び第 22-24 詩節が省 かれて い る 。

22） 拙訳 に あ た り 次の既訳 を 参照 し た 。 菱 山修三 「 セ ミ ラ ミ ス の 唄」 （ 『 ヴ ァ レ リ ー 詩集』 、 JCA
出 版、 1978 年 〔初 出 は 『旧詩帖J 、 青磁社、 1942 年〕 ） 、 鈴木信太郎 「 セ ミ ラ ミ ス の歌」 （ 『 ヴ ア
レ リ ー 詩集』 、 岩波文庫、 2000 年 〔初 出 は 『世界文学体系 第 51 巻 ： ク ロ ー デル、 ヴ ァ レ リ ー 』 、
筑摩書房、 1960 年〕 ） 、 中井久夫 「 セ ミ ラ ミ ス の ア リ ア 」 （ 『 ア リ ア ド ネ か ら の 糸J 、 みすず書
房、 1997 年、 276-284 頁 ； 『 ヴ ァ レ リ ー 若 き パ ル ク ／魅惑J 改訂版、 みすず書房、 2003 年 、
177-184 頁 に 再録 〔初 出 は 『ユ リ イ カ 』 、 1996 年 4 月 号、 106-111 頁、 テ ク ス ト に 異 同 あ り 〕 ） 。

23) 異文 ： 《 ・ . . A l’aube》（Les Ecris nouViθaux, juillet 1920 ） ； 《・ ・ ・ Des l’aube》（A VA , 1920). 
24） イ タ リ ッ ク 体 と ロ ー マ ン 体の使い分けが現在の形一一第 2-6 詩節 （「曙」 の 台詞 ） は イ タ リ ッ
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ク 体、 他の詩節 （ セ ミ ラ ミ ス の 台詞） は ロ ー マ ン 体一ー と な っ た の は 1926 年版以降であ る 。
初 出 の 『 レ ・ ゼ ク リ ・ ヌ ー ヴ ォ ー J 誌では全篇 イ タ リ ッ ク 体、 『魅惑J の 3 つ の版では全篇 ロ ー

マ ン 体、 『旧 詩帖』 初版で は イ タ リ ッ ク 体 と ロ ー マ ン 体が反転 し て い る 。 な お 、 『 レ ・ ゼ ク リ ・

ヌ ー ヴ ォ ー 』 誌 (1917 年 ポ ー ル ・ ピ ュ ド リ 創刊 ） は 詩 を イ タ リ ッ ク 体、 散文 を ロ ー マ ン 体
で組 ん でお り 、 『 旧 詩 帖J 初 版 (1920 年 12 月 ア ド リ エ ン ヌ ・ モ ニ エ刊 ） は イ タ リ ッ ク 体 を
基本 と す る 一方、 『魅惑』 再版 (1926 年 2 月 NRF 刊） は 全詩篇 ロ ー マ ン 体で組 ま れて い る 。

25） 第 5 行 （Existe I… Sais 白血 toiィneme I dit l’Aurore，） の リ ズ ム を 2-6・4 (coupe enjambante) 
と す る か、 3・6-3 (coupe lyrique） と す る か、 専 門 家 の あ い だ で も 意見が分か れ る 。 こ の 2
種類の 「切れ 目 J に つ い て は 次の 文献 を 参照：Henri Morier, D1ヒ白，.onnai同 de poetiquθ et de 
rhetorique, PUF, 1961 ; Benoit de Cornulier, Theorie du vers, Seuil, 1982, p. 177-192. 

26） 以下、 詩句 の行数を ［ ］ 内 の 数字で示す。
27) 異文：《 Qui, sous ton sceptre dur, doit subir le bonheur. ・ ・》（A VA, 1942). 
28） 異文：《 Tente》（A VA, 1926). 
29） プ レ イ ヤ ー ド 版：« C’est une vaste peau 坐 fauve que mon royaume ！》（σ'l, 92 ） は誤植。
30） 異文 λ toujours》（A VA, 1926). 
31) Lussy, Charmes, p. 258 et 296-297. 
32） 《 La Pythie》， str. 10： 《 Toi, mon epaule, ou 1’or se joue / D’une fontaine de noirceur, I 

J’aimais de te joindre ma joue I Fondue a sa meme douceur ! . . .  I Ou, soulevee a mes 
narines, / Ouverte aux distances marines, / Les mains pleines de seins vivants, / Entre 
mes bras aux belles anses / Mon abime a bu les immenses / Profondeurs qu’apportent les 
vents ！》「 お ま え 、 私 の肩 よ 、 金色 の 光 を ／黒髪の泉 と 戯れ さ せ る 肩 よ 、 ／私 は お ま え に こ
の 頬 を 合わせて／同 じ 心地 よ さ に 溶け る の が好 き だ

、
っ た ！ … … ／ あ る い は肩 を 鼻孔 ま で も ち

あ げ、 ／遥か な 海へ と 胸 を 聞 き 、 ／美 し い湾 を 描 く 両腕の あ い だ に／ あ ふ れ る 乳房 を 手に秘
め て 、 ／私の深淵 は飲み 込 ん だ／風の も た ら す広 大 な 深み を ！ 」 な お 、 「亙女」 は 1917 年
10 月 に 着手 さ れ、 1919 年 2 月 、 「 セ ミ ラ ミ ス 」 と 同 じ く 『 レ ・ ゼ ク リ ・ ヌ ー ヴ ォ ーJ 誌 に掲
載 （初 出 ） さ れた 。

33） 《 Elle[ = la vie] est une femme qui danse, et qui cesserait divinement dモtre femme, si le 
bond qu'elle a fait, elle y pouvait obeir jusqu’aux nues. Mais comme nous ne pouvons aller 
a l’infini, ni dans le reve, ni dans la veille, elle, pareillement, redevient toujours elle-meme , 
cesse d’etre flocon, oiseau, idee ; - d’etre enfin tout ce qu'il plut a la flute qu'elle fut, car la 
meme Terre qui I’a envoyee, la rappelle, et la rend toute haletante a sa nature de femme 
et a son ami . . ・》（ σ'2, 151 ）. な お 『魂 と 舞踏J は 「セ ミ ラ ミ ス J 執筆後 ま も な く 書かれた も
の で あ り 、 初 出 は 1921 年 12 月 『ル ヴ ユ ・ ミ ュ ジ カ ルJ 誌であ る 。

34） プ レ イ ヤ ー ド版 （α'l , 93） お よ び ミ シ ェ ル ・ ジ ャ ル テ ィ に よ る 新版 （仁E (ed Jarreかゾ， I, p. 
460） で は 、 《 Toute rumeurs》 と 表記 さ れて い る が、 こ れ は 後年 の版 に お け る 誤植で は な
い か と 思 わ れ る 。 ジ ャ ル テ ィ の依拠 し て い る 1942 年版 『詩集』 で は確か に そ の よ う に 表記
さ れて い る が、 初 出 の 『 レ ・ ゼ ク リ ・ ヌ ー ヴ ォ ー 』 誌、 『旧 詩 帖J 初版お よ び再版、 1929 年
版豪華版 『詩集J で は 、 いずれ も 《 rumeur》（単数形） と な っ て い る 。

35） 《 Soleil, soleil ! . . . Faute eclatante ！》（ 《 Ebauche d’un serpent », str. 3). 
36） 《 Beau ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change ！》（ 《 Le Cimetiere marin », str. 6). 
37） 《 Ete, roche d’air pur, et toi, ardente ruche, I O mer ! Eparpillee en mille mouches sur / Les 

touffes d’une chair fraiche comme une cruche, I Et jusque dans la bouche ou bourdonne 
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l’azur ； 浄 （ « Ete », str. 1). 
38） 《D’un Temple a demi nu le soir baigne 1’essor, / Et soi-meme il s’assemble et s’ordonne 

dans l’or I A l'clme immense du grand hymne sur la lyre ！ 》 （《Orphee 》 ， V. 12-14 ） 「お の れ
自 身 soi-meme」 の 語 を 中 心 と し た ［s］ 音の畳韻 も 両詩篇 に共通す る 。

39） 異文 ： 《Que le calme de l ’onde impose a sa fureur， パン4 VA, 1942). 
40） 異文 ： 《Quand elle met sa force 》 ιθS Ecris nouveaux ; A VA , 1920, 1926 ; Poesies, 1929). 

な お 、 動詞 « rapaiser 》 に つ い て 、 ジ ャ ル テ ィ は 「17 世紀 に よ く 用 い ら れ た古語」 と 注記
し て い る 。 α· (ed. ]arrety}, I, p.461, note 2. 

41） 《J’ai voulu etre si grande que les hommes plus tard ne pussent croire que j'aie 
veritablement existe . . .  Etre si puissante et si belle qu'ils me dussent tenir pour une 
creature de l’esprit. La plus grande gloire n’est-elle point celle des Dieux qui se sont faits 
inconcevables ? ／ 《Impossible, incroyable, dira-t-on de Semiramis . . .  Incroyable, - et par 
la, divinθ ・ ・ ・ 》 》 （α1, 195-196). 

42） 異文：《Rejoindre dans mes yeux 》 (Les Ecris nouveaux ; A VA, 1920) ; « Rejoindre a mes 
regards 》 （A VA , 1926). 

43） 「夕暮れの 豪奪」 の最終 3 行 に も 同種の ア ナ ロ ジ ー が見出 さ れ る o « Et toi, de ces hauteurs 
d’astres ensemencees, I Accepte, feconde de mystere et d’ennui, / Une maternite muette 
de pensees . . . 》 （《Profusion du soir》， V. 95-97). 

44) mamelles と い う 語 （ 特 に 晴乳動物 の乳房 を 指す） を 用 い る 例 は 、 管見の 及 ぶ か ぎ り 、 ヴ ア
レ リ ー の他の 詩 に は皆無で あ る 。

45） リ ュ シ ー に よ れ ば、 『魅惑』 関 連 草稿 に 、 「 自 ら の 思念 の な か に 消 え 去 る あ の 天使 の よ う
に 「我上昇 ス 」 と 言 わ な い よ う な 〔 者 は ひ と り も い な い 〕 ／ ブ ル ダ ル ー ／野心 に つ い て
の説教」 い qui ne dise comme cet ange qui s’evanouit dans ses oensees : Ascendam. 》 ／
Bourdaloue. / s[ermon] s[ur] 1’Ambition り と い う 覚書が見 ら れ る （Lussy, Charmes, p. 199. 
下線強調 は ヴ ァ レ リ ー 自 身 に よ る ） 。 ま た 、 ジ ャ ル テ ィ は 「 あ の 天使」 と は 「 わ れ天 に の ぼ
り 〔 ・ ・ … ・ 〕 至上者の ご と く な る べ し 」 （ 「 イ ザヤ書」 第 14 章 13-14） と 述べた 「堕天使サ タ ン 」
の こ と と 注記 し て い る （α （ed. Jarrety}, I, p. 462, note 4） 。 ヴ ァ レ リ ー は ア ヴ ァ ス 通信社会
長 の エ ド ゥ ア ー ル ・ ル べ ー の 私設個人秘書 と し て 、 こ の パ ト ロ ン の好 ん だ 17 世紀の説教師
た ち （ ブル ダ ル ー の ほ か に 、 ボ シ ュ エ や ジ ャ ン ＝ パ テ イ ス ト ・ マ シ ヨ ン な ど） の 名演説 を
読 ん で 聞 か せ る こ と が し ば し ばあ り 、 1920 年 l 月 8 日 に は 「 プル ダ ル 一 、 灰色 が か っ た 絶
対的完壁。 古典派た ち の 比類 な き 形式」 と い う メ モ を 残 し て い る （匂'J , p. 42） 。 な お 、 ブル
ダル ー 「野心 に つ い て の 説教」 の 一節 は 次の と お り ： « Depuis les grands jusqu’aux petits, 
et depuis le tr6ne jusqu’a la plus vile condition, il n ’y a personne, ou presque personne, 
qui, plus ou moins, selon son etat, n’ait en vue de s’elever, et qui ne dise comme cet ange 
qui s’evanouit dans ses pensees, Je monterai, Ascendam. 》 （ « Sermon pour le seizieme 
dimanche apres la pentecote : Sur l’Ambition », in Louis Bourdaloue， σuvres, Paris : Chez 
Firmin Didot Freres, 1840, tome II, p. 154). 

46) Cf. Lawler, op. α't., p. 37. 
47） 異文 λ apaisements 》 （A VA , 1926). 
48） 異文 ： 《mortels 》 （A VA, 1926). 
49） そ れ 以 前 に セ ミ ラ ミ ス が 女 性 で あ る こ と を 示 す 文 法 上 の 印 は 、 第 9 詩 節 の 「 女 主 人

maitresseJ [33］ と 第 20 詩節 の 「死すべ き 女 une mortelle」 ［79］ だ け で あ る 。 第 15 詩節の 「不
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安 な 加xieuse」 と 「焼 き 尽 く さ れた consumeeJ [57］ も 女性形の語尾 を 示すが、 文法上 は 「胸
poitrine」 を 修飾す る 形容調 で あ る 。

50) « Viol 》 （σ'J, 1580-1581). 1890 年 『 ラ ・ プ リ ュ ー ム 』 誌主催の ソ ネ ・ コ ン ク ー ル に 「 若 い 司
祭」 と と も に投稿 さ れた ソ ネ 、 二篇 と も 同年 11 月 15 日 号 に 掲載 さ れた。 そ れ に先立ち 「暴行」
は 1890 年 7 月 13 日 付 ピエ ー ル ・ ル イ ス 宛の 手紙 に 同封 さ れて い る （Corr. G/L/V, p. 240） 。
「秘密美術館 の ブ ロ ン ズ像 Bronze du musee secret」 と い う 副題 を 添 え る こ の ソ ネ で は、 大
文字の 「 〈女〉 」 が 「愛 を 知 ら な い ひ弱 な 子供J に 「唇」 と 「乳房」 と 「 お ぞ ま し い 肉体の輝
き を 押 し 付 け」 な が ら 、 「嬉 々 と し た 手で そ の性器 を ま さ ぐ る 」 姿が表現 さ れて い る 。 そ し
て 「千年 に お よ ぶ ブロ ン ズ の暴行」 を 受 け る 「不安げ な 子供」 は 「大人 に な ん か な り た く な
い 」 と 肢 く 。 青年期の屈折 し た 意識 を 露骨 に 示す こ の ソ ネ は ヴ ァ レ リ ー 初期詩篇 の な かで も
異色 な 作風で あ る 。

51） 《La marche imperiale》（α＇l , 1578-1579). 1889 年 11 月 『ル ・ ク ー リ エ ・ リ ー ブルJ 誌掲載
の ソ ネ 。

52） 《Testament de Venitienne 》 （σ'l , 1600-1601). 1887 年 2 月 作、 リ セ の級友 ギ
、
ユ ス タ ー ヴ ・ フ ー

ル マ ン に 送 ら れた 詩 （Corr. V /F, p. 224） 。
53） 《La Jeune Fille 》（σ'J, 1695). 1959 年、 オ ク タ ー ヴ ・ ナ ダ ル に よ り 『12 篇 の 詩 Douze

poemesJ と 題 し て 公表 さ れた 詩 の ー篇 。 『若 き バ ル ク 』 の草稿中 に 最初期 の 素描が見 え る 。
Cf. Lussy, Charmes, p. 302-303. 

54） 《Abeille Spirituelle》（♂'l , 1693-1696). 1918 年 10 月 に書 き 出 さ れた こ の 詩 （生前未発表） は 、
リ ュ シ ー に よ れば、 「 セ ミ ラ ミ ス 」 か ら 派生 し て 生 ま れた。 Cf. Ibid., p. 297. 

55） 《Chant de l’idee-maitresse 》 （C, V, 848-849 I C2, 1263・1265 [1915-1916]). Cf. Ibid., p. 534. 
56） 中 井久 夫 「 脳髄 の 空 中 庭 園一一 ヴ ァ レ リ ー 「 セ ミ ラ ミ ス の ア リ ア 」 注釈」、 『ユ リ イ カ J 、

1996 年 4 月 号、 97・105 頁 （「脳髄の 中 の 空 中 庭 園 J と 改題 し て 『 ア リ ア ド ネ か ら の 糸J 、 み
すず書房、 1997 年、 259-275 頁 に 再録） 。 な お 、 本文 に 引 用 し た 『若 き パル ク 』 第 209-210 行
の 訳 も 中井訳に よ る 。

57） た と え ばア ラ ン 一一 「私 は 人 間 的 な 印 に 魅了 さ れ る J と 告 白 す る こ の哲学者一一ーは 、 「権力
の 詩 」 で あ る 「 セ ミ ラ ミ ス の ア リ ア 」 の な か に も 、 特 に 1926 年 に 追加 さ れた 3 詩節 の な か
に 、 『若 き パ ル ク J に 通 じ る 「 人 間 的 な 印 」 （ 「 存 在 の 自 己 自 身 に 対 す る 不 透 明 性 」 、 「 内臓
の 感情 sentiments viscerauxJ ） を 見 出 し て い る 。 Alain, Paul Valery, Charmes commentes 

par Alain , Paris : Gallimard, 1952 [1928], p. 52-60. Vair aussi Larnaudie, op. cit., p. 89 et 341. 
58) Lussy, Charmes, p. 374-375. 
59） 《Fragments des memoires d’un poeme》［1937] （♂'J ,  1473). 
60) Frederic Lefevre, Entretiens avec Paul Valery, Flammarion, 1926, p. 61, repris dans Paul 

Valery, Tres au-dessus d ’
une pensee secrete, Entretiens avec Fredenヒ Lθ1evre, ed. Michel 

J arrety, Editions de Fallois, 2006, p. 65. 
61） 以下、 ［ ］ 内 の ロ ー マ 数字 に よ っ て 詩節数 を 示す。
62） 《On a critique, blague les leit-motive. Or i l  est radicalement impossible de  concevoir une 

白uvre de grand es dimensions sans de tels secours, qui sont des necessites. [ . . .  ] / Preuve : 
les longues poesies qui se brisent toujours dans la prat1仰θ， dans le lecteur. Cf. Poe. / Le 
secret du grand art est de donner au patient des chaines invisibles ; mais si elles sont 
visibles, cela vaut mieux que rien. 》 （C, VI, 124 / C2, 1002 [1916]). 

63) Poe, Thθ Philosophy of Composition (1846) [trad. de Baudelaire, La Genesθ d'un poemθ， 
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1859]. 
64） ち な み に 『魅惑j に お い て 100 行 を 越 え る 詩 と し て は 、 「海辺の墓地」 (144 行） � 1Th女」 （230

行） 、 「蛇の素描」 （310 行） 、 「 ナ ル シ ス 断章」 （314 行） があ る 。
65) Sylvie Ballestra-Puech, Lθcture de La Jeune Parque, Paris : Klincksieck, 1993, p. 53-56. な お 、

パ レ ス ト ラ ＝ プエ ク は特に 「蓄被」、 「乳房」、 「鳥J 、 「蛇」 の モ チ ー フ に 注 目 し て い る 。 『若
き バ ル ク 』 に お け る 「 ラ イ ト モ チ ー フ 」 の 手法 に つ い て は 次の 論考 も 参照。 Pierre Parent, 
« Les leitmotive dans la “Jeune P訂que”》， in Travaux de Hnguistique et de litterature, XI, 2, 
Strasbourg, 1973, p. 171-183. 

66) Valery Larbaud, Paul Valery, Librairie Felix alcan, coll. 《 Les Quarante κ 1931, p. 14. 
67） こ の 点 に つ い て は 、 清水徹 『 ヴ ァ レ リ 一 一一知 性 と 感性の 相 克J 、 岩 波新書、 2010 年、 91-

117 頁 を 参照の こ と 。
68） 中 井久夫、 前掲論考 「脳髄の 空 中 庭 園 」 、 102 頁 （ 『ア リ ア ド ネ か ら の糸』 、 269-270 頁） 。
69） 《A. De la representation des etres incorporels - ［…］ / B. Racoler t[ou]s les textes o白il

est question des anges, depuis Babylone etc. et en faire un recueil. I ［ ・ ー］ I C. Des anges 
- secundum P[aul] V[alery]. / (Pierre n’aimait pas ce nom . . .  Ridicule 1830 p[ou]r lui. Moi 
(91) lui donnais un autre son - cモtaient des 《 esprits 》 implacables - intelligences sans 
defaut, porteurs de la fatalite - de la Lumiere men tale. J e voyais toute une mythologie de 
J'esprit - la conscience operante - qui transforme et consume tout ce qu’elle attaqueプ Une
sorte d’ideal de ma volonte et de ma reaction 92 contre sensibilite exageree - qui m’a fait 
tant souffrir. Ceci s’est modifie vers 192 .. I La rigueur penetrante du rayon. Cf. final de 
Semiramis - - Reaction. I ［ ・ ・ ・ ］ 》 （ C, XXV, 802 / Cl , 201-202 [1942] ) な お 、 事 の箇所 に 次の
欄外追記が見 ら れ る 。 「 『 フ ァ ウ ス ト 第 3 部J に お け る 「孤独者」 や テ ス ト 、 レ オ ナ ル ド な ど
を 参照」 « Cf. Le Solitaire dans Faust III et Teste, Leonard etc. 》

70） ホ ワ イ テ イ ン グや ロ ー ラ ー が指摘 し た よ う に 、 「 セ ミ ラ ミ ス の ア リ ア J 最終詩節 に お け る ー

句 「 わ が広 大 な 思念の う ち に わ れ と わ が 身 の 消 え さ ら ん こ と を Que je m’evanouisse dans 
mes vastes pensees J は、 ヴ ァ レ リ ー の 散文詩 「 天使」 （ カ ト リ ー ヌ ・ ポ ッ ジ と の 関係が危
機 を 迎 え た 1921 年 末 に 素描 さ れ て 以 来 し ば ら く 放置 さ れ、 最 晩年 に よ う や く 摘筆 さ れ た
作 品 ） の 次 の 一 節 を 想起 さ せ る 。 「 そ し て 彼 〔 ＝ 天使〕 は み ず か ら の 驚 異 的 に 純粋 な 霊 的
本 質 の 宇宙 の な かで 自 問 し つ づ け て い f.:. o そ こ で は 、 あ り と あ ら ゆ る 観念が相互 に 、 ま た
彼 自 身 か ら 等距離 に 離 れ て 息づい て お り 、 そ れ ら 観念の調和 の 完壁 さ と 照応 の 迅速 さ の た
め に 、 彼が消 え て し ま い 、 そ れ ら 観念 の 同 時 的 必然性 と い う 体系 が、 王冠 の よ う に き ら め
い て 、 そ の 至 高 の 充溢 の う ち に 、 そ れ 自 体 に よ っ て存続す る こ と が可能で あ る か の よ う で
あ っ た 。 」 《Et il s’interrogeait dans l’univers de sa substance spirituelle merveilleusement 
pure, o白toutes les idees vivaient egalement distantes entre elles et de lui-meme, et dans 
une telle perfection de leur harmonie et promptitude de leurs correspondances, qu’on eut 
dit qu'il eut pu s’evanouir, et le systeme, etincelant comme un diademe, de leur necessite 
simultanee subsister par soi seul dans sa sublime plenitude 》 （♂1, 206). Cf. Whiting, op. cit., 

p. 151 et Lawler, op. cit., p. 72-73. な お 、 「 セ ミ ラ ミ ス の ア リ ア 」 を 締め く く る こ の 一句 が
ル イ ・ ブル ダル ー か ら の借用 で あ る 点 に つ い て は先述 し た と お り だが、 そ こ に お い て も 「 天
使 J （堕天使） が問題 と な っ て い た こ と が想起 さ れ る （前注 45 を 参照） 。
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