
ヴ ァ レ リ ー の 「 カ エ サ ル」

一一ソ ネ の構造 を 中 心 にー一一

鳥 山 定嗣

は じ め に

『旧 詩帖J の 一篇 「 カ エサ ル 」 は 、 ナ ポ レ オ ン や テ イ ベ リ ウ ス に 多大 な 関心 を 示 し た ヴ ァ レ リ ー

の 権力 志 向 を 窺 わせ る 詩 篇 で あ る が、 20 代後半 の ヴ ァ レ リ ー が 『 カ イ エ』 に 4 ヵ 国語で記 し た

次 の 言葉 がそ の権力志向 の あ り ょ う を端的に示 し て い る と 思 わ れ る 。

Le Cesar de Soi-meme 

El Cesar de su m1smo 

Il Cesare di se stesso 

The Cesar of himself [s1司
1 )

「 お の れ 自 身 の カ エサ ル 」 が統治すべ き 対象 は あ く ま で 自 己 に ほ か な ら な い 。 ま た ヴ ァ レ リ ー

は 40 歳 ごろ 、 プル タ ル コ ス の 『対比列伝J を 読み、 「 カ エサ ル の お の れ 自 身 に対す る 感嘆すべ き

嫉妬」 、 す な わ ち 「過去の 自 分に対す る 現在の 自 分の 憎 し み」 を みず か ら も ま た 痛感す る と 記 し

て い る 2） 。

「 カ エ サ ル」 は 、 同 じ く 『旧 詩帖』 所収の 「 セ ミ ラ ミ ス の ア リ ア 」 （ 旧 題 は 「 セ ミ ラ ミ ス 」 ） と

関連が深 く 、 両詩篇 を 比較す る こ と に よ っ て各 々 の特色が見 え て く る 。 と も に権力者であ り な が

ら 、 男 女の 別 に よ っ て 好対照 を な す両者 は、 詩 型 の 点 で も 顕著 な 相 違 を 示 し て お り 、 と も に 12

音節詩句 か ら 構成 さ れ な が ら 、 「 セ ミ ラ ミ ス J が 4 行詩節 を 20 節以上連ね る 長詩であ る 一方、 「 カ

エ サ ル j は 短詩 ソ ネ で あ る 。

さ ら に 、 両詩篇 は 『 旧 詩 帖』 （昔 の 詩 を 集 め た ア ル バ ム ） と い う 題名 と は 裏腹 に 、 実 際 に は

1917 年 の 『若 き パ ル ク 』 刊 行 以 後 に 書 き 始 め ら れ た 比 較 的 新 し い 詩 で あ る と い う 点 で も 共 通

す る 3） 。 制作年 は 「 セ ミ ラ ミ ス 」 (1918 年 5 月 執筆 開始） よ り も 「 カ エ サ ル j の方が若干遅 く 、

1918 年末 に書 き 始 め ら れ、 1919 年か ら 1921 年 に か け て 制作 さ れた と 推定 さ れ る 4） 。 ま た 『旧 詩

帖』 へ の 収録時期 も 異 な り 、 「 セ ミ ラ ミ ス 」 が 1920 年 『旧詩帖』 初版に収録 さ れた の に対 し 、 「 カ

エ サ ル 」 は初版 に は 未収録で、 1926 年 4 月 『旧 詩数篇J と し て 「 オ ル フ ェ 」 、 「夕 暮れの豪奪」 、 「夢
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幻境 （異文） 」 と と も に 発表、 翌 月 『旧 詩帖』 再版に収録 さ れた 。

本稿で は 、 ま ず 「 カ エサ ル 」 の 原詩 と 拙訳 を 掲 げ （ テ ク ス ト は プ レ イ ヤ ー ド版 『作品集』 所収

の も の に よ る 5） ） 、 各節の読解 を 行 な っ た う え で、 こ の ソ ネ の構造 に つ い て 吟味す る こ と に し た い。

ヴ ァ レ リ ー の書い た 数多 く の ソ ネ の な かで も 「 カ エ サ ル 」 は と り わ け意識的 に組み立て ら れて い

る と 思 わ れ る た め で あ る 。 ま た 、 ヴ ァ レ リ ー の 描 く 「 カ エサ ル」 の特徴は何か、 と く に 「 旧詩」

と し て提示 さ れた こ の ソ ネ が実際 に は 『若 き パ ル ク J 以後に書かれた 「新 し い 詩」 であ る こ と を

示す特徴は何か、 と い う 点 に つ い て も 考察 し て み た い。

CESAR 

Cesar, calme Cesar, le pied sur toute chose, 

Les poings durs dans la barbe, et l’白il sombre peuple 

D ’aigles et des combats du couchant contemple, 

Ton cCEur s’enfle, et se sent toute-puissante Cause. 

Le lac en vain palpite et leche son lit rose ; 

En vain d’or precieux brille le jeune ble 

Tu durcis dans les n田uds de ton corps rassemble 

L’ordre, qui doit enfin fendre ta bouche close 

L’ample monde, au dela de l ’immense horizon, 

L’Empire attend l’eclair, le decret, le tison 

Qui changeront le soir en furieuse aurore. 

Heureux la-bas sur l’onde, et berce du hasard, 

Un pecheur indolent qui flotte et chante, ignore 

Quelle foudre s’amasse au centre de Cesar. 

カ エサ ル 6)

カ エサ ル 、 静かな カ エサ ル 、 あ ら ゆ る 物 の 上 に 立 ち 、

拳 は 固 く 顎煮 に 、 そ の 目 は暗 く 、 凝視 し た

落 日 に 飛 び交 う 鷲 と 戦闘 に満 ち あ ふ れ、

お ま え の心臓 は膨 ら み、 お の れ を 全能 の 〈原 因〉 と 感 じ る 。
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湖 が う ち 震 え 、 蓄積色 の 床 を 祇め る も 空 し く 、

若い小麦が貴い金に輝 こ う と も 空 し く 、

お ま え は そ の結集 し た 身体の結 び 目 の な か

閉 ざ し た 口 を つ い に 割 る 命令 を 固 め る 。

広大な世界、 果て し な い 地平線の彼方、

〈帝国〉 は待 っ て い る 、 閃 光 を 、 裁決 を 、 峰火 を

夕 焼 け を 凄 ま じ い朝焼け に 変 え る そ の 時 を 。

下界では波の う え 、 偶然 に揺す ら れ幸せ な 、

漁夫 ひ と り 気楽 に 漂い歌 っ て い る 、 い か な る

雷がカ エ サ ル の 中 心 に溜 っ て い る か を 知 り も せず。

各節読解

第 1 節

Cesar, calme Cesar, le pied sur toute chose, 

Les poings durs dans la barbe, et l’
ぽil sombre peuple 

D’aigles et des combats du couchant contemple, 

[4] Ton C白ur s’enfle. et se sent toute-puissante Cause. 

冒頭、 「 カ エ サ ル 」 の 名 を 二度畳み か け る 。 前置 さ れた形容詞 「静か な 」 が そ の 泰然 自 若 と し

た 姿 を 第一 に提示す る 。 そ し て 「足」 、 「拳」 、 「顎髭 7） 」 に よ っ て 、 万物 の 上 に 君 臨す る 雄 々 し い

姿 を 描 き 、 そ の 「 目 」 を 通 し て 「落 日 」 の 時 を 告 げた 後、 再 び カ エ サ ル の 中心、 す な わ ち そ の 「心

臓J に舞い戻 る 。 形容詞 と し て は 「静か な 」 に つづ き 、 「 固 い 」 、 「暗い 」 、 「全能 な 」 と い っ た語が、

緊 を 湛 え た英雄の姿 を 印象づけ る 。 「 夕 陽」 の 血 に染 ま る 空 は 「戦場」 で あ り 、 「鷲」 は ロ ー マ 帝

国 の 国章 （かつ ナ ポ レ オ ン l 世の 軍章） で あ る 。 血染め の 空 を 目 に し て 「心臓が膨 ら む」 さ ま が、

鼻母音 ［aJ の連続 （ ［s］ 音の畳韻 を 含む） 一－s enfle ; se sent ; toute-puissante－ー に よ っ て伝 わ っ

て く る 。 第 1 節で、 カ エサ ル の 身体部位の う ち 2 人称の所有形容詞 を付すの は 「心臓」 だ け で あ

り 、 自 ら を 「全能の 〈原 因 〉 」 と 感 じ る 「心臓J は別格であ る 8） 。

ま た 、 草稿か ら ヴ ァ レ リ ー が こ の ソ ネ を 第 l 行か ら 書 き 出 し た わ け で は な い こ と が分か る 。 現

在残 っ て い る な かで最初期 の手稿の 出 だ し は 次の よ う で あ る 。
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Ce vain lac, pour toi 

En vain le lac palpite et leche son lit rose 

Et les champs precieux brillent d’un jeune ble 

Cesar, calme Cesar, 1’orteil sur toute chose 

Les poings sous le menton et l’田il noirement peuple 

［…］ (A VA ms, f0 53) 

冒 頭 の 数語 は 除 き 、 最初 の 2 行 は 決定稿で は 第 5-6 行詩句 と な る も の で あ り 、 第 l 行お よ びそ

れ に 続 く 詩句 は そ の 後 に 生 ま れて い る 。 ま た 、 同草稿の続 き の部分で は 、 カ エサ ル の 「 目 」 が 「凝

視」 し て い る 対象が、 外界の 夕 景色 で は な く 、 お の れ 自 身 の 内 的世界の 反映であ る こ と が明示 さ

れて い た 。

第 2 節

卜 .］ 1’ぽil noirement peuple 

Non des fastes du ciel qui s’en croit contemple 

Mais peuple des tourments du ciel non contemple (A VAms, f0 53) 

そ の 日 は黒 々 と 満 ち て い る

見つ め ら れて い る と 思 っ て い る 空の豪者で は な く

見つ め ら れて い な い 空の苦悩 に 満 ち て い る 9） 。

Le lac en vain palpite et leche son lit rose ; 

En vain d’or precieux brille le jeune ble ; 

Tu durcis dans les nぼuds de ton corps rassemble 

[8] L ’ordre, qui doit en五n fendre ta bouche close. 

前半 2 行、 「 湖 」 と 「小麦 （畑） J の魅力 が描かれ る 。 「蓄薮色 の床」 に 身 を 横 た え る 「湖 」 を

女性 と す れ ば、 「若い小麦」 は青年 だ ろ う か、 い ずれ も カ エサ ル の 心 を 捉え る こ と な く 、 と も に 「 空

し く 」 身 を 震 わせ、 金色 に輝 く 。 な お 、 草稿で は 第 5 行の 「湖 」 の代わ り に 「海」 、 「 そ の床」 の

代 わ り に 「砂」 と す る 案が見 ら れ る 10） 。 「蓄被色 の 床 を 祇め る 」 と い う 表現 は 夕 陽 を 受 け た 波打

ち 際の イ マ ー ジ
、
ユ だ ろ う 。

カ エ サ ル は 「 固 い 拳 J （ 第 2 行） と 同 様、 そ の 身 を 硬 く 引 き 締 め る が、 「結集 し た 身体 corps

rassemble」 と い う 表現 は 意味深 い。 corps に は 「 身体j の 他 に 「集合体J 、 特 に 「部隊 ・ 軍 団 」

の 意味があ り 、 こ の表現は 、 カ エサ ル 自 身 の 「 身体」 と 「軍団」 が等位で あ る こ と 、 お の れ の 身

体 の 統率 と 軍団 の統率が平行関 係 に あ る こ と を示唆す る と 思 わ れ る 。 最高司令官 た る 将軍が、 そ

の 「結 集 し た 身体 ＝ 軍 団 」 の幾つ か の 「結 び 目 」 、 す な わ ち 「要所」 に 「 固 め る 」 の は 「命令」
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で あ る 。 次行冒頭 に 送 ら れて 浮 き 彫 り と な る そ の 語 L
’
ordre が、 ま も な く カ エサ ル の 「 閉 ざ し た 口 」

を 「割 る 」 ］l) 。 「静か な カ エ サ ル 」 の 緊張感 を 示す 「 閉 ざ し た 口 bouche close」 が、 ま さ し く カ

ト ラ ン 2 節 を ［ozd］ の脚韻 （chose - Cause - rose - close） に よ っ て し っ か り と 閉 ざす。

第 3 節

L ’ample monde, au dela de l’immense horizon, 

L ’Empire attend l' eclair, le decret, le tison 

[ll] Qui changeront le soir en furieuse aurore. 

第 3 節 で は 、 前節 の近景 （湖水 と 小麦畑） か ら 「地平線の彼方j へ視線が移 さ れ、 ロ ー マ 「帝

国J の 果 て し な い広表が こ こ で も 鼻母音 を と も な っ て 表現 さ れる （第 1 節 に お け る カ エサ ル の 「心

臓の膨 ら み」 も 同 じ く 鼻母音で表現 さ れて い た こ と が想起 さ れ る ） 。 L ample monde （広大 な世界）

と L 'Empire （ 帝 国 ） は 意 味 だ け で な く そ の 豊 か な 頭韻 口apJ に よ っ て 同 義 を 強 め 、 immense

horiwn の鼻母音 と と も に 、 ま す ま す拡大す る 印象 を 強め る かの よ う だ。 帝国が今か今か と 待 ち

受 け る 出 撃の合図一一 「 閃光」、 「裁決」 、 「蜂火」 の畳み か け は 、 l
’eclair le decret の音韻効果 [leklεR

- ld dekRε］ に よ っ て 加速す る かの よ う であ り 、 その火花が 「 夕 焼 け 」 を 「朝焼け」 に 変 え る 12） 。

「落 日 の 戦 闘 」 （第 2 行） が最 も 激 し さ を増す瞬間、 人為 に よ る 天変地異 の 瞬 間 で あ る 。 西か ら 昇

る 太陽 は 「凄 ま じ く 猛 り 狂 っ て furieuse」 い る 。 そ こ に は 「 フ リ ア イ Furies」 （ ロ ー マ神話の復

讐 の 女神 た ち ） も 加勢 し て い る だ ろ う 。 「 夕 焼 け を 凄 ま じ い朝焼 け に 変 え る 」 そ の 時 は ま だ未来

(changeront） の こ と で あ り 、 最終節 で は む し ろ 「幸せ な 」 の どか な 風景 が う た わ れ る 。

第 4 節

Heureux la司bas sur l’onde, et berce du hasard, 

Un pecheur indolent qui flotte et chante, ignore 

[14] Quelle foudre s’amasse au centre de Cesar. 

最終節 で は前節 の 「地平線の彼方 au dela」 か ら 「下界 la-basJ へ、 「 夕 焼 け ＝ 朝焼けJ の空か

ら 「波 の う え 」 に 視線が転 じ ら れ、 幻惑的 な 光景の あ と に 日 常の 一風景が差 し挟 ま れ る 。 波の 「偶

然」 に揺す ら れ る が ま ま に 「漂い歌 う 」 ひ と り の 「気楽 な 漁夫」 、 の ん び り と し た そ の姿が、 緊

張感み な ぎ る 詩の な か に 弛緩 の 一点 を 添 え る 。

こ の 「漁夫」 の イ マ ー ジ ュ に つ い て は こ れ ま で さ ま ざ ま な 解釈がな さ れて き た 。 チ ャ ー ル ズ ・

ホ ワ イ テ イ ン グ は 、 『若 き パ ル ク J 第 343 行 に 同様の イ マ ー ジ ュ （「永遠の漁夫」） があ る こ と を

指摘 し た う え で 、 両詩篇 に お け る 「漁夫J は 、 抵抗 し た り 格 闘 し た り す る こ と な く 、 自 然 の な が

れ に 身 を ま かせ る 者の 象徴 と 説 く 13） 。 鈴木信太郎 も 「 カ エ サ ル 」 の 「気楽 な 漁夫」 と 『若 き バ

ル ク 』 の 「永遠の漁夫」 を 重ね合 わせつ つ 、 ホ ワ イ テ イ ン グ と は異 な り 、 両者 を 「太陽」 の 隠聡

と 解釈す る 凶 。 他方、 中 井久夫 は 『若 き パ ル ク 』 の 「永遠の 漁夫」 を 「太陽J で は な く 「水平
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線上 の 明 る み が海面 に 映 え て つ く る 一 つ の揺 ら ぐ映像」 と 解釈 し た う え で、 pecheur （漁夫） と

pecheur （罪人） の音の類似 に よ っ て 導 か れ る 「永遠 の 罪人」 の イ マ ー ジ ュ を 介 し て 、 西 欧 に 広

く 伝 わ る 「幼復 え る ユ ダ ヤ 人 （ あ る い は オ ラ ン ダ船） 」 伝説 を 喚起す る と 指摘 し て い る 15） 。 「若

き パ ル ク J の 問題の 一節 は 次の よ う な も の で あ る 。

La, 1’ecume s’e百orce a se faire visible ; 

Et la, titubera sur la barque sensible 

A chaque epaule d’onde, un pecheur eternel. 

あ そ こ で、 水泡が懸命 に 姿 を 現そ う と し て い る 。

(La Jeune Parque, v. 341-343) 

ま た あ そ こ で は 、 敏感 な 小舟の上で よ ろ め く こ と だ ろ う

波 の 肩 の 寄せ る た びに 、 あ る 永遠の漁夫が。

「 カ エ サ ル 」 が 『若 き パ ル ク 』 以後の作であ る こ と を 考慮 に 入 れ る と 、 「 カ エ サ ル 」 の 「漁夫J

に 『若 き パ ル ク 』 の 「漁夫」 に 通 じ る 象徴が込め ら れて い る 可能性 も 否 め な いが、 前者の 「気楽

な 漁夫J は後者の 「永遠 の漁夫」 に 比べて象徴性が希薄であ り 、 実景 と 解釈 し て も 差 し支 え な い

と 思 わ れ る 。 な お 、 草稿 に は 「無垢 な 漁夫 un pecheur innocent」 と い う 表現一一 「無垢 な 罪人

pecheur innocent」 と い う 撞着語法的表現 を 想起 さ せ る ーーが見 ら れ、 さ ら に 「無垢 な ・ 無実の

innocentJ か ら 「無知 の ignorantJ が導 き 出 さ れた こ と が窺 わ れ る 16） 。 い ずれにせ よ 、 波の偶然

に揺す ら れ る が ま ま 漂い歌 う 「漁夫」 の イ マ ー ジ ュ は 、 自 ら の 中 心 に 雷 を j留 め る 「 カ エサル」 と

好対照 を な し 、 緊張感の み な ぎ る 最終行の直前 に 弛緩の ひ と と き を 添 え て 効果的で あ る 17)

第 12-14 行の脚韻 hasard と Cesar は 、 ネ ル ヴ ァ ル 『幻想詩篇』 の ー 篇 「 オ リ ー ブ山の キ リ ス ト j

に も 見 え る が 18） 、 ヴ ァ レ リ ー の ソ ネ で は と り わ け こ の脚韻が意味の対比 （ 「偶然」 と 「全能の 〈原 因 ＞ J

た る 「 カ エサ ル」） を 際立 た せ て い る 。 草稿 に は 「au hasard du hasardJ (A VAms, £0 55） と 「偶

然」 性 を 強調す る 案 も 見 え る 。

最終行 は 、 波の偶然 に 身 を ま かせ る こ の無邪気 な 「漁夫」 の 「知 ら な い 」 と こ ろ で 「 カ エサル

の 中心」 に 「雷」 が溜 ま る と い う 形で、 い っ と き の 弛緩の 後、 ふ た た び緊張感 を 高 め つ つ締め く

く ら れ る 。 草稿 （A VA ms, f0 54） に は 、 「 カ エ サ jレ J の 「 中 心 centre」 を 「 黒 い 心 noir Cぽur」

あ る い は 「黒い額 noir front」 に 変 え よ う と す る 推敵跡が見 ら れ る 。 第 2 行の 「暗い 目 」 に 通 じ

る イ マ ー ジ
、
ユ で あ り 、 上 に 引 用 し た草稿 （A VAms f0 53） に あ っ た よ う に 、 そ の 目 も 当初 「黒 々

と noirementJ 「見つ め ら れて い な い 空 の 苦悩 に 満 ち て 」 い た 。 こ の 「黒」 の イ マ ー ジ
、
ユ は 「 カ

エ サ ル 」 の 内 面 に 暗 さ と 深み を 与 え る と 同 時 に 、 そ の 闇夜 に ま も な く 轟 く 「雷」 と 強烈 な コ ン ト

ラ ス ト を な し て効果的 で あ っ た が、 決定稿で は カ エ サ ル の 暗 さ （お よ び明暗の対比） が和 ら げ ら

れ、 求心的 な 緊張感が前景化 さ れた と 言 え よ う 。 「雷」 を お の れの 「 中心 に 溜」 め こ む カ エサ ル

は依然 と し て 「静か な カ エ サ ル」 に ち がい な い 。 か く し て結語の 「 カ エ サ ル 」 は 冒 頭 に 回帰す る 。

「夕焼け を朝焼け に 変 え る 」 かの よ う に 、 詩の終わ り は ま た始 ま り と な る 。
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ソ ネ の構造

16 世紀 に イ タ リ ア か ら フ ラ ン ス へ伝 わ り 、 ル ネ サ ン ス 期 か ら 古典主義時代 に か け て 隆盛 を き

わ め 、 そ の 後 し ば ら く 廃 れ た の ち 、 19 世紀 に 再興 し た 「 ソ ネ 」 は 、 そ の 形式 的 制約 に よ っ て 、

詩作に完壁 を 求め る 詩人 た ち の愛好す る と こ ろ と な っ た 。 形式的制約の も た ら す創 造性 を重 ん じ

た ヴ ァ レ リ ー も ソ ネ を 好 ん だ詩 人 の ひ と り で あ る 。 と く に 若 い こ ろ 熱 中 し た形跡が見 ら れ る が、

そ の 後 も 晩年 ま で少 な か ら ぬ作例があ る 。 本稿で取 り 上 げた 「 カ エサ ル」 は 、 ヴ ァ レ リ ー の ソ ネ

の な かで も 、 と り わ け意識的 に構築 さ れて い る 点が注 目 さ れ る 。 以下、 4 つ の観点 （ 円 環性、 求

心性、 「 カ エ サ ル 」 の遍在、 対比 と 転調） か ら 、 こ の ソ ネ の構造 に つ い て 考察 し て み よ う 。

円環性

ソ ネ の構造 と し て 、 第一 に 目 に 留 ま る こ と は、 「 カ エ サ ル」 の 名 が詩 の 冒頭 と 末尾 に 置かれて

い る こ と であ る 。 マ ル セ ル ・ ミ ュ ラ ー が指摘 し た よ う に 、 こ の 点 に は ジ ョ ゼ ・ マ リ ア ・ ド ・ エ レ

デ ィ ア の 影響が う かがわ れ る 。 『戦勝牌 LθS TropheesJ の ー 篇 「剣先 L’estoc」 に は ソ ネ の 結語

を 「 カ エ サ ル 」 の 名 で締め く く る 例が見 ら れ、 ま た 同 詩集所収の ソ ネ 「主の公現 Epiphanie」 に

は ヴ ァ レ リ ー の ソ ネ と 同 じ よ う な 円環構造、 す な わ ち ソ ネ の 冒頭 （ た だ し 第 2 語） と 末尾 に 同 じ

語 を 配置す る 例が見 ら れ る 。 し か も 、 「主の公現」 に お け る そ の語 「バル タ ザー ル Balthazar」 （東

方の三博士の ひ と り ） は 「 ア ウ グス ト ゥ ス ・ カ エサ ル Augustus Caesar」 と 押韻す る か た ち と な っ

て い る 。 「剣先」 に お い て も 「 主 の 公現」 に お い て も ［zar］ の 脚 韻 （Sannazar-Cesar ; Caesar幽

Balthazar） で ソ ネ が締め く く ら れて お り 、 こ こ に ヴ ァ レ リ ー の ソ ネ に お け る エ レ デ ィ ア の 反響 が

読み取れ る のであ る 19） 。 （ な お 、 『魅惑J 所収の ソ ネ 「足音 Les Pas」 に も 、 題名、 冒頭 「君の足

音 Tes pas」 、 末尾 「 あ な た の足音 VOS pas」 に 同 じ 名 調 が置かれて お り 、 「 カ エ サ ル 」 と 同様 の

趣 向 が見 出 さ れ る 。 ）

と こ ろ で ヴ ァ レ リ ー の 「 カ エサ ル 」 で は 、 こ の 名 が さ ら に 第 l 行の 内部で反復 さ れて い る 。 そ

の位置 は前半句 の 末尾 で あ り 、 た と え て 言 え ば、 6 音節 の 半句 を 囲 む小 さ な 円 と 14 行詩全体 を

囲 む大 き な 円が相似形 を な す かの よ う に 、 こ の 詩の 円 環 を 閉 じ て い る 。 円環性は ま た正則 ソ ネ の

脚 韻構成 に 本来備 わ っ て い る 特徴で も あ り 、 カ ト ラ ン 2 節 は そ れぞれ抱擁韻 abba に よ っ て 円環

を な し 、 テ ル セ 2 節 も ccd ede （ あ る い は ccd eed） と い う 形で詩節 を 閉 ざす。

ま た 、 形式面だ け で な く 内容面 に お い て も 円環 的 な イ マ ー ジ ュ が見い だ さ れ る 。 第 11 行 「夕

焼 け を 凄 ま じ い朝焼 け に 変 え る 」 は 、 太陽の運行 を 逆転あ る い は無化 し つ つ 、 夕 陽 と 朝陽 を 照応

さ せ る イ マ ー ジ ュ に よ っ て 、 緩や か に め ぐ る 時の循環性 と は ま た 別 の 激 し い 回転運動 の 感覚、 ち ょ

う ど勢い よ く 回 る 独楽が静止 し て 見 え る よ う に 、 回転の激化が不動 に 近づ く よ う な 感覚 を 喚起す

る よ う に 思 わ れ る 。
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求心性

円環性 と 並 び、 ソ ネ に は求心的 な 動 き が随所 に 表現 さ れて い る 。 第 1 節 で は 、 カ エサ ル の 身体

描写が、 ま ず 「足」 、 次に 「拳」 と 「髭」 、 そ れか ら 「 目 」 を 通 し て ひ と た び夕焼けの空に転 じ た

の ち 再 び 「心臓」 へ と い う よ う に 、 末端か ら 中心 に 向 か つ て 進 む 。 第 2 節 で は 、 ま ず 「湖」 と 「小麦」

畑 と い う 外界 の 風景 を 描い た の ち 、 「結集 さ れた 身体の結 び 目 」 と い う 表現 に よ っ て 一挙に カ エ

サ ル の 中 心 に 向 かい 、 最後は 「 閉 ざ し た 口」 の イ マ ー ジ ュ で カ ト ラ ン を 締め く く る 。 テ ル セ 2 節

で も 、 ま ず 「果て し な い地平線の彼方の広大な世界」 と い う 「帝国」 の広表 を 喚起 し 、 大風景画

に 一点人の気配 を 添加す る かの よ う に 「漁夫」 の姿 を 描 き 込ん だ
、
の ち 、 最後は 「雷が カ エサ ル の

中 心 に 集積す る 」 と い う 求心的な イ マ ー ジ
、
ユ で締め く く ら れ る 。

求心力 の 中心 に い る の は も ち ろ ん 「 カ エサ ル」 で あ り 、 「 カ エサ ル の 中心」 と は 「 自 ら を 全能の 〈原

因〉 と 感 じ る 心臓」 （ 第 4 行） 、 あ る い は カ エサ ル の 「結集 さ れ た 身体 ＝ 軍団 の結 び 目 」 （第 7 行）

で あ る 。 こ の表現が カ エサ ル 自 身 の 「 身体J と 彼が統率す る 「軍団」 （ ひ い て は ロ ー マ 帝国全土）

を 結 びつ け る こ と は先述 し た と お り だが、 「結 び 目 n白udsJ と い う 語の配置が と り わ け興味深い。

こ の語は ま さ し く ソ ネ の 中 央 に 、 言い換 え れ ば、 冒頭 と 末尾 に 置かれた 「 カ エサ ル」 と い う こつ

の頂点 を結ぶ対角 線上 の 中 心 に位置 し て い る の で あ る 。

Cesar の遍在

ソ ネ の 冒頭 と 末尾 に位置 し 、 かっ そ の 「結 び 目 を 固 め る 」 「 カ エ サ ル 」 は、 さ ら に姿 を 変 え て

ソ ネ の あ ら ゆ る 箇所 に 現れ る 。

ま ず、 第 l 節 末尾 に 置 かれた Cause と い う 語 は Cesar の ア ナ グ ラ ム に 近 い （先述 の よ う に プ

レ イ ヤ ー ド版で は頭文字大文字 と な っ て お り 、 な お さ ら 両者の相似 を 感 じ さ せ る ） 。 単 に 形 の 上

だ け で は な く 、 意味上 も 「 カ エ サ ル 」 （ の 「心臓」） は 「 全能の 〈 原 因 〉 」 と 等 し い 関 係 に あ る O

い ま Cesar = Cause の等式が成 り 立つ と す れ ば、 先 に 「 カ エ サ jレ J の語の配置お よ びそ の反復

に よ る 円環性 に つ い て述べた こ と が、 第 1 節 に も 当 て は ま る こ と に な る 。 つ ま り 、 第 l カ ト ラ ン

(Cesar ［ ・ … ］ Cause） は い わ ば ソ ネ 全体 （Cesar ［…］ Cesar） の 縮 図 で あ り 、 そ の ま た縮 図が第 l

行前半句 に見出 さ れ る と い う よ う に 。 さ ら に 、 脚韻の位置 に 配 さ れた Cause は そ の音 を 第 l 行 ・

第 5 行 ・ 第 8 行の 末尾 （chose - rose - close） に 反響 さ せ、 「全能の 〈原 因 〉 」 と い う 「 カ エサ ル」

の異名 を カ ト ラ ン 2 節 に響 き 渡 ら せ る こ と に も な る 。

脚 韻 と い う 点 で は 、 ソ ネ を 締め く く る Cesar が第 12 行 末 の hasard と 押韻す る ほ か 、 こ の 名

を 構成す る 音素 ［se-zar］ が各詩行末 に ち り ばめ ら れ て い る 。 特 に ［z］ 音 は カ ト ラ ン 2 節 の脚

韻 （chose - rose - Cause - close） と 第 9-10 行 末 （horizon - tison） に 、 ［R］ 音 も 第 1 1-13 行末 （aurore

- ignore） に 、 母音 ［e］ も カ ト ラ ン 2 節 （peuple - contemple - ble - rassemble） に響い て い る 。

脚 韻 に 配置 さ れた語は最後の Cesar に 向 か つ て こ だ ま を 変奏 し て ゆ く と 見 る こ と も で き ょ う 。

「 カ エ サ ル 」 の 名 の 象徴性 は文字 に ま で 及 ぶ。 第 l 行前半句 （Cesar, calme Cesar） に は 「C」

の 文字が 3 つ 並 び、 視覚 的 な 効果が感 じ ら れ る 。 同 様 の 効 果が ソ ネ の 末尾 （centre de Cesar) 

に も 見い だ さ れ、 Cesar の 疑似 ア ナ グ ラ ム Cause お よ びそ れ と 意味連 関 の 強 い Cぽur （ 「お の れ
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を 全能 の 〈 原 因 〉 と 感 じ る 心」 ） も 語頭 に 「C」 の 文字 を 共有 し て い る 。 カ エ サ ル の頭文字 は 他

に も 、 第 3 行 の combats - couchant - contemple、 第 7 行 の corps、 第 8 行 の close と い っ た 語

に ま で及 び、 さ ら に は 「C」 の 文字 の発 し う る 二つ の子音 ［k］ と ［s］ の畳韻が ソ ネ の 随所 に ち

り ばめ ら れて い る （第 3 行の combats du couchant contemple、 第 10 行の l
’
eclair, le decret、 最

終行の s ’
amasse au centre de Cesar な ど） 。

「 カ エ サ ルJ は 、 詩の 冒 頭 と 末尾 に 君臨す る だ け で は な く 、 そ の 名 を構成す る 要素 （音お よ び文字）

と い う か た ち で ソ ネ の世界 に 遍在 し て い る の で あ る 。

対比 と 転調

以上 に 述べた よ う に 、 こ の ソ ネ は ま さ し く 「 カ エサ ル 」 の統治下 に あ り 、 カ エサ ル一色 に染 ま っ

て い る が、 詩人 は ま た そ れ を 単調 さ か ら 救 う 工夫 も 施 し て い る 。

そ の ひ と つ は対比の効果であ る 。 先述 し た ょ っ に 、 最終節 に 描 き こ ま れた 「漁夫」 は 、 「偶然」

の波の ま に ま に 漂 い歌 う そ の 「気楽 な 」 姿 に よ っ て 、 自 ら を 必然 と 化す英雄、 固 く 口 を 閉 ざ し て

雷 を 蓄 え る 「 カ エ サ ル」 と 鮮や か な 対照 を な し 、 緊張感の み な ぎ る 詩 に 弛緩の 一点 を 加 え て い る 。

詩 人 は ま た 「漁夫」 と 結 びつ く 「水」 の イ マ ー ジ ュ を 、 前節の 「火」 の イ マ ー ジ ュ （ 「閃光J 「峰

火」 「夕焼け を 朝焼 け に 変 え る 」） と 対比 さ せ る こ と に よ り 、 第 l テ ル セ と 第 2 テ ル セ の対照 を 際

立 た せ て も い る 。 こ の水 と 火 の 対比 は 、 さ ら に よ り 小 さ な か た ち で 第 5-6 行 の対句 的 表現 （「 う

ち 震 え る 湖 」 と 「 金 に 輝 く 小麦J） に も 見 出 さ れ る が、 い ず れ も 「 空 し く 」 存在す る そ の 自 然の

景色が ま た 、 そ の よ う な も の な ど眼中 に な い カ エサルの姿 を 対照的 に 浮かび上が ら せ る 。

も う 一点注 目 さ れ る の は 、 カ ト ラ ン 2 節 と テ ル セ 2 節 の対比、 と い う よ り は む し ろ 微妙な推移

で あ る 。 カ ト ラ ン 2 節 に お い て 、 「 カ エ サ ル 」 は 2 人称 （Tu） で呼びかけ ら れて い る 。 こ の頓呼

法 は 「 カ エサル」 を う た う 詩 人 自 身 の 発話の位置 を示す も の で あ る 。 歴 史家の よ う に （ ま た 自 ら

を 歴史上 の 人物 と し て記 し た こ の皇帝 自 身がそ う し た よ う に ） カ エ サ ル を 3 人称で描写す る の で

は な く 、 2 人称で呼びか け喚び起 こ す と こ ろ に 、 明示的 に は姿 を 見せ な い l 人称の声が聞 き 取れ る 。

「静かな カ エサ ル」 を う た う そ の声 は 決 し て声高 な調子 で は な い だ ろ う が、 抑揚 を 欠い た 平板調

で も な い だ ろ う 。 詩 に う た わ れた カ エサ ル と 同 じ く 静か な 緊張感 を た た え た声 に ち がい な い。 そ

し て ま さ し く こ の呼 びか け る と い う 発話行為 に 、 「 お の れ 自 身 の カ エサ ル」 た ら ん と し た ヴ ァ レ

リ ー の姿勢が浮かび上 が る よ う に 思 わ れ る 。

他方、 テ ル セ 2 節 に お い て は 、 カ エサ ルへの呼び
、
か け を 明示す る 指標 は何一 つ な い。 ソ ネ を 締

め く く る 結語の 「 カ エ サ ル 」 は 2 人称か 3 人称か微妙 な と こ ろ だが、 ど ち ら か と い え ば後者で あ

ろ う 。 冒 頭 に 2 度 そ の 名 を 呼ばれ、 カ ト ラ ン に お い て幾度 も 呼 びか け ら れた 「 カ エ サ ル」 は、 テ

ル セ に入 る と 「帝国」 の 「広大 な 世界」 の背後に い っ と き 身 を 潜 め 、 ひ と り の 「漁夫」 を 介 し て

最終行 に 再 び現 れ る と き に は 、 も は や元の呼びかけの対象 と 同 じ で は な く な っ て い る 。 い わ ばカ

ト ラ ン に お い て ク ロ ー ズ ア ッ プ さ れた英雄が、 テ ル セ に お い て はパ ノ ラ マ の 景 の 中 心点 と し て捉

え 直 さ れ る の で あ る 。 そ の変化は ま さ し く 「 カ エサル」 を う た う 詩人 自 身 の声の微妙 な 変化、 ヴ ア

レ リ ー の 好 ん だ音楽的 な 比聡 を 用 い て い え ば、 「転調」 の 表現 と み な す こ と がで き ょ う 。 「 カ エサ
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ル 」 に 始 ま り 「 カ エ サ ル」 に 終わ る こ の ソ ネ は 、 2 人称か ら 3 人称への 「転調」 に よ っ て 単調 さ

を 脱 し て い る 。

「カ エ サルJ の特徴

男性性

ヴ ァ レ リ ー は 若 い 頃 、 「 カ エ サ ル 」 と 同 じ く 皇帝 を 描 い た ソ ネ 「 皇 帝 の 行 進 2
0

） 」 （1889 年作）

を 書い て い る 。 そ こ で は 「死 に ゆ く 太陽」 と と も に勝利 の 「 ラ ツ ノ f」 が鳴 り 響 く 「 夕 暮れの 栄光」

の な か、 泣 き 崩 れ る 「寡婦 た ち 」 の 傍 ら に無言で立つ 「金色 の皇帝J が描かれて い る 。 感傷 に流

さ れぬ非情 な 雄姿 を う た い あ げた 高 踏派風の ソ ネ であ り 、 と く に ジ ョ ゼ ・ マ リ ア ・ ド ・ エ レ デ ィ

ア の 影響が指摘 さ れ る 21 ） 。 こ の 若書 き の ソ ネ と 「 カ エ サ ル J の共通点 と し て 、 「 夕 焼 け 」 の血に

染 ま る 空が 「戦闘」 の舞台 と な る と い う 点が注 目 さ れ る 。 落 日 の 戦場 と い う イ マ ー ジ ュ は、 そ の

ほ か に も ヴ ア レ リ ー 初期 の ソ ネ 、 「若 い 司 祭 22） 」 （ 1890 年作） や 「 コ ン キ ス タ ド ー ル の帰還 23） 」 （1891

年作） に も 見 ら れ る が、 後者 は ま さ し く エ レ デ ィ ア の作風 を模倣 し た作 品 で あ る 。 ヴ ァ レ リ ー の

「 カ エ サ ル 」 と エ レ デ ィ ア の ソ ネ と の 関連性 は 、 先述 し た ょ っ に 、 す で に マ ル セ ル ・ ミ ュ ラ ー に

よ っ て 指摘 さ れて お り 、 ま た こ の 高踏派の 巨 匠が戦闘 の テ ー マ を 好 ん で描い た こ と も 改めて言 う

ま で も な い が、 そ の 戦場の舞台が し ば し ば落 日 の燃 え る 夕 刻 で あ っ た と い う 点 を確認 し て お こ う

（「戦 い の 夕 べ」 な ど） 。 な お 、 中学時代 の ヴ ァ レ リ ー の詩作 を 収め る 『セ ッ ト 手帖J ( 1884-86 年）

に も 戦闘 を テ ー マ と し た 詩篇 が散見 さ れ る 24） 。

「 カ エ サ ル 」 は こ う し た 雄 々 し い 詩 篇 の 系列 に 属 す る 詩であ る が、 そ の な かで も と り わ け男性

的 な 性格 を 顕著 に 示 し て い る 。 男 性名 詞 お よ び形容詞 の男 性形が、 女性名 詞 お よ び形容詞の女性

形 に 対 し て圧倒 的 に 多 い の で あ る 。 男性名詞 と 女性名 詞 の 比 は 24 対 7、 形容詞 の 男 性形 と 女性

形の比は 10 対 5 で あ り 、 同 じ く ソ ネ 形式の 「皇帝の行進」 （前者 の 比 は 18 対 13、 後者の比 は 7

対 3） と 比べて も 「 カ エ サ ル 」 に お け る 偏向 の著 し さ が う かがわ れ る 。

と こ ろ で、 『旧 詩帖J に は む し ろ 女性 を う た っ た 詩篇が多 く （「紡 ぐ女j 「エ レ ー ヌ 」 「 ヴ ィ ー ナ

ス の誕生」 「夢幻境J 「水浴」 「 眠 れ る 森でJ 「 む な し い 踊 り 子た ち 」 「 ア ン ヌ 」 「 セ ミ ラ ミ ス 25） 」 な ど） 、

た と え女性の現れ な い場合で も 、 し ば し ば女性的 な 雰囲気 を 醸 し 出 し て い る （ 「友愛の森」 「 ナ ル

シ ス 語 る 」 「 ヴ ァ ル ヴ ァ ン 」 ） 。 こ う し た観点か ら も 、 「 カ エサル」 の男性性 は 際立 つ て い る と 言 え る 。

潜在性

ヴ ア レ リ ー の描 く 「 カ エ サ ル J の 特徴 と し て も う 一点注 目 さ れ る の は そ の 静 け さ で あ る 。 「静

か な カ エサル」 は 「全能」 の 力 を フ ル に 発揮す る の で は な く 、 「 お の れ を 全能 の 〈 原 因 〉 と 感 じ」

な が ら も その力 を 行使 し な い 、 と い う よ り は む し ろ 、 それ を行使す る す前の状態、 内 部 に エ ネ ル

ギー （ 「雷」） を 蓄積 し な が ら 外見 的 に は不動の状態 に あ る よ う に み え る 英雄 で あ る 。 そ の 「 閉 ざ

し た 口 を つ い に 割 る J 瞬 間 、 「 夕 焼 け を 朝焼 け に 変 え る 」 瞬間 は 差 し 迫 る 未来 の こ と と し て 先送
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り さ れ、 そ う し た劇 的 な 一 瞬 を 「待つJ 状態、 緊張感の み な ぎ る 宙 吊 り 状態が問題 と な っ て い る 。

ヴ ァ レ リ ー の 好 ん だ
、
物理学の用語 を 用 い て言 え ば、 彼の 「 カ エ サ ル」 は ポ テ ン シ ャ ルエ ネ ル ギー

の 最 も 高 い 状態 に 身 を 置 く の で あ る 。

「全能」 の力 を 最高 度 の 緊張感の う ち に 保持す る こ の英 雄 は 、 お の れ を 「潜勢的 な 個 26） 」 た ら

し め よ う と し た ヴ ァ レ リ ー 自 身 を 、 ま た そ の よ う な 生 き 方 （「 自 由 に 使 え る 能力 があ り な が ら そ

れ を 行使 し な い 」 ） を 体現す る 「 テ ス ト 氏」 の姿 を 想 い起 こ さ せ る 。 「可能 な も の と 不可能 な も のJ

と い う 二 つ の価値 し か認め な い テ ス ト 氏 は 「可能性 の 魔 そ の も の 」 で あ り 、 「 ひ と り の 人間 に 何

がで き る か ？ 」 と い う 彼の 名 高 い命題は ま さ し く 「潜在能力」 を 問題 と し た も の で あ っ た 2九 「 テ

ス ト 氏 と の 一夜」 （1896 年発表） と 「 カ エ サ ル 」 (1919-1926） の あ い だ に は か な り の 歳 月 が経過

し て お り 、 そ の 聞 に ヴ ァ レ リ ー は 『若 き パ ル ク 』 の 詩人 と し て 「世の 中 に 知 ら れ る と い う 過 ち 」

を 犯 し 、 「 テ ス ト 氏」 的 な生 き 方か ら 逸脱 し た 。 「 カ エ サ ル 」 に お い て は潜勢的 な状態 に 留 ま る こ

と への拘 り がそ れほ ど見 ら れず、 む し ろ 可能態 か ら 現実態への移行が含意 さ れて い る の も そ の た

め か も し れ な い が、 ポ テ ン シ ャ ルへ の 関心 と い う 点 に お い て 「 カ エサ ル 」 は 「 テ ス ト 氏」 的 な ヴ ア

レ リ ー の 傾 向 の 一端 を 示 し て い る と 言 え よ う 。

古典性

最後 に 、 「 カ エ サ ル」 が 『若 き パ ル ク J 以後に書かれた 新 し い 詩 で あ る こ と を 示す特徴 と し て 、

こ の ソ ネ の形式面、 す な わ ち 脚韻お よ び リ ズ ム の 古典性 に 注 目 し よ う 。

脚韻の構成 に よ っ て 、 ソ ネ は 「正則 ソ ネ sonnet regulier J （伝統 的 な 脚韻構成 ： abba / abba / 

ccd / ede あ る い は ccd / eed を 道守す る も の） と 、 「変則 ソ ネ sonnet irregulier」 （ そ れ以外の あ

ら ゆ る 脚 韻構成） に 分 け ら れ る が、 19 世紀以降ふ た た び隆盛 し た ソ ネ の 多 く は変則 ソ ネ で あ っ

た 。 そ の 点 で、 「 カ エ サ ル 」 が正則 ソ ネ の脚韻構成 を 示 し て い る こ と は注 目 に値す る 。 ヴ ァ レ リ ー

の 詩 に お い て も 正則 ソ ネ は稀であ り 、 『 旧 詩 帖』 で は ソ ネ 12 篇 中 「 カ エ サ jレJ の み 、 『魅惑』 で

は ソ ネ 6 篇 中 「 眠 る 女」 の み で あ る 。 「 カ エ サ ル」 は ま た 単 に 正則 ソ ネ で あ る だ け で な く 、 脚 韻

の響 き も 充実 し て お り 、 「豊かな脚韻」 を 多 く 含む （ 第 2-3 行 ［ple］ 、 第 6-7 行 ［ble］ 、 第 9-10 行

[iz5］ 、 第 12・14 行 ［zar] ) 28） 。

ま た 韻律 と い う 点で も 、 「 カ エ サ ル」 は 中 央 の 句切 り に よ っ て ア レ ク サ ン ド ラ ン を 二 つ に 分 け

る 伝統 的 な ら6 の リ ズ ム を 例外 な く 遵守 し て い る 。 『 旧 詩 帖J の な か で ア レ ク サ ン ド ラ ン で書 か

れ た 詩 は 21 篇 中 18 篇 に の ぼ る が、 そ の う ち 14 篇 は 句 切 り を 揺 る がせ る 非古典的 な 詩句 （象徴

派風の リ ズ ム の揺 ら ぎ） を 少 な く と も 一つ は含み、 そ の よ う な 詩句 を ま っ た く 含 ま な い詩 は 「 カ

エ サ ル 」 の 他 に 3 篇 （ 「水浴J 「異容 な 火 J 「 セ ミ ラ ミ ス の ア リ ア 」） だ け で あ る 。 他方、 『魅惑』

に は ア レ ク サ ン ド ラ ン 詩篇 が 21 篇 中 3 篇 （ 「 眠 る 女」 「室内 」 「 漕 ぐ人」） あ る が、 そ の い ず れ に

お い て も 古典的 な句切 り が保た れて い る 。 ま た 『若 き バ ル ク 』 は ア レ ク サ ン ド ラ ン を 512 行連ね

る が、 そ の ほ と ん どすべて は古典 的 な 結構 を 備 え た 詩句 と な っ て い る お） 。 以上 の こ と か ら 、 ア

レ ク サ ン ド ラ ン の韻律 と い う 点で、 「 カ エ サ ル 」 は 『旧 詩帖j 詩篇 よ り も 『若 き バル ク 』 や 『魅惑J

詩篇 に 近 い と 言 え る 30） 。
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要 す る に 「 カ エサ ル 」 は 、 『旧 詩帖』 詩 篇 群 と 並 ん で い る に せ よ 、 形式面 （脚韻お よ び韻律）

に お け る 古典性 に よ っ て 、 『若 き バ ル ク J 以後に書かれた 新 し い詩 で あ る こ と を 確 か に 物語 っ て

い る の であ る 。

結語

本稿で は 、 『旧 詩帖J の ー篇 「 カ エサ ル j を め ぐ っ て 、 ま ず各節 を 読解 し た う え で、 ソ ネ の構

造 に つ い て 、 円環性 ・ 求心性 ・ 「 カ エサ ル 」 の 遍在 ・ 対比 と 転調 と い っ た 観点 か ら 考察 す る と と

も に 、 ヴ ァ レ リ ー 描 く 「 カ エ サ ル 」 の特徴 と し て、 男 性性 ・ 潜在性 ・ 古典性 を 指摘 し た 。 「 旧詩」

と い う レ ッ テ ル を貼 ら れた こ の 高踏派風の ソ ネ は、 内容面 に お い て は初期詩篇 と 共通す る 特徴 （皇

帝お よ び戦 闘 の テ ー マ ） を 持 ち な が ら 、 形式面 に お い て は 『若 き パ ル ク J 以後の作であ る 特徴 （脚

韻お よ び リ ズ ム に お け る 古典性） を 示 し て い る c お そ ら く ヴ ァ レ リ ー は若年 に 受 け た エ レ デ ィ ア

の 影響 を 意識 し つ つ 、 『旧詩帖』 に 収め る こ と を 意図 し て 「 カ エ サ ル J を 書い た の で あ り 、 こ の

ソ ネ に は た し か に そ の よ う な昔の作の面影が見 ら れ る 一方、 古典的詩法 を 道守す る と い う 詩人 の

選択に 、 『若 き パル ク J 以後の詩作の刻 印が見て取れ る の で あ る 。

最 後 に 、 ヴ ァ レ リ ー の作品お よ び＼思想 に お け る 「 カ エ サ ル 」 の位置 を 確認 し て 本稿 を 結ぶ こ と

に し た い。 皇帝あ る い は英雄 と い う テ ー マ は 、 先述 し た よ う に 、 1890-91 年 に 書か れた初期 詩篇

「皇帝の行進」 や 「 コ ン キ ス タ ド ー ル の 帰還J （ い ずれ も ソ ネ ） に 見 ら れ る ほ か、 そ の後の注 目 す

べ き 試み と し て 、 1901-02 年 ごろ 着想 さ れた未完の劇作品 「 テ イ ベ リ ウ ス Tibere」 があ る 。 「3 幕」

か ら な る 「悲劇j と し て構想 さ れた だ け で作 品 の 形 を ほ と ん ど な し て い な い が、 恐怖政治 を 行 っ

た 悪帝 と も 非難 さ れ る こ の 第 2 代皇帝 （ カ エサ ル ） に つ い て ヴ ァ レ リ ー は か な り 特異 な 見方 を 提

示 し よ う と し て い た 。 当 時の 『カ イ エ』 に は 「歴史家 を 侮蔑 し え た 唯一 の皇帝」 、 「賢明であ る が

ゆ え に 残酷 と な る 」 と い っ た 言葉が記 さ れて お り 、 「戴冠 し た （理性） La Raison couronneeJ と

い う 異名 を も っ 「 テ イ ベ リ ウ ス 」 に つ い て は 、 「知性の怪物」 た る 「 テ ス ト 氏J と の 親近性 も 指

摘 さ れ る （「 テ ス ト 氏 と の 一夜」 の初版刊 行 は 1896 年、 「 テ イ ベ リ ウ ス 」 の 素描 は そ の約 5 年後

で あ る ） 31 ） 。 そ し て 『若 き パ ル ク 』 刊 行 ( 1917） 後、 「 セ ミ ラ ミ ス 」 の テ ー マ が浮上 し 、 こ の バ

ピ ロ ニ ア の女傑 と 対 を な す かの よ う に 「 カ エ サ ル 」 の 制作が始 ま る 。 凝縮 と 完結 を 旨 と す る ソ ネ

形式の 「 カ エ サ ル 」 が 1926 年の初 出 以 降、 ほ と ん ど改変の 手が加 え ら れな か っ た の と は対照的 に 、

4 行詩 を 20 節 以上連ね る 「 セ ミ ラ ミ ス の ア リ ア 」 は 初 出 以後 に も 詩節が増加 さ れ た う え 、 1934

年 に は作 曲家 ア ル チ ュ ー ル ・ オ ネ ゲル と の共同制作 「音楽劇 セ ミ ラ ミ ス 」 へ と 新た な 発展 を 遂 げ

る こ と に な る 。 こ の よ う に ヴ ァ レ リ ー の描い た皇帝あ る い は権力者 は男性か ら やがて女性へ移行

し て ゆ く と 見 る こ と がで き る が、 詩 人が 50 歳近 く に な っ て手掛け た 「 カ エ サ ル 」 は ち ょ う どそ

の 移行期 に位置づけ ら れ る 。 20 歳前 に書かれた ソ ネ 「皇帝の行進」 お よ び 30 歳 頃 に 素描 さ れた

悲劇 「 テ イ ベ リ ウ ス 」 を 引 き 継 ぐ一方、 40 代 か ら 60 代 に か け て 詩か ら 音楽劇 に 発展 し た 「 セ ミ

ラ ミ ス 」 へ と 至 る 系譜の な かで、 「 カ エ サ ル 」 は ヴ ァ レ リ ー の描い た最後の男性権力 者 な の であ る 。
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ま た 『 カ イ エ』 に お い て も し ば し ば 「 カ エ サ ル 」 への言及が見 ら れ る が、 こ の英雄 の 名 は 「 ナ

ポ レ オ ン 」 や 「 フ リ ー ド リ ッ ヒ 」 と と も に 挙 げ ら れ る だ け で な く 、 「 レ オ ナ ル ド」 や 「 ガ リ レ イ 」

と 並ぶ こ と も あ る 32） 。 「 カ エ サ ル」 は 、 ヴ ァ レ リ ー に と っ て 、 芸術家や科学者 に も 比肩 し う る 人物 、

「知 savoir」 と 「力 pouvoir」 を 兼備 し た 人 間 の理想像 な の で あ る 。 「 カ エ サ ル 」 、 「 レ オ ナ ル ド J 、 「 ガ

リ レ イ 」 と い う 一見脈絡の な い偉 人 の組み 合 わ せ は 、 形市上的 な 「知J に と ど ま る 「哲学」 を 批

判 す る 断章 に お い て 現 れ る も の で あ り 、 「知J を 「 力 」 に 変換 し う る 「真 の哲学」 を 生 き た 人物

と し て 三 者 の 名 が並べ ら れて い る 。 ヴ ァ レ リ ー は 「 カ エ サ ル 」 を 、 「 ナ ポ レ オ ン 」 と 同 じ く 、 「 お

の れの 哲学」 を 書物 に す る の で は な く 、 そ れ を 現 に 生 き 、 最大限活用 し た 「真の哲学者」 と み な

し て い た 。 そ う し た 賢者の風格 を 、 詩 に う た わ れ た 「静か な カ エ サ ル」 の な か に 読み 取 る こ と も

で き ょ 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。

CEJ, CE2 

CE (ed ]arrety), I, II, III 

C, I, II, III ・ － －

Cl, C2 

CI, CII, CIII . . .  

Corr. G/V 

Corr. G/V (1955) 

Corr. G/L/V 

Paul Valery， σuvres, edition etablie et annotee par Jean Hytier, 2 vol.. Paris 

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

Paul Valery， 包＇uvres, edition, presentation et notes de Michel Jarrety, 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., 

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 edit10n 

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

Andre Gide et Paul Valery, Corre司pondance 1890-1942, avec preface et notes 

par Robert Mallet, Paris : Gallimard, 1955 

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. 
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Corr. V/F Paul Valery et Gustave Fourment, Correspondance 188'iて1933, introduction, 
notes et documents par Octave Nadal, Paris : Gallimard, 1957. 
Paul Valery， 《 Album de Vers anciens », Manuscrits, Bibliotheque nationale 
de France, Naf. 19003 

A VA ms 

注

1 )  C ,  I ,  274 : Cl, 323 : CII, 142 [1897・1899]. な お 、 2 段 目 の ス ペ イ ン 語 は正 し く は El Cesar de 

si mismo、 英語は The Caesar － ー で あ る 。
2） 《Dans la Vie de Cesar, il [Plutarque] note l’admirable jalousie de Cesar contre lui-meme -

cette haine de soi present contre soi passe. J e sens cela extremement. 》 （C, IV, 623 : Cl , 53-
54 [ 1910］ ）. 以下、 訳文 に つ い て は 、 既訳の あ る も の は そ れ を 参照 の う え拙訳す る 。

3) 『旧 詩帖』 詩 篇 の 先駆的研究者チ ャ ー ル ズ ・ ホ ワ イ テ ィ ン グ は 、 関 連草稿の整理がい ま だ進
ん で い な か っ た 1960 年の段階 に お い て 、 1926 年 に初 め て公表 さ れた 「 カ エサ ル」 が 「若書
き の 詩J で あ る か ど う か確 証 は な い が、 1893 年 3 月 22 日 消 印 の ジ ッ ド宛 ヴ ァ レ リ ー の 手
紙 （Corr. G/V, p. 246-247） に こ の ソ ネ に共通す る イ マ ー ジ

、
ユ （ 「 自 分 に 対 し て 自 分の大将軍

で あ る こ と etre a soi son Grand CapitaineJ ） が見 ら れ る こ と を 根拠 と し て 、 若書 き の作で
あ る と 推論 し た が、 誤謬で あ っ た 。 Charles Whiting, Valery, jeune poet，θ ， New Haven, Yale 
University Press, 1960, p. 1 15. 

4) 『 旧 詩帖J 関 連草稿 と し て 、 1919-21 年 と 推定 さ れ る 手書 き 草稿 2 葉 （A VA ms, ff°s 53-54) 
と タ イ プ打 ち 草稿 2 葉 （A VA ms, ff0s 55-56） があ る 。 な お 、 ミ シ ェ ル ・ ジ ャ ル テ イ の編纂
に な る 新版 『作品集』 の 「 『旧 詩 帖』 に つ い て の註」 （CE (ed Jarrety：人 I, 1768） を 参照。

5） ♂＇l , 79-80. 
6) 拙訳 に あ た り 次の既訳 を 参考 に し た 。 菱 山修三訳 「 ジ

、
ユ リ ア ス シ ー ザー j 、 『 ヴ ア レ リ ー 詩

集J 、 JCA 出版、 1978 年 （初 出 は 『旧詩帖』 、 青磁社、 1942 年） ； 鈴木信太郎訳 「皇帝」 、 『 ヴ ア
レ リ ー 詩集』 、 岩波文庫 、 2000 ［初版 1968］ 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） 。

7) 「髭」 の存在 は 「 カ エサ ル （皇帝） 」 の 同 定 を 揺 る がせ る 要素で あ る 。 と い う の も 歴 史上 の カ
エ サ ル （ ガ イ ウ ス ・ ユ リ ウ ス ） に は 「顎髭 barbeJ がな か っ た ら し く 、 ユベ ー ル ・ フ ァ ビ

、
ユ

ロ ー は 「 こ の 髭の あ る 皇帝 は カ ラ カ ラ を 想 わせ る 」 と 注記す る 一方、 ホ ワ イ テ イ ン グ は あ く
ま でユ リ ウ ス ・ カ エ サ ル と 解 し 、 こ の 表現 を 「顎 menton の 比喰 に す ぎ な い 」 と 説明 す る 。
鈴木信太郎が述べて い る よ う に 、 「皇帝」 の称号で も あ る 「 カ エ サ ル」 を あ え て特定す る 必
要 は な い だ ろ う が、 ヴ ァ レ リ ー に よ る 「顎髭」 の 添加 は 「 カ エサ ル 」 の 男 性性 を 強調 す る
も の と み な す こ と がで き ょ う 。 Paul Valery, Poesjes choisjes, avec une notice biographique 
et litteraire et des notes explicatives par Hubert Fabureau, Paris : Librairie Hachette, 1952, 
p. 14 ; Ch. Whiting, op. cit., p. 1 15 ； 鈴木信太郎 『 ヴ ァ レ リ ー 詩集J 、 264-265 頁 。

8 )  た だ し 、 版 に よ っ て は 第 l 節 末尾 の 《 Cause 》の頭文字大文字 に よ る 強調 が な い 。 プ レ イ
ヤ ー ド版 『作 品 集』 (1933 年刊 『作品 集j お よ び 1941 年版 『詩集』 に 基づ く ） お よ び今 日
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普及 し て い る ガ リ マ ー ル社刊 ポエ ジ ー 叢書の 『詩集』 （1929 年版 に 基づ く ） に お い て は頭文
字大文字。 他方、 『旧詩帖』 の再版 （1926） 、 第 3 版 （1927） お よ びそ れ以降 の 『詩集』 の そ
の他の版 （1931, 1938 1942） では小文字 cause と な っ て い る 。 ミ シ ェ ル ・ ジ ャ ル テ ィ 編 『作
品 集j (2016 年 刊 ） は 、 詩 人 自 身 が改訂 し た 最 後 の 版で あ る 1942 年版 『詩集J に 基づ き 、
小文字表記 を 採用 し て い る 。 Cf. CEI , 1549 ; Poes1白 ， Gallimard, coll. 《 Poesie κ 2001[1958], 
p. 12 ; CE 伝d Jarrety}, I, 442. 

9) 次の草稿 （A VA ms, £0 54） も 参照 ： 《［…l l’白il noirement peuple I Non des fastes fumants 
du soir non contemple, / Mais peuple de destins qui s’offrent a leur cause. 》 「 そ の 日 は黒 々
と 満 ち て い る ／見つめ ら れて い な い 夕 暮れの煙 る 豪奪で は な く 、 ／みずか ら の 原 因 に 身 を さ
ら す運命の 数 々 に 満 ち て い る 。 」

10） 《 La mer en vain palpite et leche un sable rose 》 （A VA ms, £0 55) 
11） 「詩 に お け る 詩学」 と い う 観点か ら ヴ ァ レ リ ー の 詩 を 読解 し よ う と す る ミ シ ェ ル ・ フ ィ リ ツ

ポ ン は、 こ こ に 「 言葉 の 誕生 J （ 詩 の 生 成） と い う 暗 聡 を 読み こ み 、 さ ら に は 「 カ エ サ ル
の沈黙」 と そ れ を 破 る 発言 に 、 ヴ ァ レ リ ー 自 身 の 沈黙期 と 『若 き パ ル ク 』 の刊 行 と い う 寓
意 を 重 ね 読 ん で い る 。 Michel Philippon， 《Les deux versants : Cesar », Paul Valery, une 

poe6que en poemes, Presses universitaires de Bordeaux, 1993, p. 259-260. 
12） 「夕焼け を 朝焼 け に 変 え る 」 と い う 発想 は 、 初期 の ソ ネ 「素晴 ラ シ キ世界 Mirabilia Saecula」

(1889 年作） に も 見 ら れ、 そ こ で は ロ ー マ 帝 国 の 「 夕 暮 れ」 と キ リ ス ト 教の 「夜明 けj が対
比 さ れて い る 。 Cf. Corr. わF, p. 87 et 214 ； α'l ,  1601-1602 ; C宣 伝d Jarre例， I, 271. 

13) Charles Whiting, op. ch., p. 116-117. ホ ワ イ テ イ ン グ は ま た 「偶然 に揺す ら れ る 漁夫」 に 「幸
運 を 当 て に す る 芸術家」 の姿 を 読み込んで も い る 。

14） 鈴木信太郎、 前掲書、 265 頁。
15） 中 井久夫訳 『ポ ー ル ・ ヴ ァ レ リ ー：若 き バ ル ク ／魅惑j 、 み すず書房 、 2003 年 （改訂普及版） 、

310 頁。
16） 《 Heureux la-bas sur 1’onde au milieu du hasard / Un pecheur innocent ignorant de ton 

ame qui balance / ne sait pas si divine est son ame 》 （A VA ms, f0 53 ） 「漁夫」 の イ マ ー ジ ュ
に は も し かす る と キ リ ス ト 教的 な 合意 も あ る か も し れ な い。 イ エ ス ・ キ リ ス ト が、 漁夫で あ っ
た シ モ ン ・ ペ ト ロ に 、 今後は 「人聞 を と る 漁夫」 に な る だ ろ う と 予言 し た と い う 逸話 （ マ タ
イ 4-19、 マ ル コ 1-17、 ル カ 5-10） が想起 さ れ る 。

17） ミ シ ェ ル ・ フ イ リ ッ ポ ン は 「 カ エサル」 に 「男性的」 要素 だ け で は な く 「女性的」 要素 も 含
ま れて い る と い う 点 を 強調 し 、 男性性 と 女性性、 歴 史 （人為） と 自 然 （無為） 、 知性 と 感性、
反省 と 歌 と い っ た二極の対立 と い う 観点か ら 、 力 点 を 明 ら か に 後者 に 置 き つ つ 、 こ の ソ ネ を
解釈 し て い る 。 そ れぞれの 極 を 代表す る 「 カ エ サ ル」 と 「漁夫」 が ヴ ァ レ リ ー と い う 一 人 間
の う ち に 同居 し て い る と 説 く 点 は肯 け る と し て も 、 両者 を そ れぞれ 「 テ ス ト 氏」 と 「詩人 ヴ ア
レ リ ー 」 、 あ る い は 「散文」 と 「詩」 に 当 て は め て対立 を 際立 た せ る 点 は い さ さ か単純化が
過 ぎ る と 思 わ れ る 。 Michel Philippon， 《 Les deux versants : Ces訂 以 op. cit. , p. 251-271. 

18） 《Enfin Pilate seul, qui veillait pour Cesar, / Sentant quelque pitie, se tourna par hasard : / 
《 Allez chercher ce fou ！》dit-il aux satelites. 》 （《Le Christ aux Oliviers », IV, v. 12-13 ） 「 カ
エ サ ル」 は こ こ で は 「皇帝」 の称号。 ま た 、 こ の ネ ル ヴ ァ ル の 連作 ソ ネ に お い て 、 「神 は 存
在 し な い」 と 叫ぶ主 イ エ ス ・ キ リ ス ト が天 な る 父 に 向 け た 言葉 と し て 「冷た い必然 よ ！ ・ ・ ・ ・ ・

偶然 よ 」 と い う 表現があ る （III, V. 1-2 et 9） 。
19) Marcel Muller， 《 La dialectique de l’ouvert et du ferme chez Paul Valery κ in Poetiquθs ·  
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theorie et critique litteraires, textes reunis par Floyd Gray, Michigan Romance studies, 
vol. 1, 1980, p. 163-185. 詩 に お け る 「 開放」 性 と 「 閉鎖」 性 と い う 観点か ら 、 ヴ ァ レ リ ー の
「 カ エ サ ルj を エ レ デ ィ ア の ソ ネ （ ほ か に 「 ト レ ッ ピ ア 川 La Trebbia」 「戦い の 夕 べ Soir de 
bataille」 「 カ ン ヌ の後 Apres Cannes」 ） と 比較 し 、 両者 を 対比 的 に 捉 え た論考。 ミ ュ ラ ー は
ま ずエ レ デ ィ ア の ソ ネ に つ い て 、 高踏派 に かんす る 通説 に 異 を 唱 え つ つ 、 主題 に お い て も 形
式 に お い て も 「 開放」 的側面 を も っ て い る と 指摘す る 。 主題面 に お い て は上記 3 篇 の ソ ネ を
例 に挙 げ る 一方、 形式面 に お い て は ア ン リ ・ モ リ エ の 『修辞学お よ び詩学辞典』 に依拠 し つつ、
フ ラ ン ス に お け る ソ ネ の歴 史 を 「 閉鎖 （求心） 」 性 を 特徴 と す る 第 1 期 06-17 世紀） か ら 「 開
放 （遠心） 」 性 を 特徴 と す る 第 2 期 (lg 世紀） へ の 移行 と 捉 え た う え で、 ヴ ァ レ リ ー の ソ ネ
の特徴 は 「 閉鎖」 性 に あ る と 主張 し 、 そ こ に エ レ デ ィ ア と の相違 を 見て 取 っ て い る 。 ミ ュ ラ ー

は 、 ヴ ア レ リ ー の ソ ネ と エ レ デ ィ ア の ソ ネ 数篇 と の 「 間 テ ク ス ト 性」 と し て 、 本文 に 挙 げた
2 篇 の ほ か に も 、 「 カ ン ヌ の 後J と 「 カ エサルj の 関 連 に つ い て 、 両 ソ ネ の 第 2 節 冒頭 に 「空
し く en vain」 と い う 同 一 表現が見 ら れ る こ と を 指摘 し て い る 。 さ ら に 、 ヴ ァ レ リ ー が聖 ア
ン プ ロ ワ ー ズ 氏 に よ る 1644 年 の作 と し て 発表 し た 擬古典風の 「 イ レ ー ヌ の ソ ネ j への言及
も あ る な ど示 唆 に 富 む反面、 そ の論述 に は い く つ か首肯 し かね る 点 も あ る 。 た と え ば、 ミ ユ
ラ ー は 「主 の 公現」 に お け る 円環構造が破綻 し て い る （ ソ ネ 冒頭 に Done の 一語があ る た め）
と み な し て 、 そ れ を 「 開 放」 性の論拠 と す る が、 冒頭詩句 （« Done, Balthazar, Melchior et 
Gaspar, les Rois Mages， り と 最終詩句 い Les Rois Mages Gaspar, Melchior et Balthazar. り
に お け る 語の鏡像的 な 配置 は む し ろ ソ ネ を 閉 ざそ う と す る 意図 を 示す も の で は な い だ ろ う か
(Done の 追加 に は韻律上の要請 も あ る だ ろ う ） 。 ま た 、 エ レ デ ィ ア の ソ ネ と ヴ ァ レ リ ー の ソ
ネ を 、 前者の 開放性 と 後者の 閉鎖性 と い う 仕方で対比 さ せ、 「 カ エ サ ル」 （ 「 口 を 閉 ざ し た 」）
に お け る 「気楽 な 漁夫」 （「 （ 口 を 開 い て ） 歌 う 」 ） に 、 十分 ソ ネ を 閉 ざ さ な か っ た エ レ デ ィ ア
の姿が重 な る と 述べ る 点 な ど に は疑問 を 感 じ る 。

20） 《La marche imperiale パα＇l , 1578-1579 ； σ （ed. Jarrety}, I, 56). 1889 年 11 月 『ル ・ ク ー リ エ ・

リ ー ブル』 誌 に 掲載 さ れた ソ ネ 。
21） ピ エ ー ル ・ ル イ ス が ヴ ァ レ リ ー 宛の手紙 （1890 年 6 月 24 日 付 ・ 7 月 5 日 投函の 手紙お よ び

7 月 24 日 付の手紙） に お い て そ の 点 を 指摘 し て い る （Corr. G/L/V, p. 228 et 261） 。 ま た ヴ ア
レ リ ー と エ レ デ ィ ア に かんす る 次の論考 も 参照 の こ と 。 Walter Ince， 《Valery et Heredia », 
in Colloquθ Paul Valery, Amities dθ Jeunesse, influencesタ ／θctur，θs, A.-G. Nizet, 1978, p. 121-
122 (p. 119-137). 

22） 《Le Jeune Pretre 》 （CEl, 1581 ; CE (ed. Jarrety}, I, 60-61). 1890 年 7 月 20 日 付 ピエ ー ル ・ ル
イ ス 宛 の 手紙 （Corr. G/L/V, p. 253-254） に 同 封 さ れた こ の ソ ネ は、 同 年 10 月 ヴ ァ レ リ ー

がマ ラ ル メ に 初 め て 送 っ た手紙 に 添 え ら れた ほ か （Lettres a quelques-uns, Gallimard, 1952, 
p. 29） 、 翌 日 月 に は 『 ラ ・ プ リ ュ ー ム J 誌主催 の ソ ネ ・ コ ン ク ー ル に投稿 さ れ （α'l , 1580-
1581） 、 1891 年 8 月 に は ル イ ス の 主宰す る 『 ラ ・ コ ン ク J 誌第 10 号 に も 掲載 さ れた 。 ヴ ァ レ リ ー

初期 の代表作 と い う べ き ソ ネ で あ る 。 『 ！日 詩帖J 関 連草稿 に は タ イ プ草稿 に 手紙で推敵 し た
跡が見 ら れ (A VAms £0 200） 、 一 時は詩集に収録す る 考 え も あ っ た こ と が窺わ れ る 。

23） 《Retour des Conquistadors 》 （CE (ed. Jarre砂土 I, p. 313-314). 高踏派の 巨 匠エ レ デ ィ ア の作
風 を 模倣 し た こ の ソ ネ を 、 ヴ ァ レ リ ー は ま さ し く エ レ デ ィ ア 本人 に 送 っ て い る 。 ソ ネ の構想、
を 記 し た 1890 年 12 月 21 日 付 ピ エ ー ル ・ ル イ ス 宛 の 手紙 お よ び

、
仕上がっ た ソ ネ を 同 封 し た

1891 年 1 月 7 日 付ル イ ス宛の手紙 を 参照。 Corr. G/L/V, p. 367 et 380-381. 
24) Paul Valery, Cahier dθ Cette, Fata Morgana, 2009. 「前 ・ 最 中 ・ 後 Avant - Pendant - A pres」 、
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ヴ ァ レ リ ー の 「 カ エ サ ル」 一一 ソ ネ の構造 を 中 心に一一

「 ギ リ シ ャ 人た ち に Aux Grecs」 、 「軍楽 Sonitus 訂morum」 、 「 ロ ラ ン の死 La Mort de Roland」 、
ま た 「冷た い 甲 胃 の も と に煮 え た ぎ る 心 を 隠 し た誇 り 高い騎士が好 き J と は じ ま る 「私の好
き な も の Ce que j ’aime」 な ど。

25） た だ し 女王 「 セ ミ ラ ミ ス 」 は 、 女性 と し て の弱み も 表現 さ れ な が ら 、 む し ろ そ の 雄 々 し さ が
目 立つ詩であ る 。

26) 1894 年 11 月 8 日 消 印 の ジ ッ ド 宛 の 手紙。 「ず
、
っ と 前 か ら 僕 は 死 の モ ラ ル の な かで生 き て い

る ［…］ 僕 は い つ も 自 分 を 潜勢 的 な 個 た ら し め る よ う に行動 し て き た 。 つ ま り 、 戦術的 な 生
き 方 よ り も 戦略的 な 生 き 方 を 好ん だ の だ。 自 由 に使 え る 能力があ り な が ら そ れ を 行使 し な い
こ と 。 」 《je vis depuis longtemps dans la morale de la mort. ［一 ・ ］ J’ai agi toujours pour me 
rendre un individu potentiel. C’est-a-dire que j'ai prefere une vie strategique a une tactique. 
A voir a ma disposition sans disposer. 》 （Corr. G/V, p. 307 ）. な お 、 ロ ベ ー ル ・ マ レ編纂 の 旧
版で は、 こ の 手紙 は 「 1894 年 1 1 月 10 日 」 と 推定 さ れて い た が、 ピ ー タ ー ・ フ ォ ー セ ッ ト
よ る 新版で 「8 日 消 印 」 と 改訂 さ れた 。 Voir Corr. G/V, p. 305 et Corr. G/V β955), p. 216. 

27） ♂'2, 14 et 25. な お 、 1932 年 の 「 カ イ エ」 に は 「T 〔 ＝ テ ス ト 〕 。 私は現働 的 よ り も 潜勢 的 な
存在であ る J « T. / J e suis etre potentiel bien plus qu’actuel. 》 （C, XV, 852 : Cl, 132 ） と あ る 。
な お 、 こ の フ ラ ン ス 語原 文 に は 、 ポ テ ン シ ャ ル エ ネ ル ギ ー （energie potentielle） と 運動 エ
ネ ル ギー （白ergie actuelle [ou cinetique］） の対比が重ね ら れて い る と 思 わ れ る 。 ま た 1939
年 の 「 カ イ エ」 に は 「 テ ス ト 氏」 を 回想 し た 次の 言葉が記 さ れて い る 。 「 こ の う え な く 偉大
な 才 能 を 持 ち な が ら 、 そ れ を 持 っ て い る こ と を確認 し た う え で、 そ れ を ま っ た く 行使 し な い 、
そ の よ う な 人物 を 私 は夢想 し て い た 」 《Je revais d’m etre qui eut les plus grands dons -
pour n’en rien faire, s’etant assure de les avoir. 》 （ C, XXII, 600 : Cl, 176). 

28） し か も 第 3 行末 contemple と 第 7 行末 rassemble は ［aple / able］ と 豊か に 響 き 、 第 6-7 行
に は脚韻だ け で な く 半句末の押韻 preci-eux I nぽuds ［の］ (rime brisee） も 含 ま れ る 。

29） 例外は次の詩句 λ A la lumiere ; et sur cette gorge de miel， 》 （ v. 119 ） ； 《Loin des purs 
environs, je suis captive, et par》（ v. 156 ）. 前者は 中 央の句切 り に 、 後者 は 詩句 の 末尾 に 、 単
音節 の前置詞 を 配す る 点が非古典的で あ る 。

30） な お 、 「水浴」 「異容 な 火」 「 セ ミ ラ ミ ス の ア リ ア 」 に つ い て も 同様の こ と が言 え る が、 「 セ ミ
ラ ミ ス の ア リ ア 」 は 『若 き パ ル ク J 以後の作であ り 、 「異容な 火J (1897 年頃着手） も 『旧詩帖J
の な かで は比較的新 し い 詩 で あ る 。 「水浴」 (1892 年 2 月 作） だ け が 「 ジ

、
エ ノ ヴ ァ の夜」 （ 同

年 10 月 ） 以前 に書かれて い る が、 そ の事実 は 、 1892 年初頭 の段階で、 ヴ ァ レ リ ー がすで に
伝統的 な リ ズ ム を 揺 る がせ る 象徴派風の詩学か ら 距離 を 取 り 始め て い た こ と を 示 し て い る だ
ろ う 。

31 ) Voir CII, 313-314 （《Notes sur Tibere 》 ） ; CIV, 419 （《Preface de Tibere》） ; C, II, 405 : C2, 
1310 ; C, II, 656 : C2, 131 1 ; C, VI II, 520. こ の 未完の劇 「 テ イ ベ リ ウ ス 」 に つ い て は 次の文献
も 参照。 Huguette Laurenti, Paul Valery et le theatre, Paris : Gallimard, 1973, p.  319-333. 

32) C, XI, 820 : C2, 1475 ; C, V, 812 : Cl, 538. Voir aussi C, IV, 185 : Cl , 498. 

35 




