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「ア ン リ ・ド ・レニエ か らヴ ェネ ツ ィアの魅 力

を手 ほ ど きして もらわ なかっ た フラ ンス人が,い

っ たい何 人い るで しょ うか 。*1」一 一 これ は,ヴ

ェネツ ィア駐在 フラ ンス領事 の発 言で あ る。 一九

四八 年,レ ニエ(HenrideRegnier,1864-1936)

が ヴ ェネ ツ ィアで 生前住 んだ こ とのあ る ダ リオ館

に記念 プ レー トが取 り付 け られ た。領事 の発 言 は,

この ときの もの であ る。状 況が状 況 だけ に誇張 が

あ るだ ろ うが,お そ ら く実 態 か らさほ どか け離 れ

て もい ない発 言 だっ たろ う。今 の 日本 で ヴェネ ツ

ィアの魅 力 を広 め てい るの は陣内 秀信,塩 野七 生,

須賀敦 子 とい った人 たちだが,二 〇世紀 前半 の フ

ラ ンス語 圏で,そ れ と似 た役 目 を果 た していたの

が レニエ だった と想像 す れば よ さそ うで ある。

とこ ろで,レ ニ エが フ ラ ンス語 圏 の 人 た ち に

「手 ほ ど き」 した 「ヴ ェ ネ ッ ィ アの魅 力 」 とは,

どうい う もの だったの か。影響 力 の大 きさ を考 え

て みれば,影 響 の中 身につい て考 察す るの も,そ

れ に比例 して大 きな価 値 を持 つ だろ う。

じつ は,フ ラ ンス の詩 人 ・作家 レニエ とヴェネ

ツ ィア との関 わ りにつ いて,わ た く しは,こ れ ま

で に も何 度か取 り上 げ たこ とが あ る*2。 それ らの

文章 の なかで指摘 した諸点 は,一 部 の例外 を除 い

て,お お むね正 しか った と思 う。 しか し,こ れ ま

で は詩 人 としての レニエ とヴェネ ツ ィアの 関わ り

を正面 か ら扱 った こ とが なか った。 そ こで,こ の

拙文 で は,レ ニエ の詩 人 と して の側 面 を中心 に,

ヴェネ ツ ィア との 関わ りで表 れる特色 に光 を当 て

てみ たい と考 え ている。

1.詩 人 と して の レニエ

ところで,詩 人としての関わ りを問題にするか

らには,そ の人物が詩人として少なからず重要な

意味 を持っている必要がある。詩人 としての意味

というのは,ひ とりの人間の文学活動のなかでの

重要性 と,文 学史のなかでの重要性の二面が考え

られる。

レニエの文学活動のなかで,詩 人 としての活動

はどの程度の ものであったか。 レニエはまず,生

涯 をとお して詩人であった。 この文学者は,文 学

活動 を詩作か ら始めたのである し,多 数の小説 を

書 く傍 らで詩作 を続け,晩 年 になって も詩集を刊

行 しつづけた。付度すれば,小 説は生活のための

稼業で,詩 人こそ本来の姿 と考えていたのか もし

れない。生涯に発表 した大量の詩は,二,四 〇〇

頁におよぶ七巻の詩集成 としてまとめ られている。

文学史のなかでの詩人 としてのレニエの位置は

どうか。現在のフランス詩史のなかでは,レ ニエ

は高踏派 と象徴主義のなかの比較的優 れた詩人で

マラルメの亜流 とい うくらいに評価 されているよ

うである*3。 ちなみ に,ロ シア詩 人プロツキー

(JosifBrodskij,1940-96)は,一 九六〇年代の若

き日に,詩 人 としての レニエについて,「 彼が高

踏派最後の世代に属する一人で,い い詩 人だが,

読 む者の魂 を震撚 さすほどでもない*4」,と 認識

していたという。おそ らく当時の平均的見方では
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なか った だろ うか。

しか し,生 前,詩 人 と して の レニ エ の評 価 は

そ れ よ りは るか に高 か った と想 像 され る 。 た と

えば,レ ニ エ よ りやや 後 輩 で親 交 のあ った文 学

者 ジ ヤル ー(EdmondJaloux,Souvenirssur

HenrideRegnier,Lausanne:LibrairieF.Rouge,

1941)は,一 九 一一年 の思 い 出 と して,「 わた く

しは ヴェ ネ ツ ィア に い た。 そ れ も,大 詩 人,わ

た く しが 誰 よ りも賛 美 して い た人 と一緒 に そ こ

にいるの であ った」,と 書 き残 してい る(p.51)。

二〇 世 紀 前 半 の フラ ンス語 読 者 に対 して,レ ニ

エ が ヴ ェ ネ ッ ィア の魅 力 の 紹介 者 と して果 た し

た内容 が どの よ うな もの だ っ たか に注 目 したい

わ た くした ちに とっ て,レ ニエ が 「大詩 人 」 と

認 識 され てい た事 実 はす こぶ る重 要 で あ る。 な

ぜ な ら,そ れ に比 例 して この文 学 者 の ヴ ェ ネ ッ

ィア に 関す る書 き物 は影響 力 を増 した と考 え ら

れ るか らで ある。

ち なみ に,お そ ら くレニエ の 本領 は じつ は象

徴 派 流 の 詩 で は な く,叙 情 詩 にあ るだ ろ う。 そ

して レニエ を拝 情 詩 の 系譜 の なか にお け ば,あ

る い は従 来 の詩 史 で の扱 い よ りも評価 が 高 まる

ので はない か とも思 う。

い ず れ に して も,レ ニエ が 自分 の本 質 を受 け

入 れ て,も っぱ ら叙情 詩 を書 い たの は晩 年 の よ

うで,し た が っ て晩 年 の叙 情 詩 に良 い もの が 多

い。 なか で も,詩 集Vestigiaflammae(1921)

に 収 め ら れ て い る叙 情 詩 群 は 上 質 で あ る し,

Flamma観 α∬(1928)所 収の叙情 詩群 もそ れに

劣 らない よ うに思 う。 レニエ には真 情 を包 み 隠

そ う とす る傾 向が あ った ようで,そ の意 味 で は,

象 徴 主義 は性 格 に合致 してい た とい えそ うで あ

る。 象徴 主義 は,真 情 を素 直 に詠 え る よ うに な

る までの,必 要 な回 り道 だ ったのか も しれ ない。

詩 人 と して の レニエ は多 産 で あ っ た。 簡便 な

書 誌 に したが えば,レ ニエ の 出版 した詩 集 はつ

ぎの ように なる*5。

LesLendemains,Vanier,1886.

Apaisement,Vanier,1886.

Sites,Vanier,1887.

episodes,poemes(1886-1888),Vanier,1888.

Poemesanciensetromanesc～ues(1887-1889ク,

Librairiedefartindependent,1890.

episodes,sitesetsonnets,Vanier,1891.

Telqu'ensonge,Librairiedefartindependant,

1892.

Arathuse,Librairiedefartindependant,1895.

Poemes(1887-1892):Poemesancienset

romanesques,Telqu'enSO?2ge,増 補 版,

MercuredeFrance,1895,

LesJeuxrustiquesetdivins,Arethuse,Les

Roseauxdelaflute,lnscriptionpourles

tre2zeponesdelaville,LaCorbeilledes

heures,Poemesdivers,MercuredeFrance,

1897.

PremiersPoemes:LesLendemains,

Apaisement,8乞`θ5,」 …episodes,Sonnets,

Poes2esdiverses,MercuredeFrance,1899.

LesMedaillesd'argile,MercuredeFrance,

1900.

LaCitydeseaux,MercuredeFrance,1992.

LaSandaleaileeX1903-1905),Mercurede

France,1906.

Esquissesvenit2ennes,L'Artdecoratif,1906.

LeMiroirdesheures(1906-191の,Mercurede

France,19].1.

Modesetmanieresd'aujourd'hui,douzeson-

netsetdouzepoemes,Maquet,1914.

Poemes,Meynial,1917.

Odelettes,Payot,1917.

Poesies(1914-1916),MercuredeFrance,1918.

レ68ε乞g乞α囲 αmmα θ,MercuredeFrance,1921.

LeMedaillier,LeLivrecontemporain,1923.

LeMiracledefil,seizesonnets,Kra,1927.

Flammatena`x(1922-1928),Mercurede

France,192$.

Septmedaillesamoureuses,LaCentaine,

1928.

Chotixdepoemes,MercuredeFrance,1932.

Airspourl'echo,Chamontin,1933.

こ の 一 覧 を 見 る と,詩 の 場 合 の 通 例 で,ひ と

つ の 詩 集 が 別 の 大 き な 詩 集 の 一 部 と し て ,と き

ど き 再 刊 さ れ て い る こ と が わ か る 。 し か し,生

涯 を 通 じ て,多 産 な 詩 作 の お こ な わ れ た こ と が
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一 目瞭 然 で あ る。 そ れ は,詩 人 と しての レニ エ

を問 題 にす る こ とに意 味が あ る こ と を,量 的側

面 か ら証 明す る もの であ る。

レニ エ の詩 作 の 集成 と して現 在入 手 で きるの

は,ス ラ トキ ン社(ジ ュ ネ ー ブ)に よる三 巻 の

復 刻 版HenrideRegnier,(Euvres,Slatkine

Reprints,1978で あ る。元 来 は七巻本 で あ った も

の を,復 刻 して 三巻 に合 本 した もの の よ うで あ

る。 内容 を見 る と,一 九 一 三年 か ら一九 三一 年

にか け てパ リで 出版 された詩 集 が 収 録 され て い

る。各 巻の 表題 はつ ぎの とお りで あ る。

あ い に く

た,ど の 詩集 の,

か に してい な い。 しか し,わ た く しの手 持 ちの

メル キ ュー ル ・ド ・フ ラ ンス版 の 数冊 の詩 集 と

くらべ てみ る と,そ の 部分 は そ っ く り復 刻 さ れ

て い る よ うで あ る。 また,上 の 書 誌 に名 前 の 挙

が っ てい る詩集 はす べ て収 録 され てい る よ うに

見受 け られ る。 わ た く しの こ の拙 文 は,レ ニエ

の詩 の 書 誌 的研 究 が 目的 で は な いか ら,レ ニエ

の発 表 した詩 は この復 刻版 に だ い たい全 部収 録

してあ る ぐらいに考 え てY先 に進 み たい と思 う。

なお,以 下,拙 文 の なか で レニエ の詩 を引用 す

る場合 は,こ の ス ラ トキ ン版 か らであ り,巻 数

と頁数 もまた,こ の版 の数字 で ある。

主 題 か ら見 た場 合 の レニ エ の詩 の 特徴 は どの

よ うな もの か。 レニエ の詩 の 主題 は,じ つ に 多

岐 に わた って いる。 夢,記 憶,時 間,四 季,旅,

自然,神 話,彫 像,街,死,愛,鏡,戦 争,音,

静 け さ,悲 しみ,庭 園,… … 。 しか し,そ の な

かで も終生 この 詩 人が こだ わ りつづ け たの は夢

と記憶 と時間 だった ろ う。

夢 は 象徴 主 義 の常 套 的主 題 だ っ た。 しか し,

1.LesMedaillesd'argile,LaCitedeseaux.

II.LaSandaleAilee,LeMiroirdesheures.

III.LesJeuxrustiquesetdivins.

IV.LesLendemains,Apaisement,Sites,

吻 盛sodθs,Sonnets.

V.Poesiesdiverses,Poemesanc2eytset

romanesques,Telqu'ensonge.

VI.Vestigia,flammaeetautrespoemes.

VII.Flammatenax,Arianeetautrespoemes.

,こ の 復 刻 版 は,ど の 年 に 出 版 さ れ

ど の 版 を 復 刻 し た の か を 明 ら

それだか ら使 い慣 れた とい うよりも,レ ニエの

場 合には人格の核心近 くに夢想性があ った よう

である。たとえば,ひ とが書物 に向か う目的が

多数あるなかで,レ ニエがそれを夢の世界への

飛翔に求めたの も,ひ とつの表れであったろう。

レニエの詩のひとつは,つ ぎの ようにいう。

肘 つ きあ わす 人 間たちが厭 わ しく

周 囲 の万事 に吐 き気 を感 じて

時の 歩みが遅 い と き

ひ とは本 に向か い

夢 よ飛 び立 て,と 呼 びか ける

("LesLivres",IV,p.80)

レニエはさ らに,人 間存在の本 質に夢想性が

ある と考えていたようである。

時 代 が つ ら くて も,陽 気 で も,重 苦 し くて

も,野 蛮で も

平 和 の 歌 が あふ れ てい て も,['aーの声 が あ ふ

れて いて も

喜 び を高 らか に い う と き も,惨 め さを小 声

でい うと きも

ひ とは,昔 の 人 た ち と同 じ古 い夢 を見 続 け

るだろ う

("LaDentellededemain",VII,p.292)

これ は,シ ェ イ クス ピア 「ハ ム レ ッ ト」 の 名

台詞 にい う,「 わた した ちは夢 の よ うな もので 出

来 てい る」 と似 た考 え方 であ る。

また,過 ぎゆ く時 につ い て も,レ ニエ は壮 年

の こ ろか ら主題 に し続 け たが,晩 年 に は その 認

識 に真 実 味 が深 ま り,無 常 感 と呼 ん で よい もの

に なる。

ひ とは,あ あ,何 を信 じて も,何 を して も

死ぬの であ り,過 ぎゆ く一 日同然 の もの だ

わ た した ちの曙 は,生 まれ る と,た ち まち

夜 に達 す る

わ た した ちの 部分,部 分 が,刻 一刻 と失 わ

れ てゆ く

("Promenade",VII,pp.303-04}
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レニ エ に とっ て,こ うい う無 常 感 と,か ろ う

じて拮 抗 してい る のが 記憶 で あ り,そ れ ゆ え に

記憶 はす こぶ る重 要 な もの で あ っ た。 つ ぎの 詩

行 にそれが表 れ てい る。

かつ て存 在 しなが ら,移 ろい崩 れ るす べ て

か ら

思 い出 は,忘 却 と影 と墓 とに刃 向かい

活 け る炎 を燃 え上 が らせ

すべ て を蝕 む時 に うち勝 ち

永遠 の外貌 す ら帯 びて

わた したちの生 きてい た瞬 間 を

人 間の身の丈 に合 う程 度 まで

引 き延 ばす

("Toutmeurt...",VII,pp.301-02)

こ う い う 人 生 観 を 持 っ て い る 人 物 は,陰 気 な,

悲 し み に 満 ち た 人 で あ る ほ か な い 。 そ れ の 表 れ

が,レ ニ エ の 叙 情 詩 に 使 わ れ る 「陰 欝 な わ が 心

monamesombre」(III,p.303),「 わ た し の 心 は

苦 悩 す るMonameestdouloureuse」(IV,p,40),

「わ た し の 苦 悩mesDouleurs」(V,P.205),「 陰i

な わ た し の 夢monsongemorose」(1,p。54>,「 孤

独 で 陰 欝 な わ た し の 心moncceursolitaireet

morose」(VI,p.160)と い っ た 詩 句 や,頻 出 す る

「悲 しみTristesse」 と い う 語 で あ ろ う。

五.ヴ ェネツ ィア詩の位置

わ た く した ち は,レ ニ エ の文 学 生 活 の なか で

詩 人 と しての 活動 が い か に重 要 であ った か,そ

して レニ エ の 詩作 の概 要 が どの よ うな もの で あ

っ た か を見 た 。 で は,レ ニエ の 詩作 全 体 の なか

で,ヴ ェ ネ ツ ィア を題 材 に した詩 は,ど うい う

位 置 を占め てい るか。

まず,一 見 して 注 目 され るの は,そ の 数 の 多

さで あ る 。 こ の町 を直 接 題 材 に して い る詩が 四

〇 編 ほ ど,さ ら に,こ の町 に言 及 した詩 も含 め

れば,合 計 五 〇 編 ほ どに な る。 そ れ に,注 目 し

て良い のがEsquissesvenitiennes(1906)と い

う著 作 の存 在 で あ る。 これ は,半 ば散 文詩,半

ば散 文 とい った性 格 の 本 で あ る。 仮 にこ れ を窪

田般 彌 氏(こ の 本 の邦 訳 『ヴ ェネ チ ア風 物 誌 』

王 国社,1992,「 訳 者あ とが き」)に 倣 って散文 詩

集 と考 え れば,レ ニエ の ヴェ ネ ツ ィア詩 は さ ら

に二〇 編 以 上 増 え る こ とに な る。 以下 の拙 論 で

も,こ れ を散文 詩集 と見 な してお く。

ヴ ェ ネ ツ ィア を題材 にす る詩 は,レ ニ エ の詩

作 の な かの どの時 期 に書 か れ たか。 ヴ ェネ ッ ィ

ア を題 材 とす る 詩 を収 め た 最 初 の 詩 集 はLes

Medaillesd'argileで,こ れは一九〇 〇 年 に出版

され た もの であ る。 レニエが"Suari'altana"と い う

最 初 の ヴェネ ツ ィア訪 問 回想録(L'Altanaoula

vievenitienne,1899-192-x,MercuredeFrance,

1928所 収)に 付 け た 日付 が 一八 九 九年 九 月で あ

る か ら,初 め ての訪 問 を き っか け に して,ヴ ェ

ネ ッ ィア を題 材 とす る最 初 の詩 も書 か れ た よ う

であ る。一方,晩 年 の詩集Flammatenax(1928)

に は,こ の町 を題 材 にす る十 編 以 上 の詩 が 収 め

られ て い る。 最後 の ヴ ェネ ツ ィア訪 問 回想 録 の

日付 は一 九 二 四年 で あ る か ら(L'Altanaoula

vievenitienne,1899-1924),こ こに もおお むね

並 行 関係 が認 め られ る。 そ れに も増 して重 要 な

の は,詩 人 レニ エ が,こ の 町 に出 会 っ て以 来,

終 生 そ れ を題材 に し続 け た こ とで あ る。 そ れは,

この町 が 詩 人 レニ エ に とって 生 涯重 要性 を持 ち

続 け たこ とを意味 す るか らであ る。

レニエ の ヴ ェ ネツ ィア詩群 は どうい う特徴 を

備 え てい るか 。 第 一 の特 徴 は,こ れ らの詩 群 に

ヴ ェ ネ ツ ィアへ の 愛が 溢 れ て い る こ とで あ る。

つ ぎの一節 はその 直接 的表現 であ る。

ある ときはまた,わ た しは記憶 とその戯 れ

を好み

官能に身をゆだね,両 目を閉 じる

すると,心 の頁が繰 られて

突如,ヴ ェネツ ィアが,千 の姿で浮 かび出

る

そ の と き,わ た しの心 は 目覚 め て愛 に燃 え

上が り

わ た しは もう時刻 を知 らず,日 を知 らず

と りとめの ない夢 がわ た しを捉 える

{"LeGondolier",VI,p.162)
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特 徴 の 第 二 と して,別 の詩 のつ ぎの 箇所 を読

む と,ヴ ェネ ッ ィア とい う町 が レニエ に とっ て

「逃 れ ど ころ」 の役 割 を果 た して いた こ とが わ か

る。

正体不明の悲痛に打 ちのめされ

心痛の黒い翼がわた しの頭上を巡 るとき

わた しは,心 にヴェネツィアの この島 〔=

ジュデッカ島〕 を呼び起 こし

そこの海辺の木立 に逃げ込むことが多い

わた しは,突 然の酔 いに捉 え られた者 の よ

うに

時のなかか ら,深 い喜 びが溢れ るの を感 じ

る

広い庭園全体が静かにわた しを受け入れ

喜びと,香 り,平 安 を与えて くれる

陽光で虹色 に輝 く

澄み切った,塩 の香のする大気のなかで

ああ,思 い出 よ,わ た しは,ヴ ェネッ ィア

が

光のなかへ注いで,わ た したちを魅了する

記憶 と忘却の媚薬を

官能の赴 くままに,飲 む

なぜ な ら,黒 い憂欝 と,そ の煩 わ しい翼 を

逃 れる ために,わ た しは

目 を背 けて,こ う言い さえす れば よい のだ

「ジュ デ ッカ島の,ラ グーナ沿 い に

静 かで,神 秘的 な,り っぱ な庭 があ る

わ た しの 過去 の一 部 分 は そ こに生 きてい る

… …」

("LeJardindesouvenir",VI,pp.143-45)

ヴ ェネ ツ ィアが 「逃 れ どこ ろ」 と して機 能 した,

とい っ た の は そ の 意 味 で あ る。 プ ロ ツ キ ー の

Watermark(1992>が 「ヴ ェネ ツ ィア 水 の

迷 宮 の夢」(1996)と 題 して邦訳 された とき,作

家池 澤夏樹 氏 が帯 に綴 った名 コ ピーに,「 心が疲

れ た人 は ヴェ ネ ツ ィア に行 くのが い い」,と あ っ

た が,レ ニ エ は ま さに,そ れ を実 行 して い たの

で あ る。 ただ し,注 目 した い の は,こ の詩 の な

か の レニエ は,そ れ を記憶 の な かで お こな っ て

い る こ とであ る 。現 場 を訪 れ な く と も,記 憶 に

焼 き付 い た ヴ ェネ ツ ィアが 逃 れ どこ ろの役 目を

十分 果 た したので あ る。

そ れ は ひ とつ に は,レ ニ エ とい う人 物 の 資 質

に由 来 す る もの で あ っ た だ ろ う。す で に上 で 見

た とお り,レ ニ エ に とっ て記憶 は この上 な く重

要 な もの で あ り,ま た レニエ の 精神 の なか で す

こぶ る重 要 な役割 を果 た してい た。

さ らに,レ ニ エ は ヴェ ネ ツ ィア につ い て現 場

を訪 れ る必 要 が ない ほ どに熟 知 して い たが,そ

れ も記 憶 の なか の ヴ ェ ネ ツ ィアが 逃 れ ど ころ と

して機 能 しえた理 由の ひ とつで あ ろ う。L'Altana

oulavievenit2enne(1928)の 序 の一節 は,レ

ニ エ の ヴェ ネ ツ ィア体験 が どの よう なか た ち で

町へ の熟知 を もた ら したか を示 してい る。

〔L'ACtanaoulavievenitienneの 〕 これ ら

の 頁 は,わ た く しが ヴ ェネ ッ ィア と熱 烈 か

つ 親 密 に過 ご した長 い 時 間 の思 い出 を しっ

か り留 め よ う とす る もの で あ る。 そ れ らの

時 間 に,わ た く しは,路 地 か ら路 地 へ,小

広 場 か ら小 広 場 へ と さま よい 歩 い た り,潟

の孤 独 な光 の なか を船 で進 ん だ り,ゴ ン ド

ラの座 布 団の 上 で揺 られ た り,屋 上 テ ラ ス

の 木 の 手 す りに肘 をつ い た り して 過 ご し,

ヴ ェネ ツ ィア は,わ た くしが 優 し く注意 を

凝 ら して い たの と引 き換 え に,そ の 静 け さ

と美 しさの秘 密 の い くつ か を うち明 けて く

れたので あ る(p.12*り 。

「悲痛」・「憂欝 」 に捉 え られ る と,レ ニエ は ヴ

ェ ネ ツ ィアの 思 い 出 の な か に 逃 れ た,す る と,

喜 び と平安 が え られた とい うの で あ る。 今 し方,

「優 しく注意 を凝 らし」つつ 「熱烈かつ親密 に

すご した長い時間」一一 この文学者は,疑 似 愛

人 としての ヴェネッ ィア と,身 体的かつ精神 的
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な交情 を したの で あ る。 町 へ の熟 知 は そ こに発

してい た。

ところで また,詩 人 レニエ は,「 わ た しの過 去

の 一部分 はそ こに生 きてい る」 と書 き,「 思 い出

よ,わ た しは,ヴ ェ ネ ツ ィアが/光 の な かへ 注

い で,わ た した ち を魅 了 す る/記 憶 と忘 却 の 媚

薬 を/官 能 の赴 くま ま に,飲 む」 と書 い た。 お

よそ郷 愁 とは記 憶 の なか に あ る喜 ば しい思 い 出

を懐 か しが る姿 勢 の こ とで あ るか ら,詩 人 レニ

エ の ヴ ェ ネ ツ ィア に対 す る姿 勢 は,典 型 的 な郷

愁 のあ り方 だった と もい える。

皿.ヴ ェネツィア像略史

つ ぎに,わ た くした ちは,レ ニエ の散 文 に描

か れ る ヴェ ネ ツ ィア像 と詩 に詠 わ れ る ヴ ェネ ツ

ィア像 とのあ い だ に異 同が あ る のか ど うか を検

討 した い ところ で あ る。 しか し,そ れ に先 だ っ

て,レ ニ エ の 散文 が 描 き出 した ヴ ェ ネ ツ ィア像

に つ い てふ れ て お くべ きだ ろ う し,さ らに,そ

の特 徴 を知 る に は,他 の文 筆 家 た ちが提 示 した

ヴ ェ ネ ツ ィア像 と比 べ て み る必 要 が あ る。 そ う

い うわけ で,こ こで は まず,十 八世 紀 以 後 の ヴ

ェ ネ ツ ィア像 の うち代 表 的 な もの を取 り上 げ て

お きたい。

ヴェ ネ ツ ィアに は,第 一 に,心 地 よい 町,と

い う像 が あ る。1730年 代 に この町 を訪 れ た フラ

ンスの文人 プ ロス(CharlesdeBrosses,170g.77)

は,こ う書 いた。

この 町 は,死 ぬ ほ ど笑 わせ て くれ る その 体

質 ・態 度 ・流儀 と,そ こに行 き渡 っ てい る

自由 と,そ こ で味 わ え る平 穏 さ とが,じ つ

に特徴 的 で す。 したが っ て,わ た しは躊 躇

無 く,こ こを ヨー ロ ッパ で二 番 目 に良 い 町

とみ な します(Lettresd'ltalie,p187*7)。

1860年 代 に こ の 町 に 滞 在 し た 米 国 人 ジ ャ ー ナ

リ ス ト ・作 家 ハ ウ エ ル ズ(WilliamDeanHowells,

1837-1920)は,こ う書 い た 。

こうい う春 の静 かさに人は一一 町 のなかの

異国者は一一捉 えられ る。悲 しみ に捉え ら

れ る ので も,憂 欝 さに捉 え られ る ので もな

い 。何 も しない で い るの が 心地 よい とい う

深 い感 覚,あ らゆ る 目的 とか好 機 とい った

も の へ の 無 関 心 に 捉 え ら れ る の で あ る

(VenetianLife,p.68*8)o

百 年 以 上 を隔 て る この 二 人 が,こ の 町 で 「平

穏 さ」,「心 地 よ さ」 とい う共 通 の感 覚 を抱 い た

こ とに注 目 しよ う。 ヴ ェネ ツ ィア は心 地 よい町

であ った。

しか し第 二 と して,十 八 世紀 以 前 の ヴェ ネ ツ

ィア につ い て は圧 政 の町 とい う像 もあ った。 た

とえ ばモ ンテスキュ ー(Montesquieu,1689-1755)

は,こ う書 い ていた。

ヨーロ ッパの王 国の大部分 にお いては,

政体 は穏和的である。 なぜ な ら,君 主は第

一
,第 二の権 力は もつが,第 三の権力の行

使 は臣下 にゆだねてい るか らであ る。 これ

ら三権力がスル タンの頭上 に結合 されてい

る トル コ人の もとで は,お そるべ き専制が

支配 している。

これ らの三権 力の結合 されているイタリ

アの共和 国では,自 由はわが君主国 よりも

わずか しか見 いだ しえない。 したがって,

政体 は 自己 を維持す るの に,ト ル コ人の政

体 と同 じほどに暴力的な手段 を必要とする。

国家審問官 と,密 告者がいつで も告発の札

を投 じることので きる柱 がその証人である

〔この箇所の註に,「 ヴェネツィアにおいて」〕

(「法 の精神」1748,井 上嘉裕」訳,中 央公論

室土,1974)o

と こ ろ で,十 九 世 紀 初 頭 の 英 国 詩 人 バ イ ロ ン

(GeorgeGordonByron,1788-1824)に,こ う い う

詩 句 が あ っ た 。

ヴェネッィァでは

もうタッソの詩句 を歌い交わすこともな く

歌 を無 くした ゴン ドラ漕 ぎが,た だ黙 々 と

船 を漕 ぎ

町の館が水辺 に崩れ落ちてゆき
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音楽が 奏で られ ない こ ともあ る

そ うい う 日々 は過 ぎ去 っ たの だ。 そ れ で も

まだ

美 しさはこ こにあ る。

(ChildeHarold'sPilgrimage,IV,3*9)

バ イ ロ ンは,こ の詩 行 に,ヴ ェネ ツ ィアの落

暁 あ るい は死,過 去 の 栄光,そ して残 存 す る美

しさ,を 凝縮 してい る。バ イ ロ ンの この 捉 え方

は い くつ か の方 向 に展 開す る可 能性 を持 って い

た。 ひ とつ は,こ の 町 の死 を強 調 す る方 向 で あ

る。 この 町 の像 の 第 三 と して,こ こで取 り上 げ

て お こ う。死 の町 ヴ ェ ネツ ィア とい う像 の 典 型

は,フ ラ ンス 人 作 家 パ レス(MauriceBarris,

18fi2-1923)に 見 られ る。

ヴ ェ ネ ツ ィア は世 界 で もっ と も美 しい 町 で

あ る。 … … 仮 に新 世 界 の あ らゆ る博 物 館 が

空 に され,旧 世 界 の あ らゆ る有 名 建 築 が 破

壊 され て も,唯 一 ヴ ェ ネ ツ ィアが 救 われ る

な ら,生 涯 を喜 びで 満 たす の に十 分 な もの

が 残 るだ ろ う。 複 雑 で 多様 な ヴ ェネ ッ ィ ア

は,そ れ 自体 が,世 界 に生 き残 っ てい る最

高 の 芸 術 作 品 な の で あ る 。("Sinking,

ShadowedandSad‐TheLastGloryof

Europe",p.545*12)

第 六,ヴ ェ ネ ツ ィア につ いて は,退 廃 の魅力,

を強 調 す る捉 え 方 もあ った 。 た とえば,米 国 人

作 家 ジ ェイムズ(HemyJames,1843-1916)に そ

れが見 られ る。

ヴ ェ ネ ッ ィア よ,潟 に沈 む が よい。 嘆 きの

歌 を まだ 歌 って い て も,お まえ の美 しい 口

はす で に死 ん で い る。 大 洋 は夜 押 し寄 せ て

くる。 そ して砕 け る波 は,生 へ の過 剰 な愛

に よっ て,死 とい う永 遠 の モ テ ィー フ を編

曲 し続 け る の だ(LaMortde勉 おθ,p.

91*'0)0

また,過 去 の栄 光 と現 在 の死 を対 照 させれ ば,

ドイ ツ詩人 プ ラーテ ン(AugustvonPlaten,1796-

1835)の 方 向 に なる。 これ は,郷 愁 の対 象 と し

ての ヴ ェネ ツ ィア とい って よい だ ろ う。 す な わ

ち,第 四 の像,郷 愁 の ヴ ェネツ ィア,で あ る。

ヴェネッィアは夢の国のなかにだけあ り

昔 日のなかから影だけを投げてよこす

共和国の獅子は撲殺 されて横たわ り

牢獄 も人気無 く休息 している

(Venedig,XXII*'1)

また,第 五 と して,こ の 町 の美 しさ を強調 す

る方 向 もあ った。 す な わ ち,美 の 象徴 と して の

ヴェ ネ ツ ィアで あ る。 そ の好 例 は英 国人 作 家 ウ

オー(EvelynArthurWaugh,1903-66)の つ ぎの

文章で あ る。

… … ヴ ェ ネ ツ ィア とい う魅 力 的 な名前 を わ

た くしが 聞 い た り見 た りす る と き… … わ た

くしの眼 に浮 か ぶ の は,た だ 町 の 中心 に あ

る狭 い運 河 だ け一 一 切 れ端 の よ うな緑 色 の

水 と桃 色 の 壁 の 表面 だ け だ。 わ た く しの乗

った ゴ ン ドラは ゆ っ くり動 い て ゆ く。 … …

古 壁 の桃 色 は,場 所 全 体 を満 たす よ うに見

え る 。 その 桃 色 は,不 透 明 な水 の なか に 染

み 込 む よ うにす ら見 え る。 … … この小 さな

水 路 を挟 ん だ向 か い に は,ゴ シ ック様 式 の

窓 と露 台 のつ い た 建物 の,大 き く,み す ぼ

ら しい正 面 が あ る。 露 台 の上 に は,き た な

い 衣 服 が掛 け られ,露 台 の下 に は,洞 窟 の

よ う に見 え る入 り口 が,水 際 の ヌル ヌ ル し

た低 い 石段 の 上 に開 い て い る。 たい そ う暑

く静 か で,運 河 は変 な臭 い が してい て,そ

の 場所 全体 が魅 力 的 な のだ 。("Venice",pp.

16-17*1:3)

水 の 淀 む小 運 河,古 壁,み す ぼ ら しい建 物,

汚 い衣 服,水 苔 の まつ わ りつ い た石段,悪 臭 …

… とジ ェ イム ズ は記憶 を蘇 らせ なが ら ,こ の 町

の退廃 の魅力 を語 ってい る。

第 七,バ イ ロ ンには じまる ヴ ェネ ツ ィア像 の

系譜 とはや や 別 に,こ の 町 に は,幽 鬼 の 町,と

い う像 もあ った 。 た とえば,英 国 人作 家 デ ィケ
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ン ズ(CharlesDickens,1812-70)の つ ぎ の 一 節 に,

そ れ が 見 ら れ る 。

わ た した ちは,暗 い水 の 上 を五 マ イ ル ば

か り,先 へ 先へ と漂 って いっ た。 その とき,

夢 の な か で,水 が 間 近 の障 害 物 に当 た っ て

立 て る さ ざ波 の 音 が 聞 こえ た。 目 を凝 ら し

て外 を見 る と,暗 が りを とお して,黒 く巨

大 な もの が見 えた 。 海岸 に似 てい るが,水

面近 くで平 らにな って い るの が,筏 に似 て

い る 。 そ の脇 を,今 わ た した ち は通 り過 ぎ

よ う と してい た。 ふ た りの 漕 ぎ手 の頭 の ほ

うが,あ れ は墓場 です,と い った。

海 の なか の,そ ん な寂 しい場 所 にあ る墓

場 に興 味 と驚 き をか き立 て られ て見 つめ た

が,墓 場 は航 路 の後 方 に退 い て ゆ き,す ぐ

に視 界 か ら消 えた 。何 が どうな ったの か よ

くわか らないが,つ ぎに気付 い た と きには,

わ た した ち は街路 を進 んで い た一 一 街 路 と

い っ て も,そ れ は 幻 の 街 路 な の で あ る 。

家 々 は,水 の な か か ら両 岸 に伸 び上 が って

い る。 わ れわ れ の黒 い船 は,家 々の 窓 の 下

をす べ っ てゆ く。 窓の い くつ か に は明 か り

が輝 い てい て,そ の反 射 光 が,黒 い 水路 の

水 深 を測 っ て い る よ う に見 え る。 しか し,

あ た り全 体 は,森 々 と静 ま りか え って い る

のだ。

わ た した ち は,そ の よ うに,水 が 満 ち て

流 れ る狭 い街 路 や小 路 を進 み なが ら,こ の

幽 霊 の 町 に 入 っ て い っ た の で あ る … …

(PicturesfromItaly,p.66*14)o

「この幽 霊 の町」 とい う一句 が デ ィケ ンズの認

識 を要 約 して い る。 む ろ ん,こ れ を死 の 町 ヴ ェ

ネ ツ ィァ とい う像 の 一 変形 と見 なす こ と も可 能

だが,拙 稿 で は別 立て に してお く。

第八 と して,ヴ ェ ネ ツ ィア に は,近 代 化 か ら

の逃 れ ど ころ,と い う像 もあ っ た。 これ もウ ォ

ーか ら引 いてお こ う。

ヴェネツ ィア人が本土か ら彼 らの百 の島々

へや って きたのは,北 方の侵 入者 たちか ら

逃 れ る難 民 と して で あ っ た。 ヴェ ネ ッ ィア

は,そ の後 もず っ と避 難 所 で あ る。 こ こに

車輪 着 きの乗 り物 が ない こ とは誰 で も知 っ

てい る。 しか し,そ の状 態 を経 験 した者 だ

けが,そ の あ りが た さを納得 で きるの で あ

る("Sinking,Sh.adowedandSad‐TheLast

GloryofEurope",p.545)o

い うまで もな く,ウ ォーの い う 「車 輪 付 きの

乗 り物」 は直接 に 自動 車 を表 す だけ で な く,近

代 ない し近 代 化 を象 徴 す る もので あ る。 したが

って ヴェ ネ ツ ィア は,こ こで,近 代 な い し近代

化 か らの 「避 難所 」 と見 な され てい る わけ で あ

る。

第九,ヴ ェ ネ ツ ィアに は,迷 宮 都 市 とい う像

もあ っ た。 プ ロ ッキ ーの つ ぎの 一節 は その典 型

で ある。

道 は ウ ナギ の よ うに細 くて 曲が り くね って

い る。 そ ん な とこ ろ を通 って歩 くと,今 度
カ ン ポ

は カ レイの よ うにだ だ っ広 い広 場 にや っ と

辿 り着 く。 …… どこ に行 こ う と決 め て か ら

家 を出 て も,長 くて 渦巻 く小 道 や小 路 の 中

で必 ず 迷 って しま うの だ。 通 れ る か ら最 後

まで い ら っ し ゃい と言 っ てい る よ うだ か ら

行 っ て み る と,大 て い 運 河 に 突 き 当 た る

(金 関寿 夫訳rヴ ェ ネツ ィア 水 の迷宮 の

夢』,P.49)。

近代 の ヴ ェ ネ ツ ィア は,以 上 の よ うに,心 地

よい町,圧 政 の 国,死 の 町,郷 愁 の 町,美 の 象

徴,退 廃 の魅 力 を湛 え た町,幽 鬼 の 町,近 代 化

か らの逃 れ どこ ろ,迷 宮都 市,と い う(と きに

は相 互 に矛 盾 を孕 む)多 彩 な イ メー ジ を喚 起 し

て きた場所 であ った。

】〉.レ ニエ散文のヴェネツィア像

さて,こ れ らの,心 地 よい 町,死 の 町,郷 愁

の 町,美 の 象徴,退 廃 の魅 力 あ る町,幽 鬼の 町,

近代 化 か らの逃 れ どころ,迷 宮都 市,と い うヴ

ェネ ツ ィア像 は,レ ニ エ の散 文 の なか に もあ る

だ ろ うか。
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心 地 よい町,と い う像 は,レ ニ エ の散 文 の な

か に,は っ き り存 在 して い る。 た とえ ば,つ ぎ

の一節。

なか た ち で,強 固 に存 在 して い る 。 た とえ ば,

す で に見 た とお り,L'Altanaoula"勿 鰹勉伽.

erne(1928)の 序 には,こ う書か れてい た。

ヴ ェ ネツ ィア は,は な は だ心 地 よ く人 を包

み込 んで くれ る。 それ ゆ え,人 はす ぐ さま,

この 町 を,あ る種 の静 か な幸福 感s友 好 的

な くつ ろ ぎ,控 え め な喜 び,優 しい感 謝 の

気 持 ち で見 る よ うに な る。 この 町 の心 地 よ

さは,微 妙 な快 感 を も っ て受 け 入 れ ざる を

え な い 類 の も の だ(L'Altanaou伽vie

venit2enne,p.20)

圧政 の町 とい う像 もあ る。ただ しこの像 はレ

ニエの散文全体のなかでは微弱である。

これ らの 頁 は,わ た く しが ヴ ェ ネ ッ ィア と

熱 烈 か つ 親密 に過 ご した長 い時 間の 思 い 出

を しっか り留 め よ う とす る もの で あ る(p .

12)

ここで レニ エ は喜 ば しい記 憶 を思 い 出 して い

るの で あ るか ら,郷 愁 の姿 勢 で ヴ ェネ ッ ィア を

見 て い る。 しか も,レ ニ エ の眼 は,ヴ ェネ ツ ィ

アそ の もの につ い て も,過 去 の 良 き時代 を向 い

て い る。 た とえ ば,つ ぎの箇 所 は そ れ を明瞭 に

示 してい る。

… … そ の ロ コ コ風 の祭 壇 に は秘 密 の 階段 が

隠 され てい る。 国 家審 問 委 員 会 や,十 人 委

員 会,警 吏 た ちの 時代,統 領 宮殿 の獅 子 の

口が 匿 名 の 告発 の た め に 口 を開 い てい た時

代 に は,こ うい う便 利 な予 防措 置が 用 意 さ

れ て い た の で あ る(L'Altanaou伽vie

venitienne,p.190)o

レニ エ の散 文 には,ヴ ェ ネ ツ ィアが 美 を象徴

する町 であ る とい う捉 え方が,た しか にあ る。

ヴ ェネ ッ ィア は静 か に,過 去 の 栄 光 の疲 れ

を癒 す た めに休 息 していて,こ の静 か さが,

町 の美 しさ に,さ らに美 しさ を付 け加 え て

い る 。 この 美 しさは,死 の 美 しさで は な い

(lbid.,p.30)a

もうひ とつ注 目 したい の は,散 文家 レニエ はf

この引 用 か ら明 らか な よ うに,ヴ ェネ ッ ィア を

死の 町 と見 な さない こ とであ る。 「死 の美 しさで

は ない 」 と言 明 してい る点 に注 意 した い。 これ

は,レ ニ エ 以 前 の ヴ ェ ネ ツ ィア像 と断 絶 して,

そ れ以 後 の ヴェ ネ ツ ィア像 へ の転 換 点 とな る重

要 な一句 な の だが,他 所 で 扱 った こ とが あ るの

で*15,こ の拙稿 で は詳論 しない こ とにす る。

郷 愁 の 町 とい うヴ ェ ネ ツ ィア像 も,や や複 雑

あ りが た い こ とに,ヴ ェネ ツ ィア に は まだ

市街 電 車 も地 下 鉄 もな い。 そ して高貴 な静

け さの な かで,今 で も,鐘 楼 々 々の鐘 の音

が 聞 か れ る。 鐘 の音 は,ま だ近 代化 の時 を

告げ ないで いて くれる(lbid.,p。231)。

い っ てみ れ ば,レ ニ エ は,こ う して二 重 の 郷

愁の なかで ヴ ェネツ ィアを捉 えて いたの であ る。

とこ ろで,上 の 引用 は また,角 度 を変 えて み

れ ば,レ ニ エ が ヴ ェ ネ ツ ィア を近代 化 か らの 逃

れ どこ ろ と捉 え てい た こ と も示 して い る。 ヴ ェ

ネ ツ ィアは市 街 電 車 ・地 下 鉄 とい っ た近代 化 を

象徴 す る もの の ない点 で,レ ニ エ に は喜 ば しか

ったの であ る。

レニエ が ヴ ェネ ツ ィアの 退廃 の魅 力 へ の 嗜好

を持 って い た こ とは,た とえば つ ぎの 一節 に見

られる。

わ れ わ れ は今,ヴ ェネ ツ ィアで い ち ば ん寂

し くて,い ちば ん貧 しい地 区 に い る。 この

あ た りの小 運 河 は,老 朽 化 した建 物 の 貧 相

な正 面 を水 に映 してい る。 こ うい う老 朽 状

態 は悲 しい もの だが,そ の 悲 し さに も魅 力

が無 くはない(∬ 配d.,p」06)。

幽鬼の町 とい う像 もレニエの散文にみ られる。
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レニエ に,た とえばL'Entrevue(1917)と い う

怪 異課 が あ る 。 これ は,ヴ ェネ ツ ィアの寂 れ た

一角 の
,崩 れ か け た建物 の 中二 階で 起 こる出 来

事 と して語 られ る。物 語 は,部 屋 の片 隅 に はめ

込 まれ た背 の 高 い鏡 を媒 介 に,こ ち ら側 の語 り

手 と,向 こ う側 の死者(建 物 のかつ て の所 有者)

とのあ い だで生 じる奇 妙 な交感 を描 くので ある。

レニエ と親 交 の あ っ た作 家 ジ ャル ー は,「 ア ン

リ ・ ド ・レニ エ は,作 品 に 幽 鬼 が た だ よ う

(hantee)作 家 の ひ と りだ とい うこ とが,わ た く

し に は 明 瞭 で あ っ た 」 と 書 い て い る が

(SouvenirssurHenrideRegnier,p.66),ヴ ェ

ネ ッ ィア を舞 台 に した この散 文 作 品 に もそ れ が

典 型的 に表 れてい る。

迷宮 都 市 とい う像 につ い て は,レ ニエ の散 文

のつ ぎの箇 所 を見れ ば よい だろ う。

ヴ ェ ネ ツ ィアで は,ま っす ぐな道 は稀 で あ

る。 あ る地 点 か ら別 の地 点 に行 くに は,ど

れ も似 た様 子 の小 路 が 交 錯 して い る なか を

横 切 って ゆ く しか な い。 しか し,… … これ

らの風 情 豊 か な多様 さの なか で 道 に迷 う感

じが何 と も楽 しい 。大 きな 「カ ンポ」 や小

さな 「カ ンピエ ッロ」 を横 切 り,「 ソ ッ トポ

ル テ ィコ」 を潜 り抜 け,「 フ ォ ンダメ ンタ」

を歩 く。 「ラーモ」 に入 り込 む と,も との場

所 一一 「コル テ」 か 「コルテ イー レ」一 一

に戻 っ て しま っ て,行 き止 ま り にな るか,

さ もな けれ ば,行 く手 を遮 る 「リオ」 の と

ころへ 出 て しま う。 そ うな る と,も と来 た

道 を引 き返す しか ない(L'Altanaoulavie

venitienne,pp.22-3)o

V.レ ニエ詩のヴ ェネツ ィア像の特徴

さて,レ ニエ の 詩 の なか には どの よ うな ヴ ェ

ネ ツ ィア像 が見 られ,そ れ らの像 は レニエ の散

文 の なか の ヴ ェネ ツ ィア像 と比べ て,ど うい う

特徴 を もってい るか。

も ちろ ん,レ ニ エ の詩 の なか の ヴ ェ ネツ ィア

像 と散 文 の なか の ヴ ェネ ツ ィア像 に は重 な り合

う面 が 多 い。 同 じ人間 が捉 えて 表現 した ふ たつ

の像 で あ るの だか ら,こ れ は当然 の こ とであ る。

第 一,心 地 よい町 とい う像 につ い て。 先 に引

用 した詩 の な かで,レ ニ エ は,悲 痛 に悩 ま され

る ときに ヴェネ ツ ィアの庭園 を思 い 出せば,「 わ

た しは,突 然 の酔 い に捉 え られ た 者 の よ うに,

時 の な か か ら深 い 喜 び が溢 れ て くるの を感 じ

る」,と 書 い てい た。 同様 の像 は,別 の詩 の こ う

い う一句 に も見 られる。

忘 却が けっ してお前 たち を

破壊 す る こ とが ない よ うに

ヴェネツ ィアのあ らゆる幸福 が

わた しの心 と眼 を魅了 した

幸 せ な ときの思 い出 を

破 壊す る こ とが ない よ うに

("Strophesvenitiennes",VII,p.171}

「あ らゆ る幸福 」,そ して 「幸 せ な と きの 思 い

出 」 ヴ ェネ ツ ィア は,レ ニエ の生 涯 の な か

で(お そ ら く〉例 外 的 に幸福 を味 わ うこ との で

きた心地 よい場 所 だっ たの で あ る。 つ ぎの 詩行

もまた,や や異 な る角 度 か ら,ヴ ェネ ツ ィア の

心地 よ さを思い 出 してい る。

レニエ はSヴ ェ ネツ ィア を迷宮 と して提 示 し,

つ い で にい えば,そ の状 態 を愛 してい るので あ

る。

以 上 指摘 した とお り,レ ニエ の散 文 に は,心

地 よい 町,圧 政 の町,死 の町,郷 愁 の 町,美 の

象徴,退 廃 の魅 力 あ る町,幽 鬼 の町,近 代 化 か

らの逃 れ どころ,迷 宮 都 市,と い うヴ ェネ ツ ィ

ア像 が,こ とご と く存 在 してい る ことが わか る。

君 は ヴェネツ ィアか ら手 紙 を くれて

い つ……

ヴェネツィアのすべてが

運河 も教会 も宮殿 も

静か さと光 と色彩です

そ して心地 よいのです,と

そ して,わ た しは
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記憶 のなかか ら呼び起 こす

わたしの側にいた君の顔を

あの とき,わ た したちはふた りで

春のヴェネツィアの輝 きを味わった

そ して,わ た しに は

今 しも,ふ た りを乗せ た ゴ ン ドラは

運河 の角 を曲が る,と 思 え る

今 もわ た しを魅 了 し

今 のわ た しを厭 に させ る

遠 い昔の喜 び

("NouvellesdeVenise",II,pp.221-23)

リアル ト橋 も,き みたちに見せては くれま

い。 しか し,き み た ちを感動 させ るべ く,

彼 は人気 ない小 さな広場の一角 とか,干 潮

の折 りに細 かな藻の なか に象眼 されて貝殻

が見 出せ る古 い岸壁 を,或 いはまた,鑑 襖

着 を細紐 にかけて乾か している井戸のあ る

中庭 や,臭 気ぷんぷん 〔ママ〕 なが らも何

か心地 よく,一 度味 わったな ら二度 と忘 れ

られない魅力 を持 った,人 目につかない珍

しい ヴェネ チア を選ぶ術 を心得 て い よ う

(窪田般彌訳 「ヴェネチ ア風物誌」,PP.151W

52)0

第二 と して,レ ニエ の 詩 に も,ヴ ェ ネ ツ ィア

が 美 を象 徴 す る 町 とい う像 が あ る。 た とえ ば,

つ ぎの詩行 であ る。

わた しは,お 前の愛 しい迷路のなかで

美 しさのあらゆる秘密 を知った

ああ,統 領の鐘がほが らかに鳴る

ヴェネツ ィアよ

これは,友 人の画家の目を借 りなが ら,じ つ

は レニエ 自身が,藻 と貝殻 の付着 した古壁,艦

襖着 の干 された貧相 な中庭,悪 臭漂 う小運河や

路地裏,と いったヴェネツ ィアの退廃 の魅力 を

語 っているのである。

第四,幽 鬼の町 とい う像 も,強 くはないが,

あ る。つ ぎは,ヴ ェネチアの夜 の運河 とその岸

辺の館 々の様子である。

しか し,あ あ,ど こを歩 い て も

夢が 追 って くる

官能 の町,入 り江 の真珠

貴重 な る もの よ

今 日,わ た しは,こ れ まで に増 して

お前 を愛 してい る

("LaVillemenacee",p.29fi)

「美 しさのあ らゆる秘密」が ヴェネツ ィアの美

を指す直接的表現であるのはむろんのこと,「 入

り江の真珠」 もまた,一 目で この町の美 しさを

表す隠喩 と知れるだろ う。

第三,こ の町の退廃の魅力 について も,た と

えばつぎの一節 にそれが明瞭に指摘 されている。

運 河 と玄 関があ り

館 々の正面 の大理 石が

淀 んだ水 を

亡霊 の よ うな影で

虹色 に輝 かせ る

("LePalaisrouge",II,p.228)

第五,レ ニエ の 詩 の なか に は,迷 宮 都 市 とい

う像 も,も ちろんあ る。

その館 にゆ くためには

君の胸の息で揺 れるレースよりも

複雑な路 を

通 ってゆかねばならなかった

彼 〔e画 家 マ クシ ム ・ド ・トマ 〕以 上 に巧

み に ヴ ェ ネチ ア を描 い た 者 は い ない 。 ヴ ェ

ネ ツ ィアの有 名 な風 景 を彼 に願 っ た り して
パ ラッノォ ドゥカリレ

はな らな い。彼 は 総 督 邸 も,行 政長 官 の

館 も,サ ン=マ ル コ広 場,サ ル ー テ教 会,

錘の作業のように

曲が りくねって,繊 細な

ヴェネッィアは

運河の静脈 と相 まって

礪璃 に似る
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導 きの糸 の ない

ヴ ェネッ ィアは

それ を真 似す るア リア ドネ以上 に

ひ とを,た ち まち

小 路の迷 路 に迷 わせ る

(lbid.,pp.229-230)

ここに は,手 編 みの 「レース よ りも複 雑 な路 」,

運河 と路 地が 曲が り くね って 「璃 璃 に似 る」 ヴ

ェ ネ ッ ィア,そ して 「小 路 の迷 路 」一 一 と,迷

宮 都市 の イメー ジが豊 か に提 示 されてい る。

しか し,レ ニ エ の詩 の なか の ヴ ェ ネ ツ ィア像

と散 文 の なかの ヴ ェネ ツ ィア像 とのあい だ には,

重要 な違 い もあ る。

第一 の違 い は,詩 で は個 人性 が増 して,社 会

性 が減 ってい る こ とであ る。 レニ エの散 文 には,

上 で見 た とお り,個 人性 と社 会性 の両 面 が あ っ

た。 つ ま り,一 方 に は,「 これ らの 頁 は,〔 わ た

く しが ヴ ェ ネ ツ ィア と〕熱 烈 か つ親 密 に過 ご し

た長 い 時 間の思 い 出 を しっか り留 め よ うとす る

もので あ る」 と書 か れて い た よ うに,レ ニ エ と

ヴ ェ ネ ツ ィア(瓢 疑 似 女性)と の あ い だの個 人

的関係 が あ った。 しか しも う一方 に は,「 あ りが

た い こ とに,ヴ ェネ ツ ィアに は まだ市 街 電車 も

地 下鉄 もな い 。 そ して 高貴 な静 け さの な か で,

今 で も,鐘 楼 々 々の鐘 の 音が 聞か れ る。 鐘 の音

は,ま だ近 代 化 の時 を告 げ ない で い て くれ る」,

とい う社 会 的視線 と近 代 化批 判 とが あ っ たの で

あ る。 後 者 の姿 勢 は,他 に もた とえば 中編小 説

Marcelineoulapunitionfantastique(1919)

で,夢 想 家 の語 り手が,「 実 際性 と凡 庸 さ,世 俗

性 と 自己 満足,合 理性 と 自惚 れ」 とい う 「ブル

ジ ョア的偏 見 」 の持 ち主 であ る妻 マ ル セ リーヌ

の 見方 を変 え させ よ う と して,こ とご と く失 敗

す る話 に見 る こ とが で きる。 この失 敗 は,ヴ ェ

ネッ ィア とい う場 で,決 定 的 に表 れ るので ある。

わ た しを う っ と りさせ る もの は,何 一つ と

してマ ルセ リー ヌの 気 に入 らなか った。 ヴ

ェネ ツ ィアの 町 の造 りそ の もの が,マ ルセ

リー ヌ に は まっ た く愚 か しい もの の よ うに

見 え た。 … …海 の た だ なか に置 か れ た この

馬 鹿 げた 町 は何 で しょ う。 時計 と鳩 ば か り

が多 く,自 動 車 と市 街 電 車 もな くて,良 識

と進 歩 に まる で反 して い る この 町 は何 で し

ょ う。 す べ て が常 識 を欠 い てい るわ。 そ れ

にゴ ン ドラ。 まるで ア クロバ ッ トみ たい に,

船尾 で いつ も身体 の釣 り合 い を取 りつづ け

てい る漕 ぎ手 ほ ど馬 鹿 げ た もの が あ る か し

ら… …。 マル セ リー ヌは,わ た く しとい っ

しょに見 るすべ て に対 して容赦 が なか った。

わた く した ち二 人 が あ ち ら こち らの 運 河 を

巡 った と きに は,マ ルセ リー ヌの 顔 は心 底

か らの嫌 悪 を表 し,口 を尖 らせ て非難 を示

した(Marceline,pp.247-78)。

つ ま り,こ れ は,ヴ ェ ネ ツ ィア を非 近代 を象

徴 す る場所 と して提 示 して,仮 にそ の場 に近代

精神 と感 性 の持 ち主 を置 い た ら ど う なる か を,

レニエ が 想像 してみ た とい う こ とで あ る。 そ の

意味 で,こ の レニエ は,社 会 的 な視 角 で もの を

書 いた といえる。

とこ ろが,こ うい う杜 会 的視 角 が,詩 の レニ

エ には ま った くない 。 その 違 い を象徴 的 に表 し

てい るのが,「 逃 れ どころ」 としての ヴェ ネツ ィ

アの性 格 の 違 い で あ る。 もう一度 繰 りか えす な

ら,散 文の レニエ は,「 あ りが たい ことに,ヴ ェ

ネ ッ ィア に は まだ市 街電 車 も地 下 鉄 もない 。 そ

して高貴 な静 け さの なか で,今 で も,鐘 楼 々々

の鐘 の音 が 聞 か れ る。鐘 の音 は,ま だ近代 化 の

時 を告 げ な い で い て くれ る」 とい う ぐあ い に,

近 代 化 か らの 「逃 れ どころ」 を ヴェ ネ ツ ィア に

見 つ け た 。 しか し,詩 の レニエ は,ひ たす ら一

人の 人 間 と して,個 人的悲 しみ か らの 「逃 れ ど

ころ」 をヴ ヱネ ツ ィア に見 つ け るので あ る。 先

に引い た詩行 にふた たび注 目 しよう。

正体不明の悲痛に打ちのめされるとき

心痛の黒い翼がわた しの頭 上を巡 っている

とき

わた しは,心 にヴェネッィアのこの島 を呼

び起こし

そこの海辺の木立に逃 げ込むことが多い
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第 二,か つ て の ヴ ェ ネ ツ ィア共 和 国 を圧 政 の

国 と見 る見 方 は}ひ とつの強 い伝 統 であ っ た*16。

そ うい う見 方が 散文 家 レニ エ に も多 少 あ る こ と

は,す で にふ れ た とお りで あ る。 しか し,レ ニ

エ の 詩 に は圧 政 の 国 とい う像 は現 れ な い。 これ

もお そ ら くは,レ ニ エ の ヴェ ネ ッ ィア詩 が 主 と

して個 人的 関 心 か ら書 か れ,社 会 的視 点 が希 薄

で ある こ とと関 わってい るだ ろ う。

第 三,詩 人 と して の レニ エ と散 文 家 と しての

レニ エが ヴ ェネ ツ ィア像 に関 して見 せ る も うひ

とつ の違 い は,ヴ ェネ ツ ィア を死 の 町 と見 るの

か,生 の 町 と見 るの か,と い う点 にか か わ る。

散文 家 と して の レニエ の主張 は,ヴ ェネ ッ ィア

は死 の町 で ない,と い う点 にあ った 。 もう一度,

つ ぎの一 文 に注 目 しよう。

ヴ ェネ ッ ィアは 静 か に,過 去 の栄 光 の疲 れ

を癒 す ため に休 息 してい て,こ の静 か さが,

町 の美 しさに,さ らに美 しさを付 け 加 え て

い る。 この美 しさは,死 の美 しさで はない。

しか し詩 人 レニ エ の力 点 は,む しろ ヴェ ネ ッ

ィアが 死 の 町 だ とい う点 にあ る。 つ ぎの詩 に注

目 しよう。

蛇 に胸を咬 まれて しまった

このヴェネツィアに出会 うのは

夕暮れ時の

人気のまるでない小広場

教会の鐘が,空 に

晩鐘 を響かせるとき

ひど く狭 い小路 々 々に

シャツが干 され,そ の下の

湿 っ た壁 と壁 とのあ いだ に

わた しの足 音が響 くとき

("Odeenvingt-septstrophes",VI,p.149)

レニエ は,こ こで は,か つ ての 本 来 の貴 族 的

な ヴ ェネ ツ ィアは じつ はす で に死 ん で い る,現

在 の 町 に残 るの は その 影 だ け だ,と い うイ メー

ジ を喚起 して い る。 同 じ詩 を もう少 し先 まで読

んでみ よ う。

わた しの不確 か な足 が

親 しく探 す の は,こ の ヴ ェネ ッ ィァ

消 えゆ く炎の よ うに

いつ も美 しい この ヴ ェネ ツ ィァ

わた しが細やかな愛で愛する

ヴェネツィアは

三段擢の大 ゴン ドラを持 ち

明るさだけを飾 りにする町

で も,エ ジプ トの女王と同 じで

蛇に胸 を噛まれて しまった

……それは死であるけれど

その影はまだ亡霊 として

古い館 々に付 きまとっている

館の戸口は,人 の通 らぬ まま

陰欝に開いている

で も,エ ジプ トの女 王 と同 じで

鐘楼の影のなかの,こ のヴェネツィアは

疲れた波の見捨てた潟 と島々のあいだで

過去のなかに眠っている

貧 しい民衆 の ヴ ェネッ ィァ

その ささやか な生 活 は

光の幻術 を借 りて

死 の なかで

生 き延 び よう としてい る

(lbid.,150-151)

こ この詩 行 で も,か つ て の栄 光 の ヴ ェネ ツ ィ

ア はす で に瀕 死 の状 態 にあ って眠 って い る,そ

の瀕 死 の状 態 が ま こ とに美 しい,と 捉 え られて

い るのが わか る。 「消 えゆ く炎 の よ うに いつ も美

しい この ヴ ェ ネ ツ ィア」 は 「死 の なか」 にあ る

ヴ ェ ネ ッ ィアで あ る。 す なわ ち,レ ニエ の 散 文
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の ヴ ェネ ツ ィア も詩 の ヴ ェネ ツ ィア も どち ら も

眠 って い るの に変 わ りは ないが,散 文 の ヴ ェネ

ツ ィアは休 息 の た め に眠 り,詩 の ヴ ェネ ツ ィア

は死 の 眠 りに入 って い るの で あ る。 そ の点 が 異

な る。

で はなぜ 詩 人 レニエ は,詩 の なか で は,散 文

の 場合 と異 な っ て,過 去 の栄 光 あ る ヴ ェネ ッ ィ

ア を現 在 の 死 と対 比 させ,そ れ を美 しい死,と

い うか た ちで 詠 っ たの か。 む ろん,真 相 は知 る

べ くもない 。 しか し,わ た く したち は,こ こで,

ヴ ェ ネ ッ ィア を詠 っ た過去 の詩 を思 い 出 して も

よいだ ろ う。

じつ は,レ ニ エの この詩 に見 られ る ような ヴ

ェネ ツ ィア の詠 い方 は,極 端 にい えば,ほ とん

どバ イ ロ ンの詩 の言 い換 え とす らい え る もの で

あ る。 も う一度 バ イロ ンの 詩行 を読 み直 して み

よう。

ヴェネツィアでは

もうタッソの詩句 を歌い交わす こともなく

歌 を無 くした ゴン ドラ漕 ぎが,た だ黙 々 と

船を漕 ぎ

町の館が水辺 に崩れ落 ちてゆき

音楽が奏で られないこともある

そ うい う日々 は過 ぎ去 ったのだ。それで も

まだ

美 しさはここにある。

ヴ ェネ ツ ィアの過 去 の 栄光,現 在 の落 魂 あ る

い は死,残 存 す る 美 し さ,レ ニエ の詩 に見 られ

る要 素 と姿勢 は,す べ てバ イロ ンの詩 句 の なか

にあ った。

ち なみ に,レ ニ エ も,ヴ ェネ ツ ィアを愛 した

先 輩詩 人 と して,バ イ ロ ンを意識 し敬 愛 してい

た こ とは指摘 して お くべ きだ ろ う。 そ れ は,つ

ぎの詩 句 に見 られ る。 レニエ が 第一 次 世界 大 戦

中,ヴ ェ ネ ツ ィア に も戦災 の危 険 が 及 ぶ の を恐

れ て書 い た詩 であ る。

今 日の ヴェネツ ィアは,黒 い ヴェネ ツ ィア

どの運 河の上 に も光が な い

昨 日は まだ 「赤 い ヴェネ ツ ィア」 だ った

その名 は,ミ ュ ッセが

サ ン ドへの想 い に満 ちた心 を

酒場へ 引 きず ってい きなが ら

付 けた もの だ

偉大 なバ イ ロ ンに教 え られた

ダ ンデ ィー なロマ ン主義者 と して

そ してノ スタルジ ックな ゴーチエ に倣 って

モ ーロ河 岸か らジュ デ ッカ島へ

わ た しもまた,お 前の 潟 を

海の税 関の

金色 の運命 の像 の動 きに合 わせ て

メラ ンコ リックに彷丁.った ものだ

("LaVillemenacee",VI,pp.295-96)

ちなみ に レニエ の 詩行 は,バ イ ロ ンの詩 行 に

接 近 す るゆ え に また,プ ラー テ ンの詩 行 に も接

近す る ことになるの であ る。

ヴェネツィアは夢の国のなかにだけあ り

昔 日のなかから影だけを投げてよこす

共和国の獅子は撲殺 されて横たわり

牢獄 も人気無 く休息 している

同 様 の ヴ ェ ネ ツ ィ ア 像 は ま た,ク ル ツ(lsolde

Kurz,1853-1944)の 詩 行 に も 見 ら れ る も の で あ

る 。

濡れた水底から呼び出された

高潮のざわめきのなかに

ひとつの都市があ り

水が,す べての家を洗い

大理石の階段 に口づけする

そこには黄金の柱 と壁の

多 くの館が美 しく建 っている

けれども,狭 間胸壁 には,破 壊が

死の震えとともに,広 がっている
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私の 目には,波 と夜のなかか ら

古の ヴェネツィアが現れたかと見える

美 しいこの死体を揺すろうと

海の風が起こり,波 が 目を覚 ます

海が高 まり,運 河の底から

欲深い両腕 を広げて押 し寄せるのは

死んで しまった美女を

夫の口づけで温めようとするかのよう

("Nekropolis"*17)

こうして,詩 人 レニエは,バ イロンに発 して,

過去の栄光 と現在 の美 しい死 を対比 して郷愁 の

対象 とする詩作の伝統に立ったのである。

お わ り に

この小 論 で は,二 〇 世 紀前 半 の フ ラ ンス語 圏

で ヴ ェ ネ ッ ィアへ の導 き手 と して重 要 な役 割 を

果 た した レニエ に つ い て,詩 人一 一 彼 は終 生 の

詩 人 だ ったが一 一 と して の側 面 に光 を当 て なが

ら,作 品 にみ られ る ヴ ェ ネツ ィア像 を,散 文 家

と して の レニ エ の ヴ ェネ ッ ィア像 と対 比 す る と

ともに,一 八 世紀 以 後 の代 表 的 な ヴェ ネ ツ ィア

像 の背 景の なかで分析 してみ た。

レニエ の散 文 に は,心 地 よい 町,圧 政 の 町,

死 の 町,郷 愁 の町,美 の象 徴,退 廃 の魅 力あ る

町,幽 鬼 の 町,近 代 化 か らの逃 れ どころ,迷 宮

都 市,と い う ヴ ェネ ツ ィア像 が存 在 して い た 。

そ れ は,十 八 世 紀以 後 の代 表 的 な ヴ ェネ ッ ィア

像 の大部 分 を包含 している とい うこ とであ る。

レニ エ の 詩 に も,レ ニ エ の 散 文 と共通 して,

心 地 よい町,美 の象徴,退 廃 の魅 力 あ る町s幽

鬼 の町,迷 宮 都市 とい う像 が見 られ た。 しか し,

詩 の レニエ は散 文 の レニエ とや や異 な る側 面 も

見 せ た。

第 一 の違 い は,詩 で は個 人性 が 増 して,社 会

性 が減 っ て い る こ とで あ る 。 散 文 の レニ エ は,

近 代 化 か らの 「逃 れ どこ ろ」 を ヴ ェ ネツ ィアに

見 つ け た。 しか し,詩 の レニエ は,ひ たす ら一

人 の 人 間 と して,個 人 的 悲 しみ か らの 「逃 れ ど

こ ろ」 をヴ ェ ネ ツ ィア に見 つ けた の であ る。 ま

た,レ ニエ の ヴェ ネ ツ ィア詩 に圧 政 の町 とい う

像 が見 あ た らな いの も,お そ ら くは ヴ ェネ ツ ィ

ア詩の レニエ に社 会的視点が欠けている ところ

に原因があるのだろう。

第二の違いは}散 文家 としての レニエが,ヴ

ェネツィアは死 の町で ない と主張 したの に対 し

て,詩 人 レニエが ヴェネ ツィアを死の町 と見 な

している点にあった。その場合,詩 人 レニエは,

バイロ ンに発す る伝統一・・一過去の栄光 と現在の

美 しい死 を対比 して郷愁の対 象 とす る詩作 の伝

統一一に立ったといえそうであった。

こうして レニエは,詩 人 と散文家の両面でい

ささかの矛盾 を孕みつつ も,喜 びを与 えて くれ

る町,圧 政の町,死 の町,郷 愁の町,美 の象徴,

退廃の魅力あ る町,近 代化 か らの逃 れ どころ,

幽鬼の町,迷 宮都市,と い う十八世紀以後のヴ

ェネツ ィア像 の代表的な もの を網羅 した といっ

て よさそ うである。その網羅的なヴェネッィア

像 こそ,導 き手 レニエが,二 〇世紀 フランス語

圏の読者に伝 えたヴェネツィア像だったわけで

ある。

*1

*2

*3

*4

*5

*6

*7

只
)

Q
り

*

*

[註]

Jean-LousVaudoyer,Itctlieγ θ〃o窃 り6θ,Paris;

Hachette,1950.

「ヴ ェ ネ ツ ィア,未 来 派,過 去 主 義 者 」 「ロ マ ン主

義 の ヨ ー ロ ッ パ 』(勤 草 書 房,2000),「 ア ン リ ・

ド ・ レ ニ エ の 楽 園 ヴ ェ ネ ツ ィ ア の 愛 一 ヴ ェ ネ ツ

ィ ァ と 文 人 た ち(17)」 「人 文 研 究jNo.127,1996な

ど 。

た と え ば,M.-L.Astre&F.Colmez ,eds,,Po6蕊 θ

か α物gα乞sθ8Anthologieo短 孟勾 麗,Par重s:Bordas,1982;

PierreBruneletal,Histoiredelctlittcrature

吻 α郷 α商¢Paris:Bordas,1986;RobertFavre,ed.,Lα

観 蜘 α伽 箔θ」ケα卿 αお¢histoire&perspectives ,1990

(大 島 利 治 「最 新 フ ラ ン ス 文 学 史 』 河 出 書 房 新 社,

1995)。 た だ し,RobertSabatier,ム α、Pbお花 伽 瀞

3惚c砂,Par給:AlbinMichel,1977で は も う少 し評 価 が

高 い 。

JosifBr(xお 埼,Watermark,1992.金 関 寿 夫 訳 「ヴ ェ

ネ ッ ィ ア ー 一 水 の 迷 宮 の 夢 』,1992,p.40.

HenrideR益gnier,Romanscostumes:LaDouble

Maitresse;LesReytcontresdeM.dθ β物 ご∫Lα

P60加 ㎎38θ ∫L'Escapaade,Paris=MercuredeFrance ,

1992."ChronologiedesQeuvresd}HenddeR¢gnier"

LCL碗 θ 勿6幅 診魏 ㎎Pahs:MercuredeF㎜ce ,1963,
・:・

Fr6d6ricd'1㎏ay,e(i.,Lettresd'ltal2edupresidentde

Brosses,vol.1,Paris:Mercuredefiance,1986.

VenetianLife,20thed.,1895;rpt.NewYork,1971.

J.J.McGann,ed.,Byron,Oxford&NewYork:Oxford

15



*10

1

9
臼

1

1
1
曹

*

*

*13

U.P.,1986.

M.O.Germain,ed.,LaMortdeVenice,Saint-Cyr-sur-

Loire:ChristianPirot,1990.

Werke,必L沸 κ,Munchen;Winkler,1982。

DonatGallagher,ed.,TheEssays,ノarticlesand

ReviewsofEvelynWaugh,London:Methuen,1983.

JohnAuchard,ed.,ItalianHours,Pennsylvania:

Per皿sylva皿iaStateUP.,1992.

4
二

「D

1

1
墨
¶

*

*

*16

*17

PicturesfromItaly,London:Granvi皿e,1985.

「ヘ ッセ と 生 け る 町 ヴ ェ ネ ツ ィ ア ヴ ェ ネ ツ ィ

ァ と文 人 た ち(19)」 『人 文 研 究 』No,129,1997.

拙 著rヴ ェ ネ ツ ィ ア の 光 と 影 ヨ ー ロ ッパ 意 識

史 の こ こ ろ み 』(大 修 館 書 店,1994)

G.Cacciapaglia,ed.,DeutchsprachigeSchri,ftsteller

andVenedigvomXV.JahrhundertbisHecate,

Venice:LaStamperiadiVenezia,1985,p.142.

Regnier,thePoet,andVenice

TORIGOEJ.1.Teruaki

HenrideRegnier{1864-193fi),whowasapoetthroughouthislife,playedanimportantroleinintroducing

FrenchreaderstothecharmsofVenice.InthisessayIhaveattemptedtoanalyzehispoemswithVenetian

themes,incontrasttohisprosewritingsthathaveVeniceastheirthemeorasabackground.1havealsotried

toplacemyanalysiswithinabroaderbackgroundoftheimagesofthiscityevokedsincethe18thcentury.

Regnier'sprosecomprehendsmostoftheimportantimagesofVenicesincethe1700's,showingthecityas

symbolizingjoy,tyranny,death,nostalgia,beauty,decadence,hauntedness,maziness,andasahavenfrom

modernization.

Naturally,incommonwithhisproseworks,Regnier'spoemspresentmostoftheimageswhicharealso

foundinhisprose:Thecityinhispoetry,too,embodiesjoy,nostalgia,beauty,decadence,hauntedness,and

labyrinth.

TheVenetianimagesinhispoems,however,showtwodifferencesfromthoseinhisessaysandstories.

First,thepoetR6gnierisfarmorepersonalthanR6gnier,theprosev耐ter.Thisdifferenceisnoticeable,

amongothers,inthewayheregardsthecityasahaven.Venicefortheprosewriterisahavenfrom

modernization:"Graceauciel,Venisenepossedeencorenitramways,nimetropolitainetdanssonnoble

silenceonentendtoujourssonnerlesclochesdesescampanilesquin'annoncentpasencore1'heuredela

modernisation."VeniceforthepoetRegnier,however,isahavenintowhichheescapesfromhispersonal

grief:"Souvent,lorsqueactabledequelqueobscurepeine/Jesensplanersurmoi1'ailedunoirchagrin,/

J'evoqueamonespritlilevenitienne/Etjemerefugieensonbosquetmarin."Inhispoemshenevertreats

Veniceasaplaceforescapefrommodernization.ThislackofsocialviewpointinhisVenetianpoetrymayalso

explainwhythereisnoimageoftyrannythere.

Second,whereasRegnier,theprosewriter,emphasizesthelivingnessofVenice,Regnier,thepoet,accepts

thedeathofVenice.Hewroteinoneofhisessaysthat"Eliesereposedesagloiredapslesilencequiajoute

unebeauteasabeaute,etcettebeautenestpasCelledunemorte",thusbreakingawayfromanineteenth-

centurytraditionthatsawabeautifuldeathinthiscity.ThepoetRegnier,however,returnstothistradition

whichwasstartedbyLordByron,andwrites:"CetteVenise-la,quej'aime/D'unsiminutieuxamour,/Asa ノ
gondolepourtrireme/Etsaclartepourseulatour./...Maispareillea1'Egyptienne/Unserpent1'amordue

ausein/...C'estunemorte,maissonombre/Hanteencorelesvieuxpalais."Thesenostalgiclines

contrastingthepastgloryandthepresentdeathofVenicevirtuallyparaphrasethosewrittenbytheEnglish

poet:"lnVeniceTasso'sechoesarenomore,/AndsilentrowsthesonglessGondolier;/Herpalacesare

crumblingtotheshore,/AndMusicmeetsnotalwaysnowtheear:/Thosedaysaregone-一 一一butBeautystillis

here."

Thus,Regnier'swritingconcerningVenice,withalittlecontradictioninpoetryandprose,introduced

Frenchreaderstoairnostalltheimportantimagesofthiscitywhichhadbeenhandeddownfromthe18th

century.

Regnier
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