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Alain Robbe-Grillet 『Dansle 
Labyrinthe （迷路のなかで、）』：

小説構成に関する一考察

宮下理恵子

Je suis seul ici, maintenant, bien a l'abris. Dehors ii ρleut, 
dehors on marche sous la pluie en courbant la tete, s’abritant 

les yeux d’une main tout en regardant quand meme devant 

soi, a quelques metres devant soi, quelques metres d’asphalte 
mou日Ie;dehors il fait froid, le vent sou伺een tre les branches 

noires d合mdees;le vent souff1e dans les feuilles, entrainant 

les rameaux entiers dans un balancement, dans un balance-

ment, balancement, qui projette son ombre sur le crepi blanc 

des murs. Dehors il y a du soleil, il n’y a pas un arbre, ni 

un arbuste, pour donner de l'ombre, et l’on marche en plein 

soleil, s’abritant les yeux d’une main tout en regardant devant 
soi, quelques mらtresseulement devant soi, quelques metres 

d’asphalte poussiereux ou le vent dessine des paralleles, des 

fourches, des spirales. 

lei le soleil n’entre pas, ni le vent, ni la pluie, ni la poussiらI・e.

La fine poussiere qui ternit le brilliαnt des surfaces horizon-

tales, le bois verni de la table, le ρlane her cire, le marbre de 

la cheminee, celui de la commode, le marbre feie de la 

commode, la seule poussiere provient de la chambre elle-

meme: des raies du plancher peut-etre, OU bien du lit, OU 

des rideaux, ou des cendres dans la chemin白．

Sur le bois verni de la table, la Poussiere a marque l' emptace-

ment occupe pendant quelque temps－ρendant quelques heures, 
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quelques jours, minutes, semaines-Par de menus objets, de-

places deJうuis,dont labαse s’inscritαvec nettete pour quelque 

temps encore, un rond, un carre, un rectangle, d’autres 

formes moins simples, certaines se chevauchant en partie, 

estompees deja OU a demi e百aceescomme par un coup de 

chi百on.

Lorsque le contour est assez precis pour permettre d’identi-
βw  la forme avec certitude, ii est aise de retrouver l'objet 

original, non loin de la. Ainsi la trace circulaire a・t・elleete 

visiblement laissee par un cendrier de verre, qui est pose 

juste a cote. De meme, unρeu a l'ecart, le carre qui occupe 

le coin gauche de la table, vers l'arriere, correspond au pied 

d’une lampe en cuivre placee maintenant dans le coin droit : 

un socle can・e,haut d'environ deux centimetres, surmonte 

d’un disque de meme epaisseur portant en son centre une 

colonne cannelee. 

L’abat-jour projette au plafond un cercle de lumiらre.Mais 

ce cercle n'est pas entier: un de ses oords se trouve coupe, 

a la ραroi verticαle, celle qui est situee derriere la table. 

Cette paroi, au lieu du papier peint qui recouvre entierement 

les trois autres, est dissimulee du haut en bas, et sur la plus 

grande partie de sa largeur, par d’epais rideaux rouges, faits 

d’un tissu lourd, veloute. 

Dehors ii neige. Le vent chasse sur l'asphalte sombre du 

trottoir les fins cristaux secs, qui se deρosentαPres chaque 

raj ale en lignes blanches，ραralleles, fourches, sρiγαles, dislo-

queesαussitot, reρrises aussitOt dans les tourbillons chasses 

au ras du sol, puis figes de nouveau, recomposant de nou-

velles spirales, volutes, ondulations fourchues, arabesques 

mouvantes aussitot disloquees. On marche en courbant un 

peu plus la tete, en appliquant davantage sur le front la 

main qui protege les yeux, laissant tout juste apercevoir 

quelques centimetres de sol devant les pieds, quelques centi-

m色tresde grisaille ou les pieds l’un apres l'autre appara-
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issent, et se retirent en ar・ri討e,I’un apres I’autre, alterna-

tivement. 

Mais le bruit saccade des talons fern~s sur l'asphalte, qui 

se rapporoche avec I匂ularitele long de la rue rectiligne, 

sonnant de plus en plus clair dans le calme de la nuit petri自白

par le gel, le bruit des talons ne peut arriver jusqu'ici, non 

plus qu’aucun autre bruit du dehors. La rue est trop longue, 

les rideaux trop epais, la maison trop haute. Aucune rumeur, 

meme assourdie, ne franchit jamais les parois de la chambre, 

aucune trepidation, aucun sout自ed’air, et dans le silence 

descendent lentement de minces Particules, a peine visibles 

sous la lumiere de l’abat-jour, descendent doucement, verticale-

ment, toujours a la meme vitesses, et la fine poussiere grise 

se depose en couche uniforme, sur le plancher, sur le couvre・

lit, sur les meubles. 

Sur le plancher cire, !es chau,ssons de feutre ont dessine 

des chemins luisants, du lit a la commode, de la commode 

a la cheminee, de la cheminee a la table. Et, sur la table, le 

deplacement des objets est aussi venu troubler la continuite 

de la pellicule; celle-ci, plus OU moins epaisse SUiVant l'anci-

ennete des surfaces, s’intenompt mかietout a fait fa et la: 

net, comme trace au tire-ligne, un can・ede bois Verni OCCUpe 

ainsi le coin arriere-gauche, non pas主l’anglememe de la 

table, mais parallerememt a ses bords, en retrait d’environ 
dix centimetres, de cC>te. Le bois brun~rouge, y brille, presque 

intact de tout dep()t. 

Sur la droite, une forme simple plus estompee, recouvert 

deja par plusieurs jour凶esde sediments, transparait cepen-

dant encore; sous un certain angle, elle retrouve assez de 

nettete pour laisser suivre ses contours sans trop d’hesitation. 
C’est une sorte de croix: un corps allonge, de la dimension 

d’un couteau de table, mais plus large, pointu d’un bout et 
le民rementrenfte de l'autre, coupe perpendiculairement par 

une barre transversale beaucoup plus courte ; cette derniere 
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se compose de deux appendices flammes, disposes symetrique・

men t de part et d’autre de l’axe principal, juste a la base 

de sa partie renflee, c’est-a-dire au tiers environ de la 

longueur totale. On dirait uneβeur, le renflemen t terminal 

representant une longue corolle fermee, en bout de tige, avec 

peux petites feuilles laterales au-dessous. Ou bien ce serait 

une figurine vaguement humαine; une tete ovale, deux bras 

tres courts, et le corps se terminant en pointe vers le bas. 

Ceρourrait etre aussi unρoignard, avec son manche separe 

dar une garde de la forte lame obtuse a deux tranchants. 

Alain Robbe-Grillet ：『Dansle Lαbyrinthe』（Ed.de Minuit, 

pp. 9-13）.〔イタリック体は筆者による〕

1. 描写の《客観性》：《事物》の現存（presence)

1 Dans le Lahyrinthe （迷路のなかではは， 1959年に発表された Alain

Robbe-Grilletの四番目の長篇小説である。

彼は 1953年に『LesGommes （消しゴム）』を刊行して以来，『Le

Voyeur （覗く人）』（1955）『LaJalousie （嫉妬）』（1957）と， Editionsde 

Minuit社を通じて規則的に作品を発表し， これら初期三作品を経ていわ

ゆる《nouveauroman （新しし、小説）》の旗頭としての地位を確立した。

当時としてはきわめて漸新な小説技法によって，あるいは《chosiste（も

の万能主義者）》あるいは《ecoledu regard （視線派）》といったレッテル

が示しているように，彼の作品の特徴はその独得な描写にあると言えるo

1954年，『LesGommes』の刊行直後に発表された RolandBarthesの

エッセー『Litteratureobjective （客観的文学）』は，この作家の新らしさ

をその《客観的描写》の中に見出したものとして今日でも Robb・Grillet

批評の基本的出発点となっているように思われる［R.Barthes『uue-

rature objective」l，『Critique』誌86号，後『EssaisCritiques』（Ed.Seuil) 

に収録， p.p.29-40] 

Barth esはこのエッセーの中で， Robbe-Grilletの描写はつねに選集的
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(anthologique）で，事物をまるで鏡の中にでも映ったかのようにとらえ，

我々の前に光景として構成し，《事物》に対して物語（recit）の弁証法に

係りなく我々の時間を引受ける権利が与えられる，即ち《事物（objet）》が

そこにあり続ける，と評しているo

引用は『Dansle Labyrinthe~ の冒頭の描写である。場面は戸外の景色

と室内風景の交錯の中に描かれる。対象ー机とか暖炉，戸棚などを眼に映

ずるがままに追ってし、く綿密さは，ー読して伝統的小説家たちに見られる

背景描写の入念さを思い起こさせるo が，注意深く読んでいくと，意図的

と思われる明きらかなちがし、が浮かびあがってくる。

先ず視線はほこりのあとをたどって，テーブ、ルから床へ，暖炉へと水平

的表面に沿って移動していくが，それぞれの対象はつねにある一部分から

見られているだけで，決して全体との関係，それぞれの家具の部屋全体と

の位置関係あるいはそれら同志の関係などは明確にされない。せいぜい机

の上の《そこから遠くない（nonloin de la）》とか《すぐ傍に（justea 
cote）》《少し離れて（unpeu a l’ecart）》とし、ったきわめて近視眼的な

狭い視野内での位置付けが述べられているだけである。伝統的室内描写で

は，ふつうある家具の空間的位置付けが明確にされ，作者一語り手は一点

にいても全体を見わたせるような包括的視点から描写するo 語り手は，風

景描写を通じて事物の形体や状態を描くばかりでなく，その機能，歴史的

重み，ふんい気といった内面をも描くことによって，事物によって喚起さ

れる人間像をも描き出してし、く。だが Robbe-Grilletの描写の中では，外

的世界は，空間的時間的統ーのない散乱した事物の眺めとして描かれてい

る。

Robbe-Grilletのこの室内描写を， たとえば， Balzacの『PらreGoriot 

（ゴリオ爺さんはの初めの部分《PensionVauquer （ヴォケール下宿屋）》

の描写と比較してみると， Balzacがどのような意図で細部にまでわたる

事物の描写を行なっているか，又 Robbe-Grilletがどのような方法でこの

ような語り手の意図を排除しようとしているか明きらかになる。

Balzacは， PensionVanquerのサロンとか食堂，台所などの様子を，
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それぞれの部屋や家具類の位置付けまで明確にしつつ綿密に描きながら，

随所に語り手の感情や判断をのぞかせる。「見る目に物悲しい眺め」とか

「むっとして徽くさく， 腐った脂肉のような悪臭」「老若下宿人の銘々か

らのその独得なカタル性の発散気が放つ， 日匝吐を催す臭気」に満ちた「下

宿屋の匂し、」又， 円、とも悪趣味な， 養老院における文明の敗残者たち，

老いぼれて，ひびだられで，腐りはてて，ぐらぐらとむしばまれて，片輸

で，片目で，よぼよぼで気臭奄々たる」家具などを描くことによって，彼

の描写は，「結局ここに君臨するのは詩情のない貧窮である」とし、ぅ命題

に到達する。つまり Balzacがこのように事物を綿密に描写するのは，こ

れから物語が展開し，そして登場人物たちが生きてし、く下宿屋の醜悪で卑

俗な老朽さを提示することによって，それらの人物たちの世界の枠組を設

定するためなのである。

これに対して Robbe-Grilletの描写の綿密さにはある傾向的アプローチ

は見られない口《事物》は網膜に映ずるままに次々と継起して描かれるだ

けである。

Barth esが指摘しているように， Robbe-Grilletは《視覚》を唯一の把

持様式としている。 Balzacの例に見られるように，伝統的レアリスムの

作家たちは，事物の様々な特性を暗黙の判断に従ってつけ加えてし、く。

彼らの事物は，形体と同時に匂いとか接触感，思い出，類似性などをも

っている，つまりそれらは意味（significations）にあふれでいる。事物は

無数の方法で知覚されるが，味覚，嘆覚，触覚といった諸感覚の融合は，

嫌悪とか欲望といった人間的衝動をひき起こすのである。従って伝統的描

写の意図は，感覚的把握を通じて読者の心理に作家一語り手の潜入感や価

値判断を潜在的に植えつけ，読者を作者の世界観の共犯者の立場に置くこ

とにある。しかし Robbe-Grilletの描写する事物は，交感の中心でも感動

や表象に満ちたものでもなく単に視覚的抵抗にすぎなし、。

《事物の表層》を描くとし、ぅ Robbe-Grilletの意図は， 1954年以来折に

ふれて書かれた彼自身の理論的エッセー集『Pourun Nouveau Roman 

（新しし、小説のために）』（1963）の中で説明される。 1958年に書かれた記
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事『Nature,humanisme, tragedie （自然，ユマニスム，悲劇）』などは，

Rob be『Grilletが伝統的文学にあらわれてきたあらゆる種類の significa-

tionsの拒否，たとえば深層，心理学，形市上学，悲劇，ユマニスムなど，

人間と世界との聞のいっさいの慣れ合いと， 人間中心的な解釈を拒否す

ることから出発したことを明きらかにしている［『Nature,humanisme. 

tragedie~，『Pour un Nouveau Roman」（Ed.de Minuit）収録 pp.45-

67]. 

あくまでも客観的に事物の形体，その幾何学的特性一円，正方形，長方

形，平行，二叉，らせん状などーのみを追ってし、く測量技師 Robb-Grillet

の描写は，繰返しゃ交替などが生み出す3拍子， 4拍子などの特有のリズ

ムと相いまって，事物の存在そのものによってひき起こされるドラマとポ

エジーを生み出している。 Robbe-Grilletの描写の特性は，知覚された世

界を表面の陳列に還元し，《古典的事物》と同時に《ロマンチックな感受

性》を取り除いてしまっているところにあると言えよう。

Rob be・Grilletの用いる文法時制に注目するとき，我々は，かれの現在形

が，瞬時移り変わってし、く事象の点括的な特徴を表わしているのに気がつ

く。又，《それから（depuis）》とか，《なお（encore）》《すでに（deja）》

《今は（maintenant）》と L、った時の副詞のひんぱんな使用， 又たとえば

「その底部がはっきりと痕跡を残す（dontla base s’inscrit avec nettete）」

とか「ほこりの薄膜はそこここで完全に途切れでさえいる（celle-ci... 

s'interrompt meme tout a fait c,:a et fa）」「細かし、灰色のほこりが均一な

層になって積もっていく (lafine poussiere grise se dめoseen couche 

uniforme）」とし、った文章中の代名動詞の使い方，「テープールのニスを塗っ

た木材－面には，ほこりがしばらくの間数日間か，数分間，数週間一小さい

物体によって占められた位置を示している (lapoussiらrea marque l’em・

placement occupa pendant quelque temps-pendant quelques heures, 

quelques jours, minutes, semaines-par de menus objets）」とか「ろう

引きした床の上にフェルトのスリッパが光る道を描いている，ベヅドから

戸棚へ，戸棚から暖炉へ，暖炉からテープ、ルへと（Surle plancher cire, 

F
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les chaussons de feutre ont dessine des chemins luisants, （…））」中の

複合過去なども，《事物》の固定した永続性というよりは，動いて止まず，

現われては移ってし、く瞬間的な動きの印象を与える。

Sartreは『SituationsI』の中で Camusの文体について，彼の複合過

去による語りは，章句の継続性を奪い事象の非連続性と現実の不意の現出

及びその消失を表わすと批評しており，［J.・P.Sartre 『Explicationde 

l’Et ranger』，『SituationIJ] (Gallimard）］，又 Barthesは，単純過去が秩

序の表現であるのに対して，現在とか複合過去は significationsではなく

存在の厚みを表わすと述べている。〔R.Barthes『l’ecrituredu Roman』，

『ledegr・ezero de l'ecritureJ] (Ed. Gonthier) J。

Robbe-Grilletの描写においてとくにこれらの時制は， 対象の《現存

(presence）≫，《何ものかである》とし、う属性ではなく《そこにある（ctr・e-
Ia）》とし、う特性を与えていると言えよう口

2. 《現実的なもの（reel）》と《想像的なもの（imaginaire）》：

現在形の諸様相

ところで Robbe-Grilletの描写は今まで見てきたように，いっさいの人

間的意味付けを排除した純粋に視覚的性質，そして幾何学用語の多用など，

一見して客観的であるように思われる。

Rob be・Gillet自身が『LesGommes』について語った「描写的かつ科学

的小説である（1953年5月，『Arts』誌）」といった宣言，又は「事件は私

の本の中では小説家の習慣的な道具である心理学以外のところで起こる

(1953年4月6日，『Combat』紙）」などといった表現に加えて，先の Barthes 

の Robbe-Gril I et評の中で使われた《客観的（objective）≫ということば

が，習慣的な意味ー中性的で冷ややかな，公正なという意味に理解された

のである。だが実際に『Dansle Labyrinthes』の官頭の数ページなどを

見たあとでは，我々は Robbe-GrilJetの描写の客観性が何に基いているの

か問題視せざるを得なくなるo
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『Dansle Labyrinthe』の描写は，戸外の雪景色と薄暗い室内の交錯に

よって展開していき，一見あたかもこの室内から《現実に記雪の降る外の

景色を眺めながらの描写のように思われるが，実際には，室内はつねにた

だひとつのスタンドに照らされているだけで，窓と思われる部分は部厚い

カーテンで閉ざされていて外への視界を遮っているのに， 外では雪が降

り，風が雪の破片を吹き散らし，人が眼を守るためにひたいに手をかざし

ながら歩いているのが《見える》のである。戸外の景色も， 時には雨が

降っていたり風が吹いていたり，太陽が照っていたりする白戸外か室内の

どちらかの景色を現実とし，もう一方を想像されたものと考えない限りこ

のような並置は不可能であろう。

Bernard Pingaud は『Dansle Labyrinthe』についていみじくも「幾

何学者と夢想家の共存があるようだ」と語って Robbe-Grilletの作品の夢

幻的面を指摘しているが［BernardPingaud『Dansle Labyrinthe d’Alain 

Robbe-Gillet』『LesLettres Nouvelles~ 59年10月7日］，冒頭の一節に，

《現実的なものと非現実的なもの（又は想像的なもの）》とを同一平面にお

くRobbe-Grilletの手法が顕著に見られるD 一見即物的で、現実に目に見え

るものをしか措かないように思われるかれの描写であるが，現実を描く同

じ現在形が心的風景を描くときにもまったく同様に使われているのであ

る。

Robbe-Grilletは 1961年『L’Anneederniere a Marienbad （去年マリ

エンパートで）』以来幾本かの映画製作に携わっており， それらの仕事が

後期の彼の小説作品に少なからぬ影響を与えていることは明きらかであ

るが， 映画芸術の中でもっとも Robbe-Grilletの関心を惹く点は， この

《想像的なもの》を現実の現在として現出させられるということにあると

思われる。『Tempset description dans le recit d’aujourd’hui （今日の

小説における時間と描写）』（1963）と題するエッセーの中で彼は，映画的

表現手段の特徴は，映像と音声という「異論の余地のない客観性」の外観

のもとに実際には「夢もしくは思い出」即ち主観的なもの「想像力にすぎ

ないもの」を提出できることにあり，観客が耳にする音，目にする映像の
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根本的性質はそれらが「厳然としてそこにある」こと，「現在そこにあるJ

ことだと語っている［『Tempset description dans le recit d’aujourd’huij] 

WPour un Nouveau Roman』収録 p.129］。

Robbe-Grilletは，映画に事実の客観的真実性を見出そうとする見方一

演技の《自然らしさ》を求めたり，《現実的なもの》と心象的なもの（回

想ないしは幻想）とをはっきり区別させようとする立場に反対し，現代的

作品は現実の断片などと自称するのではなく現実に対するあるいは現実の

稀薄さに対する反省として展開される，と結んでいる。こうした現実の見

方は Robbe-Grilletのイメージの心理学に基いており， 彼は cine・roman

『L’Anneederniere a Marienbad』（1961）の序でも，「映画映像の本質的

特徴はその現存である。文学は出来事をそれぞれの関係において位置付け

ることを可能にする文法時制のすべての段階を使うのに対して，映像の上

では動調はつねに現在形であると言える」と語って，イメージの現存にお

いては《現実的なもの》と《想像的なもの》とが区別され得ないことを

強調している。

あらゆる知覚は，イメージや思い出による弱L、知覚であれ，かなり強い

映像から成る真の知覚であれ，ひとつの《真の幻惑》である。もしもイメ

ージからイメージについての意識，思い出から過去の意識，夢から夢を見

ているとし、う感覚を取り去ってしまったら，心的生活はまったく等価値の，

ほとんど同じ強さの頭の中のイメージの連続になってしまうであろう。

ここには，いわゆる客観的真実に対する Robbe-Grilletの不信と主観的な

ものの優位に組する立場が見られる。映画映像の現在の世界－ Robbe-

によれば記憶に救いを求めることをいっさい不可能にし，一秒ごとにそれ

自身で充足し，時がたつにつれて消滅していくという，過去の存在しない

世界，永遠の現在の世界は，ある主観的，心象的な，個人的なものの展開

に外ならず，誰かの頭の中で起こっていることなのである。

3. 主観性の多元化：語り手の視点

1961年に Robbe-Grilleは，『LeVoyeur』と『LaJalousiej]の描写は
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「つねに誰かによってなされ」たものであり，この特権的証人はひとりの

「性的偏執狂とか不信が妄想にまで至っているひとりの夫」などであり，

「彼が感じる情念がものの見方をゆがめるまでになっている」と語って，

「結局これらの主観性（subjectivite）が， nouveauromanと呼ばれるも

のの本質的特徴である」と結んでいる［『LeMonde』紙 1961年5月13日］口

又エッセー集『Pourun Nouveau Roman~ の中でも，「nouveau roman 

は人間と世界における自らの位置とにしか関係をもたないし，まったくの

主観性しか目ざさなし、」と宣言して，自分の描写が就く世界における人間

の状況を示していることを明きらかにしている。引用の室内描写におい

て，たとえば語り手の事物を追ってし、く視線が一種の照明の機能を果し

ているのが見られる。細かし、ほこりが水平な表面の光沢，「テーブルのニ

スを塗った木材面とか，ろう引きした床とか，暖炉や戸棚の大理石などを

くもらせる」ので，それらほこりの層に覆われた対象のひとつひとつに目

をこらさないとものははっきり見えない，ここでは視線が照明となって対

象のひとつひとつを切り取って浮き出たせて顕微鏡的観察を試みている。

Georges Mato同がその著書『L’EspaceHumain （人間的空間）』（Nizet

刊）の中で指摘しているように，現代文学において《照明法》は，対象を

括弧に入れて，事物の内在的特性ではなく，人間と世界との関係を決定す

るひとつの手法となっている。つまり観察者の視界の中での対象の状況を

示す役割をもっている。 Robbe-Grilletの主張及び小説技法上の試みから

見て，小説を伝統的心理学から離れて現代思想の流れー現象学的傾向に一

致するものとして根本的に変形しようとする Robbe-Grilletの意図が見て

とれる。

いわゆる客観的描写は，人間のあるがままの主観的現実を浮き彫りにす

るための最適の手法としてとられたものであると言えよう。

たとえば『LaJalousie~ の描写全体は， 作品の外に存在するひとりの

《私》が《見る》風景によって構成されているが， 反復，後もどり，矛

盾，中断などから成る非連続的なエピソードのつながりは，それらが脈絡

なく生じてはふくらみ，衰退していくある心的動きというものを想定しな
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ければ解釈不可能なものとなってしまうであろう。

現在形を用いて《現実的なもの》と《想像的なもの》との境界を取り

払ってし、く手法は，初期作品においては，たとえば『LeVoyeur~ における

幼年時代の回想場面中の半過去から現在形への移行，短篇集『Instantam~s

（スナップショット）』（1962）中の『LeChemin du retour （帰り道）』に

おける回想場面の現在形の使用などいくつかの試みを経て『La.Jalousiej] 

『Dausle Labyrinthe』における現在形の徹底した使用へと至る。

このように《現実的なもの》と《想像的なもの》を現在という一平面

上に区別なく展開させることによって，一方では物語の時間的連続性を破

壊すると同時に，他方，叙述の視点を問題視させることになるo つまり時

間的非連続性がある心的動揺ー焦燥感とか妄想、に基くひとつの主観的視点

を想定させる。 Robbe-Grilletのことばにあるように， この視点は『La

Jalousie』においては当然作品中に存在していない語り手ー嫉妬に悩む夫

を予想させるし，標題そのものが作品全体を，暗示された嫉妬の妄想の下

に解釈しうることを示しているo だが同様に，女主人公そしてその友人フ

ランクの動作やことばを追ってし、く視線は，テキストの外にいる《私》一

読者の視線そのものでもあり，絶えざる反復，後もどり，中断も，ペー

ジを繰り直しては様々に想像をめぐらしている読者の頭の中の動きそのも

のである。先のエッセー『Tempset description dans le recit d’aujour-

d’hui』の中で『Marienbad』について Robbe-Grilletは，この映画の唯一

の時間はフィルムの映写時間であり，物語全体が繰り広げられるのは観客

の頭の中であると語り，映画の物語の時間が観客の映画観賞の時間と一致

することを明きらかにしている。

同様に『LaJalousie』の展開される時間は読書の時間であり，物語全体

が読者の頭の中で，ひいては創作しつつある作者の頭の中でくりひろげら

れるのであるo この意味で『LaJalousie』は物語の展開するフィクション

の空間であり，読書空間でもあると同時に創作空間でもある。即ちこの主

観性は，非在の私である作中人物の夫一読者一作者の三つの視点に準拠し

ていると言える。
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『Dansle Labyrinthりではこの三者の関係がさらに複雑に入り組んで

いる。作品の冒頭は，引用に見られるように，「今私はここに，ひとりで，

まったく安全なところにいる (Jesuis seul, ici, maintenant, bien a l'abri）」
という一人称の提示によって始まっている。

初期の作品では，ことに『LeVoyeur~ 『La Jalousie~ では，現実的な

ものにせよ想像的なものにせよ，語られる事実は少なくともあるひとつの

視点が構築したり打ち消したり繰り返したり矛盾したりしながら様々な側

面から挑戦する対象としてあらわれていた。いわゆる客観的幾何学的描写

の特性は，事物一対象に係るもので，このような事物一対象を見る視線は

ごく自然に唯一の視点を想定させた。『Dansle Labyrinthe』になると，視

点の奇妙な二重化又は三重化が出現する。

Recit （物語）はある作家の創作活動と，ある迷路のような街で，自分に

託されたひとつの小箱の受け取り人を慢しながら道に迷い死んでいくひと

りの兵士の物語というこ重の側面をもっている。第一の語り手はこの作家

《私》，であり，彼は自分の部屋の中に配置された家具類や小道具一十字架，

スタンド，カーテンなどを素材として想像的変形を加えながら〈〈戸外》の

雪に覆われた街の景色をつくりあげていき，壁にかかったひとつのカフェ

の絵から登場人物を引き出してくる。

奇妙にもこのカフェの絵は入口が描かれていず，この絵の中で正面を向

いている兵士や少年は，即ち作家のいる部屋の中を眺めていることになる

［『Dansle Labyrinthe』（Ed.de Minuit) p. p. 47-49］。この描かれた絵と

この絵がかかっている部屋との敷居の取り払いは， recitの空間構成， 語

りの視点の位置に重層化の効果を与える。

兵士や少年が絵の中のカフェから外に出てくるとき，彼らはまったく同

じような構造をもった街の中一部屋の中に出てくるかのようであり，以後

作品中でしばしば部屋の描写が回帰してくるとき，それは単にこの閉ざさ

れた部屋の中にいる作家一語り手によって見られた風景であるばかりでな

く，絵の中から正面のガラスを通して兵士一語り手によって見られた風景

でもあるとし、う二重化が生じてくる。絵のかかっている壁はちょうど赤い
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カーテンに向かし、あっているので，垂直に垂れ下っている赤いカーテンは

兵士の眺めている窓ガラスー額様のガラスから見られた戸外の雪景色と重

なり合う。こうした語り手及びそのヴィジョンの二重化は，想像する側一

作家と想像される側一作中人物との同一化，即ち語る側が語られる側に包

含されることも意味しているo この意味で，作品のテキストと思われる書

類のあとが兵士のいるカフェの絵の正面－赤いカーテンの前の机の上に残

っているとし、う事実（p.p.47-49）は，象徴的に，創造する空間と創造され

る空間との関係を表わしている。つまり，作家のいる創作しつつある空間

と境を接して，まさしくガラス一枚越しにその向こうに，現に創作されつ

つある世界が存在するのである。

見方を拡大した場合これは読者をも含む空間についても言えることで，

読者である現に今テキストを前にして読みつつある《私》は，テキストと

いう一枚の紙片を境として，現に今あるひとつの物語を創作しつつある作

者私を見ていることになる。

冒頭の《私》は，まさしく《現に今》《ただひとりで》《ここで》《ま

ったく安全に》テキストを読み，絵を眺めつつ創作にふけり，窓ガラス越

しに戸外の雪を眺めている読者一作者一兵士である三重の《私》である。

『LaJalousie』ではこの作中人物一作者一読者の視点は， 外部にある非

在の《私》によって完全に統合されていたが，『Dansle Labyrinthe』で

はちょうど《 trompel’偲il（だまし絵）》の手法のようにこの関係が次々

と反映され閉まれてし、く。

冒頭の私の宣言は，一方では，具体的な赤いカーテンに閉ざされた密室

の中にいる一人の人物を予想させると同時に，他方，《私》と発話しうる

いっさいの存在一主体として語り手となり得るすべての存在の可能性と相

対性を暗示していると言えよう。事実この作品中で《私》は， 最初の自

己紹介以後最終章に至るまで姿を表わさずしかも最後の章では作中人物の

ひとりとして登場するのである。

《私》がこのように自らを《私》と指示できるすべての人物によって

置き換えられる相対性は，後の作品『Maisonde rendez-rous （快楽の館）~
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(1965）や『Projetpour une I・evolutiona New York （ニューヨーク革

命のための計画）』（1970）などではさらに語り手の多元化として展開して

いくことになる。これらの作品においては，視点は完全に分散し，各人物

が，ある r・ecitを創造すぎ語り手，又はある recitを任意に読む読者の立

場をまでも代表するものとなる。 Robbe-GrilletはCerisyの討論会で，各

視点からの語りが次第にそれぞれの声をあげ，それらの合唱によって終る

ような小説創造の意図を述べているが，『Dansle Labyrinthej]にこうした

試みの端緒が見える［『Surle choix des dぽrateurs』討論部会，『Nou-

vean Roman: hier, aujourd’hui, 2』（coll.10/18）収録， p.169］。

全体が空白で区切られた14のセクションから成るこの作品中で，第 1章

と14章は兵士の物語に対してプロローグとエピローグの役割を果しており，

形式上《私》 (lesuis seul, ici ... ）で始まった作品が私で終る（ettoute 

la ville derri色remoi：そして街全体が私の後にある）とし、う円環構造を

示しているのだが， この《私》は前述のように， 官頭では読者，作者を

も含めてテキストに関してー内で、あれ外で、あれー〈〈私》と言いうるいっさ

いの存在を指示し，最後の章では recitの街の中のある部屋の中の（ある

いはその中の絵の中の）限定された一人物， 2章から 13章にわたる兵士

の物語の中から生まれたひとりの医者，作中人物である《私》を示してい

る。

従って『Dansle Labyrinthe』に二つの面を見出すことができょう。即

ち，《語り（narration）》に先立ちそれを条件付けていく唯一的視点に基

いて構成された物語の最後のものとしての面と，いっさいの視点が，それ

自身テキストのひとつの機能となって無限にひとりの人物から別の人物へ

と移っていくような物語の最初のものという面とをである。

4. 現実の相対性と小説創造の場

さらにこの《私》の変貌を見ると，他の主語と同様，このことばがある

具体的な実体を示すというよりも単なる文法上の機能としての役割しか果

していないことに我々は気づく。引用に見られるように，冒頭の一行の直
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後《私》は消え失せ，「itpleut, it fait froid, it y a du soleil，雨が降って

いる，寒い，日が照っている」とし、った《非人称》又は《on（人）》とい

ったあいまいな主語にとって代わられる。

Olga Bernalは『Dansle Ladyrinthe』この《 je》から《on》への，そ

して兵士が登場してからの《 ii≫による三人称の語りへの推移の中に，語

り手の正体（identite）を破壊しあいまいにしようとする Robbe-Grilletの

意図的手法を見てとり，語り手の匿名性と視点の相対性を指摘する［Olga

Bernal『AlainRobbe-Grillet : le roman de l’absence.] (Gallimard）中

『Realismerelatif: les modalites du regard』p.171]. 

『Dansle Labyrinthe』に至っては人物はもはや頭文字も固有名詞もも

たず，時としてはその身分や身体的特徴でー兵士，又は傷病兵，さらには

女，男，子供といった最小限の区別を示す普通名詞で呼ばれるほどにさえ

なる。すべての名前の持主はその形状と外見だけによってかろうじて識別

されるだけで，互いに混同するほどに似かよっている。小箱をかかえた兵

士のイメージは，少年の父とおぼしい兵士や，兵舎の看護兵，戦死した戦

友の兵士と重なり合い，少年も現われるたびにちがう少年のようにも見

え，少年の母親のイメージはカフェのウェートレスのイメージと重なる。

兵士の初位する街自体がどこまでも同じような建物と街灯が続き，どこの

四辻を曲っても同じような建物が統いていて，おまけに雪に覆われていっ

さいの浮彫を奪い取られた非現実的なたたずまいで，内部の廊下や階段，

その暗闇まで互いに似かよっており，部屋の内部に置かれた調度もほとん

ど同じであるといった同一性も差異も区別のつかない様相を呈している。

Robbe-Grilletは伝統的小説が準拠しているすべての sinificationsを破

壊することから出発したが，ストーリ｛及びすじの時間構成，イメージの

固定化の破壊ばかりでなく，人物の正体ひいては語り手の正体そのものを

もあいまいにしようとしている。

引用の描写に見られるように，ほこりに覆われた薄暗い室内で事物を追

ってし、く視線は決しであるものをすぐにそれと把えることはない。ガラス

の灰皿もスタンドの台も，「形を正確ιっきとめ（identifierla forme avec 
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certitude）」「もとの物体を見つける（retrouverI’objet original) Jために

は，ほこりの上につけられたそれらの痕跡を注意深く追っていかなければ

ならないのである。突風に散らされ，平行線，分岐線，ら線になったかと

思うとすぐに散らされ，又同じ動きをくり返す雪の粉の動きはそのまま，

把えがたく定着させがたい形状を把えようとする《ことば》の瞬間的現

出と消去をあらわしているD 又，ある角度から見ると十字架と思われるも

のも，見方を変えれば花のようにも人形のようにも又短剣のようにも見え

る。 Robbe-Grilletの形状への執着は，対象からその実体性ひいては現実

性を奪ってしまう結果になる。これは極言すれば，あることばー記号のも

つ固定した概念の破壊を目指しているとも言えよう。

語る主体を指示する《私 (je）》がすぐに《人（on）》とし、う漠然とした

人称代名詞に代わり， 以後最終章までまったく《私》とし、う代名詞が出

て来ず， 最後になって再出現した《私》が今度は作中のある特定の個人

によって語られるという，《私》の正体がまったく把えがたい，というよ

りも誰でもよいある者によって語られるというあいまいさは，他のすべて

の登場人物ー《彼》で示される兵士や傷病ー兵，看護兵，叉《少年（gamin)≫

で示される男の子の正体のあいまいさなどとともに，ことばによって示さ

れるすべてのもののあいまいさ（多義性）と通じるものである。

『Dansle Lebyrinthe』では， 登場人物のみならずひとつの同じセリフ

も又様々な異なった状、況で、発せられ，その都度それらのセリフの帯びる意

味合いが変わってくる。兵士が四辻で少年と出会う会話の中で「あれは僕

の父じゃなし、」というセリフがしばしば繰り返されるが，出会いの度にこ

の父親と疑わしい人物はカフェの主人であったりあるいは少年の家に居る

傷病兵であったりする。『Labyrinthe』の中でもっともひんばんにくり返

されるセリフ「jene sais pas （私は知らなし、）」ということばが，すべてに

おいて確実性のないこの街の，又住人のそして物語全体のひとつのキーワ

ードとなっていると言えよう。

存在の様々な異なった商の境界線を取り除こうとするこの小説の結果

はF存在のあらゆる面一人物，事物，場面，ことばなどがぐらつき始め，も
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はや確実なものは何もなくすべてが疑わしく《非現実的》になるというこ

とである。小説全体があるひとつの主観性一密室に閉じこもってある物語

の創作にふけっているひとりの作家，あるいはテキストを前にして想像の

世界に迷いこむひとりの読者，又見知らぬ街に迷い込み熱に浮かされて初

律するひとりの兵士などの妄想に導びかれ，不変で中性的な事物の世界一

外部世界の想像力による変形のプロセスとしてあらわれているのである。

この三つのレベルー還元すれば創作する世界と創作される世界はどちら

が優先されるということのない向価値の世界であり，相互に流入し合う。

最後に作者一語り手の部屋の扉がはじめて聞かれると，その戸口は外部に

ではなく兵士の物語の街の中へと通じ， 「街全体が私の後にある」ことに

なる。

『Dansle Labyrinthe』という題名について Robbe-Grilletは「迷路と

は，つねに厳密な壁によって導びかれているように見えながら絶えず行き

止まりにつき当たり，後もどりしたり，かなり長い道のりを経て同じ場所

に幾度ももどって来たり，新らたな方角を探索しながら又新らたな不可能

性に陥るように強いるような道のことである」［『L’Express~ 誌 1959年10

月10日］と語り，言外に，物語の内容と作品構造が分かちがたく結びつき

合い，物語の進行が小説創作の動きそのものを表わしていることを明きら

かtこしている。

『Labyrinthe~ の中では語り手一作家は， 自分の部屋に閉じこもってほ

とんど無きに等しいものからひとつの物語を築き上げようとする。かれが

関心をもつのはその結果ではなく，創作作業そのものであるo つまり彼は

ひとつの物語の誕生の物語をつくり，想像力が自らをテーマとする，そし

て想像しつつある想像力の光景を我々の前に広げて見せるのであるo

Jean Ricardouが語っているように， 「フィクションとはここでは，何

か鋳型の中に流し込まれる，前もって存在する物質のようなものではな

い。それは語りのプロセスを放射し，いわば，それを描さ出すのに貢献す

る。たいていの場合， フィクションとは語りのフィクションである［『La

descriptien fiamboyante』『Pourune theorie du Nouveau Roman~ (Ed. 
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Seuil) p. 1約．
《recit fictif （虚構の物語）》はそのまま文字通り，語りのそして小説創

造のフィクションとなる。

作品中でひんぱんにくり返される《 Etmaintenant》ということばは，

想像活動の様々な側面，想像内容である物語，想像活動そのものー創作し

読みつつ行なわれる活動が文字通り《現に今》行なわれつつあることを

示している。

小説的現実は，完全に外側にある現実の表現（representation）といった

面を失なって読者の目の前で創り出されていくもの，フィクションとな

る。

この作品の序文で Robbe-Grilletは読者に対して「これは厳密に物質的

で，いかなる寓意的価値も主張しないような現実なのである。読者には従

って，そこに報告された事物，動作，ことば，出来事以外のものを見ない

ように，兵士自身の生とその死以外のところにし、かなる意味付けも与えよ

うとしないようお願いするJと断わり，小説が作品の外にある既存の事実

を写すのではなく，自分自身を探索し創り出すものであることを確認して

いる。

『Dansle Labyrinthe~ は，小説的現実の創造的側面とし、う面を前面に

打ち出したという点で後期の作品群に続く過渡的位置にあると思われるD

〔注〕

(1) 実際には先のBarthesの批評の中では ≪objective≫ という形容詞は，先ず光学

用語の《対物レンズ》として定義きれ，この「人が見たいと思う客体（objet)

の方向へ回るようになっている望遠鏡のレンズ」というイメージが， Robbe-

Grill etの事物を追ってし、く視線の特徴として与えられたのである。

( 2) 『L’An凶ederniere a Marien bad』（1961，監督 AlainResnais）『L’Immor-

telle』（1963）『Trans-Europ-Express』（1967) !iL'Homme qui mentJI 

li'Eden et apres ~ (1970）『Glissementsprogressifs du plaisirs』（1973)

『LeJeu avec le feu』（1975）.等。

(3）『NouveauRoman, homme nouveau』（『Pourun Nouveau Roman』p.

117）又，「私の《見方》が方向付けるような世界しか問題になり得ない。私
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はそれ以外の世界は知ることができないだろう。私の視線の相対的主観性

は．，まさしく《私の世界における状況》を定義するのに役立つ」（同書

『Nature,humanisme, tragedie』p.66). 

( 4) 『LeVoyeur.JI の初めの部分で Mathiasが少年時代を回想中，一瞬現実の

風景が単純過去でもどってくるが，その直後何の移行もなく，今度は現在形

の回想場面が続く（pp.20-21）。又 Mathiasが腕時計販売の未来の場面を

想像する時も同様に想像場面の描写に現在形と半過去又は単純過去の混合が

見られる（pp.35-36）。短篇集『Instantanes』におさめられた『leChemin 

du retour』はより体系的に現実場面一半過去，複合過去，単純過去ーと回

想場面ー現在形の区別が見られ， 『LaChambre secrete （秘密の部屋）』に

なると現在形が唯一の時制となる。 G.Genetteが指摘するように，初期の

作品におけるこれらの時制の混合は作者の二つの記述態度，時間的面と客観

性の度合を文法的慣習体系によって区別しようとする《古典的》態度とそれ

らを唯一の時制，現在形の使用によって混同する傾向のある Robbe-Grillet 

固有の態度を示していると言えよう（G.Genett『Vertigefix匂， IJDansle 

Labyrinthe』（coll.10/18）への後書き）。

( 5) 視線は《垂直に》垂れ下っている赤いカーテンにぶつかるたびに外に免れ

「静かに，均一な，間断ない垂直な落ち方で降っている（descendentdouce-

ment doucement, dans une chute uniforme, ininterrompue, verticale）」

(p. 14）雪の眺めに移る。室内のほこりも同様に「静かに， いつも同じ速度

で落ちている」（引用参照）。

( 6) 戦友からあずかった小箱の宛先人をたずねて兵士は最後にもう一度四辻にも

どり．そこで数日前から彼らしい男を遠くから見ていたと思われる一人の老

紳士に出会う。兵士が敵に撃たれて少年の家に運ばれたあと，今度は医者で

あるくく私〉〉として彼が登場する。「A ma derniere visite, la troisieme 

piqC1re a白einutile （私が最後に訪・れたとき，三番目の注射は無駄だった）」

(p. 211）。

( 7 ) Robbe-Grillet自身が CerisyのColloqueの討論部会で「一番目の語り手は

作者であり，二番目のは兵士で，兵士によって考えられ生きられた官険の中

でひとりの医者が創り出され， この医者が最後に語り手となって兵士の記述

(ecriture）の動きそのものによって作者の部屋に帰った」と証言している

（『NouveauRoman: hier, aujourd・huiI』（Coll.10/18) p. 65）。

( 8) 官頭の数行の中に，ひとつのテーマを発展させていく Robbe-Grilletの手法

が見出される。「Jesuis seul ici, maintenant, bien a l’abriJというー句

に対して，次に来る戸外の描写はこの命題の三つの反対の変形として展開さ

れる，即ち，雨，寒さ，太陽。その中で自然の厳しさにさらされた《守られ

ていない》《人》（on-jeに対立するもの）が手で眼をかばいながら，雨の中を
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又は北風の中をあるいは苛惜なく照りつける太陽の中を歩いていく。 mans

le Labyrintqe』を音楽的展開に基いて考察する BruceMorissetteは，冒

頭のこの描写は《序曲》に当たり， 単に物語のいくつかの基本テーマ（歩み

とは別の方角とか，視野の限界， 路上の痕跡のデッサンなど）を知らせてい

るばかりか，同時にこれから展開する事件の時間的枠組となる構造を配置，

つまり小説の始まる冬に先立つ秋（雨）からそれらに続く春又は夏へ（ほこ

り，照りつける太陽へ）の推移を示していると指摘する（『LeDedale de la 

Creation romanesqueJI，『lesRomans de Robbe-Grillet』（Ed.de Minuit) 

p. 165）。

( 9 ) ≪il≫ の示す多義性について我々は『Dansle Labyrinthe』の p.102にもつ

とも典型的な例を見る。小箱をもった兵士は街中のある兵舎に立ち寄り，階

上の共同寝室の窓から戸口を眺め下ろし，そこに《自分》と同じような小箱

をもった兵隊頭巾の人影を見る。ここの場面では，兵士が自分の分身を見た

かのように解釈されるが，後にpp.187-188の兵士の回想の中でこの《兵士》

は兵舎の中にいた看護兵として同じ場面に現われる。段落も空白もなく続い

ている文章中で同じ《兵士》という名詞が別の人物を指している可能性がつ

ねにあるのである。第五作『Maisonde rendez・vous』になると，全く括弧

で区別されていない《私》の語る物語が次々と物語中の異なった人物によっ

て変形されていく。第六作『Projet』では語り手は《私》も《彼》も見分け

がつかないほど複雑になり，作品が進むにつれていったい誰が語っているの

かわからないほどになる。『Dansle Labyrinthe』はこのように作品の外部

的語り一三人称による視点からの語りが内部的語り一一人称に移行し，それ

らの一人称による語りがさらに別の視点からの語りを生み出していくような

語りの多元化に発展する中間的段階に位置していると言える。

-111ー ( 54 ) 


