
 

 

 

 

 

 

 

ナ ボ コ フ 『 ロ リ ー タ 』 は １ ９ ５ ０ 年 代 の 性 解 放 へ の 反 動 か  

― 象 徴 性 と 具 体 性 排 除 の 視 点 で 作 品 を 読 む ー  
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はじめ に 

 

ウ ラ ジ ミ ー ル ・ ナ ボ コ フ (Vladimir Nabokov, 1899-1977)の 『 ロ リ ー タ 』 (Lolita, 1955)１

と い う 言 葉 を 聞 い て 普 通 の 人 が ま ず 思 い 浮 か べ る の は 、例 の「 ロ リ コ ン 」、つ ま り「 ロ リ ー

タ ・ コ ン プ レ ッ ク ス 」 と い う 正 式 な 名 称 で は な い が 、 病 理 心 理 学 の 用 語 と も 言 え な く も な

い 未 成 熟 な 少 女 へ の 倒 錯 し た 偏 愛 を 表 わ す 言 葉 で は な い だ ろ う か 。 ４ ０ 歳 を 過 ぎ た ハ ン バ

ー ト・ハ ン バ ー ト (Humbert Humbert)と い う 中 年 男 の １ ２ 歳 の 少 女 ロ リ ー タ (Lolita)へ の 恋

愛 感 情 は 、 異 常 と い う 言 葉 以 外 に 形 容 の 仕 方 が 見 つ か ら な い 。 ハ ン バ ー ト が 愛 す る 女 性 は

「 ニ ン フ ェ ッ ト 」 (“ nymphets ”)(15)と 彼 が 呼 ぶ 少 女 で あ り 、 彼 は こ の よ う に 説 明 す る 。  

 

  It will be marked that I substitute time terms for spatial ones.  In fact, I would have 

 the reader see “ nine ” and “ fourteen ” as the boundaries― the mirror beaches and rosy 

 rocks― of an enchanted island haunted by those nymphets of mine and surrounded by  

a vast, misty sea.  Between those age limits, are all girl-children nymphets?  Of  

course not.  ［ . . .］  (15)  

 

  こ こ で 私 が 空 間 用 語 を 時 間 用 語 で 置 き 換 え て い る こ と に 、 読 者 は お 気 づ き に な る だ ろ  

  う 。実 際 、「 ９ 歳 」や「 １ ４ 歳 」と い う の は 、島 の 境 界 線 を 思 い 浮 か べ て 欲 し い 。鏡 の  

よ う な 浅 瀬 と バ ラ 色 の 岩 場 が あ る 魔 法 の 島 で 、 そ こ に 私 の ニ ン フ ェ ッ ト た ち が 住 ん で  

い て 、 霧 深 い 大 海 に 取 り 囲 ま れ て い る の だ 。 そ の 年 齢 制 限 の 少 女 は 全 て ニ ン フ ェ ッ ト  

と 言 え る だ ろ う か 。 も ち ろ ん そ う で は な い 。 [･･････] 

 

抽 象 的 な 描 写 だ が 近 寄 り が た い 禁 じ ら れ た 存 在 と い う イ メ ー ジ を 持 つ こ と が 出 来 る の で は

な い だ ろ う か 。  

 １ ２ 歳 の 少 女 と 性 交 渉 を 持 ち 続 け る こ の 作 品 は 出 版 当 時 の 性 道 徳 の 変 化 に 何 ら か の 影 響

を 受 け て い る と 考 え る の も 不 思 議 で は な い 。 マ リ リ ン ・ モ ン ロ ー (Marilyn Monroe)が あ か

ら さ ま に 表 わ す セ ク シ ャ リ テ ィ ー や 『 プ レ イ ボ ー イ 』 誌 創 刊 に よ り 不 服 従 と セ ク シ ャ リ テ

ィ ー の 勝 利 を 宣 言 し た の も １ ９ ５ ０ 年 代 の 出 来 事 で あ る 。『 ロ リ ー タ 』の 出 版 年 が １ ９ ５ ５

年 な ら 、 こ の 作 品 に 時 代 の 流 れ を 読 み 解 く の も 不 思 議 な 事 で は な い 。  

 １ ９ ５ ０ 年 代 の 性 解 放 へ の 反 動 の 書 と し て 、ジ ョ ン・カ ー ロ ス・ロ ウ (John Carlos Rowe)



は 、「 ナ ボ コ フ は ハ ン バ ー ト の 犠 牲 者 に 対 し て 、 我 々 の 同 情 を 引 き 出 し て い る 。（ そ し て ハ

ン バ ー ト 自 身 に よ る 大 き な 美 意 識 の 力 の 乱 用 に 対 し て 、 我 々 の 非 難 を 引 き 出 し て い る ）」

(“ Nabokov motivates our compassion for Humbert’s victims (and our condemnation of 

Humbert’s misuse of his considerable aesthetic powers) ”(268)と 述 べ 社 会 的 な 関 心 か ら の

ア プ ロ ー チ を 行 っ て い る 。  

 そ し て ウ ィ ル ・ ノ ー マ ン (Will Norman)は 、 ナ ボ コ フ の 新 批 評 の 影 響 を 述 べ 、「 そ の 学 派

と ナ ボ コ フ の 美 意 識 の 間 に 過 剰 な 平 行 を 見 い だ す の は 間 違 い だ が 、 そ れ で も あ る 種 の 暗 示

的 な 共 有 さ れ た 基 礎 が あ る 」 (“ Although it would be misleading to suggest too many 

parallels between the school and Nabokov’s aesthetics, there is nevertheless some 

illuminating shared ground ”)(58)と 文 学 批 評 理 論 の 古 典 、 新 批 評 の ア プ ロ ー チ の 有 効 性 を

述 べ て い る 。 ２  

 ま た ロ シ ア 語 の 翻 訳 に 言 及 し て 翻 訳 研 究 と い う 比 較 文 学 的 な ア プ ロ ー チ を と っ て い る ア

ド リ ア ン・ワ ナ ― (Adrian Wanner)は「 潜 在 的 ロ シ ア 性 を 有 す る 元 の『 ロ リ ー タ 』が ロ シ ア

語 へ の 翻 訳 に よ り 、 そ れ が よ り は っ き り し て く る 。 ロ シ ア 語 へ の 翻 訳 は 、 ロ シ ア 文 学 の 含

意 と 言 及 と い う 新 し い 状 況 を 獲 得 し 、 そ の 本 を 育 て た 言 語 の 深 く 隠 れ た ル ー ツ に 戻 す 事 に

な る か ら だ 」 (“ the latent Russianness of the original Lolita becomes more explicit in the 

Russian translation, which acquires a new web of Russian literary connotations and allusions 

and thereby returns the book to the language of its nourishing, though deeply hidden 

roots ”)(461)と 他 言 語 へ の 受 容 の 観 点 か ら 本 作 を 批 評 し て い る 。  

 様 々 な ア プ ロ ー チ に 耐 え う る『 ロ リ ー タ 』で あ る が 、ナ ボ コ フ が 用 い る 隠 喩 、パ ン 、緻 密

な 描 写 を 考 え る な ら ば 、 言 葉 へ の 関 心 、 テ キ ス ト 主 体 の ア プ ロ ー チ で あ る 新 批 評 か ら の ア

プ ロ ー チ が 本 作 の 分 析 に は 適 し て い る と 筆 者 は 考 え る の で あ る 。３ ハ ン バ ー ト の 罪 と 殺 し の

結 果 に よ る 彼 の 投 獄 と い う モ ラ ル の 回 復 以 上 に 、 本 作 は 意 味 を 持 っ て い る と 私 は 考 え る 。

性 解 放 の 時 代 性 の 反 動 と し て 本 作 を 読 む の で は な く 、 ハ ン バ ー ト の 罰 と い う モ ラ ル 回 復 の

意 味 以 上 の 意 味 を 見 い だ す の が 、 本 稿 の 目 的 と す る と こ ろ で あ る 。 ハ ン バ ー ト の 犯 し た キ

ル テ ィ (Quilty)殺 害 の 結 果 、 彼 が ど の よ う な こ と を 経 験 し た か を 明 ら か に し た い 。   

 

１． 作品に おけ る象 徴の重 要性  

 

「 ロ リ ー タ 、 我 が 命 の 光 、 我 が 腰 の 炎 、 我 が 罪 、 我 が 魂 」 (“ Lolita, light of my life, fire of 



my loins.  My sin, my soul ”)(7)と い う 曖 昧 な 表 現 で 始 ま る 『 ロ リ ー タ 』 は 言 語 の 隠 喩 や パ

ン が 特 徴 的 で あ り 、 象 徴 を 読 み 解 く こ と は 作 品 解 釈 の 要 で あ る と 思 わ れ る 。 主 人 公 の 中 年

男 ハ ン バ ー ト ・ ハ ン バ ー ト と い う 同 じ 音 の 繰 り 返 し も 一 種 の 言 葉 遊 び を 連 想 さ せ る し 、 ロ

リ ー タ と い う 少 女 に 関 し て も ロ ー (Lo)や ロ ー ラ (Lola)、ド リ ー (Dolly)、ド ロ レ ス (Dolores)

等 の 呼 び 名 が あ り 、 言 語 そ の も の に つ い て の 関 心 や 言 葉 と 実 体 の 関 連 性 の 謎 解 き 等 を 作 品

を 読 み 込 ん で い く 上 で 、 読 者 に 要 求 し て い る と 言 え る で あ ろ う 。  

ハ ン バ ー ト が 愛 す る 事 に な る ロ リ ー タ と は 、 彼 が 昔 出 会 っ て 、 死 に よ り 失 っ た ア ナ ベ ル

(Annabel)と い う 少 女 の イ メ ー ジ か ら 誘 発 さ れ て 、恋 に お ち る よ う に な る の で あ る 。記 憶 の

中 の ア ナ ベ ル は 「 愛 す る 人 間 の 顔 の 客 観 的 で 全 く 視 覚 的 な 復 元 で あ り 、 自 然 色 で 描 い た 小

さ な 亡 霊 」 (“ the objective, absolutely optical replica of a beloved face, a little ghost in 

natural colors ”)(10)と い う も の で あ る 。「 亡 霊 」と い う 言 葉 を 使 っ て い る よ う に 、ハ ン バ ー

ト の ア ナ ベ ル の 記 憶 は か な り 曖 昧 で あ る 。 実 際 に 「 自 分 の 記 憶 の 中 の 彼 女 の 顔 立 ち は 、 数

年 前 の ロ リ ー タ を 知 る 以 前 に 比 べ る と 、ず い ぶ ん ぼ や け て い る 」(“ I remember her features 

far less distinctly today than I did a few years ago, before I knew Lolita ”)(10)と ハ ン バ ー

ト は 述 べ て い る 。  

 ぼ や け て い る イ メ ー ジ に も か か わ ら ず 、 ア ナ ベ ル と ロ リ ー タ は そ れ で も 重 な り 混 ざ り 合

う の で あ る 。 こ こ で は そ れ を 説 明 し た 場 面 を 引 用 し て み た い と 思 う 。 イ メ ー ジ の 融 合 を こ

こ で は 説 明 し て い る 。  

 

  A little later, of course, she, this nouvelle, this Lolita, my Lolita, was to eclipse 

completely her prototype.  All I want to stress is that my discovery of her was a fatal 

consequence of that “ princedom of the sea ” in my tortured past.  Everything between 

the two events was but a series of gropings and blunders, and false rudiments of joy.  

Everything they shared made one of them. (42)   

 

  し ば ら く す る と 、言 う ま で も な く 、彼 女 、こ の 新 星 、ロ リ ー タ 、私 の ロ リ ー タ は 彼 女 の

原 型 を す っ か り 覆 い 隠 し て し ま う 事 に な る 。 強 調 し て お か な け れ ば な ら な い の は 、 彼

女 を 発 見 し た の が 、 私 の 苦 渋 に 満 ち た 過 去 の あ の 「 海 辺 の 公 国 」 の 運 命 的 な 結 果 で あ

る と い う こ と だ 。 二 つ の 出 来 事 の 間 に 起 こ っ た 全 て は 、 手 探 り と 失 敗 、 そ し て 誤 っ た

喜 び の 発 生 の 連 続 に 過 ぎ な か っ た 。二 つ の 出 来 事 に は あ ま り に も 多 く の 共 通 点 が あ り 、



一 つ に な っ て い た 。  

 

 ア ナ ベ ル と ロ リ ー タ と い う 少 女 の 諸 相 が 融 合 し 、過 去 と 現 在 が 溶 け 合 っ て い る の で あ る 。 

こ こ で は 二 人 の 区 別 が 消 失 し て 、 先 に 説 明 し た ハ ン バ ー ト の 言 う ニ ン フ ェ ッ ト と い う 属 性  

を 帯 び た 少 女 像 が 浮 か び 上 が っ て く る の で あ る 。 ア ナ ベ ル が ニ ン フ ェ ッ ト で あ り 、 そ し て  

ロ リ ー タ も ニ ン フ ェ ッ ト な の で あ る 。 互 い を 結 び つ け る の は ニ ン フ ェ ッ ト の イ メ ー ジ で あ  

り 、 ハ ン バ ー ト が 愛 す る の は ロ リ ー タ の 持 つ こ の 属 性 と い う 事 が 出 来 る で あ ろ う 。  

 ロ リ ー タ へ の 関 心 の 発 生 が 死 者 の イ メ ー ジ と い う 曖 昧 さ は 、 ロ リ ー タ の 実 体 を 愛 す る と  

い う よ り 、 ロ リ ー タ を 通 し て ハ ン バ ー ト の 考 え る 理 想 の 少 女 を 求 め る と い う 、 い わ ば ロ リ  

ー タ が 象 徴 的 な 役 割 を 果 た し て い る 、と 言 え な い だ ろ う か 。デ ー ル・E・ピ ー タ ー ソ ン (Dale  

E. Peterson)は 作 品 中 の 象 徴 の 精 緻 な 読 み の 重 要 性 に つ い て「 平 明 で 明 ら か な ひ ね り や 展 開  

に 思 え る が 、 直 接 的 な ア レ ゴ リ ー の 形 と い う 単 純 さ で は な い も の に 、 注 意 深 く そ し て 正 直  

で あ ろ う と す る 態 度 」 (“ a willingness to stay attentive and honest to the plainly visible  

twists and turns that resist being simplified to the contours of straight allegory ”)(84)が 必  

要 と 述 べ て い る が 、 ロ リ ー タ 自 身 の 存 在 に つ い て も 、 実 体 を 求 め る の で は な く 、 属 性 と い  

う 象 徴 の 観 点 か ら 求 め て い る 事 は 、ハ ン バ ー ト の こ の 発 言 で 明 ら か で あ ろ う 。「 私 は い わ ゆ  

る『 セ ッ ク ス 』に は 一 切 興 味 が な い の だ 。そ ん な 動 物 じ み た 要 素 は 誰 で も 想 像 で き る の だ 。  

私 を 誘 惑 し て や ま な い も っ と 大 き な 企 て は 、 す な わ ち ニ ン フ ェ ッ ト の 危 険 な 魔 法 を 一 網 打  

尽 に つ か ま え る 事 な の だ 」 (“ I am not concerned with so- called “ sex ” at all.  Anybody  

can imagine those elements of animality.  A greater endeavor lures me on:  to fix once for  

all the perilous magic of nymphets ”)(151)。 ロ リ ー タ は 象 徴 性 を 帯 び て い る の で あ る 。   

 ロ リ ー タ の 母 が 死 ん で ハ ン バ ー ト が 最 初 に ロ リ ー タ を 連 れ て 行 っ た ホ テ ル は 「 魅 惑 の 狩  

人 」 と い う 場 所 で あ る 。 こ の ホ テ ル の 名 前 自 体 が 少 女 に 夢 中 に な っ て い る 攻 撃 者 と し て の  

ハ ン バ ー ト を 連 想 さ せ る も の だ が 、 こ の ホ テ ル の 食 堂 の 壁 画 に つ い て ハ ン バ ー ト が 想 像 す  

る 場 面 を こ こ で 引 用 し て み た い と 思 う 。  

 

  There would have been a lake.  There would have been an arbor in flame-flower.  

There would have been nature studies― a tiger pursuing a bird of paradise, a choking 

snake sheathing whole the flayed trunk of a shoat.  There would have been a sultan, 

his face expressing great agony(belied, as it were, by his molding caress), helping a 



callypygean slave child to climb a column of onyx. [. . .] (152) 

 

  ま ず 湖 が あ り 、 炎 の 花 に 囲 ま れ た 園 亭 が あ る 。 自 然 風 景 も あ る 。 極 楽 鳥 を 追 い か け る

虎 に 皮 を 剥 か れ た 子 豚 を ま る の み に し て 喉 を 詰 ま ら せ て い る 蛇 。 ス ル タ ン も い て 、 大

変 な 苦 痛 の 表 情 を 浮 か べ て（ な ぞ る よ う な 愛 撫 と は 裏 腹 に ）、美 し い 尻 を し た 子 供 の 奴

隷 に 手 を 貸 し て 、 縞 大 理 石 の 柱 を 登 ら せ る よ う に し て い る 。 [･･････] 

 

 極 楽 鳥 を 追 い か け る 虎 や 皮 を 剥 か れ た 子 豚 を ま る の み し て い る 蛇 は 、 間 違 い な く １ ２ 歳

の 少 女 を 食 い 物 に し て い る ハ ン バ ー ト 自 身 の 姿 と 言 え る で あ ろ う 。４ 柱 を 登 ら せ よ う と し て

い る ス ル タ ン も 、 旅 を 続 け な が ら 自 分 の 考 え る よ い 場 所 へ と 、 子 供 の 奴 隷 を 表 わ す ロ リ ー

タ を 連 れ 回 し て い る ハ ン バ ー ト と 重 な っ て く る の で あ る 。「 大 変 な 苦 痛 の 表 情 」の ス ル タ ン

は 、 ロ リ ー タ を つ な ぎ 止 め て お く た め に 必 要 な ハ ン バ ー ト の 苦 労 や そ の 他 の 精 神 的 障 害 を

表 わ し て い る 。 こ の 想 像 上 の 壁 画 は 、 作 品 全 体 の 特 徴 を 表 わ し て い る ハ ン バ ー ト の 心 象 風

景 で あ り 、 象 徴 な の で あ る 。  

 L・L・リ ー (L. L. Lee)は 、「 ナ ボ コ フ の 作 品 で は 社 会 的 な 姓 は 曖 昧 で あ る 。な ぜ な ら ナ ボ

コ フ は 、 は っ き り し た 区 別 を 表 わ す 、 そ し て 恐 ら く は 単 純 な 常 識 と い う 本 当 で は な い カ テ

ゴ リ ー 分 け を 攻 撃 し て い る か ら だ 」 (“ Gender, in Nabokov’s work, is an ambiguous thing.  

It is ambiguous because Nabokov is attacking the clear, divisive, and perhaps untrue 

categories of simple common sense ”)(81)と 述 べ て い る が 、 実 は レ イ ピ ス ト と し て の ハ ン

バ ー ト 、 そ し て 義 理 の 娘 と し て の ロ リ ー タ の 役 割 は 、 リ ー の 述 べ る よ う に は っ き り と し た

カ テ ゴ リ ー 分 け を 示 し て い な い 。 被 害 者 と し て の ロ リ ー タ 自 身 も ハ ン バ ー ト を 性 的 に 誘 惑

す る と い う 罪 を こ の 「 魅 惑 の 狩 人 」 と い う ホ テ ル で 行 っ て い る の で あ る 。 ま た 少 女 へ の 性

行 為 と い う 暴 力 を 行 っ て い る ハ ン バ ー ト も 実 は 、 ロ リ ー タ に 金 を 支 払 い 続 け た り 、 ち ょ っ

と し た 買 い 物 へ 行 っ た と き で さ え 厳 し く 問 い た だ し た り と 、 束 縛 と 同 時 に ロ リ ー タ へ 強 い

依 存 の 状 態 を 示 し て い る の で あ る 。５「 私 は 弱 く 、賢 明 で も な く 、す っ か り 女 学 生 の 私 の ニ

ン フ ェ ッ ト が 、 私 に 魔 法 を か け て し ま っ た 」 (“ I was weak, I was not wise, my schoolgirl 

nymphet had me in thrall ”)(207)と い う ハ ン バ ー ト 自 身 の 説 明 が 彼 の 依 存 状 態 を 説 明 し て

い る の で は な い だ ろ う か 。 レ イ ピ ス ト と 攻 撃 者 、 そ し て 依 存 す る 者 と し て の ハ ン バ ー ト は

も ち ろ ん 父 親 と い う 社 会 的 な 男 性 の 役 割 は 果 た し て い な い 。 ロ リ ー タ も 父 親 を 誘 惑 す る 娘

と い う 社 会 的 な 女 性 の 役 割 を 果 た し て い な い の で あ る 。 二 人 の 役 割 の 曖 昧 さ は 、 現 実 を 想



定 し た 状 況 と は 違 い 非 現 実 の 特 色 を 持 っ て い る と も 言 え る の で あ る 。 父 親 と 娘 と い う 本 来

あ る べ き 姿 の 実 体 と い う 即 物 性 で は な い の な ら 、 二 人 の 存 在 も 壁 画 の 描 写 と 同 じ よ う に 象

徴 に 近 い 意 味 を 持 た せ て も お か し く は な い の で あ る 。 ニ ン フ ェ ッ ト と い う 象 徴 を 追 う ハ ン

バ ー ト の み な ら ず 、 追 わ れ る ロ リ ー タ 自 身 も ハ ン バ ー ト が 理 想 と す る ニ ン フ ェ ッ ト と い う

象 徴 性 を 帯 び て い る と 言 え る で あ ろ う 。 ニ ン フ ェ ッ ト の 象 徴 は 双 方 向 で 作 用 し て い る の で

あ る 。  

 ロ リ ー タ の 存 在 は 死 者 ア ナ ベ ル に 端 を 発 す る 、 実 体 に 恋 愛 の 根 拠 を 置 か な い ハ ン バ ー ト

の 求 愛 対 象 で あ り 、 象 徴 的 存 在 で あ る 。「 魅 惑 の 狩 人 」 の ハ ン バ ー ト の 想 像 に よ る 壁 画 は 、

一 瞬 の 場 面 が 作 品 全 体 の テ ー マ と 重 な っ て く る 象 徴 的 場 面 で あ る 。『 ロ リ ー タ 』に お け る 主

要 人 物 ロ リ ー タ の 存 在 の 特 徴 や 作 品 テ ー マ に 関 わ る 重 要 な 場 面 の 象 徴 性 、 親 子 の 関 係 を 否

定 し ニ ン フ ェ ッ ト の 象 徴 で 結 び つ け ら れ る ハ ン バ ー ト と ロ リ ー タ の 現 実 感 の な さ 等 、 こ の

作 品 で は 現 実 を 超 え た 象 徴 性 が 重 要 な 働 き を し て い る の で あ る 。  

 

２． 現実 と具 体性の 排除  

 

 作 品 の 象 徴 の 重 要 性 を 第 １ 節 で 述 べ た が 、 こ の 第 ２ 節 で は そ れ と 関 連 し た 作 品 中 で の 現

実 と 具 体 性 の 排 除 に つ い て 考 え て み た い と 思 う 。 象 徴 と は 対 象 と な る 事 物 を 暗 に 意 味 す る

こ と で あ り 、事 物 そ の も の を 明 示 す る 事 で は な く 、現 実 性 か ら 距 離 を 置 く こ と な の で あ る 。

ロ リ ー タ の 母 シ ャ ー ロ ッ ト (Charlotte)と ハ ン バ ー ト が 結 婚 し た の は 、 ロ リ ー タ と 接 近 し た

い た め で あ り 、 シ ャ ー ロ ッ ト に 対 し て 愛 と い う 感 情 は 存 在 し な い 。 シ ャ ー ロ ッ ト は 邪 魔 な

存 在 な の で あ る 。 シ ャ ー ロ ッ ト を 眠 ら せ 、 ロ リ ー タ を レ イ プ し よ う と す る ハ ン バ ー ト は 以

下 の よ う な 危 険 な 行 為 を シ ャ ー ロ ッ ト に 行 う 。  

 

  Throughout most of July I had been experimenting with various sleeping powders,  

trying them out on Charlotte, a great taker of pills.  The last dose I had given her(she 

thought it was a tablet of mild bromides― to anoint her nerves) had knocked her out 

for four solid hours.  I had put the radio at full blast.  I had blazed in her face an 

olisbos-like flashlight.  I had pushed her, pinched her, prodded her― and nothing had 

disturbed the rhythm of her calm and powerful breathing. [. . .] (105-6) 

  



  ７ 月 の ほ と ん ど ず っ と 私 は 色 々 な 睡 眠 薬 を 実 験 し て 、 薬 を 服 用 す る の が 好 き な シ ャ ー  

 ロ ッ ト に や っ て み た 。 一 番 最 後 に 投 与 し た 薬 は （ 彼 女 は そ れ を 神 経 鎮 静 の 穏 や か な 臭

化 カ リ ウ ム 錠 だ と 思 っ て い た ） 丸 々 ４ 時 間 も 昏 睡 状 態 に さ せ た 。 ラ ジ オ を 最 大 音 量 で

か け て も 、 張 形 の よ う な 格 好 を し た 懐 中 電 灯 で 顔 を 照 ら し て み て も 、 突 い て も 、 つ ね

っ て も 、 つ ま ん で み て も 、 穏 や か な 力 強 い 呼 吸 の リ ズ ム は 乱 れ な か っ た 。 [･･････] 

 

睡 眠 薬 を 実 験 し て 人 に 投 与 し ， 昏 睡 状 態 に さ せ る と い う 危 険 を 冒 し て い る の で あ る 。 一

歩 間 違 え れ ば 、 死 の 危 険 す ら あ る と 言 っ て も い い だ ろ う 。 ハ ン バ ー ト に と っ て シ ャ ー ロ ッ

ト は 、ロ リ ー タ と の 親 密 さ を 増 す た め に 邪 魔 な 存 在 な の で あ る 。ハ ン バ ー ト に と っ て 、「 日

常 生 活 で は ど う し よ う も な く 下 品 な 人 間 で 才 気 も 審 美 眼 も な い 」 (“ an odious vulgarian in 

ordinary life, devoid of tact and taste ”)(94)シ ャ ー ロ ッ ト は 「 優 し い 性 格 を 偽 っ て 水 入 り 瑪

瑙 の 指 輪 に 忍 ば せ た 古 典 的 な 毒 液 か 、 愛 情 込 め た 死 の 媚 薬 を 飲 ま せ る 」 (“ I might have 

hoodwinked my gentle nature by administering her some classical poison from a hollow 

agate, some tender philter of death ”)(98)ほ ど 憎 ん で い る の で あ る 。 手 段 を 選 ば ず に シ ャ

ー ロ ッ ト を 排 除 す る 姿 勢 は 、 エ リ ザ ベ ス ・ W・ ブ ラ ス (Elizabeth W. Bruss)の 言 う 「 ハ ン バ

ー ト の 狂 気 は 実 際 、 少 女 へ の 曲 が り く ね っ た 願 望 で は な く 、 自 分 の 夢 と 接 合 し よ う と す る

自 分 勝 手 な 試 み に あ る の だ 」 (“ Humbert’s madness is not really a perverse desire for little 

girls but a willful attempt to copulate with his own dreams ”)(34)に も 通 じ る も の で あ ろ う 。  

こ の よ う な 憎 し み は 、 し か し な が ら 世 間 の 目 に 晒 さ れ る 事 は な い 。 ハ ン バ ー ト の ロ リ ー

タ へ の 感 情 を 知 っ た シ ャ ー ロ ッ ト は 路 上 に 飛 び 出 し 、 車 に ひ か れ る と い う 事 故 死 の 顛 末 を

む か え る の で あ る 。 憎 し み と い う 感 情 が 明 ら か に な る ど こ ろ か 、 妻 を 失 っ た 哀 れ な 夫 と い

う 同 情 を 世 間 か ら 買 う こ と に な る の で あ る 。 殺 し た い と い う 憎 し み は 殺 害 と い う 具 体 的 行

動 と な っ て 表 れ る 事 は な か っ た 。 こ の 意 味 で 憎 し み の 感 情 は 現 実 性 を 帯 び る こ と は な か っ

た の で あ る 。 そ し て 憎 し み の 感 情 と い う ハ ン バ ー ト の 実 際 の 心 情 は 、 同 情 を 買 う と い う 憐

れ み と い う 衣 を 纏 う 事 に な り 、 こ の 意 味 で も 感 情 の 現 実 性 は 排 除 さ れ る の で あ る 。 作 品 の

主 人 公 の 一 人 ハ ン バ ー ト が 現 実 性 の 排 除 を 特 徴 と し て 持 っ て い る と い う の は 注 目 す べ き 事

柄 な の で は な い だ ろ う か 。 表 面 上 の 特 徴 、 第 一 の 感 情 は 現 実 に 結 び つ く こ と が な く 、 形 を

変 え て 進 行 し て い く の で あ る 。  

ハ ン バ ー ト が 求 め る 現 実 と は ロ リ ー タ と い つ ま で も 一 緒 に い る こ と で あ り 、 そ れ ゆ え ロ  

リ ー タ が 結 婚 し た 後 で も 再 度 の 逃 避 行 を 促 す の で あ る 。 し か し 、 彼 の 求 め る こ の 現 実 は 、



ロ リ ー タ を 誘 拐 し た キ ル テ ィ の 殺 害 に よ っ て 不 可 能 に な る の で あ る 。ポ ー ル・ヌ ボ エ (Paul 

Neubauer)は ハ ン バ ー ト に と っ て の キ ル テ ィ に つ い て 「 彼 の 第 2 の 自 我 、 ク レ ア ・ キ ル テ

ィ 、対 に な る 力 を な し 、「 邪 悪 な 肉 体 」の 役 割 を 割 り 当 て ら れ て 、そ し て（ キ ル ト ）で つ ぎ

は ぎ さ れ た 自 我 と し て 現 わ れ る 者 」 (“ his alter ego, Clare Quilty, who appears as (quilted) 

patchwork of identities playing his counterforce and thus being assigned the role of ‘ evil  

incarnate ’ ”)(379)と 説 明 し て い る が 、確 か に キ ル テ ィ の 性 的 異 常 さ は ハ ン バ ー ト の 少 女 を

愛 す る 性 的 嗜 好 の 異 常 さ と も 通 じ る も の で あ り 、 似 通 っ た 存 在 、 第 2 の 自 我 と 呼 ぶ の に 相

応 し い よ う に 思 え る 。 キ ル テ ィ の 性 的 嗜 好 の 異 常 さ は ロ リ ー タ が 説 明 す る 、 二 人 の 女 の 子

と 二 人 の 男 の 子 、 そ し て 大 人 の 男 3， 4 人 を 用 意 し て み ん な が 裸 で 絡 み 合 っ て い る と こ ろ

を 、年 老 い た 女 に 映 画 に 撮 ら せ よ う と し た (315)等 の 言 葉 に よ っ て も 明 ら か で あ ろ う 。そ し

て ロ リ ー タ に 対 し て 、 キ ル テ ィ も 興 味 を 持 っ て い る と い う 点 で も 彼 ら は 似 通 っ て い る の で

あ る 。  

自 分 こ そ が ロ リ ー タ を 幸 せ に す る ん だ と い う 身 勝 手 な 考 え も 彼 ら に は 共 通 し て い る 。 キ  

ル テ ィ は「 実 際 、な あ 、ハ ン バ ー ト 、君 は 理 想 の 義 理 の 父 親 で は な か っ た わ け だ し 、か わ い

い 君 の 被 保 護 者 を 私 が 無 理 に 仲 間 入 り さ せ た わ け じ ゃ な い 。 も っ と 幸 せ な 家 庭 に 引 き 取 っ

て 欲 し い と 頼 ん だ の は あ っ ち な ん だ 」 (“ my dear Mr. Humbert, you were not an ideal 

stepfather, and I did not force your little protégée to join me.  It was she made me remove 

her to a happier home ”)(343)と 述 べ て い る が 、 ハ ン バ ー ト 自 身 も ロ リ ー タ の 母 親 や ロ リ ー

タ の 結 婚 相 手 に 対 し て も 似 た よ う な 考 え 方 を 持 っ て い た の は 明 ら か で は な い だ ろ う か 。  

自 分 と 似 通 っ た 存 在 の キ ル テ ィ を 殺 害 す る 事 は 、 第 2 の 自 我 を 消 す 事 に 表 わ さ れ る よ う

に 自 分 殺 し の 意 味 を 持 つ の で あ る 。 こ こ で キ ル テ ィ を 殺 害 し て い る ハ ン バ ー ト の 様 子 を 引

用 し て み た い と 思 う 。  

 

His voice trailed off as he reached the landing, but he steadily walked on despite all  

the lead I had lodged in his bloated body― and in distress, in dismay, I understood that 

far from killing him I was injecting spurts of energy into the poor fellow, as if the 

bullets had been capsules where in a heady elixir danced. (346) 

 

彼 が 踊 り 場 に た ど り 着 い た 時 、 声 は 次 第 に 消 え て い っ た が 、 そ れ で も ま だ 彼 は 腫 れ あ  

が っ た 体 に 撃 た れ た 鉛 を も の と も せ ず 、 着 実 に 歩 い て 行 っ た ― そ し て 私 は 絶 望 と 失 望  



を 覚 え な が ら 、 殺 す ど こ ろ か あ た か も 弾 丸 が 強 力 な 若 返 り の 妙 薬 を 含 ん だ カ プ セ ル み  

た い に 、 こ の 哀 れ な 男 に 生 命 力 を 注 入 し て い る 気 に な っ た 。  

 

殺 し て は い る が 生 命 を 与 え て い る 感 覚 と い う の は 、 生 き て い る ハ ン バ ー ト と 死 に ゆ く キ

ル テ ィ の 融 合 で あ り 、 撃 た れ て 苦 し み と 恐 怖 を 感 じ て い る は ず の キ ル テ ィ と 同 じ よ う に 、

絶 望 と 失 望 を 感 じ て い る ハ ン バ ー ト も 、 キ ル テ ィ と の 融 合 が 見 ら れ る 。 ハ ン バ ー ト は キ ル

テ ィ を 殺 害 し つ つ 自 分 を 殺 害 し て い る の で あ る 。 キ ル テ ィ を 殺 害 し た 後 の ハ ン バ ー ト の 感

覚 、「 私 は 全 身 と も キ ル テ ィ だ っ た 。出 血 す る 前 の あ の 取 っ 組 み 合 い を し た 感 覚 が 残 っ て い

た 」(“ I was all covered with Quilty― with the feel of that tumble before the bleeding ”)(349)

と い う 説 明 も 両 者 の 同 一 性 を 証 明 す る も の と し て 適 切 で は な い だ ろ う か 。  

で は キ ル テ ィ 殺 害 と い う 自 分 殺 し の 意 味 す る 所 は 何 で あ ろ う か 。 キ ル テ ィ が 犯 し た 誘 拐

と い う 罪 に 対 し て の 罰 と い う モ ラ ル 回 復 と 同 時 に 、 自 分 と 似 た 存 在 を 消 す 行 動 で ロ リ ー タ

に と っ て の 恋 人 で あ る 自 分 自 身 の 存 在 を 消 す の で あ る 。 ロ リ ー タ を 得 る と い う 具 体 的 目 的

は 自 分 を 殺 す こ と で 不 可 能 に な る の で あ る 。実 際 に 殺 害 と い う 犯 罪 に よ っ て ハ ン バ ー ト は 、

警 察 に よ っ て 捕 え ら れ 、 ロ リ ー タ を 再 び 手 に 入 れ る 事 は な し え な く な る の で あ る 。 結 果 的

に ハ ン バ ー ト は 獄 中 で 病 死 と な り 、 ロ リ ー タ も 出 産 で 命 を 落 と す 事 に な る の で 、 二 人 は 接

点 を 持 つ こ と は な い の だ が 、 ハ ン バ ー ト は 自 ら キ ル テ ィ と い う 自 分 自 身 の 分 身 の 殺 害 に よ

っ て 、 法 的 に も 象 徴 的 な 意 味 で も ロ リ ー タ か ら 自 分 自 身 を 遠 ざ け る の で あ る 。 ハ ン バ ー ト

の 自 分 殺 し は ロ リ ー タ 獲 得 の 具 体 性 を 排 除 す る 行 動 な の で あ る 。  

ロ リ ー タ に 接 近 す る た め の 口 実 と な っ た シ ャ ー ロ ッ ト に 対 し て の 扱 い と 彼 女 の 死 、 そ し

て キ ル テ ィ 殺 害 の 自 分 殺 し と い う 意 味 も 、 偶 然 や 法 、 自 己 の 消 失 に よ っ て 現 実 を 想 定 し た

意 図 は 具 体 性 を 帯 び る こ と が な か っ た 。 ハ ン バ ー ト の 具 体 性 は 作 品 中 で 排 除 さ れ る の で あ

る 。  

 

結 論 

 

 ハ ン バ ー ト の 殺 人 と い う 罪 が ハ ン バ ー ト 自 身 に も た ら す 意 味 を 明 ら か に す る の が 本 稿 の

目 的 で あ り 、 ハ ン バ ー ト の 獄 中 で の 死 は モ ラ ル 回 復 と い う １ ９ ５ ０ 年 代 の 性 解 放 に 対 す る

反 動 だ け で は な い こ と を 説 明 す る 狙 い が 本 稿 に は あ っ た 。 第 １ 節 で は 作 品 中 の 象 徴 の 重 要

性 に つ い て 説 明 し 、現 実 と い う 即 物 性 と は 遠 い 性 格 を 作 品 が 持 っ て い る 事 を 明 ら か に し た 。



第 ２ 節 で は ハ ン バ ー ト の 意 図 が 具 体 的 行 動 と な っ て あ ら わ れ る 事 は な く 、 偶 然 や キ ル テ ィ

殺 害 の 自 分 殺 し に よ っ て 自 ら の 意 図 し た 具 体 性 の 排 除 を ハ ン バ ー ト が 行 っ て い る 事 を 明 ら

か に し た 。 作 品 は 具 体 性 の 排 除 の 性 格 を 持 っ て い る の で あ る 。  

 ロ リ ー タ と ハ ン バ ー ト の 一 緒 の 逃 避 行 は 娘 と 義 理 の 父 と い う 立 場 を 無 視 し た 未 来 と 現 実

を 考 え な い 理 想 を 求 め る 探 求 の 旅 で あ っ た 。 ハ ン バ ー ト が 獄 中 に あ り 、 ロ リ ー タ を 失 っ た

後 も 彼 の 得 ら れ な い も の へ の 探 求 の 姿 勢 は 崩 れ な い 。 第 １ 節 で 説 明 し た 象 徴 の 重 要 性 が ロ

リ ー タ に 対 し て の 態 度 に 表 現 さ れ て い る し 、 第 ２ 節 で 説 明 し た 現 実 と い う 具 体 性 は 排 除 さ

れ て い る の で あ る 。 作 品 の 結 末 部 分 を 引 用 し て み た い と 思 う 。  

 

  And do not pity C. Q.  One had to choose between him and H. H. , and one wanted H.  

H. to exist at least a couple of months longer, so as to have him make you live in the 

minds of later generations.  I am thinking of aurochs and angels, the secret of durable 

pigments, prophetic sonnets, the refuge of art.  And this is the only immortality you 

and I may share, my Lolita. (352)  

 

そ し て Ｃ・Ｑ を 憐 れ に 思 わ な い で く れ 。あ い つ か Ｈ・Ｈ の ど ち ら か を 選 ば な け れ ば な ら

な か っ た の だ し 、Ｈ・Ｈ が 少 な く と も ２ ヶ 月 ほ ど 長 く 生 き て 、彼 の お か げ で お 前 が 後 世

の 心 の 中 に 生 き 続 け る 事 を 選 ん だ の だ 。今 、私 の 頭 の 中 に あ る の は 、絶 滅 し た オ ー ク ロ

ス や 天 使 、 色 あ せ な い 絵 具 の 秘 法 、 予 言 的 な ソ ネ ッ ト 、 そ し て 芸 術 と い う 避 難 所 で あ

る 。 そ し て こ れ こ そ 、 お 前 と 私 が 共 有 す る 唯 一 の 永 遠 の 命 な の だ 。 私 の ロ リ ー タ 。  

 

 非 現 実 の 説 明 が 並 び 、 得 ら れ な い ロ リ ー タ を 探 求 す る 姿 勢 が 見 ら れ る の で は な い だ ろ う

か 。 ア ナ ベ ル と い う 死 者 の イ メ ー ジ に 触 発 さ れ た 、 ロ リ ー タ へ の イ メ ー ジ 先 行 の 愛 は 、 獄

中 で 死 を 迎 え る ハ ン バ ー ト に お い て で さ え も 、 そ の 性 格 は 変 わ ら な い の で あ る 。 ６ バ ー ン

ド ・ク ラ ー ン (Bernd Klähn)は「 ナ ボ コ フ の ハ ン バ ー ト・ ハ ン バ ー ト は 、始 ま っ た と こ ろ で

終 わ る の だ 。 自 己 同 一 性 の 転 回 に 閉 じ 込 め ら れ 、 空 虚 な 反 復 以 外 何 も 有 し て い な い の だ 」

(“ Nabokov’s Humbert Humbert ends where he started out: sealed into self-identical 

rotations, containing nothing but empty repetitions ”)(391)と 説 明 し て い る が 、 ク ラ ー ン の

明 ら か に し て い な い 反 復 と は 、 ハ ン バ ー ト の 探 求 状 態 な の で あ る 。  

 キ ル テ ィ の 殺 害 に よ っ て 捕 え ら れ た ハ ン バ ー ト は 、 得 ら れ な い ロ リ ー タ を 永 遠 の 象 徴 と



し て 探 求 し な が ら 死 を 迎 え る の で あ る 。７ ハ ン バ ー ト の 殺 人 と い う 罪 の 結 果 の 投 獄 は 、ロ リ

ー タ を 得 る こ と を 不 可 能 に し 、 そ し て 象 徴 と し て の 探 求 状 態 を 彼 に 継 続 さ せ る の で あ る 。

ハ ン バ ー ト の 殺 人 に 対 し て の 罰 は モ ラ ル 回 復 に 主 眼 が あ る の で は な く 、 探 求 状 態 の 継 続 に

主 眼 が あ る と 言 え る の で あ り 、 １ ９ ５ ０ 年 代 の 性 解 放 の 反 動 が 主 た る 作 品 の テ ー マ で は な

い の で あ る 。 死 者 の 象 徴 と し て 愛 し た ロ リ ー タ を キ ル テ ィ 殺 害 の 自 分 殺 し と い う 、 彼 女 の

獲 得 の 具 体 性 を 排 除 す る こ と に よ っ て 、 永 遠 に 探 求 す る 存 在 と し た ハ ン バ ー ト で あ る 。 本

稿 の 問 い へ の 答 え は こ こ に あ る 。 ハ ン バ ー ト の 殺 し と い う 罪 が 彼 に も た ら し た の は 、 具 体

性 を 排 除 し た 得 ら れ な い 理 想 の 探 求 状 態 の 継 続 で あ る 。  

 主 人 公 が 自 殺 に よ っ て 愛 す る 女 性 と の 精 神 的 合 一 を 図 ろ う と す る 作 品 に ド イ ツ 文 学 、 ヨ

ハ ン・ヴ ォ ル フ ガ ン グ・フ ォ ン・ゲ ー テ が 書 い た（ Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832）

の 『 若 き ウ ェ ル テ ル の 悩 み 』 (Die Leiden des jungen Werthers, 1774)が あ る が 、 得 る 事 が

不 可 能 な も の を 死 に よ っ て 獲 得 す る と い う 姿 勢 は 、 こ の 『 ロ リ ー タ 』 に も 通 じ る も の が あ

る の で は な い だ ろ う か 。 両 者 も 現 実 と い う 具 体 性 を 排 除 し 、 理 想 の イ メ ー ジ を 死 後 に 獲 得

す る 作 品 な の で あ る 。『 ロ リ ー タ 』は 中 年 男 性 の 少 女 へ の 愛 と い う 社 会 的 な 非 難 を 呼 び 起 こ

し 、世 間 を 騒 が せ た 作 品 で あ り 、『 若 き ウ ェ ル テ ル の 悩 み 』は 自 殺 者 の 増 加 と い う 社 会 問 題

を 引 き 起 こ し た 作 品 で あ る 。 世 間 か ら の 物 議 を 引 き 起 こ し た 両 作 品 の 比 較 も 興 味 を そ そ る

研 究 で は な か ろ う か 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



註  

 

１ ． 以 下 、『 ロ リ ー タ 』 か ら の 引 用 は Vladimir Nabokov, Lolita, Penguin Books, 2011 の

版 に 拠 る 。  

２ ． ロ シ ア 出 身 の ナ ボ コ フ が 新 批 評 に 影 響 を 受 け た の は 不 思 議 で は な い 。 新 批 評 の 基 に

な る ロ シ ア ・ フ ォ ル マ リ ズ ム の 動 き が １ ９ １ ０ 年 代 、 １ ９ ２ ０ 年 代 に シ ク ロ フ ス キ

ー 、ヤ コ ブ ソ ン 等 を 中 心 と し て 盛 ん で あ っ た が 、ナ ボ コ フ が こ の 流 れ を く み 、ア メ リ

カ に お い て 新 批 評 に 興 味 を 抱 く よ う に な っ た の は 、 あ る 意 味 当 然 で あ る か も し れ な

い 。  

３ ． 新 批 評 が 作 品 そ の も の だ け を 対 象 と し て 他 の 情 報 を 度 外 視 す る 事 ば か り が 、 こ の ア

プ ロ ー チ の 特 徴 で あ る 、と 簡 単 に し ば し ば 説 明 さ れ る が 、新 批 評 の ア プ ロ ー チ 法 の 中

で も シ カ ゴ 学 派 が 、 作 品 そ の も の だ け で な く 研 究 方 法 の 多 様 性 を 持 ち 込 ん だ 事 を 忘

れ て は な ら な い だ ろ う 。  

４ ． 豚 は 、新 約 聖 書 の『 ル カ に よ る 福 音 書 』１ ５ 章 １ １ 節 か ら ３ ２ 節 に 見 ら れ る よ う に 無

知 や 淫 欲 、堕 落 の 象 徴 で あ る 。蛇 は 当 然 、創 世 記 に お け る エ デ ン の 園 で の ア ダ ム と エ

ヴ ァ を 堕 落 さ せ た 生 物 で あ り 、罪 に 陥 れ る 生 物 で あ る 。ロ リ ー タ と ハ ン バ ー ト の 姿 と

重 な る の で は な い だ ろ う か 。  

５ ． 束 縛 の 極 端 な 形 と し て ハ ン バ ー ト が ロ リ ー タ へ 懲 罰 的 に バ ッ ク ハ ン ド の 平 手 打 ち を

行 う 場 面 が あ る が 、 こ う し た 暴 力 も ロ リ ー タ の 心 が 離 れ て い く 理 由 に 挙 げ ら れ る で

あ ろ う 。  

６ ． 象 徴 と し て の ロ リ ー タ の 存 在 は 、以 下 の 場 面 で も 明 ら か で あ る 。キ ル テ ィ 殺 害 後 警 察

に 捕 ま り 護 送 を 待 つ 間 、子 供 た ち の 声 を 聞 く ハ ン バ ー ト は「 ロ リ ー タ の 不 在 を 絶 望 的

な ま で に 嘆 く の で は な く 、 ロ リ ー タ の 声 が そ の 和 音 に な い こ と を 嘆 く 」 (“ the 

hopelessly poignant thing was not Lolita’s absence from my side, but the absence of 

her voice from that concord ”)(351)の で あ る 。 実 体 よ り も 象 徴 を ハ ン バ ー ト は 重 視

し て い る の が 明 ら か で あ ろ う 。  

７ ． ハ ン バ ー ト は 知 る こ と は な い が 、 出 産 で 命 を 落 と す ロ リ ー タ の 死 も ア ナ ベ ル の 死 と

重 な り 、 こ の 点 に お い て も ロ リ ー タ の 存 在 の 永 遠 の 象 徴 性 を 述 べ る の に 都 合 が い い

と 思 う 。  
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