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序 論  

 

「 わ た し と あ な た の か か わ り 」 を ⾔ 語 化 す る  

 歌 は 、 今 ま で 多 く の 「 愛 」 を 語 っ て き た 。 あ ら ゆ る 国 で 、 あ ら ゆ

る ⾳ 楽 の ジ ャ ン ル で 、 ⻑ い 時 間 を か け て 「 愛 」 を 歌 っ て き た 。 ⽇ 本

の 現 存 す る 最 古 の 和 歌 集 『 万 葉 集 』 に も 多 く の 愛 の 歌 が 収 め ら れ 、

現 在 流 れ て い る ポ ピ ュ ラ ー ソ ン グ で も 「 愛 」 は 代 表 的 題 材 で あ る 。

今 を ⽣ き る ⽇ 本 の シ ン ガ ー 、aiko も ⾃ ⾝ の ⼤ 半 の 楽 曲 テ ー マ を「 愛 」

に 託 し て き た 。 aiko は 「 あ た し と あ な た 」 の 恋 愛 を 、 歌 詞 と い う ⾔

葉 に よ る 表 現 の 中 で ひ た む き に 描 き 続 け て き た の だ 。  

 内 藤 千 珠 ⼦ の『 ⼩ 説 の 恋 愛 感 触 』で は 、「 特 別 な わ た し と あ な た の

か か わ り 」 を ⾔ 葉 で 語 る こ と は 「 誰 も が ど こ か で 体 験 し た こ と の あ

る よ う な 、 陳 腐 で 平 凡 な 出 来 事 」 に お と し め ら れ て し ま う と い い 、

⾔ 葉 に よ る 愛 の 語 り の 困 難 を 主 張 す る 1。⾔ 葉 で 書 き つ け る こ と に よ

っ て 誰 に と っ て も 「 わ か り や す い 物 語 や イ メ ー ジ 」 に 置 き 換 え ら れ

る「 わ た し に と っ て の 特 別 な 感 触 」を な ん と か ⾔ 葉 に し た い と い う 、

「 切 な い 背 理 」を 抱 き な が ら 、⼩ 説 は「 孤 独 な 挑 発 を 情 熱 的 に 継 続 」

し て い る と 内 藤 は 考 え る 2。  

 
1  内 藤 千 珠 ⼦ 『 ⼩ 説 の 恋 愛 感 触 』 み す ず 書 房 、 2010 年 、 7 ⾴  
2  内 藤 前 掲 書 、 8 ⾴  
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「 わ た し と あ な た の か か わ り 」 を ⼩ 説 と 同 じ よ う に ⾔ 葉 で 織 り 成

そ う と す る 歌 詞 は ど う だ ろ う か 。歌 も ま た 、「 わ た し と あ な た の か か

わ り 」 を わ ず か 数 分 、 数 ⼗ ⽂ 字 と い う 、 そ の か か わ り の 初 め か ら 終

わ り ま で す べ て を 書 き つ け る に は 到 底 ⾜ り な い 狭 い 範 囲 で ⾔ 語 に よ

る 表 現へ挑戦し 続 け て い る と い え る だ ろ う 。  

「 あ た し と あ な た 」の 恋 愛 を 描 き 続 け て き た aiko も ま た 、⾔ 葉 に

よ る拘束を受け る 中 で 、「 孤 独 な 挑 発 」を し 続 け て い る ひ と り で は な

い だ ろ う か 。 本 論 は 、 aiko が 「 あ た し と あ な た 」 の ⼆ ⼈ の 物 語 を 特

別 た ら し め る た め に 、 ど の よ う に ⾔ 葉 を紡い で き た の か を読み解く

こ と を ⽬ 的 と し て い る 。  

 

研究対象に つ い て  

ま ず 、本 論 で研究対象と す る aiko に つ い て簡潔に解説 を し て お こ

う 。 aiko は 、１９７５年１１⽉２２⽇ ⽣ ま れ の ⼤阪出 ⾝ の⼥性 歌⼿

で あ る 。１９９７年 にコン テスト に 出場し 、 ポニーキャニオン の ⾳

楽プロデュ ー サ ー に⾒い 出され 、１９９８年 に 〈 あ し た 〉 でデビュ

ー す る 。１９９９年 にリリースし た 〈花⽕〉 がオリコンチャ ー ト に

ラ ンクイ ン し 、 世 間 の注⽬ を 集 め始め る 。〈花⽕〉 のほか に 、〈カブ

ト ム シ 〉〈ボー イフレンド〉な ど が 代 表 曲 と し て挙げら れ る 。こ れ ら

の 代 表 曲 が 今 で も 多 く の ⼈ に 愛され る 曲 と な り 、 現 在 ま で に１３回
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も の紅⽩出演や テレビドラ マ や映画主 題 歌 の 多 数起⽤な ど も あ り 、

世 間 か ら の知名度や ⼈気度も⾼い⼥性 シ ン ガ ー で あ る と い え る だ ろ

う 。そ し て 、ラ イブ活動や CD のリリース、TV 出演も⽐較的頻繁に

⾏っ て お り 、積極的 な 歌⼿活動を 現 在 ま で⾏い 続 け て い る 。  

aiko は２０２１年 でデビュ ー２３年 ⽬ に な る が 、今 ま で に４０枚

の シ ン グ ル と１３枚のオリジナル ア ル バ ム をリリースし て い る（２

０２１年 1 ⽉時点）3。そ し て 、ファースト シ ン グ ル〈 あ し た 〉以外

の全２３０ 曲以上も の作詞・作曲 を全て ⾃ ⾝ で⼿掛け て い る（〈 あ し

た 〉は作詞 の み 本 ⼈ に よ る も の）。ちな み に 、作詞・作曲 の際に は 名

義を「AIKO」と し て い る 。こ の 論 ⽂ で は 、aiko が 今 ま で 発 表 し て き

た 楽 曲全て を対象と す る 。  

 す で に述べ た よ う に 、 aiko は ⼤ 半 の 楽 曲 の テ ー マ が 「 恋 愛 」 で あ

る 。伊藤雅光の『 J ポップの ⽇ 本 語研究  創作型⼈⼯知能の た め に 』

で は 、J ポップの 歌 詞 を「 こ とば」と し て計量的 分析を⾏っ て お り 、

そ の 分析に よ る と 、aiko の１９９８年 か ら２０１０ 年４⽉ま で に 発

表され た９枚の ア ル バ ム に 収録され た１１２作品中 、「 恋 愛 」を テ ー

マ に し た作品は１０８作品と 、96.4 パーセン ト を占め て い る こ と が

分 か る 。こ の 数値は 、本 書 の 同 章 に お い て 分析され て い る 、DREAM

 
3  「 aikoOff ic ia lWebs ite」、 https://www.aiko .com/、（最 終閲覧 ⽇
2021 年 1 ⽉ 20 ⽇）、 aiko の 楽 曲 情報は こちら を 参照。  
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Ｓ  COME  TRUE の吉⽥美和 、m iwa、松⽥聖⼦ 、中森明菜に⽐べ 、

「 恋 愛 」の テ ー マ が占め る割合が 最 も⾼い の が aiko で あ る こ と を意

味す る 4。  

さら に 、 aiko は 恋 愛 主 体 を ⽰ す ⼀ ⼈称に は「 あ た し 」と い う 、特

徴的 な 語 を 多 く使⽤し て い る 。『 aiko の 歌 詞「 あ た し率」は ど れ く ら

い？』 と い うネット記事 で は 、 2020 年 3 ⽉ 31 ⽇ ま で に 歌 詞 が公開

され て い る aiko の 楽 曲２３６曲 を対象に 、⼀ ⼈称「 あ た し 」を使⽤

し て い る 曲 の割合を 分析し て い る が 、 そ の 分析に よ れば、「 あ た し 」

を使⽤す る 曲 は 88 .5%、「 あ た し 」以外を使⽤し て い る 曲 は 11 .5％

で あ る 5（ちな み に 、「 あ た し 」以外で は 「僕」「私」「俺」 な ど が あ

る）。そ の た め こ の 論 ⽂ で も 、恋 愛 主 体 を指⽰ す る 語 と し て 、aiko が

⼀ ⼈称と し て 最 も 多 く使⽤す る 「 あ た し 」 を 主 に⽤い る（恋 愛対象

を ⽰ す 語 も ま た 同様に 、 aiko の 曲 中 で 最 も 多 く使⽤され て い る 「 あ

な た 」で ⽰ し て い く 。「君」と指⽰され て い る も の は２６曲 、そ れ以

外は 「 あ な た 」 が使⽤され て い る）。  

こ の よ う に aiko は「 恋 愛 」の 歌 を 発 表 し 続 け て い る が 、なぜそ れ

 
4  伊藤雅光『 J ポップの ⽇ 本 語研究：創作型⼈⼯知能の た め に 』朝
倉書店、 2017 年 、 90‐ 91 ⾴  
5  exc ite ニュ ース「 aiko の 歌 詞 「 あ た し率」 は ど れ く ら い？」、
https://www.exc ite.co . jp/news/art icle/E1585289379486/、（最 終閲
覧 2020 年 12 ⽉ 20 ⽇）  
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ほど ラブソ ン グ を ⽣ み 出 し 続 け る の か と い う問い に 、 イ ンタビュ ー

で こ う答え て い る 。「 ⼀番⾯⽩い か ら 書 い て い る 。理由は そ れ し か な

い 」と い い 、「好き な相⼿の⼼の 中 は ⼀ ⽣ 分 か ら な い 」か ら こ そ⾯⽩

い の だ 、 と 6。  

aiko は 、デビュ ー以来 「 恋 愛 」 を 歌 う こ と に こ だ わ り と探求⼼を

持ち続 け て い る シ ン ガ ー で あ る こ と は 、 発 表 曲 の ラブソ ン グ の⽐重

に も 表 れ て い る 。「 恋 愛 」を 歌 う 曲 の 歌 詞 分析の対象と し て 、aiko と

い う シ ン ガ ー の作品を対象に し て 論 じ る意義が あ る と 考 え る 。  

 

歌 詞研究に お け る 本 論 ⽂ の位置づけ  

 本 論 ⽂ は 、 aiko の 歌 詞 を対象に 「 わ た し と あ な た の か か わ り 」 の

表 現 を探求し て い こ う と す る 歌 詞研究で あ る が 、 歌 詞研究の研究史

の な か で 本 論 ⽂ は ど の よ う に位置づけ ら れ る だ ろ う か 。  

⾒⽥宗介は『近代 ⽇ 本 の⼼情 の歴史』で 、歌 は 時 代 の⺠衆の精神を

反映し た も の で あ る と い う 考 え を ⽰ し て い る 。⾒⽥は 、流⾏歌 の「解

釈」 は そ の 中 に仮託され た 「真実を解読す る作業で な け ればな ら な

 
6Yahoo ニュ ース『「胸が痛く な る よ う な 恋 愛 の 感 情 は 、 10 代 の頃
と 今 も ⼀緒」− aiko、 ラブソ ン グ と歩ん だ 21 年 』  
https://news.yahoo .co . jp/feature/1346  （最 終閲覧 2020 年 12 ⽉
20 ⽇）  
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い 」と い う 7。知識⼈ たちの 、流⾏歌 に お け る 表 現 は マ ンネリズム や

紋切 り型で あ る と の指摘に批判を ⽰ し 、⺠衆の⼼情 を知ろ う と す る

者は 、 こ の 表 現 の う し ろ に あ る 「 時 代 の⼼情 の深み 」 を掘り起こ す

こ と が課題 で あ る と し て い る 8。⼀⽅、ポ ピ ュ ラ ー ⾳ 楽研究者で あ る

増⽥聡は 、⾒⽥の こ の 考 え に対し て 、 そ こ で 歌 わ れ る 歌 詞 は 「純粋

に ⾔ 語 的 な 範疇で 理解され う る ⾔ 葉 で し か な く 、 ⾳ 楽 の 中 に組み込

ま れ た 歌 詞 が い か な る機能を果た し て い る か に つ い て 語 ら れ 」 て い

な い と批判し て い る 9。増⽥は 、歌 の 背景に は複雑 に重層化 し て い る

構造が 存 在 す る た め 、「 ⾳ 楽 を 分析し な け れば歌 詞 の意味は 理解で き 」

ず 、 歌 詞 は 「 そ れ ⾃ 体 が ⾳ 楽 の意味を 表 現 す る の で は な く 、 ⾳ 楽 の

意味を引き 出 す トリガ ー 、 ラベル 、 あ る い は イ ンデックス・ マ ーク

と し て機能す る 」 と 考 え る 10。  

増⽥の い う よ う に 、 歌 詞 の み の 分析に よ っ て 時 代 の⺠衆の⼼情 を

包括的 に捉え ら れ る と は 考 え に く い 。 た し か に 、 流⾏歌 は ⼤衆芸術

の他の諸様式と違い 、「⺠衆が ⾃ ら そ れ を⼝ずさみ 、能動的 に 参与」

で き る と い う点で 、 よ り⺠衆と の関係は密接な も の で あ る と い う⾒

 
7  ⾒⽥宗介『近代 ⽇ 本 の⼼情 の歴史』講談社、 1978 年 、 3 ⾴  
8  ⾒⽥前 掲 書 、 5 ⾴  
9  増⽥聡『聴衆を つ く る―⾳ 楽批評の解体 ⽂法』⻘⼟社、 2006
年 、 102 ⾴  
10   増⽥前 掲 書 、 113‐ 114 ⾴  
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⽥の 考 え に は頷け る と こ ろ が あ る 11。だ が 、⾒⽥の『近代 ⽇ 本 の⼼情

の歴史』 に お け る 「 流⾏歌 」 の 時 代 の 背景が 現 在 と は異な る た め ⼀

概に は ⾔ え な い が 、 流⾏歌 た る所以と い う の は 歌 詞 だ け に あ る も の

で は な い だ ろ う 。 ⼈ が そ の 歌 を好み 、⼝ずさむ 理由は 、 た と えばそ

の メロディのキャッチーさで あ っ た り 、リズム の軽快さや ま た そ の

歌⼿⾃ 体への思い⼊れ が あ る た め で も あ る だ ろ う 。個々そ れぞれ に

そ の 歌 を好む 理由が あ る に も か か わ ら ず 、 流⾏歌 た る所以を 歌 詞 だ

け に⾒い 出 す の は尚早だ ろ う 。 ポ ピ ュ ラ ー ⾳ 楽 の 歌 詞 は 時 代 を象徴

す る も の で は な い 、 し か し 、 そ れ は 歌 詞 そ の も の の研究を軽視す る

理由に は な ら な い だ ろ う 。 歌 詞研究に よ り 「 ⾳ 楽 の意味」 や 「 時 代

の⺠衆」を問う の で は な く 、「 ⾔ 語 表 現 の可能性 」を問う こ と は で き

る の で は な い だ ろ う か 。 歌 詞研究は 「 ⾔ 語 表 現 」 の 分析と し て有効

で あ る と い う こ と を私は 本 論 ⽂ に よ っ て ⽰ し た い 。  

た だ 、現 代 の ポ ピ ュ ラ ー ⾳ 楽 に お い て「 サウンド重視」12の傾向が

あ る こ と は 事実で あ り 、 サウンドと の関連を除外し て 歌 詞 に お け る

⾔ 葉 を 考 え る こ と が で き な い こ と は確か だ 。歌 に 現 れ る ⾔ 葉 たちを 、

メロディな し で 語 る こ と は で き な い だ ろ う 。 た だ 、 こ の 論 ⽂ の研究

 
11  ⾒⽥前 掲 書 、 10 ⾴  
12  ⼩川博司『 ⾳ 楽 す る社会』勁草書 房 、 1988 年 、 第 ⼆ 章 「 サウン
ド志向」 参照  
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対象で あ る aiko の よ う な 、「 歌 詞重視」 の シ ン ガ ー も 存 在 す る 。 曲

を付け る 前 に 歌 詞 を完成させる aiko は 、歌 詞 を確定す る際に朗読を

⾏う 。ひ と つ の詩と し て読む こ と で 、「 ⾃ 分 が ⾔ い た か っ た こ と がち

ゃん と ⾔ 葉 に な っ て い る 」 か ど う か を基準と し て 歌 詞 を仕上げる 。

た と え メロディと ⾔ 葉 の響き やリズム が合わ な く と も 、基本 的 に 歌

詞 を修正す る こ と は な く 、 多少強引に で も ⾔ 葉 を⼊れ る 。彼⼥に と

っ て メロディと は 「 歌 詞 をちゃん と伝え る た め の も の 」 な の で あ る

13。さら に 、 aiko は２０１９年 に彼⼥⾃ ⾝ 初 のベスト ア ル バ ム を 発

売し て い る が 、そ の ア ル バ ム 名《 aiko の詩。》（読み⽅ :あ い こ の う た）

に も 、「 歌 」（う た）や 「 詞 」（し）で は な く 「詩」（う た
、、
）と い う 語

を使⽤し て い る の も 、 ⾔ 葉 を重視し て い る 歌⼿と し て の姿勢が 表 わ

れ て い る の だ ろ う 。 歌 詞 は 時 と し て軽視され る も の か も し れ な い 。

し か し 、 ⾔ 葉 に 最 た る重要性 を 置 く彼⼥の よ う な シ ン ガ ー の 歌 の 歌

詞 は 、 ⾔ 葉 の 表 現 と し て研究す る こ と に意義が あ る の で は な い だ ろ

う か 。  

 こ の 論 ⽂ で は 、 歌 詞 が 「⺠衆の精神」 を反映す る も の で も な く 、

「レジスタンスの誘い 」 14を⾒込む も の で も な く 、 ま し て や aiko の

 
13  スイッチ・パブリッシ ン グ 『 SWITCH  Vo l .38 No .6』、「 う た
の こ とば」 の aiko の イ ンタビュ ー か ら引⽤  
14  増⽥聡『聴衆を つ く る 』 は 、北沢夏⾳ が 中村⼀義の 「⽝と猫」
を 、聴い た者がレジスタンスに駆ら れ る 歌 詞 だ と絶賛し たエピ ソ ー
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恋 愛観を読み解こ う と す る も の で も な い 。 ⾔ 葉 に よ る 表 現 に こ だ わ

る彼⼥の「詩」を通し て 、「 恋 愛 」と い う ⾔ 語 化 に 困 難 が伴う も の の

⾔ 語 化 に ど の よ う に 挑戦し て い る の か 、 そ の 表 現⼿法⾃ 体 を問う も

の で あ る 。  

 本 章 の議論 に⼊る に あ た り 、「 特 別 」と い う 語 に関し て留意し て お

く べ き こ と が あ る 。aiko の 歌 詞 が 、ど の よ う な ⾔ 葉 で「 特 別 」な「 わ

た し と あ な た の か か わ り 」 を 表 現 し て い る の か に つ い て の 分析が 本

論 ⽂ の 中⼼的 な 論点で あ る が 、 こ の 「 特 別 」 と は 、 そ こ に 描 か れ る

恋 愛 や 恋 愛対象が他と⽐較し て 特殊で あ る こ と を指す も の で は な い 。

さら に 、aiko の 歌 詞 が他の 歌⼿の も の と⽐較し て 特殊で あ る と 主 張

し た い わ け で も な い 。「 特 別 」と は 、あ た し に と っ て の「 特 別 」で あ

り 、 あ た し だ け の も の で あ る と い う唯⼀ 性 で あ る 。  

傍か ら み れば、平 凡 で い た っ て普通の 恋 愛 で 、あ りふれ た「 あ な た 」

で あ っ て も 、 あ た し に と っ て は 、 そ れ ら が 「 特 別 」 に思え て な ら な

い 、と い う 恋 す る者の 独 特 な 感 情 。そ の 感 情 を 、ど の よ う に aiko は

「 あ た し だ け 」 の唯⼀ 性 を保持し た ま ま で ⾔ 葉 に紡ぎだ し て い る の

か 。 本 論 ⽂ が 論 じ る の は そ の よ う な問い で あ る 。  

 
ドに つ い て 、「 歌 詞カードの助け が な い と 『正し く 』聞き取れ な
い 」 歌 詞 が そ の よ う なレジスタンスに誘う こ と は な い と批判し て い
る 。増⽥の著書 の 中 で は 、 歌 詞 の ⾔ 葉 そ の も の がリスナー に な に か
し ら の⾏動を誘発させる こ と 、 と い う意味で⽤い ら れ る 。  
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本 論  あ た し と あ な た の 恋 愛 の 特 別 性 を 描 く た め に  

 

第 ⼀ 章  世 俗 性 か ら の 分 離  

 

排除され た イ メ ー ジ  

 aiko は ど の よ う に 「 わ た し と あ な た の か か わ り 」 を ⾔ 葉 の上に 織

り 成 す の だ ろ う 。 あ た し し か知ら な い あ な た を 、 あ た し に し か 抱 き

得な い 感 情 を 、 ⾔ 語 化 し て し ま えばあ りふれ た 物 語 に 置 き 換 え ら れ

て し ま う と い う そ の 「 切 な い 背 理 」 が 存 在 す る な か で 、 ど の よ う に

⾔ 葉 に し よ う と し て い る の だ ろ う 。  

彼⼥が あ た し と あ な た の ⼆ ⼈ の 物 語 を 、 わ か り や す い 物 語 に 置 き

換 え ら れ た く な い と 考 え ら れ る の は 、彼⼥の 歌 詞 に登場し な い 、 表

現され な い イ メ ー ジ が あ る か ら だ 。 そ れ ら の排除され た イ メ ー ジ を

ひ と つ ず つ み て い き た い 。  

 

「クリスマス」  

 aiko の 歌 詞 に は 「クリスマス」 と い う ⾔ 葉 、 ま たクリスマスを隠

喩す る よ う な ⾔ 葉 も ⼀ 切登場し な い 。クリスマスソ ン グ は 恋 愛 を テ

ー マ に 描 か れ た も の が 多 く 、 ラブソ ン グ の定番で も あ る 。 し か し 、

aiko は こ れほど 多 く の 恋 愛 ソ ン グ を ⽣ み 出 し な が ら も ⼀度もクリス
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マスに あ た し の 恋 愛 を 託 す こ と は な か っ た 。  

  

  も み の⽊と暖炉の 前  ⼤ き な⽝と ⼩さなケーキ  ろ う そ く に⽕  

を灯し て  2 ⼈ だ け で過ごす Merry  Xʼmas  

              JUDY  AND  MARY〈クリスマス〉 

 

き っ と君は 来 な い  ひ と り き り のクリスマス・ イブ  

  S i lent  n ight ,  Ho ly  n ight  

                               ⼭下達郎〈クリスマス・イブ〉 

 

 こ れ は ⼀部のクリスマスソ ン グ の例だ が 、クリスマスに 恋 ⼈ 同⼠

で過ごす喜びを 歌 っ た り 、クリスマスに ⼀ ⼈ で過ごす寂しさ、 恋 愛

対象を想う 切 なさを 歌 う な ど 、パター ン は あ れ どクリスマスと い う

イベン ト は たびたび恋 愛 に 結び付け ら れ て 歌 わ れ て い る 。  

 クリスマスの他に も 「 バレンタイ ン 」「記念⽇ 」「誕⽣ ⽇ 」 と い う

よ う な 恋 ⼈ 同⼠で過ごす イ メ ー ジ の 多 い イベン ト を想起させる よ う

な ⾔ 葉 も登場し な い 。 そ の よ う な ⾔ 葉 に は 、 誰 も が 体 験 し た こ と の

あ る よ う な 、既にステレオタイプと な っ て し ま っ た 恋 愛 の イ メ ー ジ

が吸着し て し ま っ て い る 。 誰 も が知っ て い る 恋 愛 の 物 語 か ら あ た し

と あ な た の 恋 愛 を遠ざけ よ う と し て い る の だ ろ う か 。  
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「男」  

 さら に 、「男」ま た「彼⽒」と い う ⾔ 葉 も ⼀ 切登場し な い 。恋 愛対

象を 「男」 と い う ⾔ 葉 で 性 別 と い う枠に当て は め ず 、 あ た し に と っ

て の 恋 愛対象は い つ だ っ て 「 あ な た 」 で し か な い 。 あ な た と い う 存

在 が 性 別 と い う枠に関わ ら ず 分類不可能で あ る こ と は後述す る 。  

  

  デキる男ぶん な い で  ハッキリし な   

  あ た し だ っ て  デキた⼥な ん か じゃな い か ら  い ら な い  

                    中島美嘉〈Good  Bye〉 

 

  男に騙され捨て ら れ て泣い て  痣を い く つ も作っ た わ   

  幸せばか り の 恋 は な い  そ う 分 か っ て る け ど  

                 あ い みょん〈幸せに な り た い 〉 

 

「男」 と い う ⾔ 葉 は 、 恋 愛対象を他の 「男」 たちと並列に位置さ

せ、⽐較の対象に陥れ る 。 恋 愛対象を 「男」 と い う枠で捉え る こ と

に よ っ て 、「 あ な た 」 だ か ら 恋 愛対象に な る の で は な く 、「男」 と い

う 性 が 恋 愛対象た ら し めさせる 。 あ な た を 「男」 と し て 表 現 す る こ

と に よ っ て 、あ た し に と っ て唯⼀無⼆ の あ な た は 、あ りふれ た「男」
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の ひ と つ に 成 り下が っ て し ま う 。  

 

「社会」  

 aiko の 歌 詞 に お け る 恋 愛 主 体 で あ る 「 あ た し 」 は社会の下で ⽣ き

て い る 「 あ た し 」 で あ る こ と を想像させな い 。 こ の 世 を ⽣ き る た め

に は 、た と えば、「家族」を養う た め 、⾃ 分 が「 ⽣活」す る た め に「仕

事 」を し て「⾦」を稼ぐと い う こ と は必須で あ り 、「 愛 」だ け で ⽣ き

る こ と は で き ず 、当然「 あ た し 」 も社会の構造に組み込ま れざる を

得な い 存 在 で あ る 。 し か し 、 aiko の 歌 詞 に は 「社会」 を想起させる

よ う な ⾔ 葉（「家族」「 ⽣活」「仕事 」「⾦」 な ど）は使⽤され な い 。

あ た し は社会の も と で ⽣ き る あ た し で は な く 、 あ な た の 前 で ⽣ き る

あ た し し か 描 か れ な い の で あ る 。  

 

  近頃じゃ⼣⾷の  話題 でさえ仕事 に  汚染され て い て  様々な

⾓度か ら 物 事 を⾒て い た ら ⾃ 分 を⾒失っ て た  

                Mr.Ch i ldren〈 innocent  world〉 

 

  暮ら し も仕事 も 恋 も  愛 の場所  し お り は挟も う  

                 ⽮井⽥瞳〈 あ な た の STORY〉 
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 「仕事 」 と い う ⾔ 葉 が登場す る 歌 詞 の ⼀例で あ る が 、〈 innocent  

world〉は ⽇常の会話でさえ も仕事 に侵され て い る こ と に嘆き 、社会

に 置 か れ る こ と で ⾃ 分 を⾒失っ て い る こ と に気付く が 、 も う居な い

君に想い を馳せな が ら ⾃ 分 の夢や希望を 抱 い て進ん で い こ う と い う

決⼼の 曲 で あ る 。〈 あ な た の STORY〉 も ⽇々疲れ 、傷だ ら け に な っ

た「 あ な た 」（＝不特定多 数 の対象）の そ の ⽇々に も 愛 は 存 在 し 、明

る い未来 に繋が っ て い く と い う よ う な 曲 で あ る 。仕事 は ⾃ ⾝ の ⼈ ⽣

を構成 す る ⼀ つ で あ り 、「 恋 」 も ま た 、「暮ら し 」 や 「仕事 」 と並列

され る ⼈ ⽣ を構成 す る ⼀ つ で あ る 。 ⽣ き て い く に あ た っ て 、仕事 に

⽇常が汚染され る こ と も 恋 愛 と仕事 を天秤に か け る よ う な こ と も 、

誰 し も避け て は通れ な い道の よ う に思え る が 、aiko の 歌 詞 に お け る

「 あ た し 」は そ の よ う な イ メ ー ジ と は ⼀ 切 分 離され て 描 か れ て お り 、

そ こ に は社会の下で ⽣ き る 「 あ た し 」 は い な い の で あ る 。  

 

「 ⽂ 化 」 と し て の 恋 愛  

 岸⽥秀は 『 も のぐさ精神分析』 で 「 ⼈ 間 の 性 本能は無茶苦茶に こ

わ れ て し ま っ て い る 」 た め 、 ⼈類⾃ ⾝ に よ っ て編み 出され た ⽂ 化 的

観念や規律に よ っ て 「 ⼈ 間 の 性欲を正常な 性⾏為に向か わせ」 て い
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る の だ と 主 張 し て い る 15。か つ て ⼈ 間 は男⼥両性 を そ な え て い た が 、

神に よ っ て両性 は引き裂か れ 、 現 在 の男⼥別々の姿に な り 、 ⼆ つ に

裂か れ た ⼈ 間 は つねに か つ て の⽚割れ を探し て い る 、 と い うプラ ト

ン の 主 張 16が あ る が 、岸⽥は そ れ を「男に と っ て⼥を 、⼥に と っ て男

を あ え て わざわざ必要不可⽋な 存 在 た ら し め 」、「異性 を求めさせる

た め に ⽂ 化 が 考案し た作為」を合理 化 し た も の で あ る と 考 え る 17。恋

愛 に⾄っ て も 、各⼈ の 恋 愛 理念は⼼の 内奥か ら ⽣ み 出され る も の で

は な く 、 た と えば恋 愛映画や 恋 愛 ⼩ 説 で み た 恋 愛像の よ う な通俗 的

な起源を も っ て い る の だ と述べ て い る 18。た し か に 、私たちは必ず し

も 性 本能に従っ て異性 と 恋 愛 し て い る と は限ら な い 。 恋 ⼈ が い な い

と い うステ ータスに劣等感 を 抱 き 、急い で 恋 ⼈作り に励ん だ り 、 結

婚の適齢期を迎え れば「 誰 か と 恋 愛 を し な け れば」 と必要に駆ら れ

る思い を す る こ と も あ る だ ろ う 。 い つ の ま に か私たちは 「異性 を求

め な け ればい け な い 」 と い う ⽂ 化 か ら ⾃ 分 が は み 出 す こ と を恐れ 、

そ の恐れ ゆ え に 恋 愛 に駆ら れ て い る の だ ろ う か 。  

 「クリスマスは 恋 ⼈ と 」、「 バレンタイ ン に は 愛 す る ⼈ にチョコレ

ー ト を 」、と い う の も社会が ⽣ み 出 し た ひ と つ の ⽂ 化 で あ る 。クリス

 
15  岸⽥秀『 も のぐさ精神分析』 中公⽂庫、 1982 年 、 164 ⾴  
16   プラ ト ン 『饗宴』久保勉訳、岩波⽂庫、 1952 年 、 83‐ 84 ⾴  
17  岸⽥秀、 前 掲 書 、 166 ⾴  
18  同 書 、 175 ⾴  
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マスや バレンタイ ン と い う ⽂ 化 に 、 恋 愛 イ メ ー ジ が追加され 、 現 在

の ⽇ 本 で は そ れ ら は 恋 愛 の ⽂ 化 と し て周知され て い る 。ドラ マ や映

画、 ポ ピ ュ ラ ー ⾳ 楽 、さまざま な メディア が 、クリスマスに お け る

恋 愛 イ メ ー ジ を打ちだ す 。そ の よ う な社会の作為に よ っ て 、「クリス

マスは 恋 ⼈ と過ごし た い 」、「クリスマスに 独 り ⾝ だ と寂し い 」、な ど

と わ た し たちは 考 えさせら れ る 。  

 恋 愛 は ⽂ 化 の産物 で あ る と い う岸⽥の 考 え か ら ⾔ えば、「男」と し

て 表 現され た 恋 愛対象は 、偶然的 に運命の 出会い を果た し た 「 あ な

た 」で は な く 、⽂ 化 が ⼈類に強制させた 、「⼥に と っ て必要不可⽋の

存 在 」 で あ る 「男」 で あ り 、「仕事 」「 恋 愛 」「暮ら し 」、 と 恋 愛 を そ

の よ う に並列させる こ と は 、 ⼈ ⽣ に お い て 「 し な け ればい け な い こ

と 」 と ⽂ 化 に よ っ て定め ら れ た 「 恋 愛 」 で あ る 。  

 aiko が排除し た「クリスマス」「男」「仕事 」「暮ら し 」に は 、あ な

た だ け が 特 別 で あ る無垢な 恋 愛 が ⽂ 化 と し て の 恋 愛 に汚染され て し

ま う危険が伴う の だ 。岸⽥の 考 え る 「 恋 愛 は ⽂ 化 の産物 」 が た と え

真実だ と し て も 、aiko は あ た し と あ な た の交わ り を そ の ⽂ 化 と し て

の 恋 愛 に貶め る こ と を拒絶す る 。  

 内 藤 は「 恋 愛 」と い う ⾔ 葉 は 、「 わ た し と あ な た の交わ り 」を通俗
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化させ、反復可能な イ メ ー ジ に 置 き 換 え て し ま う も の だ と い う 19。た

し か に 今 ま で み て き た よ う に 、 恋 愛 に は社会が ⽣ み 出 し た ⽂ 化 と い

う側⾯が吸着し て い る 。社会と⼿を組ん で し ま っ た「 恋 愛 」は 、「 世

の 中 の決ま りごと や マニュ ア ル に媒介」され 20、「 わ た し と あ な た の

か か わ り 」 を わ か り や す いステレオタイプの 物 語 に 置 き 換 え て し ま

う の で あ る 。 し か し 、 内 藤 は他の ⾔ 葉 を充て よ う と し て も 結局「 恋

愛 」 と い う ⾔ 葉 し か⾒つ か ら な い た め 、 わ た し と あ な た の 特 別 な 恋

愛 を 描 く こ と の 困 難 を述べ て い る の だ 。  

 aiko も ま た 、 そ の よ う な 「 恋 愛 」 に汚染され る こ と を拒む 。 なぜ

な ら 、 あ た し に と っ て の 愛 し い あ な た は社会に還元され る も の で は

な い か ら だ 。  

  

 
19  内 藤 千 珠 ⼦ 、 前 掲 書 、 9 ⾴  
20  同 書 、 8 ⾴  
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第 ⼆ 章  「 ⼆ ⼈ だ け の 世 界 」  

 

「 ア ト ポス」 と し て の あ な た  

  

  あ な た が こ こ に ⽣ き て る か ら あ た し こ ん な に 愛 し て し ま っ た後

戻り は決し て な い  だ か ら全部奪っ て し ま い た い  貪欲で あ た

し の ⼤ き な あ た し の脱出  

                         aiko〈脱出 〉 

 

あ た し の あ な たへの深い想い を綴っ た 楽 曲 で あ る 。 こ の 歌 詞 の部

分 で は 、 あ な た に対す る欲望に溺れ 、頭の 中 が あ な た に溢れ て し ま

っ た あ た し が こ こ か ら抜け 出 す に は 、 も う あ な た の全て を⼿に す る

し か な い の だ と い う 、少々強引だ が あ な た を強く 愛 す る あ た し の様

⼦ が伺え る 。 こ の 歌 で は 、 あ な た の具体 的 な 描写は な く 、 あ な た を

こ こ ま で 愛 す る 理由も綴ら れ な い 。 あ た し は あ な た を こ れほど ま で

に 愛 し て し ま っ た 理由を 「 あ な た が こ こ に ⽣ き て る 」 こ と に全て を

託 す 。 こ れ は 理由の ⾔ 語 化 の放棄で あ る 。 なぜこ こ ま で 愛 し て い る

の か も あ た し ⾃ ⾝ も 理解で き ず 、 ⾔ 語 化 を諦め て し ま っ た末に 最後

に残る の は 「 あ な た が こ こ に ⽣ き て る 」 と い う あ な た の 存 在 の根源

的 な 理由な の で あ る 。 なぜ、 あ た し は 愛 の 理由の ⾔ 語 化 を放棄す る
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の だ ろ う か 。 そ れ は 、 恋 愛対象が そ も そ も ⾔ 語 に よ る形容が不可能

な 存 在 で あ る た め で あ る 。  

ロラ ン ・ バ ル ト の 『 恋 愛 のディスクー ル ・断章 』 は あ た し の 愛 を

読み解く た め の⼿助け と な る著書 で あ る が 、 バ ル ト は 愛 す る ⼈ は 恋

愛 主 体 に よ っ て 「 ア ト ポス」 21と み なされ る 、 と述べ る 。  

  

 わ た し の 愛 す る他者、わ た し を魅惑す る他者は ア ト ポスで あ る 。

わ た し に は そ の ⼈ を 分類す る こ と が 出 来 な い 。そ れ が正し く「唯

⼀者」 で あ り 、 わ た し の 特 別 な欲望に奇跡的 な ま で に呼応す る

特 別 の 「 イ メ ー ジ 」 で あ る か ら だ 。 わ た し の真実のフィギュ ー

ル 22で あ り 、ステレオタイプ（他⼈ の真実）を も っ て し て は つ い

に捉え が た い も の な の で あ る 23。  

  

わ た し は あ な た を形容す る こ と は で き な い し 、 わ た し が ど う し て

こ こ ま で あ な た を欲す る の か も つ い に 理解す る こ と は で き な い 。  

 
21  ロラ ン ・ バ ル ト 『 恋 愛 のディスクー ル ・断章 』 三好郁郎訳、 み
す ず 書 房 、 1980 年 、 54 ⾴ に て 、「 ア ト ポス」 と は 、元々ソクラ テ
スの対話者たちが彼を形容し た 語 で あ る と記され て い る 。  
22  フィギュ ー ル と は 、 バ ル ト 前 掲 書 6 ⾴ に よ れば、 恋 す る者の作
業中 の姿を指す 。「運動中 の⾁体 の ⾝振り を は る か に ⽣ き ⽣ き と し
た や り⽅で捉え た も の 」。  
23バ ル ト 前 掲 書 、 54 ⾴  
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  あ の ⼈ は 、コン テクスト な き テクスト にほか な ら な い 。 わ た し

に は も う 、 あ の ⼈ を解読す る必要は な く 、 そ の欲望も な い 。 あ

の ⼈ は い わば、 あ の ⼈ ⾃ ⾝ の場に追加され た も の で あ る 24。  

  

わ た し は 恋 愛対象を定義し た い に も関わ ら ず 、 わ た し に は あ の ⼈  

を 理解す る こ と が で き な い 。 つ い に は あ の ⼈ を 「『 ⾔ 語 』 か ら奪取」

す る こ と で 、あ な た を「 そ う し た も の 」と し て指定す る の で あ る 25。  

 

  わ た し が あ の ⼈ を 愛 し て い る の は 、 あ の ⼈ の属性 のせい で は な

く 、 あ の ⼈ の 存 在 のせい な の だ 。神秘主義的 と す ら い え そ う な

運動に よ っ て 、 わ た し が 、 あ の ⼈ が そ う で あ る も の を 愛 す る の

で は な く 、 あ の ⼈ が あ る こ と を 愛 し て い る の で あ っ た 26。  

 

aiko の 歌 詞 に お け る あ た し が あ な た を 愛 す る 理由を「 あ な た が  

こ こ に ⽣ き て る 」 こ と に 託 し た こ と と 同 じ動き が 存 在 す る 。 こ の 恋

愛 主 体 の ⾔ 語 を バ ル ト は 「 ⼀ 切 の判断が停⽌され 、意味の恐怖が廃

 
24  バ ル ト 前 掲 書 、 331 ⾴  
25  バ ル ト 前 掲 書 、 330 ⾴  
26  バ ル ト 前 掲 書 、 331 ⾴  
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絶」され た「愚鈍な ⾔ 語 」で あ る と い う 27。し か し 、そ の愚鈍さを ⾃

覚 し て も 、 ⾔ 語 に よ っ て形容不可能な あ な た の 前 に お い て 、 あ た し

は⽴ち尽く す し か な く 、「神秘主義的 な運動」を お こ な うばか り で あ

る 。  

 あ た し が あ な た を「男」「彼」と し て指⽰ し な い こ と は 28、社会的

⾝ 分 と し て の 「男」 に還元され 、 ⽂ 化 と し て の 恋 愛 に汚染され な い

た め だ と上述し た が 、 そ れ は意図的 な作為に よ る だ け で は な く 、 そ

も そ も 恋 愛対象で あ る あ な た は 分類す る こ と が不可能な の で あ る 。

あ な た を 「男」 と い う ⼀般的 な 分類に当て は め る こ と は で き ず 、 誰

か に よ っ て 「男」 と し て捉え ら れ た あ な た を 、 あ た し は決し て共有

す る こ と は で き な い 。「男」は何⼗億⼈ も い る が 、あ な た は ひ と り し

か い な い 。 あ な た は あ な た で し か な く 、 代替不可能な 存 在 で あ る 。

あ な た を 「男」 と し て 分類す る こ と は あ た し に と っ て は ⼀致す る こ

と の な い形容で あ る 。  

  aiko の 歌 詞 に お け る あ た し は 、 あ な た を 愛 す る 理由の ⾔ 語 化 を

諦め て お り 、「男」「彼」と し て ⽰さず 、あ な た を「 分類の死」29か ら

 
27  バ ル ト 前 掲 書 、 331 ⾴  
28  「彼」 と い う ⾔ 葉 に関し て は 、〈⾬フラ シ 〉 と い う 曲 に て 「彼⼥
も彼し か⾒て な い よ う に 」 と 、 第 三者で あ る 「彼⼥」 の 恋 愛対象と
し て 「彼」 と い う ⾔ 葉 が ⼀度だ け使⽤され て い る 。  
29  バ ル ト 前 掲 書 、 331 ⾴  



 
 

22 

逃れさせて い る 。 aiko の 歌 詞 に お い て 、 あ な た の具体 的 な 性格、 ま

た バ ル ト で い う「属性 」に つ い て の ⾔及は あ ま り⾏わ れ な い 。で は 、

ど の よ う に あ な た は 描写され て い る の だ ろ う か 。ちな み に 、 恋 愛対

象の 性格を 分類し て い る 楽 曲 は た と えばこ の よ う な 歌 詞 で あ る 。  

 

  い つ も ⼀ ⽣懸命な と こ  意外と男ら し い と こ  友達想い な と こ  

ト マ ト が嫌い な と こ  た ま に バカな と こ  ⼈ の⼼配す る け ど   

おせっ か い だ け ど  

               ⻄野カナ〈 あ な た の好き な と こ ろ 〉 

 

 こ の 楽 曲 は 題 名通り 、 あ な た の好き な と こ ろ を 終始綴っ た 曲 で あ

る 。 結局は 「 ど ん な あ な た も好き 」 と い う仕舞い で は あ る が 、 あ な

た と い う 存 在 を具体 的 に ⾔ 語 化 す る こ と に 成功し て お り 、そ こ が「 あ

な た の好き な と こ ろ 」 な の で あ る 。 ⼀⽅、 ⾔ 語 化 の放棄を⾏っ た あ

た し は 、 あ な た と い う 存 在 を ど の よ う に捉え て い る の だ ろ う か 。  

 

  こ ん な に も こ ん な に も苦し く て眠れ な い の は  あ な た を 愛 す る

証だ と ⾔ い聞かせて る の  ど れ程の も の な の か計り知れ な い で

しょう  あ な た は あ な た の良く 出 来 た 世 界 に い る か ら  

                         aiko〈瞬き 〉 
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あ な た は あ た し の想う苦しさな ん て 理解す る こ と は で き な い と嘆  

い た 歌 詞 で あ る 。「 あ な た は あ な た の良く 出 来 た 世 界 に い る 」 存 在  

で あ り 、 あ た し と は 存 在 す る 世 界 を異に し て い る 。 あ な た は ど ん な

体系に も 置 か れ る 存 在 で は な く 、「コン テクスト な き テクスト 」で あ

り 、「 あ の ⼈ ⾃ ⾝ の場に追加され た も の 」で あ る 。あ な た の い る 世 界

は あ た し や他者に共有で き な い 。 こ れ は 、 ⼀般的 な形容語 で捉え る

こ と の で き な い あ な た の 分類不可能性 を 表 現 し た ⾔ 葉 で あ る と 考 え

ら れ る 。  

 

  夜が誘う  駆け抜け る 世 界 で あ な た の 事ばか り 考 え た ら  

  今 ⽇ も夢に 出 て き て く れ る か な？い い ⼈悪い ⼈ で あ ろ う と い い

の  

                    aiko〈 い つ も あ た し は 〉 

 

 あ た し は 「 い い ⼈ 」 で も 「悪い ⼈ 」 で も 、夢に 出 て き て く れ る な

ら ど ん な あ な た で も い い と い う 。 こ れ も ま た 、 あ な たへの欲が あ な

た の 存 在 ⾃ ⾝ に由来 し て い る た め で あ る 。不安を 抱 き な が ら夜を過

ごす あ た し に と っ て 、 そ れ が ど ん な あ な た で あ っ て も 、 現実で は な

く夢で あ っ て も 、 あ な た の 存 在 が こ こ に あ る と い う こ と こ そ が あ た
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し を癒す の だ 。  

 

  例えばあ な た が い な く な っ た ら  あ た し は死ん で し ま う の と   

  あ な た を い つ も引き留め て し ま う  い つ も あ た し は  

                    aiko〈 い つ も あ た し は 〉 

 

 続 く 歌 詞 で は 、 あ た し は つ い に あ な た ⾃ ⾝ の 存 在 に あ た し の ⽣ を

委ねて し ま う（実際は あ な た に は冗談め か し て ⾔ っ て い る の か も し

れ な い が）。あ な た と い う 存 在 ⾃ 体 に あ た し が ⽣ き る意味を⾒出 す あ

た し に と っ て 、 あ な た が ど ん な ⼈ か と い う問題 は問題 に す ら な ら な

い の で あ る 。 あ な た を 分類す る こ と は不可能で あ る が 、 あ な た の 存

在 に 愛 す る 理由が あ る あ た し に と っ て 、 あ な た を ⾔ 語 で形容す る こ

と は も は や必要な い も の な の で あ る 。  

 存 在 か ら 愛され る あ な た に 、 愛され る た め の 性格や⾏動も必要な

い 。あ な た は た だ そ こ に 在 る だ け で い い の だ 。後述も す る が 、「 あ な

た の〜〜が好き 」 に当て は ま る も の と し て 描 か れ る も の は 、 あ な た

を形容す る よ う な 性格や属性 で は な く 、仕草や あ な た の 体 、 そ し て

そ の部位で あ る 。  

 

  頷く仕草が好き だ っ た  い つ も い つ も⾒て い た か っ た  
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                        aiko〈⽩い道〉 

 

  そ の ま ん ま の あ な た の⽴っ て る姿と か声と か仕草に  ⿐の奥が

ツー ン と な る  

                        aiko〈 かばん 〉 

 

 決し て あ な た の 独 ⾃ の頷き⽅や あ な た の 独 特 な声が 、 あ た し が あ

な た を 「好き 」 な 理由に は な り得な い 。「 あ な た が〜〜だ か ら好き 」

と い う よ う な 「好き 」 の条件に な る も の で は な く 、「 あ な た だ か ら 」

頷く仕草も声も 「好き 」 の対象に な る の だ 。仕草や声や あ な た の 体

は 、 あ な た を欲す る 理由に は な ら な い が 、 愛 す る あ な た と い う 存 在

が も つ も の な らばど の よ う な取る に ⾜ ら な い部分 的 な も の で あ ろ う

と 、 あ た し の ⽣ を揺る が すほど の 愛 の対象に な る の で あ る 。  

 aiko は 、「 あ な た 」の ⼈柄、性格、属性 を指し ⽰ す よ う な ⾔ 葉 を使

⽤し な い 。 そ れ は 、 あ な た と い う 存 在 が 分類不可能で あ り 、 あ た し

に と っ て 「唯⼀者」 で あ り 「 あ な た 」 で し か な い か ら で あ る 。 あ た

し が こ れほど ま で に 愛 し て し ま う 理由の ⾔ 語 化 を諦め 、「 あ な た が こ

こ に ⽣ き て る 」 こ と に あ た し の 愛 の全て を⾒出 し 、 そ れ ゆ え あ な た

を 分類す る こ と も あ た し に と っ て は つ い に必要の な い も の な の で あ

る 。  
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「 ⼆ ⼈ だ け の 世 界 」  

 

  お願い気付い て暗闇か ら⾒つ け て  あ な た だ け に解る  ⼆ ⼈ だ  

け の 世 界 を  ⼆ ⼈ だ け の印を  

                      aiko〈 す べ て の夜〉 

 

 aiko は あ た し と あ な た の ⼆ ⼈ を社会や 世 俗 か ら遠ざけ る 。誰 も が

知る構造下に あ た し と あ な た の 恋 愛 を 置 く こ と を た め ら う 。他者に

は 存 在 を掴む こ とさえ も で き な い よ う な 、 あ た し は あ な た と 「 ⼆ ⼈

だ け の 世 界 」 で ⽣ き る こ と を望み 、 あ な た に し か解ら な い 「 ⼆ ⼈ だ

け の印」 を つ く る こ と を欲す 。  

 

  ねぇも っ と好き っ て ⾔ っ て よ  眠れ な く な る く ら い 困 らせて よ  

愛 の形を壊し て し ま っ て よ  あ な た だ け の も の に作り上げて  

            （中略）  

  何度上げて も ら っ てぶつ か っ て ゆ だねて  ⼀緒に い ら れ る な ら  

ど ん な関係で も か ま わ な い よ   

                         aiko〈合図〉 
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 あ た し は 誰 も が わ か り や す い通俗 的 な 「 愛 の形」 を拒否す る 。既

知の 恋 愛 イ メ ー ジ か ら囚わ れ る こ と を嫌い 、 ⼆ ⼈以外の 誰 か ら も解

る こ と の で き な い よ う な ⼆ ⼈ の関係を望む 。 あ た し と あ な た だ け が

存 在 で き る 「 ⼆ ⼈ だ け の 世 界 」 に い る こ と が あ た し の望み で あ り 、

外部か ら の⼲渉を ⼀ 切求め な い 。 あ た し は外部か ら の声を い つ も無

視し て い る 。  

  

  荒れ た頬⾚く な っ て も あ な た は そ れ も好き と ⾔ っ て く れ る  た

と え そ れ が無責任に聞こ え る と ⾔ う ⼈ が い て も あ た し は あ な た

の声し か聞こ え な い  

                      aiko〈 恋 ひ明か す 〉 

 

  ⼀ ⽣変わ ら な い で しょう  例えばそ れ がボロボロで も み ん な が

笑っ て も変わ ら な い こ の 愛 だ け は  

                       aiko〈 愛 だ け は 〉 

 

 無責任だ と揶揄され よ う が周り に笑わ れ貶され よ う が 、 “⼀ ⽣ ”変

わ ら な い 愛 を貫き 、 も は や外部か ら の 情報は遮断され⽿に も⼊ら な

い 。 あ た し は外部か ら隔絶され た ⼆ ⼈ だ け の 世 界 を ⽬指す 。外部の

声は ⼆ ⼈ の 世 界 を汚染す る脅威が あ る も の な の だ 。 バ ル ト は 、 恋 愛
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に お い て 「 事実と い う も の は す べ て 、 な に か し ら攻撃的 な と こ ろ を

そ な え て い る 」30と述べ て い る 。⼆ ⼈以外の 誰 か が あ な た の こ と を伝

え る メッセー ジ は 、 あ な た を 「他⼈ たちの ⼀ ⼈ に還元し て し ま う 」

た め 、 恋 愛 主 体 は あ な た と わ た し の ⼆ ⼈ だ け の 「 ⼩宇宙」 を望む の

で あ る 31。  

 

  ど う し て だ？重く も軽く も な い 世 界  た っ た ⼀度だ け違っ た顔

を⾒て以来 こ こ は無重⼒で 誰 に笑い か け て る の？  

                     aiko〈 今度ま で に は 〉  

 

 あ た し は 恋 ⼈ で あ る あ な た の知ら な い顔に 出遭う（あ な た が あ た

し と居る と き に な の か 、 あ な た が他⼈ と居る と き に あ た し が偶然⾒

て し ま っ た も の な の か 、細か い状況は把握で き な い）。あ た し は ⼀度

あ な た の知ら な い顔を⾒て し ま う こ と で 、 あ た し と あ な た の 世 界 は

途端に歪む 。 あ た し は あ な た の隣と い う居場所を⾒失い 、 ⾃ 分 が何

処に 在 る の か も わ か ら な い よ う な宇宙に放り 出され る（バ ル ト の い

う 「 ⼩宇宙」 で は な く 、 ⼈ が 誰 も い な い広⼤ な宇宙で あ る）。  

 

 
30  バ ル ト 前 掲 書 、 211 ⾴  
31  バ ル ト 前 掲 書 、 211 ⾴  
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  イ メ ー ジ は断固と し て決定的 な も の で あ る 。 最後の こ とばは常

に イ メ ー ジ が こ れ を 発 す る の だ 。い か な る認識を も っ て し て も 、

イ メ ー ジ に反駁し た り 、 こ れ を修正し た り 、詮索し た り す る こ

と が で き な い 32。  

  

あ な た の 「違っ た顔」 は は っ き り と し た イ メ ー ジ で 切 り取ら れ 、

あ た し を苦し め る も の と し て決定的 で あ り 、 あ た し の脳裏に焼き付

け ら れ る 。 こ の イ メ ー ジ を覆す こ と も で き ず 、 そ れ以来 あ な た と あ

た し の意思疎通も う ま く い か な い（こ の 曲 は 別 れ の 曲 、 ま た 別 れ を

予感させる 曲 で あ る）。  

 あ な た と あ た し の ⼆ ⼈ だ け の 世 界 に無か っ た も の 、 あ な た の 中 に

他⼈ を⾒出 す こ と は 世 界 の秩序 を壊す も の な の で あ る 。 そ の 世 界 を

保つ秩序 は あ な た と あ た し の固有の秩序 で あ る 。 そ れ は ⼀ 切 の 世 俗

性 を遮断し 、社会の構造に も囚わ れ な い 、 ま る で外が 存 在 し な い か

の よ う な 、 あ な た が作り上げる 独 ⾃ の秩序 で あ る 。 あ た し は そ れ に

縛ら れ る こ と を望ん で い る 。 恋 愛 が そ の よ う な 世 界 で紡が れ た も の

で あ る か ら 、aiko が 描 く ⼆ ⼈ の 恋 愛 は 、⼆ ⼈ だ け に解る 物 語 で あ り 、

ま た あ た し に だ け が 感知し た あ な た と の交わ り を 描 く の で あ る 。  

 
32  バ ル ト 前 掲 書 、 200 ⾴  



 
 

30 

 

「 あ た し だ け が知っ て る あ な た の 特 別 な と こ 」  

 aiko の 歌 詞 に は度々読み⼿に は何を意味し て い る の か解ら な い暗

号の よ う な ⾔ 葉 が登場す る 。恐ら く ⼆ ⼈ の思い 出 が想起され る ⾔ 葉

な の だ ろ う が 、 そ の 中 に込め ら れ た意味は つ い に 理解す る こ と が で

き な い 。 aiko は こ の ⾔ 葉 の羅列で な に を 語 っ て い る の だ ろ う か 。  

 

  海の 底 を泳い で光を遮り た い  蒼い か も解ら な い程下の ま た下

で ⽇曜⽇ も☆のリン グ も２２⽇ も蒼い空も ⻑袖も家の鍵も笑っ

た ⽬ も夢のダンスも あ な た の優し い所  温度と共に蘇る  

                      aiko〈深海冷蔵庫〉 

 

  ⽬ 覚 ま し の ⾳  ⼿紙のごめ んね  ⼼の信号  ⽇曜⽇ の⼣⽅  ほ

つ れ たボタン に絡ま る思い 出  あ な た と あ た し は 今 ⽇ もさよ う

な ら  

                        aiko〈卒業式〉 

 

 ⼀ 体 「 ⽇曜⽇ 」 が 「 ⽬ 覚 ま し の ⾳ 」 が あ な た と あ た し の 間 で ど の

よ う な思い 出 を刻む の か は読み取る こ と が で き な い 。 こ の暗号の意

味を 理解で き る の は 、 あ た し だ け か 、 ま た あ た し と あ な た だ け な の
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で あ る 。こ の よ う に 、「 ⼆ ⼈ だ け の 世 界 」の外部に い る者に と っ て は

わ か ら な い ⾔ 葉 で 物 語 の要素を 語 る 。外部か ら の 理解を遠ざけ 、「 誰

に と っ て も わ か り や す い 」物 語 にされ な い よ う に 、「 あ な た だ け に解

る 」 も の と し て 物 語 を不可侵な も の に す る 。  

 

  公園の砂と滑り台イチジクの実は汗の ま つげ  わ ず か な 時 の 中

に い つ も思い 出 が あ り ま し た  

                       aiko〈ドレミ〉  

 

  今 年 の夏の境⽬  絶対に忘れ た り は し な い  初 め て袖を通し た

T シ ャツ  頬の⾊  あ た し だ け が知っ て い る  あ な た の 特 別 な

と こ  ⼼の隅に 置 い て 時々開け る の  

                        aiko〈リズム 〉 

 

 「 イチジクの実」 を⾒て あ な た の ま つげの汗み た い だ と思う よ う

に 、傍か ら⾒れば意味の⾒出 し よ う が な い も の に も あ な た と の思い

出 を探す 。今 年 の夏の境⽬ に着た T シ ャツや頬が 、なぜあ た し に と

っ て 「絶対に忘れ た り は し な い 」 よ う な こ と に な り得る の か も わ か

ら な い 。 あ た し に と っ て の思い 出 に な り得る 理由は 「 あ た し だ け が

知っ て い る 」 の だ 。外部の者か ら は決し て知る は ず も解り よ う も な
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い 、 あ た し だ け に し か価値が解ら な い宝箱を 時々開け る こ と 、 つ ま

り 歌 詞 に す る こ と に よ っ て そ の宝物 たちを慈し ん で い る の で は な い

だ ろ う か 。 aiko は 誰 に も解ら な い に も か か わ ら ず 、 そ の思い 出 たち

を ⾔ 語 化 し 、 歌 詞 に す る 。 そ の こ と に よ っ て 、 歌 に 表 出され る あ た

し と あ な た の 物 語 を唯⼀ た ら し め て い る の だ 。  

 歌 詞 と い う少な い ⽂ 字 数 の 中 で 恋 愛 を綴ら な け ればい け な い と い

う弱点を逆⼿に取り 、 あ え て具体 的 な ⾔及を ⼀ 切取り除い た短い ⾔

葉 たちを使⽤す る こ と は 、 歌 詞 と い うフィー ルドの 中 で 特 別 な 「 わ

た し と あ な た の か か わ り 」 を 描 く た め の aiko の ひ と つ の戦略で あ

る 。  

 

わ た し な り の 「痛覚点」  

 

  わざと通ら な い様に し て た道だ っ て  い つ も買っ て帰っ て た ガ

ム だ っ て も う すぐ着く か ら待っ て てね  あ な た の顔が頭の 中 で

⼼の 中 で僕に笑い か け る  

                     aiko〈透明ドロップ〉 

 

袖を通す こ と の な い⽔⽟シ ャツ  あ れ以来 あ れ以来  

最 後 に 逢 っ た あ の ⽇ は 鮮 明 で 今 の あ た し に は 悪 い 夢 の     
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様  

                      aiko〈⽔⽟シ ャツ〉 

  

恋 す る者は「 わ た し な り の『痛覚点』」を持っ て い る 33。わ た し だ

け が持つ痛点は他の者に は 理解し 難 い も の で あ る 。あ た し は（〈透明

ドロップ〉の ⼀ ⼈称は「僕」で あ る が 、や や こ しさを避け る た め「 あ

た し 」 で統⼀ し て い る）別 れ た あ な た と の ⽇々を思い 出 し て し ま う

よ う な 「道」 や 「 ガ ム 」 を極⼒避け て過ごし て お り 、 最後に逢っ た

⽇ に着て い た の か あ な た に貰っ た も の な の か 、⾃ 分 の持っ て い た「⽔

⽟シ ャツ」も も う着ら れ な く な っ て い る 。こ こ で も ま た 、そ の「道」

や 「 ガ ム 」 や 「⽔⽟シ ャツ」 が具体 的 に ど う あ な た と関わ り が あ る

の か は明かされ る こ と は な い 。 あ た し を苦し ませる あ た し な り の痛

覚点も ま た 、明確な意味を指し ⽰ す こ と も な い ま ま提⽰され 、 あ た

し だ け の も の た ら し め て い る 。  

 避け る痛覚点で は な く探し求め る痛覚点も あ る 。 そ れ は あ た し の

⼼を震わせる あ な た の な に か で あ る 。  

 

  わ た し を射⽌め る⽮は 、 ⽇常性 の ⼩⽚と い う か 、 こ の上な く捉

 
33  バ ル ト 前 掲 書 、 144 ⾴  
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え が た い瞬間 の ⾝振り と ⾔ う か 、要す る に ひ と つ の「スケー マ 」

（運動中 の⾁体 、 特定状況下の⾁体 、 ⽣ き て い る⾁体）に か か

わ る も の な の で あ る 34。  

 

 aiko の 歌 詞 に は 体 の部位を 表 す単語 が⾮常に 多 く使わ れ て い る 。

そ の 範 囲 は広く 、ごく部分 的 な場所に ま で わ た っ て い る（ちな み に

既出 の記事 で あ る が 、『 aiko の「 あ た し 」率は ど れ く ら い？』 35で 歌

詞 に 出 て く る 体 の部位の回数データが 掲載され て い る 。 そ れ に よ る

と 、 ⽬ が 最 多 の１２３回、⼿が９５回、顔が６５回と い う の が上位

の３つ で あ る）。aiko の 歌 詞 に お け る あ な た の⾁体 は 、ま た部分 的 な

⾁体 は あ た し の⼼を ど う し て も震わせ、 あ た し の欲望を向か わせる

も の で あ る 。  

 

  ⼒の抜け た右⼿が好き  そ れ で優し く頬を 触 っ て  

                       aiko〈 ⼤ 切 な 今 〉 

 

  ⾚く染ま る指先や頬を ⽣ ま れ変わ っ て も⾒て い た い  

 
34  バ ル ト 前 掲 書 、 286 ⾴  
35  前 掲記事
https://www.exc ite.co . jp/news/art icle/E1585289379486/  



 
 

35 

                                             aiko〈スター 〉 

 

  す っ と上向い て何を思っ て い る の？あ な た の ⽬ が好き だ っ た  

                     aiko〈戻れ な い明⽇ 〉 

 

  息を⽌め て⾒つ め る先に は ⻑ い ま つげが揺れ て る  

                      aiko〈カブト ム シ 〉 

 

 “⼒の抜け た ”右⼿、“⾚く染ま る ”指先、頬、“上を向い た ”⽬ 、に あ

た し は 愛 しさを 感 じ る 。 こ こ で驚かされ る こ と は 、 あ な た の⾁体 に

対す る あ た し の細か い観察で あ る 。 あ な た の ま つげと い うごく些細

な部分 に も意識は注が れ て お り 、 あ な た の⾁体 の細か い変化 も⾒逃

さな い 。 そ の よ う な あ な た のごく部分 的 な⾁体 に 「息を⽌め て⾒つ

め る 」ほど 、 あ た し の⼼は惹き つ け ら れ て し ま う の で あ る 。常に あ

な た を注視し て い る あ た し だ か ら こ そ の 「 あ た し だ け が知っ て い る

あ な た の 特 別 な と こ 」 な の で あ り 、 そ れ ら は 「 ⽣ ま れ変わ っ て も⾒

て い た い 」ほど の 、 あ た し だ け の宝物 に な る の だ 。  

 恋 す る者は「 わ た し な り の『痛覚点』」に⾮常に過敏で あ る 。他の

⼈ が素通り す る よ う な こ と に胸を ⼤変痛め る の だ し 、他の ⼈ が気付

か な い よ う な も の に ⼤変⼼を捕ら え ら れ る の で あ る 。 そ れ は 第 三者
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で あ る他⼈ に は決し て 理解され る こ と が な い思い で あ る 。 恋 す る者

が持つ あ の 独 特 な 感 性 を 、 aiko は 歌 詞 に 表 出させよ う と す る の だ 。 
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第 三 章  あ た し の 感 覚  

 

あ た し の 感知し た 出 来 事  

 aiko は 、 特 別 な あ な た と の か か わ り を 描 く た め に 、 あ た し の 感 覚

を 歌 詞 に お い て 表 現 し よ う と す る（上述し た よ う に 、 体 の部位の ⾔

葉 が 多 く使⽤され て い る こ と は 、 あ た し の 感 覚 を 描 い て い る こ と も

理由の ひ と つ で あ る）。 感 覚 と は 本質的 に 主観的 な は た ら き で あ り 、

あ た し が 感知し た こ と は あ た し に し か 体 験 す る こ と は で き な い 。

aiko は 、あ た し が 体 験 し た あ な た と の交わ り の質感 を 現 前させる た

め に 、繊細に あ た し の 感 覚 を 描 こ う と し て い る 。 あ た し だ け が知る

あ た し の 感 覚 体 験 を繊細に 描 く こ と に よ っ て 、 あ た し と あ な た の 物

語 は 主観性 を帯びる 。 つ ま り 、客観的 で は な い 、 誰 に で も わ か る あ

りふれ た 物 語 に変換 で き な い 物 語 と な る 。  

 あ た し の 感 覚 な し で 、 あ た し と あ な た の か か わ り を 語 ろ う と す れ

ば、抽象的 で 現実味も持た な い 、 誰 に だ っ て当て は ま り得る 物 語 に

な る 。 あ た し の 感 覚 で 語 る こ と に よ っ て 、 あ た し の 恋 愛 は あ た し だ

け の 恋 愛 と な る 。 そ の 歌 詞 の な か に お け る 感 覚 体 験 が ど の よ う に機

能し て い る の か 、ま た 感 覚 は な に を 表 現 し て い る の か を 考 え る 前 に 、

そ も そ も 「 感 覚 」 は ど う定義され て い る の か に つ い て ⾔及す る必要

が あ る 。  
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感 覚 の 数 は異な る ⽂ 化 や 感 覚 の ⼈類学者に よ っ て提唱し て い る も

の は異な る 。 現 代 で は 、科学者が 感 覚 の候補と な る も の を 数 多 く 発

⾒し て お り 、彼ら の 中 に は 三 三 の 感 覚 が あ る と唱え る者も い る 。 そ

れ ら 感 覚 の候補と し て は 、 平衡感 覚 や⾎圧、想像⼒、記憶⼒…な ど

が挙げら れ る 36。こ の よ う に「 感 覚 」が指す も の の解釈は 多様で あ る

が 、 こ の 論 ⽂ で 「 感 覚 」 が指す も の は 、 アリスト テレスが五感 と定

義し た 、視覚 、聴覚 、味覚 、嗅覚 、触 覚 を 中⼼に 37、さら に 触 覚 は 、

痛覚 や温度感 覚 を伴う⽪膚感 覚 と し て広く捉え た い 。  

 ⼈ 間 が ど の よ う に 物 事 を知る か に つ い て研究す る 分野で あ る認識

論 は 、「 感 覚 論 」と呼ばれ 、⼈ 間 は 感 覚 に よ っ て あ ら ゆ る も の を経験

し 、 そ の 感 覚 体 験 を通じ て知識を獲得す る と 主 張され る 。さら に 、

屋良朝彦に よ れば、フラ ンスの哲学者メ ルロ＝ポ ン ティは 「「知覚 」

こ そ が 事 物 や他者や ⾃⼰を含め た あ ら ゆ る 存 在者の 〈 存 在 〉 を与え

る根源的 な機能を果た し て い る 」と 考 え た と い う 38。つ ま り 、ど の よ

う な 存 在者も知覚 の外部に 存 在 す る こ と は あ り得ず 、知覚され る か

ら こ そ 存 在者は 存 在 し得る の だ 。 わ た し たち⼈ 間 は他者と お互い に

 
36  キャロリン ・パーネル 『⾒る こ と は信じ る こ と で は な い啓蒙主
義の驚く べ き 感 覚 世 界 』 藤井千絵訳、⽩⽔社、 2019 年 、 118 ⾴  
37  アリスト テレス『魂に つ い て 』 中畑正志訳、京都⼤学学術出版
会、 2001 年 、 124 ⾴  
38  屋良朝彦『 メ ルロ＝ポ ン ティとレヴィナス―他者への 覚醒』東
信堂、 2003 年 、 3 ⾴  
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知覚 し合い 、交流 す る こ と で 「 わ た し は ⾃⼰の ⾝ 体 を ⾃⼰の も の と

し て 同定」で き 、「他者に も認知され る こ と に よ っ て 、⾃⼰の ⾝ 体 と

な り う る 」 の で あ る 39。  

 感 覚 は ⼈ 間 の 内 な る ⾃⼰と外の 世 界 を つ なげる役割を担う 。 つ ま

り 、他者と の交流 に お い て ⾃⼰の ⾝ 体 に よ る知覚 体 験 は必ず ⽣ ま れ

る 。 あ た し と あ な た の交流 に も無論 、豊穣な 感 覚 体 験 が ⽣ ま れ て い

る 。  

 aiko は 、 あ た し と あ な た を外部か ら隔絶させた 。 そ れ は 、 ⼆ ⼈ が

紡ぐ恋 愛 を 誰 に も侵させた く な か っ た た め だ 。 そ の 「 ⼆ ⼈ だ け の 世

界 」 に お け る 体 験 は 、 そ の 世 界 の 語 り⼿で あ る あ た し が 語 るほか な

い 。 あ る ⽇ の あ な た と の思い 出 を暗号の よ う な ⾔ 葉 で 語 り 、 ⼀瞬の

あ な た と の交わ り を あ た し の 感 覚 で 語 る 。 で は 、 あ た し の 感 覚 に よ

っ て そ の交わ り を ど の よ う に 語 る の か 。  

 

あ た し の 「 体 」  

 

  毎⽇ あ た し の 体 が あ な た で形成され て い き ま す  ⽻根い っぱい

のプー ル  泳い で い る よ う な  めちゃくちゃな嬉し い ⽇々  

 
39  同 書 、 72 ⾴  
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                        aiko〈 愛 は勝⼿〉 

 

 ⾝ 体 は 、「『⼼』 と い う 『 は た ら き 』 の唯⼀ の実現 の座で あ り 、 そ

の 物質的実在 性 を よ り ど こ ろ と し て 、私と 世 界 と の 「開か れ 」 を媒

介す る 」 40も の で あ り 、「⼼」な る も の を他者と共有す る た め に は何

ら か の ⾝ 体 表 現 が必要で あ る 41、と ⼩浜逸郎は 主 張 す る 。あ た し の ⾝

体 は 、 あ た し と あ な た の か か わ り に お け る唯⼀ の媒介物 で あ る 。 あ

な た と の 「嬉し い ⽇々」 は あ た し の⼼を 、 そ し て そ の⼼の座で あ る

あ た し の 体 ま で も変え て い く 。  

 

  髪の先か ら ⾜ の先か ら細胞分裂  ⼝紅も⾹⽔も か た こ と か た こ

と壊し て全部  

                        aiko〈⼼焼け 〉 

 

 細胞分裂と は 、 ⼀個の細胞が 分裂し て ⼆個以上の 独⽴し た細胞に

な る こ と で あ る 42。詳し い働き に つ い て の記述は し な い が 、こ こ で の

 
40  ⼩浜逸郎『「 恋 す る ⾝ 体 」 の ⼈ 間学』筑摩書 房 、 2003 年 、 96 ⾴  
41  ⼩浜逸郎『エロス⾝ 体 論 』 平 凡社、 2004 年 、 115 ⾴  
42  「公益社団法⼈ ⽇ 本薬学会  薬学⽤語解説 」、
https://www.pharm.or.jp/d ict ionary/w iki .cg i?細胞分裂  、（最 終閲
覧  2020 年 12 ⽉ 14 ⽇）  
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「細胞分裂」 は 、 体 の変化 を意味し て い る だ ろ う 。 あ た し は あ な た

と 別 れ た後も（あ く ま で推測の域を 出 な い が）、あ な た の こ とばか り

を 考 え て し ま い あ な た の消失を嘆い て い る 。 あ な た の消失は 、 あ た

し の 「髪の先か ら ⾜ の先」 ま で の 体 の隅々を変え て し ま う よ う な影

響を も た ら す 。  

 さら に 、 あ な た と い う 存 在 は あ た し の 体へ影響を与え る ど こ ろ か

⼀ か ら 体 を作り上げて し ま う⼒を持つ も の と し て 描 か れ る 。  

 

  あ な た の ⾔ 葉 ひ と つ ひ と つ で 今 の あ た し が 出 来 て る と知っ た 時

（中略）毎⽇胸の 中 は形も⾊も ⾳ す ら も変え る  

                         aiko〈 恋 愛 〉 

 

 あ な た の ⾔ 葉 や 存 在 は 、 あ な たへの 「開か れ 」 の座で あ る あ た し

の ⾝ 体 を ⼀ か ら形成 す る こ と も 、 内部か ら破壊と変化 を も た ら す こ

と も で き る 。 あ な た は あ た し の 存 在 ⾃ 体 を左右す る者で あ り 、 あ た

し の 存 在 も ま た あ な た に依拠す る部分 が ⼤ き い 。  

 ⾝ 体への影響は 、 つ ま り そ れ を有す る あ た し の 感 覚 に も影響を及

ぼす 。 あ た し が持つ 感 覚 は 、 あ な た のせい で過敏に働き ま わ っ て い

る 。  
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⾒え な い も の の 「質感 」  

 あ た し の ⾝ 体 が ど れほど あ な た に影響を及ぼされ 、 あ た し の ⾝ 体

が あ な た と の か か わ り の上で ど れほど密接な も の で あ る か は上述し

た 歌 詞 で伺え た が 、さら に こ こ で注⽬ し た い の は 〈 恋 愛 〉 に お け る

「胸の 中 」 の 表 現 で あ る 。   

aiko は胸の 中 と い う抽象的 な場所を 、視覚（ま た は 触 覚）情報で

あ る形や⾊、聴覚 情報で あ る ⾳ と い う 感 覚 体 験 に よ っ て 、抽象的 で

実体 の な い 「胸の 中 」 の輪郭を浮かび上が らせる 。⾮物質的 存 在 を

あ た し の 感 覚 に よ っ て紐づけ る こ と に よ っ て 、 そ の 存 在 に質感 を与

え て い る 。  

 

  あ な た の い る夢の所は 今何時？  あ な た の指で紡ぐ⽂ 字  くち

びる を滑る ⾔ 葉  

                       aiko〈⽢い絨毯〉 

 

 ⽂ 字 は視覚 で捉え る こ と が で き 、 ⾔ 葉 は聴覚 で捉え る こ と が で き

る 。 し か し 、 こ こ で の試み は ⽂ 字 や ⾔ 葉 に 触 感 を与え よ う と す る も

の で あ る 。あ た し は 、「 あ な た の い る夢」が何時 な の か を聞き た いぐ

ら い に 、 あ な た の ど ん な ⼩さな と こ ろ に も全て興味が注が れ 、全て

を 愛 お し く 感 じ て い る 。 あ な た の ⽂ 字 も ⾔ 葉 も 愛 の対象の例外で は
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な い 。 ⽂ 字 を読ん で あ な た の 愛 し い指に思い を馳せ、 ⾔ 葉 を聞い て

あ な た の 愛 し い唇を想像す る 。 ⽂ 字 や ⾔ 葉 は⾮物質的 な 存 在 だ が 、

た し か に あ な た の指や唇は そ こ に 触 れ た の だ 。 あ た し は あ な た が接

触 し た ⽂ 字 や ⾔ 葉 を 愛撫す る か の よ う に慈し む 。  

 ⾒え な い不確か な 存 在 で あ る「 愛 」に も aiko は 感 触 を与え る 。aiko

は 、 あ な た か ら あ た し に向け ら れ る 愛 、 あ た し の⼼、 あ た し の 愛 に

温度を与え る 。  

 

  始ま り し か知り た く な い 終 わ り な ど い ら な い  あ な た の胸に あ

た し を し ま い込ん で  ねぇこ の か た ま り冷え た⼼を 今 すぐ燃え

溶か し て よ  

                      aiko〈彼の落書 き 〉 

 

 あ な た の 愛 は 、凍っ て し ま っ た か の よ う な 「 か た ま り 」 の⼼を 、

燃や すほど の 熱さを持つ も の と し て 描 か れ る 。た だ 、「 熱 い 」や「温

か い 」は 、実際に温度が⾼い も の と し て で は な く 、「 アツい イベン ト 」

「温か い ⼈ 」な ど イ メ ー ジ を形容す る 語 と し て使わ れ る こ と も 多 い 。

実際、 熱 い も の や あ た た か い も の に 触 れ た と き と 、冷た い も の に 触

れ た と き と で 初対⾯の ⼈への印象な ど に違い が あ り 、 よ り 熱 いカッ

プを持っ た ⼈ の⽅が 、⼼が温か い ⼈ だ と判断す る傾向が強い と い う
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実験 が あ る 43。そ の よ う に 、温度的 な 表 現 は ⼈ の⼼を 表象す る た め に

たびたび使⽤され る 。  

〈彼の落書 き 〉 に お い て 、 “⼼ ”を 「 か た ま り 」 と い う 物質的 な 存

在 に す る こ と で 、 ⽂ 字通り の意味で燃や す こ と が 出 来 る可燃物 と し

て 表 現され て お り 、「⾒え な い 」⼼と い う 存 在 が 物質的実在 性 を も つ

に⾄る 。し か し 、温度表 現 は抽象的 表 現 に な り がちで あ る 。そ こ で 、

aiko は そ の 「 熱 」 にさら に 触 感 を与え る 。  

 

  ピ アスの裏側に隠し た 熱 が こぼれ落ちて指を つ た い戻れ な い と

泣い て る  

                         aiko〈４秒〉 

 

 こ の 曲 は あ な た と の電話が メ イ ン に 描写され て お り 、 あ な た の声

を捉え た⽿の あ た り 、「 ピ アスの裏側」に「 熱 」が あ る 。あ な た か ら

受け取っ た 愛 な の か あ た し が伝え き れ な か っ た 愛 な の か は定か で は

な い が 、「 熱 」と い う形が な い も の に対し 、「 こぼれ落ち」る 、「 つ た 」

う 、「泣い て る 」と い う 表 現 を与え て い る 。実際に は 感 触 や 感 情 の な

 
43  傳⽥光洋『⽪膚感 覚 と ⼈ 間 の こ こ ろ 』新潮社、 2013 年 、 16 ⾴ に
よ る と ア メリカのコロラド⼤学のウィリア ムズ博⼠と イエー ル ⼤学
の バ ー グ博⼠が⾏っ た実験 で あ る 。  
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い 「 熱 」 に確か に 触 れ る こ と が で き る よ う な形を与え 、 つ い に は泣

く も の と し て擬⼈ 化され る 。 今 ま で⾒え な か っ た 「 愛 」 や 「想い 」

は 「 熱 」 と 表 現され 、 そ の 「 熱 」 を象る輪郭を与え ら れ 、 そ し て 感

情 を も持つ に い た る 。 あ た し を含め 恋 愛 主 体 な る者は 、 た だ でさえ

⼈ の気持ちと い う移ろ い や す い も の か ら な る 、視覚 で捉え る こ と が

で き な い「 愛 」や「想い 」と い う不確か な 存 在 に不安を 抱 い て い る 。

で き ればそ れ ら を⼿に取っ て 触 れ て 存 在 を確か め て 、 そ し て 愛 お し

み た い の で あ る 。aiko が こ の よ う に「 愛 」や「想い 」、そ れ を伴う「 ⽂

字 」 や 「 ⾔ 葉 」 な ど の⾒え な い も の に確か な 触 感 を与え る こ と は 、

こ の よ う な願い に よ る も の な の だ ろ う か 。確か め た い と い う願い を

託 す 、 触 感 、 つ ま り そ の 触 覚 の は た ら き は わ た し たちに な に を与え

る の か 。  

 

確実な 触 覚  

 

盗ん だ⼼を ど う扱っ て い る の？毎⽇何回触 っ て く れ て い る の？

こ ん な あ た し と ず っ と ⼀緒に い た い の？  

                       aiko〈 愛 は勝⼿〉  

 

こ こ で も や は り⾒え な い 存 在 で あ る あ た し の⼼を 触 れ る こ と が で



 
 

46 

き る も の か の よ う に 表 し て お り 、「⼼を 触 ら れ る 」こ と を 切望し て い

る 。 触 覚 は 、 触 れ る こ と は 、 あ た し に ど ん な意味を与え る の か 。  

 触 覚 は わ た し たちに確実性 を与え る も の で あ る と 考 え ら れ て き た 。

触 覚 に よ っ て わ た し たちは 、 世 界 を確信を も っ て捉え る こ と が で き

る の だ 。ル ソ ー に よ れば、「 触 覚 に よ る判断は も っ と も確実」で あ り 、

外部の 物 体 が わ た し たちの 体 に あ た え る印象を も っ と も よ く教え て

く れ る も の 」で あ る 44。カン ト に お い て も 触 覚 は「直接的 な外的知覚

に つ い て の唯⼀ の器官」で あ り 、「 こ の 感官が な け れば私たちは 物 体

の形態に つ い て全く何の 理解を も得る こ と が 出 来 な い 」 と 主 張 す る

45。 アリスト テレスは 、 ⼈ 間 の持つ 触 覚 は他の動物 よ り も優れ て お

り 、「 ⼈ 間 の持つ諸感 覚 の 中 で こ の 触 覚 と い う 感 覚 が 最 も精密で あ る 」

と 主 張 す る 46。外部世 界 の認識の 主 な役割を担う の は視覚 で あ る が 、

触 覚 は視覚 の不完全さを補完す る 。視覚 情報は 、脳に お い て処理さ

れ認識され る が 、 そ の際に問題 が ⽣ じ 、⾒え な い も の が⾒え た り 、

実際と は異な る よ う に⾒え る場合が あ る こ と を認知科学が指摘し て

い る 47。視覚 が引き起こ す誤り は 触 覚 が是正す る 。⼤森荘蔵は 、⽬ に

 
44  ル ソ ー 『エミー ル（上）』 今野⼀雄訳、岩波書店、 1962 年 、 297
⾴− 298 ⾴  
45  カン ト 『カン ト全集  ⼈ 間学』渋⾕治美・⾼橋克也訳、岩波書
店、 2003 年 、 73 ⾴  
46  アリスト テレス、 前 掲 書 、 106 ⾴  
47  傳⽥光洋、 前 掲 書 、 150 ⾴  
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⾒え る も の が実在 す る と は限ら な い が 、「『さわ る 』 こ と に は幻は あ

り え な い 」 と い い 、 触 れ ら れ る も の こ そ が 「 現実」 と呼べ る も の だ

と 主 張 し て い る 48。  

 

  ⿎動の奥へ連れ て っ て そ し て確か め て欲し い  そばに い る 事 を

触 っ て解っ て欲し い  

                       aiko〈 くちびる 〉 

 

  不思議な箱に⼊っ た ⼆ ⼈  も う 出 れ な く な っ て も  ひ と つ ひ と

つ 触 っ て  暗闇の 中慣れ た ら  ⼀度あ た し の ⽬ を⾒て  

                         aiko〈瞬き 〉 

 

 あ た し を 触 る こ と で あ た し の 存 在 を確か め る こ と を あ な た に要求

し て い る 。 あ た し も ま た あ な た に 触 れ ら れ る こ と で 「 ⾃⼰の ⾝ 体 を

⾃⼰の も の と し て 同定」 す る こ と が で き る の だ 。 そ し て そ の 存 在 を

確か め る こ と に 最 も適し た 感 覚 が 、確実性 と精密性 に定評の あ る 触

覚 な の で あ る 。そ の た め 、「⿎動の奥」や「不思議な箱」の よ う な ⾃

分 の位置 す る場所が不確定で あ る と き 、 あ た し は 「 触 っ て 」 と願う

 
48  ⼤森荘蔵『 ⼤森荘蔵著作集  第五巻』岩波書店、 1999 年 、 10 ⾴     
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の だ 。  

 ま た あ た し は 触 覚 と 同 じ⽪膚感 覚 で あ る痛覚 に も 、 あ た し に実感

を与え る役割と し て期待し て い る 49。  

 

  下唇痛い程  噛ん で 覚 え て お こ う  あ な た に 触 れ た 時 は⼼の擦

り傷の様  炭酸⽔が喉に染み る け ど⼼地い い  少し 離 れ た距離

に あ る好き な そ の ⽬  あぁ今 ⽇ は夢じゃな か っ た  

                       aiko〈キスの息〉 

  

 ⾮現実的 な嬉し い 出 来 事 や驚く べ き 出 来 事 を 前 に す る と 、夢で は

な い か と確か め る た め に ⼈ 間 は頬を つねる と い う 古 く か ら の習慣の

よ う な も の が あ る が 、〈キスの息〉で も あ な た と過ごし た夢の よ う な

幸せな 今 ⽇ を 、痛み に よ っ て 現実で あ る こ と を確か め て い る 。下唇

を噛む こ と 、擦り傷、喉に染み る炭酸、 ど れ も痛み を 覚 え た 感 覚 体

験 と し て 描 か れ て い る 。「炭酸⽔」 は aiko の 歌 詞 に お い て よ く 出 て

来 るモチーフで も あ る 。  

 

 
49  ⼭⼝創『⽪膚感 覚 の不思議  「⽪膚」 と 「⼼」 の ⾝ 体⼼理学』
講談社、 2006 年 、 17 ⾴ で 触 覚 、痛覚 、温度覚 は ど れ も 同 じ⽪膚感
覚 の 中 の ⼀種と し て ⽰され て い る 。  
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  初 め て飲ん だ サ イダー が喉を刺し た そ の向こ う に  き み の笑う

顔が⾒え た  

                       aiko 〈ドレミ〉 

  

「少し 離 れ た距離 に あ る好き な そ の ⽬ 」 や 「 き み の笑う顔」 は炭

酸が喉に通る 感 覚 と共に 描 か れ る 。痛み は 、科学的 に記憶と密接に

関係し て い る 。痛み を 感 じ た と き に増え るノシセプチン と い うペプ

チドの ⼀種は記憶や学習と関与し て い る 50。つ ま り 、あ な た と の思い

出 を痛み に よ っ て ⾃ ⾝ に記憶させよ う と し て お り 、 ま た 、痛み の 感

覚 が 「 き み の笑う顔」 を鮮明に思い 出させて い る の だ 。  

 

  チカチカ 12 ⾊の光が部屋の 中 を回る  ⾜ の つ ま先が冷た い  

今 も あ た し は あ た し と 覚 え て た い  

                      aiko〈キスが巡る 〉 

 

 床の冷たさを 感知す る あ た し の⽪膚感 覚 も ま た 「 あ た し 」 を 「 あ

た し 」 た ら め る 感 覚 と し て機能し て い る 。 つ ま先の冷たさは 、 時 間

の経過と 感 覚 が あ る と い う 「 感 覚 」 を教え て く れ る 。 そ れ は 、確か

 
50  ⼭⼝創、 前 掲 書 、 84 ⾴  
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に あ た し が あ な た と 現実の 時 間 を過ごし た証拠と し て機能し て く れ

る も の だ 。  

 こ の よ う に 、 あ た し の 触 覚 、痛覚 、温度覚 を伴う⽪膚感 覚 は あ た

し に実感 を与え る重要な意味を持っ て機能し て い る 。 あ た し は あ な

た と の か か わ り に お い て 、常に不安を 抱 い て い る 。 そ ん な不安を 抱

く あ た し に と っ て い つ も実感 を伴っ て や っ て く る⽪膚感 覚 は ⼤ き な

安⼼を も た ら す も の で あ る 。⾒え な い も の に 触 感 を あ た え る こ と に

よ っ て 、抽象的 な 存 在 だ っ た も の が 愛撫の対象に な る こ と が で き 、

ま た は形と し て残す こ と の 出 来 な い不確か な 体 験 に⽪膚感 覚 の 体 験

を付与す る こ と に よ っ て 、よ り ⽣々し い実感 を も っ て 現実化させる 。

あ た し が⽪膚感 覚 を こ れほど求め る こ と は 、⾒る こ と の 出 来 る も の

を た だ信じ る こ と が で き な い あ た し の不安が 表⾯化 し た も の で あ る

と 考 え る こ と も で き る 。  

 

あ な た に 「 触 れ る 」  

 触 覚 は わ れ わ れ に確信を与え る 感 覚 で あ る と 同 時 に親和 の 感 覚 で

も あ る 。⾒え な い者に対す る 触 感 を述べ て き た が 、 触 覚 と は 本 来 主

体 と客体 が 同 時 に 存 在 し な け れば成⽴し な い も の で あ る 。  

愛 す る も の に 触 ら れ る こ と に は喜びを 感 じ る が 、全く の他⼈ か ら

触 ら れ る こ と は ⼤抵の場合、不快や恐怖を 感 じ る こ と に つ な が る 。
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ダイ ア ン ・ アッカー マ ン は 「 誰 か に 触 れ る こ と は相⼿をファースト

ネー ム で呼ぶよ う な も の だ 」51と い う よ う に 、触 れ る こ と は親し い関

係の上だ か ら こ そ許され る 、リスクを伴う⾏為な の だ 。 し か し 、ミ

ッシェル ・セー ル は 「接触 を拒絶す る な らば、何⼈ も決し て統治さ

れ ず 、戦う 事 も 、愛 し合う 事 も 、知り合う こ と も決し て な い 」52と 主

張 す る 。リスクを伴う⾏為の反⾯、接触 と い う⾏為は親密な関係を

築く為に は 、 特 に 恋 ⼈関係に お い て は必要不可⽋な⾏為で あ る 。  

 

  膝の横に 置 い た⼿の距離  数センチ  ⻑ く て 愛 お し か っ  

  た                       

                        aiko〈夏バ テ 〉 

 

 あ た し も ま た接触⾏為に は慎重な姿勢を みせて い る 。 数センチの

距離 を 「 ⻑ い 」 と思うほど 、容易に あ な た の⼿に 触 れ る こ と は 出 来

な い 。 あ な た に拒絶され る か も し れ な い と い う恐怖と 、 そ れ で も あ

な た に 触 れ た い と い う欲望の葛藤 の 狭 間 で あ た し は戦っ て い る 。「 恋

す る者に は 、 あ ら ゆ る接触 が い か に と の問い を惹起す る 。肌に は答

 
51  ダイ ア ン ・ アッカー マ ン 『 感 覚 の博物 誌 』岩崎徹・原⽥⼤介
訳、河出 書 房新社、 1996 年 、 158 ⾴  
52  ミッシェル ・セー ル 『五感  混合体 の哲学』⽶⼭親能訳、法政
⼤学出版、 1991 年 、 33 ⾴  
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え を返す こ と が要請され て い る の だ 」 とロラ ン ・ バ ル ト が ⾔ う よ う

に 53、そ の接触 が望ま な い も の で あ れ 、ま た望む も の で あ れ ど も 、受

容か拒絶か の答え は必ず ⽰され る 。 そ れ は ま る で告⽩か の よ う で あ

る 。越え て し ま えば、 も う戻れ な い ⼀線な の で あ る 。 そ のリスクを

考 え る か ら こ そ あ と 数センチを た め ら う 。  

松浦寿輝は 、触 れ る と い う 体 験 は 、「 ⾃ 分 と ⾃ 分 な らざる も の と の

距離 が零に な る こ と 」で あ り 、「 主 体 と し て の わ た し の ⾃⼰同 ⼀ 性 を

不意に あ い ま い に す る逸脱体 験 」 で あ る と 考 え る 。「 わ た し は 〈外〉

へと 、 わ た し な らざる も のへと い くぶん か溢れ 出さざる を え な い 」

た め 、「接触 と は 、微⼩ なオー ガズム に似て い る 」 の だ 54。  

あ た し が あ な た に 触 れ る こ と は 、 あ な た が あ た し の 中へと犯し て

く る よ う な 、 ま た あ た し が あ な たへ浸⾷し て い く よ う な 感 覚 を 覚 え

る 体 験 で あ る 。 あ な た と あ た し の境界 を曖昧に し 、溶か し合う よ う

な そ の 体 験 は 、 あ た し に快楽 を与え る も の で あ り 、 あ な た と限り な

く距離 を縮め た い と い う願い を か な え る も の で あ る 。  

 

  夢中 に な る 前 に解っ て良か っ た  も う ⼀度だ け⼿が 触 れ た後だ

 
53  ロラ ン ・ バ ル ト 、 前 掲 書 、 101 ⾴  
54  松浦寿輝『謎・死・閾−フラ ンス⽂学論 集 成 』筑摩書 房 、 1997
年 、 144 ⾴  
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っ た ら  き っ とダメ だ っ た だ ろ う  怖く な っ て た だ ろ う  ⽌ま

らぬ想い に  ⽌ま らぬ想い に  

                         aiko〈 ⼆ ⼈ 〉 

 

  下唇噛ん で て も強く指丸め て み て も  ⼿が 触 れ た ら たちく ら む  

あ な たへの満タン な メ ーター  

                     aiko〈親指の使い⽅〉 

 

 接触⾏為はリスクを ⼤ き く伴う⾏為で は あ る が 、 ⼀度そ の あ な た

と の融合と い う快感 を 体 験 し て し ま えば、 あ た し の欲望を必死に制

御し て い た 理 性 は機能不全と な り 、欲望は ⼀気に加速を極め て し ま

う 。 恋 愛 主 体 に と っ て 、 あ な たへの接触 はハイリスクハイリター ン

な⾏為で あ る 。 し か し 、 あ な た と ひ と つ に な り た い と い う欲望を も

つ あ た し に と っ て 、融合感 覚 を伴う接触 は 、 理 性 を抑圧し よ う と す

る あ た し を誘惑す る 。  

 原⽥武が ⾔ う よ う に 、何ら か の 「⼼」 が加わ ら な い こ と は あ り え

な い接触⾏為は 、「⽪膚「 表⾯」の 出 来 事 で あ り な が ら 、つねに「深

部」への働き を含む 」55。レヴィナスは「 愛撫は探求し探索す る 。愛

 
55  原⽥武『プル ースト  感 覚 の 織 り な す 世 界 』⻘⼭社、 2006 年 、
130 ⾴  
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撫は開⽰ す る志向性 で は な く 、探求す る志向性 な の で あ る 」56と 考 え

る 。 触 れ る こ と に よ っ て 、 あ た し を象る輪郭か ら あ た し は逸脱し 、

あ な たへと は み 出 し て い く 。 こ れ は あ な た の 内⾯への探求で あ る 。  

 

  あ な た の膝に⼿を乗せる の は  通じ合わ な い 体温全て を 感 じ た

い か ら  

                       aiko〈 恋 ⼈ 同⼠〉 

    

だ か ら あ な た の肌を 触 らせて よ  わ か ら な い か ら 触 らせて よ  

                        aiko〈 だ か ら 〉 

 

 こ こ で あ な た に 触 れ る 理由は 、 あ な た が わ か ら な い か ら で あ る 。

他者で あ る あ な た と の完全な合⼀ は 、 お互い に ⾃⼰を持つ ⼈ 間 で あ

る た め 、不可能な試み だ 。 あ な た を わ か り た い と願い な が ら も 、完

全に 理解す る こ と は で き な い 、 あ な た を所有し た い と思え ど も 、 あ

な た を⼿に⼊れ る こ と は つ い に叶わ な い 。  

〈 だ か ら 〉は 、「 あ た し は あ な た に な れ な い 」と 歌 い 、そ れ を ⾃ 覚

し 、 そ の わ か ら なさが あ た し を 時 に悲し ませる が 、 だ か ら こ そ 楽 し

 
56  レヴィナス『全体 性 と無限』合⽥正⼈訳、 国 ⽂社、 1989 年 、
289 ⾴  
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い の だ と 、 お互い の他者性 が他者性 の ま ま あ り 続 け る こ と を肯定す

る よ う な 歌 で あ る 。  

た だ 、 あ な た の こ と を決し て解る こ と が で き な い と 理解を放棄す

る の で は な く 、解ら な い か ら こ そ 、 あ な た の深部へ働き か け 、 内部

を追求し よ う と す る試み で あ る接触 を図る 。接触⾏為は お互い の 存

在 を侵⾷し合い 、 ひ と つ に な っ た か の よ う に 感 じさせる が 、決し て

実際に あ な た と の完全な融合は叶わ な い 。 し か し 、レヴィナスの他

者論 をふま え て 、屋良朝彦は 「他者は 感 じ ら れ る も の で あ る だ け で

な く 、わ た し か ら 分 離 し た 感 じ る者と し て 現 れ て く る の で な け れば、

わ た し の官能を煽ら な い 」57と い う 。あ た し が あ な た に強く惹き つ け

ら れ る の は 、あ な た が「 あ な た 」と い う絶対的 な他者で あ る か ら だ 。

わ か ら な い か ら こ そ 、 あ た し は あ な た を求め る 。 あ た し は 、 わ か ら

な い あ な た に少し で も わ か り た い と い う願い を 、 あ な た と の 触 れ あ

い に 託 し て い る の だ 。  

 

あ た し の五官  

 こ れ ま で aiko の 描 く 触 覚 体 験 に つ い て述べ て き た が 、他の五感 に

つ い て検討に移ろ う 。aiko は あ た し の五感 に つ い て こ の よ う に 歌 っ

 
57  屋良朝彦、 前 掲 書 、 117 ⾴  



 
 
56 

て い る 。  

 

  嫌な こ と だ け⾒え な い ⽬ と悲し い こ と は聞こ え な い⽿  そ ん な

も の あ る は ず な い し そ ん な も の な ん て欲し く も な い  あ な た の

匂い を ⼤好き な  あ な た の 体 を ⼤好き な  あ た し の⿐と こ の唇

そ れ で ⼗ 分 だ っ た の  

                       aiko〈何時何分 〉 

 

  嫌な こ と悲し い こ と を⾒え る ⽬聞こ え る⽿  あ な た の匂い 愛 し

く吸い込む⼝  指先は 愛 の塊  あ た し だ け の す べ り台  

                       aiko〈染ま る夢〉 

 

 ま と め る と 、 ⽬ と⽿は 「嫌な こ と 」 や 「悲し い こ と 」 を捉え て し

ま う も の 、⿐と唇（⼝）は あ な た の匂い や 体 、 ⼤好き な あ な た を 体

内 に取り⼊れ る も の 、 そ し て あ な た に 触 れ る も の と し て指先が ⽰さ

れ て い る 。 つ ま り視聴覚 は あ た し が求め て い な い 情報を あ た し に与

え悲し ませる も の 、嗅覚 ・味覚 ・ 触 覚 は あ な たへの 愛 の 感 覚 な の で

あ る（〈何時何分 〉の「唇」は あ な た に 触 れ る も の と し て の「唇」で

あ り 触 覚 と し て機能し て い る と も 考 え ら れ る）。触 覚 は上述し て き た

よ う に 、 あ た し に確実性 と あ な た の 内部への追求を可能に す る も の
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と し て機能し て い る 。〈染ま る夢〉に お い て 触 覚 の 代 表 と し て「指先」

が提⽰され て い る 。無論 、指先は わ れ わ れ が何か に 触 れ る と き に 最

も使⽤す る部位で あ り 、世 界 と ⾃⼰と の媒介物 と ⾔ っ て よ い だ ろ う 。

他の部位に⽐べ て 触受容器の密度も か な り⾼く な っ て お り識別能⼒

も優れ て い る 58。同様に〈何時何分 〉に 現 れ る「唇」も ま た識別能⼒

の⾼い部位で あ り 、 や は り 触 覚機能が強調され る 。さら に 、指先は

クリトリスやペニス、 ⾜ の裏や乳⾸と並ん で 、 性 感 と関わ り を も つ

受容器で あ る マ イスナー ⼩ 体 とパチニ正体 を 多 く持つ部分 で あ る と

⾔ わ れ て お り 、指先は 性 感帯の ひ と つ で あ る こ と か ら も 、「 愛 の塊」

と 表 現され て い る こ と は頷け る 59。   

 あ た し の五感 の 表 現 を み る と 、 あ な た と の 触 れ あ い に お い て は視

聴覚 よ り も他の 感 覚 が重要視され て い る よ う に 考 え ら れ る 。し か し 、

五感 の 序列と し て ⼀般的 な受け⼊れ ら れ⽅と し て は視覚 と聴覚 は精

神的 な役割を担え る 「⾼次 」 の 感 覚 で あ り 、嗅覚 ・味覚 ・ 触 覚 は動

物 的 な「低次 」の 感 覚 だ と 考 え ら れ て い る場合が 多 い 60。だ が 、aiko

は 「 ⼤好き な 」 あ な た を 感知す る た め の も の と し て 、⿐と⼝唇を位

置づけ る 。 あ た し の嗅覚 と味覚 が ど の よ う に あ な た と の か か わ り の

 
58  ⼭⼝創、 前 掲 書 、 45 ⾴  
59  同 書 、 175 ⾴  
60  原⽥武、 前 掲 書 、 13 ⾴  
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中 で は た ら く の か を注⽬ す る必要が あ る だ ろ う 。 そ の 前 に 、改め て

「 ⽬ 」と「⽿」が ど う し て「嫌な こ と 」「悲し い こ と 」を捉え る も の

と し て 表 現され る の か を視聴覚 の 特 性 を通じ て 考 え て み た い 。  

 

「悲し い 」視覚 と聴覚  

 五感 を通じ て獲得され る 情報量のほぼ８０パーセン ト以上が視覚

に よ る も の で あ り 、 ⽬ は弁別 と 分析と判断の道具と し て 今 ⽇ の社会

を ⽣ き る上で 最有⼒の器官で あ る と い う 61。視覚 と聴覚 は 主 体 と対

象に距離 が あ っ て も働く 感 覚 で あ り 、直接対象と 触 れ合わ な く て も

遠く か ら聞い た り⾒た り す る こ と で認識が可能で あ る 。 そ の視聴覚

情報を 主 に私たちは外部の 世 界 を認識し て お り 、 ⼈ 間 の意識は そ の

情報を も と に「客観的 に ⾃⼰に有利な意思決定」62を⾏お う と す る 。  

 視覚 は そ の “客観性 ”ゆ え 、「冷た い 」と評され る こ と も あ る 。シ ャ

ンタル ・ ジ ャケは 「嗅覚 は 内⾯性 と深さの 感 覚 」 だ と 主 張 す る ⼀⽅

で視覚 は「 物 の 表⾯に留ま る 」感 覚 で あ る と い う 63。ロラ ン・バ ル ト

は 、「写真を よ く⾒る た め に は 、写真か ら顔を上げて し ま う か 、ま た

は ⽬ を閉じ て し ま う⽅が よ い 」 と い い 、客観性 に左右され る視覚 か

 
61  同 書 、 14 ⾴  
62  傳⽥光洋、 前 掲 書 、 148 ⾴  
63  シ ャ ンタル ・ ジ ャケ『匂い の哲学―⾹り た つ美と芸術の 世 界 』
岩崎陽⼦監訳、北村未央訳、晃洋書店、 2015 年 、 98 ⾴  



 
 
59 

ら逃れ 、 ⽬ を閉じ る こ と で絶対的 な 主観性 が得る こ と が で き る と 考

え た 64。原⽥は「視覚 の冷たさ、性急さを 中 和 し 、根拠の な い客観性

の呪縛か ら逃れ る た め に 」、「 よ り ⾝ 体 に近く密着し た 感 覚 の働き 」

が 今 ⽇ で は求め ら れ る と 説 い た 。  

 こ の よ う な視覚 や聴覚 は 、 ど の よ う に し て あ た し を悲し み に導く

の か 。  

 

怪し い認識  

あ た し は認識の 中⼼的役割を担う あ な た の視覚 に映る こ と を願っ

て い る 。  

 

  答え は既に⾒つ か っ て い る  あ な た の そ の ⽬ に映し て欲し い だ

けさ  声を掛け て み よ う 触 れ て み よ う  胸が鳴り始め た  愛 に

…  

                    aiko〈 そ の ⽬ に映し て 〉 

 

 こ の 曲 は 、「遠く で⾒て ま す か ら声は掛け ません が以上も以下も な

く た だ想っ て い ま す 」 と い うフレーズを含み 、 あ た し が あ な た に対

 
64  ロラ ン ・ バ ル ト 『明る い部屋  写真に つ い て の 覚 書 』花輪光
訳、 み す ず 書 房 、 1985 年 、 67 ⾴  
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し密か に 恋⼼を 抱 い て い る様⼦ が 歌 わ れ る 。「以上も以下も な く 」想

っ て い た あ た し が 最 初 に 抱 い た欲望は 、 あ な た の ⽬ に あ た し を映し

て も ら う こ と で あ る 。視覚 は意志と密接な関係を もち、認識の 第 ⼀

歩と な る 「 そ の ⽬ に映され る こ と 」 は 、 つ ま り あ た し と あ な た の関

係の始ま り で あ る 。し か し 、「 そ の ⽬ に映し て 」と い う欲望は や は り

⼀歩⽬ で あ り 、 次段階の欲望のステ ー ジ は 「声を掛け て み よ う 触 れ

て み よ う 」へと移⾏す る 。あ た し と あ な た の関係が深ま る に つ れ て 、

あ な た を認識す る た め の必須の 感 覚 と し て の視覚 の地位は揺らぎ始

め る 。  

 

  ⽬ を開け た ら あ な た だ け が い る  ⽬ を閉じ る だ け で浮か ん で く

る  

                      aiko〈夢⾒る隙間 〉 

 

  離 れ ら れ ず に 離 れ た く て も ⽬ を閉じ て も閉じ な く て も あ な た だ

ら け   

                       aiko〈プラ マ イ 〉 

 

 あ た し は ⽬ を閉じ て い て も あ な た が “⾒え る ”よ う に な る 。 こ こ で

は も は や “正し い認識 ”を⾏う視覚 は 存 在 し な い 。常に あ な た が浮か
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ぶ状態で あ る あ た し に 、 あ な た を捉え た の は 本当に 「 ⽬ 」 で あ る か

の確証は な い 。 あ た し に と っ て は ⽬ を閉じ て い て も開け て い て も あ

な た の視像は変わ ら な い 。 こ こ で視覚 の客観性 ・信頼性 に疑念が ⽣

ま れ て く る 。  

 

  何億光年向こ う の星も  肩に付い た ⼩さなホコリも  すぐに⾒

つ け て あげる よ  こ の ⽬ は少し ⾃慢な ん だ  時 に は⼼の奥さえ

も  ⾒え て し ま う も ん だ か ら  頬は 熱 く な っ て  た ま に悲し く

も な っ た  

  （中略）  

  交差点で君が⽴っ て い て も  も う 今 は⾒つ け ら れ な い か も し れ

な い  君の優し い 流 れ る茶⾊い髪に も  気付か な い程涙に か す

ん でさら に  ⾒え な く な る全て  

                     aiko〈 ア ンドロメダ〉 

 

 〈 ア ンドロメダ〉 で は あ た し の 「 ⽬ 」 が あ な た と の関係に よ っ て

変わ っ て い くさま を 描 い た 曲 で あ る 。 あ た し の ⽬ は あ な た に対し て

⾮常に敏感 で あ る 。⾒え過ぎて し ま う あ た し の 「 ⽬ 」 は 時 に悲し い

こ と を伝え る 。「⼼の奥」を実際に⾒る こ と は不可能で あ る が 、あ な

た に 現 れ た反応や仕草か ら読み取っ た 「⼼の奥」 を⾒た の で あ る 。
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既に述べ た こ と を繰り返す が 「 あ ら ゆ る 「⼼」 な る も の は 、何ら か

の ⾝ 体 表 現 と し て ⽰され な い限り 、他者と共有され る形態を も た な

い 」65の だ 。視覚 的 に（ま た は聴覚 的 に）捉え た あ な た の振る舞い（や

⾔ 葉）が 時 に あ た し に悲し み を も た ら し て い る 。「悲し い こ と嫌な こ

と⾒え る ⽬（聞こ え る⽿）」と 表され る こ と は こ の こ と に も由来 す る

だ ろ う 。 ⽬ は外部の 世 界 の認識の役割を担う も の 、 つ ま り あ た し と

あ な た の 世 界 の外部か ら の 情報を捉え て し ま う 。 バ ル ト は 「 恋 愛 の

繊細に と っ て は 、 事実と い う も の は す べ て 、 な に か し ら攻撃的 な と

こ ろ を そ な え て い る 」66と指摘す る が 、外部の客観的（に みせか け た）

事実（上述し た 〈 今度ま で に は 〉 に お け る 「 ⼀度だ け違っ た顔」 の

よ う な）を捉え る 「 ⽬ 」 は や は り あ た し に 「悲し い こ と嫌な こ と 」

を与え て し ま う 感 覚 な の だ 。  

 〈 ア ンドロメダ〉 に お い て あ た し と あ な た の 物 理 的 に も⼼的 に も

距離 が 離 れ て し ま っ た関係に お い て 、「 ⾃慢」で あ る は ず の あ た し の

⽬ は あ な た の全て を映さな く な っ て し ま う 。視覚 は 、知性 と密接な

関係を持つ た め 、 あ な た を拒否し た脳が視像を歪曲 し て し ま っ て い

る の だ 。そ し て 、あ な た は つ い に視界 か ら消え て し ま う 。〈 ア ンドロ

メダ〉 で は 、変わ っ て し ま っ た 「視覚 」 と対照的 に 、願っ て も 「変

 
65  ⼩浜逸郎（ 2004）、 前 掲 書 、 115 ⾴  
66  ロラ ン ・ バ ル ト（ 1980）、 前 掲 書 、 210 ⾴ 211 ⾴  
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わ ら な い 」 触 覚 的記憶が 描写され て い る 。  

 

  あ た し の髪が ゆ れ る距離 の息遣い や き つ く握り返し て く れ た⼿

はさら に消え な く な る の にね  

                     aiko〈 ア ンドロメダ〉 

 

 あ た し の視覚 は 、 あ な た を も う⾒た く な い と い う あ た し の 内 在 す

る意志に よ り操作を受け る が 、 あ な た の 感 触 は す で に も う あ た し の

体 に刻印され て い る 。視覚 的 な記憶は 、 あ た し の拒絶に よ り探す こ

と が で き な い が 、 触 覚 的 な記憶は探さず と も す で に 体 に 在 る の だ 。

愛 の 感官と し て は 、 ⽬ よ り も 触 覚 が優位づけ ら れ て い る こ と が わ か

る 。  

視覚 は 、 ⼆ ⼈ の関係の 最 初 の段階に お い て 「認知」 す る た め の重

要な知覚 と し て機能し て い る が 、 あ た し と あ な た の 愛 の関係に お い

て 、あ な た を 感知す る 感 覚 と し て の地位は揺ら い で い る 。ちな み に 、

上述し た 体 の部位の登場数 が 最 も 多 い も の は 「 ⽬ 」 で あ っ た が 、 そ

こ に 表 現され て い る 「 ⽬ 」 は純粋に何か を映す 「 ⽬ 」 で は な い も の

と し て の 表 現 も 多 い 。 aiko は⼼の 中 や頭の 中 を 、⽐喩と し て 「 ⽬ の

奥」と 表 現 す る こ と が 多 い 。（「 あ な た の ⽬ の そ の奥を知り た く な い 」

〈 間違い探し 〉、「嘆き のキスに気付い て た だ ろ う  知っ て い て も認
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め た く な い優し い ⽬ の奥」〈嘆き のキス〉）視覚 は 、 ⽬ に映っ た も の

を客観性 の あ る 事実と し て差し 出 す が そ れ が 「真実」 で あ る と は限

ら な い 。 バ ル ト が写真を よ く⾒る た め に ⽬ を閉じ る よ う に 、歪曲さ

れ た視像に は映ら な い 、 ま た隠され て し ま っ て い る 「真実」 を映す

も の と し て 、「 ⽬ の奥」 と 表 現 が 現 れ る 。 そ の こ と は 、「 ⽬ 」 は あ く

ま で 表層的 な 世 界 を映し て い る に過ぎな い と い う こ と を暗⽰ し て い

る よ う だ 。  

 

あ な た の 「声」   

で は 、 あ た し の 「聴覚 」 は ど う だ ろ う か 。聴覚 は環境の変化 を察

知す る た め に使わ れ 、外部か ら の状況を提供す る 感 覚 で あ る 67。視覚

と と も に 、外部の 世 界 を認識す る た め の重要な 感 覚 と し て扱わ れ て

き た 。そ の た め 、「 ⽬ 」と 同様に 事実を与え る も の と し て「悲し い こ

と嫌な こ と 」 が 「聞こ え る⽿」 と 表 現され て い る の だ 。  

 し か し 、 あ な た の 「声」 は あ た し の 愛着の対象で あ る 。 ⼈ 間 の喉

か ら 発され る聴覚 的 存 在 で あ る声は 、メ ルロ＝ポ ン ティに よ れば「 よ

り い っ そ う軽や か で い っ そ う透明な も う ⼀ つ の ⾝ 体 」 68で あ る よ う

 
67  傳⽥光洋、 前 掲 書 、 141 ⾴  
68  メ ルロ＝ポ ン ティ『⾒え る も の と⾒え な い も の―付・研究ノー
ト 』 み す ず 書 房 、 200 ⾴  
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に 、「声」と は あ な た と 同 ⼀ 化 す る も の で あ り 、あ た し は あ な た の声

に あ な た を想う 。  

 

  少し癖の あ る あ な た の声⽿を傾け  深い安らぎ酔い し れ る あ た

し は かぶと む し       

                      aiko〈カブト ム シ 〉 

  

あ な た と 同 ⼀ 化 し た あ な た の声は 、 ⾳ と し て あ た し の⽿か ら 体 内

に侵⼊す る 。 そ の 内部への浸透性 ゆ え 「深い安らぎ」 を も た ら す も

の と し て 存 在 し得る 。さら に 、 aiko は⾒え な い も の に ま で も 触 感 を

与え よ う と す る 。  

 

  ⾒違え る程き れ い に な ら な い で  陽射し の強い ⽇ の ま つげの影  

少し か す れ た声を 触 っ た  す べ て を包み込ん だ僕の腕  

                        aiko〈 も っ と 〉 

 

 「声」 は 触 る こ と の で き る も の で あ り 、 抱 き し め る こ と の で き る

も の と し て ⽰され て い る 。aiko の⾒え な い も の に 触 ろ う と す る そ の

表 現 に よ っ て 、声は あ た し の 愛撫の対象と な る の だ 。  
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  明⽇ は 愛 に変わ り ま す よ う に  願っ て眠ろ う と し た頃  い つ も

そ う  あ な た の声が す る ん だ か ら  

                    aiko〈格好い い な 〉 

 

  聞こ え な い は ず の声が す る  体 中 が痺れ て く裂け て く   

                     aiko〈キョウモハレ〉 

 

 し か し 、あ な た の声は 時 に幻聴と し て や っ て く る 。「 ⽬ を閉じ て も

閉じ な く て も あ な た だ ら け 」 の状態と 同 じ で あ り 、 あ な た は 存 在 し

な い の に 「声が す る 」 の で あ る 。聴覚 も視覚 と 同様、 理 性 的認識を

つ かさど る 感 覚 で あ っ た が 、確実性 の あ る 感 覚 と し て の地位は危う

く な る 。そ も そ も 、「声」と は バ ル ト に よ れば「 愛 す る ⼈ の消失を実

証」 し 、「 たちまちに し て記憶と 化 す も の 」 で あ り 、「死ぬこ と こ そ

が声の 特 性 」 だ と い う 。声は 「消え去っ て のちに 、 は じ め て 存 在 し

う る も の 」な の だ 69。声を 感知し た と き に は 、す で に声は 存 在 し て お

ら ず 、頭の 中 に記憶と し て ⽣ き る も の と な る 。 そ の た め に 、声は脳

内 に お い て い つ で も再⽣可能な の で あ る 。 し か し 、記憶と 化 し た声

は あ な た の「消失を実証」させる 。脳内 に こ だ ま す る声、「聞こ え な

 
69  ロラ ン ・ バ ル ト（ 1980 年）、 前 掲 書 、 171 ⾴  
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い は ず の声」は あ た し に あ な た の不在 を伝え る悲し い声な の で あ る 。 

 あ た し に と っ て 「声」 と は 、 aiko の⾒え な い も の を 触 れ よ う と す

る試み に よ っ て 愛撫の対象と な り得る が 、 そ の声は す で に死ん だ も

の で あ り 、必ず し も あ な た の 存 在 を 語 る も の で は な い 。⾒え な い も

の が⾒え た り 、聞こ え な い も の が聞こ え た り す る よ う に 、⽿も ⽬ と

同様に と き と し て誤り を ⽣ む 。 そ れ は あ な た を 愛 す る う え で 、確実

性 を も た らさな い 、不安の源泉と し て機能し て し ま う 。客観性 を装

っ た 事実を与え 、あ な た の 存 在 を 語 る こ と の で き な い「 ⽬ 」と「⽿」

は 、 時 に あ た し に 「悲し い こ と嫌な こ と 」 を差し 出 す 感 覚 で あ る の

だ 。  

 

愛 の 感官で あ る 「⿐」 と 「⼝」  

そ れ ら ⽬ と⽿と対に な る よ う に 、 あ な た を 愛 す る た め の道具と し

て 描 か れ た⿐と⼝唇で あ る が 、 なぜそ れ ら は そ う な り得る の だ ろ う

か 。  

 

  降っ た⾬と ⼀緒に 流 れ た あ な た の味と に お い は あ た し の気持ち

だ け 置 い て い っ てさ  ⼿を⼊れ て掴ん で持っ て帰っ て よ  

                        aiko〈⾆打ち〉 
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 「 あ な た の味と に お い 」 は あ た し の あ な たへの気持ちを喚起させ

る も の と し て 現 れ て い る こ と が わ か る 。 あ た し は そ の喚起を望ん で

お ら ず 、 む し ろ 「掴ん で持っ て帰っ て 」欲し い も の だ 。 し か し⾆の

上や喉、⾐服や 体 に付着し た ま ま残っ て し ま う味と匂い は 、 あ た し

の そ の意志と は裏腹に 、無意識的 に気持ちを起こさせる 。味覚 と嗅

覚 は 、無意識裏に あ た し の 内部を動か す⼒を持つ も の と し て 描 か れ

る 。  

 味覚 と嗅覚 は 、知覚 す る た め に は刺激と直接的 に 触 れ合わ な け れ

ばな ら ず 、そ の た め 感 情 的 か つ親密な も の だ と 考 え ら れ て い る 70。プ

ル ースト は嗅覚 と味覚 は過去を再現 す る も の と し て他の 感 覚 よ り も

優れ て い る と 考 え て い た 。  

 

  ⻑ い あ い だ魂の よ う に残っ て い て 、ほか の す べ て の も の が廃墟

と 化 し た そ の上で 、思い浮か べ 、待ち受け 、期待し て い る の だ 、

そ の匂い と味のほと ん ど 感 じ ら れ な いほど の し ず く の上に 、 た

わ む こ と な く⽀え て い る の だ 、 あ の巨⼤ な思い 出 の建物 を 71 

 

 
70  キャロリン ・パーネル 、 前 掲 書 、 100 ⾴  
71  マ ルセル ・プル ースト 『失わ れ た 時 を求め て１  第 ⼀篇  スワ
ン家の⽅へⅠ』鈴⽊道彦訳、 集英社、 1996 年 、 92 ⾴  
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 匂い と味は 「鮮や かさ、持続⼒、⾮物質性 、正確さな ど の よ っ て

強⼒な遠い思い 出 の⼒を保持」72し て い る た め 、知的 な思索に よ っ て

思い 出され る記憶よ り も鮮明な ま ま の過去を差し 出 す 。  

 

  あ な た の両⼿は⽑布  許し て く れ る な ら  強く壊れぬ様に  思

い 出 の帰る温か い匂い と共に 抱 き し め てほし い  

                     aiko〈星の な い 世 界 〉 

  

  睫⽑を通り堕ちるドロップ  唇に 触 れ て味は苦い  忘れ ら れ な

い  恋 の味よ…  

                     aiko〈 こ んぺい と う 〉 

 

 aiko の 歌 詞 に お い て も匂い と味は記憶と の関係が深い 。〈星の な

い 世 界 〉 で は あ な た と の思い 出 、 あ な た と い う 存 在 は あ な た の匂い

に よ っ て想起させら れ る も の と し て 描 か れ 、〈 こ んぺい と う 〉で は直

接的 に⾆の上で 感知し た涙の味を 「 恋 の味」 と し て記憶され る 。 の

ちに詳述す る が 、匂い は あ な た ⾃ ⾝ を想起させる も の で あ り 、味は 、

「 恋 の味」 や 「 愛 の味」 と 表 現 す る こ と が 多 い よ う に 、 あ た し と あ

 
72  シ ャ ンタル ・ ジ ャケ、 前 掲 書 、 119 ⾴  
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な た の 恋 愛 を 感 覚 的 に捉え た と き に そ れ を指し ⽰ す た め に選ばれ る

⾔ 葉 が 、「味」 と な る の だ と 考 え ら え る 。  

 

匂い と⼼  

 あ た し の⿐は 、匂い だ け で は な くさまざま な も の を伝え る も の と

し て機能し て お り 、 あ た し の嗅覚 は⾮常に敏感 で あ る 。  

 

  ⼼な し か元気な い 時 は匂い で解る  ⿐の利く利⼝な⽝に も な っ

て あげる  

                     aiko〈⽩い服⿊い服〉 

 

  優し い ⼈ に 触 れ た 時 と 同 じ匂い  ⾹る隣で い つ ま で も ⽬ を閉じ

て座っ て た い  

                       aiko〈⽢い絨毯〉 

 

  ⾒透かされ て る⼼の果て は ど ん な匂い が す る の だ ろ う  知ら な

い場所も解っ て い る の で しょう  

                         aiko〈Aka〉  

 

 匂い は ⽂ 字通り の匂い だ け で は な く 、 そ れ以上の も の を伝え る も
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の と し て の意味を持ち、時 に あ な た の状態や優しさ、（〈Aka〉で は あ

た し の）⼼の 中 を捉え る も の で あ る 。  

嗅覚 は ⾔ 語 中枢と の 結合が貧弱な の だ が 、脳の 中 で記憶と 情動を

つ かさど る海⾺、側頭葉 な ど は嗅覚 中枢とコネクト し て い る の だ と

い う 73。た し か に 、あ る匂い を ⾔ 語 化 す る の に は いささか 困 難 で あ る

よ う に思え る 。 あ る と き嗅い だ匂い を 誰 か に伝え よ う と し て も 、 結

局は「 い い匂い 」だ っ た と か 、「臭い 」と か 、か な り限ら れ た 表 現 に

と ど ま っ て し ま う 。 あ た し が 感知し た匂い も 、具体 的 に そ の匂い を

語 ろ う と す る よ り も 、 あ な た の優しさを匂い と し て捉え る よ う に 、

⼼象⾵景は匂い と い う知覚 を介し て 描 か れ る こ と が 多 い 。匂い は 情

動を強く動か す⼒を持っ て い る た め 、⼼に作⽤す る⼒も ⼤ き い 。 ル

ソ ー は 「嗅覚 は想像⼒の 感 覚 で あ る 」 と し 、 そ の匂い ⾃ 体 が 「与え

る も の よ り も 、 む し ろ期待させる も の に よ っ て影響を及ぼす 」 と述

べ て い る 74。ホッブズは 、あ る嫌な匂い が他者か ら の匂い で あ れば嫌

悪の対象と な る が 、 ⾃ 分 ⾃ ⾝ か ら の匂い で あ れば嫌悪感 は な く 、 そ

の不快さは 、「不健全で あ る そ の匂い に よ っ て侵害され る と い う概念」

に よ る も の で あ る と 考 え る 75。単純に そ の匂い が快か不快か と い う

 
73  ⼭下柚実『〈五感 〉再⽣へ―感 覚 は警告す る 』岩波書店、 2004
年 、 6 ⾴  
74  ル ソ ー 、 前 掲 書 、 252 ⾴  
75  ト マス・ホッブズ『哲学原論／⾃然法お よび国家法の原理 』伊
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だ け で な く 、他者と の関係が そ こ に は関わ っ て い る の だ 。匂い の知

覚 は 、 ⾃ ⾝ の想像⼒に よ っ て左右され る も の で あ り 、嗅覚 は 主観的

な 性格が強い こ と が わ か る 。嗅覚 と は 、 ⼈ の 内⾯性 と深く関わ る 感

覚 な の だ 。  

嗅覚 に よ っ て⼼象⾵景を 描 く こ と で 、 そ の 描写は や は り 主観性 を

帯びる 。「元気が な い 時 の匂い 」も「優し い ⼈ の匂い 」も「⼼の果て

の匂い 」 も当の 本 ⼈ に し か解り得な い 。 こ の 歌 詞 を読む ⼈ す べ て か

ら等し く ⼗ 分 な共感 を得る こ と は で き な い の で は な い か 。嗅覚 に よ

る 描写は 「 あ た し だ け が知っ て い る 」 あ な た と の か か わ り を 描 こ う

と す る aiko の 歌 詞観を よ く 体 現 し て い る と も ⾔ え る 。  

 

嗅覚 が差し 出 す 「 あ な た 」  

 

  か す か に残っ たニオイ が か す っ て  い つ ま で経っ て も涙が⽌ま

ら な い よ  こ こ に あ な た が い ればなぁ  こ ん な あ た し を笑い⾶

ばし た よね  

                      aiko〈⾚い ラ ンプ〉 

 

 
藤宏之・渡部秀和訳、柏書 房 、 2012 年 、 1184 ⾴  
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  ふと道で⾹っ て た 同 じ匂い に こ の ま ま  倒れ て し ま い そ う だ っ

た  

                      aiko〈 愛 の しぐさ〉 

 

 〈⾚い ラ ンプ〉 で は ⾃ 分 の⾐服や肌に付着し て い た あ な た の匂い

に 、〈 愛 の しぐさ〉で は突然現 れ た あ な た の匂い に 、あ な た を思い 出

す 。 こ こ で は匂い の 発 ⽣ も 、匂い の 感知も 、当⼈ の意志に反し て作

動し て い る 。当⼈ の意志が介在 し な い こ と が あ た し の持つ あ な た の

記憶を強制的 に再現させる 。 あ な た の匂い は 、 あ な た そ の も の を 現

前させる 。 サ ル ト ル は 『ボードレー ル 』 で 、 ⾝ 体 か ら放た れ る匂い

を嗅ぐこ と は 、「⾁体 そ の も の を吸い込む こ と 」で あ り 、つ ま り そ の

「 最 も秘密の実体 」を 、「 本 性 」を 、所有す る こ と で あ る と い う 。そ

し て あ る⾁体 の匂い は 、「⾮⾁体 化され 、気体 」と な っ た「揮発 性 の

精神に な っ た ⾝ 体 」で あ る と明ら か に し て い る 76。⾝ 体 か ら 発散され

る匂い は 、 そ の ⼈ の 内奥に あ っ た も の が 表⾯化 し た も の で あ り 、 そ

し て そ れ は決し て ⽬ に⾒え る こ と の な い 、 そ の ⼈ の秘密の部分 だ 。

し か し 、そ の ⼈ の親密な部分 に侵⼊し て も 、そ れ は あ く ま で「気化 」

し た も の で あ り 、真に所有す る こ と は で き な い 。 そ れ は そ の ⼈ の幻

 
76  サ ル ト ル 『ボードレー ル 』佐藤朔訳、 ⼈ ⽂ 書院、 1956 年 、 140
⾴  
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の ⾝ 体 で あ り 、「親密性 の儚い痕跡」 77な の で あ る 。  

さら に 、匂い は そ の ⼈ の 内奥か ら 発散され る 、 よ り親密な も の で

あ る と 同 時 に 、嗅覚 と い う 感 覚 が も た ら す記憶の⼒に よ っ て 「 あ な

た 」 は よ り鮮明な も の と な る 。嗅覚 は 、 ⽬ に⾒え ず消え や す い そ の

性質の た め意識的 な保存 が不可能で あ る 。 し か し 、 そ れ ゆ え 「知性

に よ る選別 や歪曲 の⼿を の が れ 、無疵な ま ま⼼の奥深く で保持され

る こ と が で き る 」78た め 、嗅覚 に よ る記憶は ま る で真空パックで そ の

ま ま保存 し た か の よ う な新鮮さで過去を思い 出 す こ と が で き る の だ 。

プル ースト が 説 い た ⾝ 体 的 な 感 覚 、 特 に嗅覚 や味覚 を 触媒と し た無

意志的記憶は 、 表⾯的 な イ メ ー ジ だ け で は な く そ れ に伴う 感 覚 や 感

情 も浮かび上が らせる が 、 そ れ は不意に 現 れ る も の で あ り 、意識的

に捜索す る こ と は で き な い も の だ と い う 79。  

 あ な た の匂い は そ の親密な 性質と嗅覚 の記憶の再現⼒の⾼さに よ

っ て あ た し の 前 に あ な た を 現 わ す 。 し か し 、 ど れほど あ な た を 感 じ

よ う と匂い を吸い込も う と も あ く ま で そ れ は 「⾁を失い気化 」 し た

幻の あ な た な の だ 。〈⾚い ラ ンプ〉や〈 愛 の しぐさ〉で 、あ た し の⿐

に突然届く あ な た の匂い は 、無慈悲に も幻の あ な た を連れ て 来 る 。

 
77  シ ャ ンタル ・ ジ ャケ、 前 掲 書 、 57 ⾴  
78  原⽥武、 前 掲 書 、 67 ⾴  
79  ア ン ・ホワイ トヘッド『記憶を めぐる ⼈ ⽂学』 三村尚央訳、彩
流社、 2017 年 、 143 ⾴  
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倒れ て し ま うほど 、 あ な た と 同 じ匂い は あ た し に強烈に あ な た を思

い起こさせる 。あ な た の匂い は 、あ な たへの欲望と 愛 を掻き⽴て る 。

し か し 、 そ の あ な た は幻で あ り 、 あ た し にせつ なさを残す 。匂い が

も た ら す ど う し よ う も な い 切 なさは 恋 す る者を ど れほど苦し ませ、

あ な た を 切望させる も の な の か 。  

 

性衝動を促す⾹り  

 し か し 、 あ な た の匂い を嗅ぐこ と は もちろ ん 切 なさだ け を連れ て

く る だ け で は な い 。 あ な た の ⾝ 体 か ら放た れ る秘密の匂い を直接的

に嗅ぐこ と は 、 性 的 な欲望も掻き⽴て る 。 そ も そ も ⼈ 間 の嗅覚 は快

楽 主義を帯びて い る と い う 80。快い匂い は 性 的 な魅⼒と 結ばれ る こ

と が しばしばあ り 、⾹⽔の使⽤も そ れ に由来 す る と こ ろ が ⼤ き い 。

aiko の 歌 詞 に お け る 第 三者と し て の 「 あ の ⼦ 」 は “⾹る ”存 在 と し て

（第 三者の 存 在 は稀で は あ る が）登場す る 。  

   

あ た し の 背 中越し に⾒て た  そ の ⽬ の⾏き先を  ⾹る あ の ⼦ の

⽢い瞳を⾒て い た の？⽢い仕草を⾒て い た の？  

                         aiko〈 ⼆ ⼈ 〉 

 
80  シ ャ ンタル ・ ジ ャケ、 前 掲 書 、 22 ⾴  
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  本当は受話器の隣  深い寝息を た て て る   バニラ の に お い が

す る t iny な⼥の ⼦ が い た な ん て  

 

                        aiko〈 ⼆ 時頃〉 

 

 あ た し の い わば「 恋敵」 で あ る 「 あ の ⼦ 」 は⽢い⾹り を放っ て い

る 。し か し 、実際に あ た し が嗅い だ こ と が あ る の か は定か で は な く 、

⽢い⾹り は あ な た を夢中 にさせる 性 的 な魅⼒を持っ た 存 在 で あ る こ

と を意味す るモチーフと し て 描 か れ て い る 。  

 快楽 主義的 性格を持つ⿐が好む も の と し て 「花」 の⾹り が あ る 。

そ れ は ⼈ を匂い の快楽へ誘う も の だ 。 aiko は 、 恋 愛対象を 、 ま た は

恋 愛 そ の も の を 「花」 と し て例え る こ と が 多 い 。  

 

  い つ か の花が咲い た  ⾹る の は君か ら か花びら か  

                     aiko〈ハナガ サ イタ〉 

 

  枯れ て い く季節に花が あ っ て  ず っ と鮮や か で⽴っ て い る か ら

摘ん で僕だ け の も の に し た く っ て  ちぎっ た所か ら⿊く な っ て  

                        aiko〈 も っ と 〉 
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  繰り返し て き た春に僕は い つ の ⽇ か ら か  隣に い る君じゃな く

違う花⾷べ た  

                    aiko〈ハニー メモリー 〉 

 

 「花」 に⽐喩され て い る の は 恋 愛対象で あ る 「君」 で あ る 。花の

も つ可憐な⾒た ⽬ 、放つ⽢い⾹り か ら も 、花は官能的 な イ メ ー ジ を

持っ て い る が 、「花」と例え ら れ る 恋 愛対象は 恋 愛 主 体 に と っ て官能

的 な誘惑に満ちた 存 在 な の で あ る 。さら に 、 恋 愛対象は 恋 愛 主 体 か

ら嗅覚 的 イ メ ー ジ に よ っ て認知され る 存 在 で あ る こ と も わ か る 。       

  aiko が 恋 愛対象と⾹り を たびたび結びつ け る こ と は 、⾹り が 性

的 な意味と密接し て い る た め で あ り 、 あ な た に 性 的 に魅了され る あ

た し に と っ て 、「⾹り 」 は 切 っ て も 切 り 離せな い対象な の で あ る 。  

 

「味」 の快楽  

 

  た と えばそ の胸  ⽿の う し ろ の に お い が の ど を通っ た な  

  ら  あ た し は あ な た な し で は ⽣ き て ゆ け な い 体 に な る だ ろ う  

                      aiko〈 恋堕ちる 時 〉 
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 あ た し に と っ て あ な た の匂い が あ な た を 愛 す る上で重要視され て

い る か述べ て き た が 、 こ の 歌 詞 も ま た あ な た の 「 に お い 」 が あ た し

に も た ら す作⽤を 描 く 。 あ な た の 「 に お い 」 を 体 内 に取り⼊れ る こ

と で 、 あ な た と い う快楽 に溺れ て し ま い 、 も う そ こ か ら は抜け 出せ

な く な る と い っ た 表 現 がされ て い る が 、 こ れ は嗅覚 的 で あ る と 同 時

に味覚 的 で も あ る 。  

 通常の嗅ぎ⽅と し て は⿐孔か ら匂い を吸い込む嗅ぎ⽅で あ る が 、

⾷べ 物 を味わ う際の嚥下（飲み下す）の動作に よ り 、 わ た し たちは

内 か ら外に⾹る匂い を嗅ぐと い う 、 ⼈ 間 特有の嗅覚 が あ る の だ 81。

「 に お い が の ど を通」 る と い う匂い の取り⼊れ⽅は⾷を味わ う と き

の嗅ぎ⽅に近い 。何か を味わ う た め に は匂い を 感知す る働き は必須

で あ り 、料理 が放つ匂い は⾷欲を そ そ らせる 。ブリヤ・ サヴァラ ン

は「嗅覚 の 参加な く し て味の完全な鑑定は あ り え な い 」と し 、「嗅覚

と味覚 は 結局の と こ ろ ⼀ つ の 感 覚 にほか な ら な い 」 と ま で 主 張 し た

82。匂い と味は⾮常に密接な関係を持っ て お り 、〈 恋堕ちる 時 〉で は

嗅覚 と味覚 は 同 時 に は た ら い て い る 。  

 
81  エイヴリー ・ギル バ ー ト 『匂い の ⼈類学―⿐は知っ て い る 』勅
使河原ま ゆ み訳、 ラ ンダムハウス講談社、 2009 年 、 135 ⾴  
82ロラ ン ・ バ ル ト 、ブリヤ＝サヴァラ ン 『 バ ル ト，〈味覚 の ⽣ 理
学〉 を読む  付・ブリヤ＝サヴァラ ン抄』松島征訳、 み す ず 書 房 、
1985 年 、７１⾴（ブリヤ・ サヴァラ ン 『味覚 の ⽣ 理学』 の部分 か
ら引⽤し た も の で あ る）  
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 バ ル ト は 「⾷事 は 内 的快楽 を誘発 」 す る も の で あ り 、味覚 に よ る

快楽 は「粘膜の秘部の す み ず み ま で広が る も の 」で あ る と 考 え た 83。

味覚 的 に あ た し の 体 内 に取り⼊れ ら れ た あ な た の 「 に お い 」 は ひ と

き わ強い快楽 を誘発させる た め 、 あ た し は そ の快楽 を味わ っ て し ま

えば戻れ な い と ⾃ 覚 す る の だ 。  

 

「 あ た し の も の に な っ た ら い い な 」  

 似た よ う な 表 現 がされ て い る も の が他に も あ る 。  

 

  何度も飲み込ん だキスが 体 の 中回る  

                      aiko〈キスが巡る 〉 

 

 キスが喉を通っ て 体 内 に巡る様⼦ は 、⾷事 に似て い る 。⾷べ る こ

と と は 、所有と消化 に よ っ て完成 に⾄る⾏為で あ る 84。飲み込ま れ 、

体 の 中 を回る と 表 現され る こ の 「キス」 は 、⾷べ も の と 同様に 体 内

に消化され て い る 。唇の接触 は「外な る他者を絶え ず 内へと う な が 」

す⾏為で あ り 、唇と は 「 わ た し たちの 内奥が露呈」 し た 「エロスの

 
83  前 掲 書 、 6 ⾴  
84  原⽥武、 前 掲 書 、 177 ⾴  
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場」で あ る と松浦寿輝は 考 え る 85。接吻の誘惑と は 、唇を通じ て あ な

た ⾃ ⾝ を 体 内 に取り⼊れ た い と い う欲望の 現 わ れ か ら な る も の な の

か も し れ な い 。あ な た を所有す る こ と は 、恋 愛 に お け る ⽬標で あ る 。

アウグスティヌスは 、 愛 す る と は な に か を欲求す る こ と で あ り 、 そ

の欲求と は 愛 の対象を所有し保持し た い と い う欲求で あ る と 考 え る

86。し か し 、上述し た よ う に 、他者を⼿に⼊れ る こ と は不可能で あ る 。

た だ 、 あ な た が絶対的 な所有が不可能な 「他者」 で あ る か ら こ そ 、

あ た し の官能は煽ら れ る の だ 。 あ な た を あ た し の も の に し た い と い

う願い は 、〈 だ か ら 〉で は あ な た を わ か り た い と「 触 れ る 」こ と に 託

し た 。〈キスが巡る 〉で は 、唇を通っ て あ な た を 体 内 に取り⼊れ る よ

う なキスを す る 。 こ の味覚 的 な あ な た の取り⼊れ⽅は 、探求と し て

の 触 覚 よ り も あ な た の匂い に よ っ て あ な た の 体 を 現 前させる は た ら

き に似て い る 。 し か し 、気化 し た匂い よ り 、 物質的 な形を も っ て飲

み込も う と す る 、味覚 的 な 、⾷事 の よ う に あ な た を 体 内 に吸収させ

よ う と す る⾏為に は 、 あ な た を所有し た い と い う欲望が よ り明確に

な る 。  

 

 
85  松浦寿輝『⼝唇論  記号と官能の ト ポス』⻘⼟社、 1985 年 、 20
⾴ ・ 21 ⾴  
86  ハンナ・ ア ーレン ト 『 アウグスティヌスの 愛 の概念』 千 葉眞
訳、 み す ず 書 房 、 2002 年 、 15 ⾴  
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頬の うぶ⽑も閉じ て る瞳も ⻑ い ま つげも  あ た し の も の に な っ

た ら い い な  な ん て 考 え て る  

                       aiko〈 あ の ⼦へ〉 

 

  ⾒つ め ら れ る 前 に あ た し が⾒つ め る  ねぇ気付い て  ほし く て  

近づい て 触 れ て あ な た の うぶ⽑に⼝づけ て み た い  

                      aiko〈 恋堕ちる 時 〉 

 

 あ た し は あ な た の 「 うぶ⽑」 や 「 ま つげ」 と い う部分 的 な場所に

欲望を 感 じ て い る 。 そ の よ う な細か い部分 ま で 、 あ な た の隅々ま で

を所有し た い と い う隠喩で も あ ろ う 。「 あ た し の も の に な っ た ら い い

な 」と い う所有願望の 現 わ れ が 、「 あ な た の うぶ⽑に⼝づけ て み た い 」

で あ る 。松浦寿輝が 、唇と は 「 存 在 の 内 と外と を繋ぐ蝶番」 で あ る

と い う よ う に 、唇を ま た い だ越境⾏為に よ り外部の も の を ⾃⼰に取

り⼊れ る こ と が可能と な る 87。あ た し の唇と は 、あ な た を あ た し の 体

内へ導こ う と す る場と し て機能す る 。 うぶ⽑を所有し た い と い う あ

た し の欲望は 「⼝づけ 」 に よ っ て果たされ よ う と し て い る 。  

 こ の唇に よ る あ な た の導⼊は 、 体 内への消化 と い う⾷事 に近い⾏

 
87  松浦寿輝（ 1985 年）、 前 掲 書 、 22 ⾴  
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為と 触 覚 的 な 触 れ る⾏為の どちら の は た ら き で あ る と も 考 え ら れ る

が 、よ り⾷事 的 な 、「味」や「⾷べ る 」と い う 表 現 が なされ る 歌 詞 も

み て み た い 。  

 性欲と⾷欲は 結びつ い て い る と しばしばい わ れ る 。味の知覚 は 性

的衝動に影響を及ぼす辺縁系と 結びつ い て い る と ⾔ わ れ て お り 88、

博物学者たちは 、 か ま き り の雌が交尾中 か そ の あ と に雄を⾷べ て し

ま う と い う習性 か ら 性欲と⾷欲の関係を 論 じ て い る 89。さら に 、ロジ

ェ・カイヨワは ⼈ 間 の 性交の際の 愛咬は 、 こ の か ま き り な ど に み ら

れ る⾏為の近似現象で あ る と 考 え る 90。 aiko の 歌 詞 に お い て も あ た

し が あ な た を噛む 描写は若⼲だ が 存 在 す る 。  

 

  あ な た の⾸筋に噛み つ い て絶対離 れ は し な い よ  呪⽂ の様に  

                       aiko〈 愛 の 世 界 〉 

 

  抱 き し め て く れ た 時  左肩を噛む と 「痛い なぁ」 と ⽬ を合わせ

て く れ る か ら  ま た や っ た  

 
88  リチャ ード・E・ サ イ トウィック、デイヴィッド・E・ イ ー グ ル
マ ン 『脳の な か の 万華鏡―「共感 覚 」 の め く る め く 世 界 』⼭下篤⼦
訳、河出 書 房新社、 2010 年 、 168 ⾴  
89  ロジェ・カイヨワ『神話と ⼈ 間 』久⽶博訳、せり か 書 房 、 1994
年 、 52 ⾴  
90  同 書 、 58 ⾴  
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                        aiko〈遊園地〉 

 

 こ の あ な た を噛む⾏為に⾷欲が混在 し て い る か は こ の 歌 詞 だ け で

は解釈で き ず 、〈 愛 の 世 界 〉で は「呪⽂ 」と例え て い る こ と か ら 、あ

た し の も の で あ る と い う印と も 考 え ら れ る し 、〈遊園地〉で は あ た し

の無邪気で構っ て欲し い が た め の 特 に意味も な い⾏為に も思え る 。

し か し 、 あ な た に噛み つ く こ と と い う恐ろ しさや狂気さえ 感 じ る⾏

為を 歌 詞 に お い て 描写す る ラブソ ン グ は少な い だ ろ う 。 そ の⾏為の

明⽰ 的 な ⾔及を し て い る と い う こ と はさら な る裏の意味の 存 在 を 感

じ ず に は い ら れ な い 。      

 

  ぬる く熟し た 恋 愛 を⾷べ る瞬間 は  あ な た と迎え た い  

                         aiko〈 恋 愛 〉 

 

  さまざま な⾊を⾷べ て花びら⾊に染ま っ た息は たちまち⼆ ⼈ を

繋ぎ思い が け な い⼒を く れ た  

                     aiko〈ふた つ の頬花〉 

 

  隣に い る君じゃな く て違う花⾷べ た  

                    aiko〈ハニー メモリー 〉 
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 こ れ ら は 、「⾷べ る 」と い う 表 現 が なされ た 歌 詞 の箇所で あ る 。〈 恋

愛 〉 に お け る 「ぬる く熟し た 恋 愛 を⾷べ る 」 と い う 表 現 は旧約聖書

に お け る 、アダム と イブが⾷べ た「禁欲の果実」を思わせる 。〈ふた

つ の頬花〉に お け る「さまざま な⾊」の指⽰ は定か で は な い が 、「 ⼆

⼈ を繋」い だ こ と 、aiko の 歌 詞 に お い て 性 的 な意味が付与され る「花」

を⽤い て い る こ と か ら 、 ⼆ ⼈ の 愛 を作り あげる よ う な経験 を意味し

て い る の だ ろ う 。〈ハニー メモリー 〉の ⼀節も ま た「君で は な い違う

⼥の ⼦ と 恋 愛 を し た 」 と い う の が ⼤ ま か な意味だ ろ う 。共通す る の

は 、「 恋 愛 」や 、ま た 恋 愛対象や 恋 愛経験 を「⾷べ る 」と 表 現され て

い る こ と だ 。「⾷べ る 」 こ と と 「 恋 愛 」 の繋が り が aiko の な か で 存

在 し て い る こ と が伺え る 。  

 さら に は上述し た よ う に 、 恋 愛 を 「味」 と し て 表 現 す る こ と も 多

い 。  

 

  ⽣ き て る限り何度も 触 れ て知る の  あ な た の あ た た か い味永遠

に  

                        aiko〈 ず っ と 〉 

 

  あ た し に と っ て あ な た の す べ て が 愛 の味  

                      aiko〈ナキ・ム シ 〉 
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 あ た し に と っ て 、 恋 愛 と は⾷べ る こ と の で き る 、味わ う対象と し

て ⽰され る 。「 恋 愛 」を味覚 的 に 表 現 す る こ と は 、性欲と⾷欲と の 間

に関わ り が あ る こ と 、 恋 愛 が あ な た を所有し た い と い う願望を持つ

営み で あ る こ と 、と関係が あ る と 考 え ら れ る だ ろ う 。⾷べ る こ と は 、

⼈ 間 の 内奥か ら の快楽 を も た ら す も の で あ り 、 恋 愛 も ま た ⾃ ⾝ の快

楽 を満た す側⾯と は 切 り 離せな い も の で あ る 。さら に 、⾷べ る こ と

は栄養を 体 内 に摂取す る こ と 、 つ ま り は所有の⾏為で あ り 、 恋 愛 に

つ い て も他⼈ を所有し た い と い う欲望が 恋 愛 主 体 に密か に 内 在 す る

も の だ 。 つ ま り 、 恋 愛 と は⾷べ る⾏為と近似し て い る と い え る だ ろ

う 。aiko が 、「 あ な た 」を 、ま た「 恋 愛 」を 、味覚 的 に捉え る こ と は 、

恋 愛 の 性質か ら 考 え る と頷け る も の で あ る 。 そ し て 、味覚 的 に捉え

ら れ た「 恋 愛 」は 、上述し た味覚 の も つ記憶を再現 す る⼒を借り て 、

よ り鮮明に あ な た と の 恋 愛 を あ た し に記憶させる こ と が可能と な る

の だ 。  

あ た し の⿐と⼝唇は 性 的 な快楽 を得る こ と と密接に 結びつ い た 感

官と し て 、あ た し と あ な た の か か わ り に お い て ⼤ き く機能し て い る 。

「 ⼤好き な 」 あ な た を 「 ⼤好き 」 た ら し め る欲望を探求す る 感官と

し て 、「 あ た し の⿐と こ の唇  そ れ で ⼗ 分 」だ と ま でされ る に⾄る の

だ ろ う 。  
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さら に 、「 愛 の塊」と 表され た「指先」＝触 覚 も含め 、そ れ ら は あ

な た と あ た し の境界 を越え る 、 ま た越え よ う と す る 感官で あ る 。 そ

こ に は 、 あ な た の 中へ侵⼊し た い 、 あ な た と交わ り た い 、 ひ と つ に

な り た い と い う 恋 愛 の 最 た る欲望が委ねら れ て い る 。 そ の よ う に 、

aiko の 歌 詞 に お い て 、⿐や⼝唇、指先は 、 愛 の 感官と し て は ⽬ や⽿

よ り も優位な も の と し て位置付け ら れ て い る 。  

 

あ た し の 感 覚 の ⾔ 語 化 と い う 挑戦  

 aiko の 歌 詞 に お け る 、 特 に 〈何時何分 〉 に お い て ⽰され て い た 感

官を頼り に 、 あ た し の 感 覚 が ど の よ う に あ な た と の か か わ り に つ い

て意味を 発 ⽣させ、機能を果た し て い る の か を探っ て き た が 、 そ れ

に よ っ て aiko が あ た し と あ な た の 世 界 を 描 く た め に 、い か に 感 覚 体

験 を頼り に し て い る か が わ か っ た 。  

 あ た し の 触 覚 は あ な たへの探求と 世 界 の確信と 、視聴覚 は認識と

時 に悲し み を 、嗅覚 と味覚 は あ な た の記憶と 性 的 な欲望を与え る も

の と し て 、あ な た と あ た し の か か わ り に お い て不可⽋な も の で あ る 。

「 感 覚 は 現 在 と い う 時 間相と不可分 に 結びつ い て い る 」 と篠原資明

は 考 え る 91。な に か を 感知し た こ の瞬間 は 、過去で も未来 で も な く 、

 
91  篠原資明『五感 の芸術論 』未来社、 1995 年 、 63‐63 ⾴  
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今 、 こ の 現 在 の 時 間 で し か な い 。 感 覚 体 験 は 現 在 を 現 在 た ら し め る

も の で あ る 。 aiko は あ な た と あ た し のふれ あ い の 時 間 を 、 感 覚 に よ

っ て 描 く こ と に よ っ て 、 あ な た と の あ の 時 間 を 今 現 在 に連れ て こ よ

う と し て い る 。 あ な た と の 時 間 を 、過去に閉じ込め ず 、 な ん と か 現

前させた い と願い が 、aiko を あ た し の 感 覚 の 表 現 に駆り⽴て て い る

の だ ろ う か 。 恋 愛 と い う精神の営為を 、⾒え な い 感 情 の交錯を 、 あ

た し の ⽬ で 、⽿で 、⽪膚で 、⿐と⾆で 、⾒え な い も の に 存 在 を与え

よ う と し て い る 。「 愛 」 は 熱 を帯び、「 ⾔ 葉 」 は 触 感 を持ち、味と匂

い で あ た し の想い は蘇る よ う に 、抽象的 な 事象を具体 的 に捉え よ う

と し て い た 。  

し か し 、 ど う し て も過去は過去で あ り 、 現 在 性 を保っ た ま ま あ の

瞬間 を導く こ と は不可能で あ る 。さら に は 、 感 覚 体 験 と は知性 的 な

⾔ 語 化 と は相容れ が た い 体 験 で あ る 。 し か し 、 そ の 感 覚 体 験 を ⾔ 葉

に し な け ればそ の 体 験 は閉じ込め ら れ た ま ま な の で あ る 。「 ⾔ 語 は あ

ら ゆ る経験 を顕在 化 す る⼒を持っ て い る 」92と屋良が い う よ う に 、⾔

語 化 す る こ と に よ っ て 初 め て そ の 体 験 は 「 こ こ 」 に 現 れ る こ と が可

能に な る 。  

そ も そ も個⼈ 的 な も の で あ る 「 恋 愛 感 触 が伝達機能を備え る ⾔ 葉

 
92  屋良朝彦、 前 掲 書 、 36 ⾴  
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と は 別 の位相に 在 る以上、 わ た し が あ な た の 感 触 を わ か る こ と は根

源的 に は不可能」93で あ る と 内 藤 千 珠 ⼦ は い う 。ま た 、松浦寿輝は 、

わ た し たちが ⽣ き る 現実は「〈知〉も観念も介⼊し え な い な ま な ま し

く も無媒介的 な ⽣ の環境」 で あ る が 、意味を伝達し よ う と す る瞬間

に そ の「 ⽣ の 時空」に「 ⾔ 葉 の濁流 が氾濫」し 、あ ら ゆ る も の が「命

名 し尽され た 表層的 な環境」 に な る 、 と述べ る 94。  

 わ た し たちが知覚 す る 感 触 は 、 ⾔ 葉 と は 存 在 す る 次元を全く異に

す る も の で あ る 。 わ た し たちが ⽣ き た あ の瞬間 を 現 出させよ う と す

る と き 、 こ の 次元の 狭 間 に捕ら わ れ て し ま う の だ 。  

 し か し 、屋良が「 表 現 の欲求は永遠に満たされ る こ と は な い 」が 、

「知覚経験 を 語 り お おせな い か ら こ そ 、 か え っ て 表 現 を動機づけ ら

れ る 」 と 考 え る よ う に 、 ⾔ 葉 を紡ぐ者は 、 ⾔ 葉 が氾濫す る 世 界 を知

る か ら こ そ 、 わ た し たちの ⽣々し い 現実を死なせな い た め の ⾔ 葉へ

の探求⼼を燃や し 続 け て い る の か も し れ な い 。  

aiko は 、「エロは⽋かせな い 」と ⾔ い 、あ た し と あ な た の「エロ」

の瞬間 、 そ の ⽣々し いふれ あ い の 「 そ の瞬間 にギリギリま で近づい

て 」、「 そ の 時 に 感 じ た こ と を 覚 え て お き た い か ら 歌 詞 に し て い る 」

 
93  内 藤 千 珠 ⼦ 、 前 掲 書 、 20 ⾴  
94  松浦寿輝（ 1985 年）、 前 掲 書 、 199 ⾴  



 
 

89 

と 語 る 95。  

あ た し の 感 覚 体 験 を 、 あ た し で は な い他者に伝え る こ と は 本質的

に叶わ な い こ と で あ る 。 し か し 「 あ た し の髪が揺れ る距離 の息遣い

や き つ く握り返し て く れ た⼿」（〈 ア ンドロメダ〉）の 感 触 こ そ が 、恋

愛 を 描 く aiko に と っ て 愛 し く儚い 最 も ⼤ 切 な瞬間 で あ り 、最 も 現 在

に ま で導き た い瞬間 な の で あ る 。aiko は 、22 年 の 歌⼿活動を経て も

依然と し て 感 覚 体 験 の 歌 詞 化 を や め な い 。叶わ な い願い だ か ら こ そ 、

完全に ⾔ 語 に還元で き な い あ た し の 感 覚 体 験 を ⾔ 葉 に し た い と い う

願い を 抱 き 続 け 、 今 も な お格闘を 続 け て い る の だ 。  

  

 
95  『 SWITCH  vo l .38 No .6』、 前 掲記事  
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結 論  

 aiko は「 あ な た だ け に解る 」「 ⼆ ⼈ だ け の 世 界 」を 、そ し て「 あ た

し だ け が知っ て い る あ な た の 特 別 な と こ 」 を テクスト に す る た め 、

⾔ 語 に よ っ て 分類し つ くせな い あ な た を 、外部か ら隔絶され た 「ふ

た り だ け の ⼩宇宙」 を 、 そ し て あ た し に し か 感知で き な い経験 を そ

こ に 表 現 し よ う と し た 。「 わ た し に と っ て も 特 別 な 感 触 」 は 、「 恋 愛

と い う ⾔ 葉 を あ て た瞬間 」、「 誰 に と っ て も 特 別 な 恋 愛へと す り か え

ら れ 、あ な た は あ りふれ た⾵景の な か の要素に な りさが る 」96。aiko

も ま た そ れ を ⾃ 覚 し 、 し か し そ れ に抗う 。 aiko の 歌 詞 に ⽣ み 出され

た 「 あ た し 」 と 「 あ な た 」 は 、 あ た し は あ た し だ け の 特 別 を持ち、

あ な た は 誰 に も還元され る こ と の な い あ な た で あ ろ う と し て い る の

だ 。  

 

  泣い て も泣い て も叫ん で も届か な い想い⼼ごと  届け る が為に

枯れ る ま で  彼⼥は 歌 う  憂鬱な 恋 に混乱し た欲望と頭を静め

よ  頬を⾚ら め て瞳を閉じ て が んばれ 歌姫  

  （中略）  

  お じ けづい て た⽖の先が あ り の ま ま の ⽂ 字 を つづっ た  

 
96  内 藤 千 珠 ⼦ 、 前 掲 書 、 8 ⾴  



 
 

91 

  ミツメ テ  コワシ テ  ダキシ メ テ  あ な た の所へ…  

                         aiko〈 歌姫〉 

 

  何で も か ん で も飲み込ん で  カラスの様に 歌 い散ら か す の で し

ょう  ⾟い花も⽢い花も飲み込ん で は  ⻘い⻭で⾷べ て唇か ら

さ  笑い話に す る ん で しょうね  

                        aiko〈遊園地〉 

 

 歌 詞 の 中 に は 、aiko ⾃ ⾝ が 恋 愛 を 歌 に し て 歌 う こ と に つ い て ⾔及

し た も の も あ る 。〈 歌姫〉と〈遊園地〉に 描 か れ る「 あ た し 」のスタ

ンスは若⼲異な っ て い る が 、〈 歌姫〉で は ど う や っ て も届か な い想い

を そ れ で も 歌 に乗せて届い てほし い と い う願い を 託 し て お り 、〈遊園

地〉で は（こ こ で も 恋 愛 を花に た と え て い る）、過ぎ去っ た 恋 愛 たち

を笑い話に昇華す る た め の 歌 と し て 存 在 し て い る 。  

 恋 愛 を ⾔ 葉 に す る 困 難 を 語 っ て き た が 、 そ も そ も あ な たへの 愛 を

あ な た に届け よ う と す る試み は い つ だ っ て 困 難 で あ る 。 バ ル ト は 、

記号は何も 愛 の証明に は な ら ず 、 結局⾔ 葉 の全能性へと向か わざる

を得ず 、「 た え ず あ の ⼈ に対し 、わ た し が 愛 し て い る こ と を ⾔ う 」し
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か な い の だ と述べ 愛 の証明の 困 難 を ⽰ す 97。  

 

  今 ⽇ も 愛 し て る の  今 ⽇ も し っ く り い か な い の  他に ⾔ 葉 は な

い ん だ ろ う か  

                       aiko〈 愛 は勝⼿〉 

 

 ⾔ 葉 に す る と軽く な り そ う だ け ど何度も ⾔ う わ 「好き よ 」  

                       aiko〈１７の⽉〉 

 

 aiko が 、ど れほど あ た し の経験 を繊細に 感 覚 的 に 描 こ う と し て も 、

あ な た を 表 現 す る こ と に気を遣っ て も 、 結局あ な た に 愛 を伝え る た

め の⼿段は 「好き 」 か 「 愛 し て る 」 と い う ⾔ 葉 に頼らざる を得な い

の だ 。 あ な た に想い が届か な い こ と を 「泣い て泣い て叫」ぶほど 、

苦し ん で 、 も が い て 、 あ な た に届か な い持て余し た想い を 、混乱し

た頭を必死に制御し な が ら「⽖の先」（〈 歌姫〉）か ら 歌 と い う形に 託

し て い る 。  

 し か し 「 愛 のエリクチュ ー ル 」 は 、 そ の 存 在 だ け で は 「 い と し い

⼈ に ⾃ 分 を 愛させる こ と に は な ら 」ず 、「エリクチュ ー ル は まさし く

 
97  ロラ ン ・ バ ル ト（ 1980 年）、 前 掲 書 、 320 ⾴  
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あ な た の い な い と こ ろ に あ る の だ 」 と バ ル ト は い う 98。 aiko のファ

ースト ア ル バ ム に 収録され た 〈 歌姫〉 と１１枚⽬ の ア ル バ ム に 収録

され た〈遊園地〉と は 、お よ そ 15 年 の隔た り が あ る 。届か な い想い

を届け る た め の 歌 が 、決し て あ な た に こ の 愛 を贈る も の に は な ら な

い こ と を 、何百曲 と 「 愛 のエリクチュ ー ル 」 を 描 き 続 け て き た うち

に 、aiko は そ う思わざる を得な か っ た の だ ろ う か 。〈遊園地〉で「 歌

い散ら か す 」様⼦ は 愛 の 歌 が届か な い こ と に開き直っ た 結果な の か

も し れ な い 。「 愛 に つ い て 書 こ う と望む の は 、⾔ 語 のぬか る み 、⾔ 語

が過剰に し て過少で あ る と こ ろ…あ の狂乱の地帯に 、⽴ち向か う こ

と な の だ 」 99。  

 恋 愛 は ⾃ 分 と は異な っ た 存 在 で あ る他⼈ と向き合う こ と で あ り 、

つ い に相⼿を わ か る こ と は で き な い 。aiko は そ の わ か ら なさが あ る

か ら こ そ 恋 愛 の 曲 を 描 く こ と が 「 楽 し い 」 と 語 る 100。 恋 愛 を 書 く と

い う 、困 難 を強い ら れ る 出⼝の な い「狂乱の地帯」だ か ら こ そ 、aiko

は 表 現へと こ れ か ら も向か い 続 け る の だ 。   

 
98  同 書 、 151 ⾴  
99  同 書 、 150 ⾴  
100Yahoo ニュ ース『「胸が痛く な る よ う な 恋 愛 の 感 情 は 、 10 代 の頃
と 今 も ⼀緒」− aiko、 ラブソ ン グ と歩ん だ 21 年 』  
https://news.yahoo .co . jp/feature/1346、（最 終閲覧 2020 年 12 ⽉
20 ⽇）  
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〈 参 考 楽 曲 ⼀ 覧 〉  

【 aiko の 参 考 楽 曲】（年 代順）  

※「 aikoOff ic ia lWebs ite」、https://www.aiko .com/  （最 終閲覧 2021

年 1 ⽉ 20 ⽇）を 参照  

年 代  曲 名  作詞者  作曲者  

1999 ナキ・ ム シ  AIKO  AIKO  

⼆ 時頃  

歌姫  

恋堕ちる 時  

親指の使い⽅  

カブト ム シ  

2001 脱出  

あ の ⼦へ  

2002 ⽔⽟シ ャツ  

今度ま で に は  

愛 の 世 界  

2003 ア ンドロメダ  

ふた つ の頬花  

す べ て の夜  
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彼の落書 き  

⽩い服⿊い服  

2004 かばん  

2005  愛 の しぐさ  

恋 ⼈ 同⼠  

スター  

こ んぺい と う  

2006  そ の ⽬ に映し て  

⾚い ラ ンプ  

恋 ひ明か す  

深海冷蔵庫  

１７の⽉  

2007 星の な い 世 界  

恋 愛  

2008 ⼆ ⼈  

キョウモハレ  

2009 嘆き のキス  

2010 戻れ な い明⽇  

キスが巡る  
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リズム  

⽢い絨毯  

2011 い つ も あ た し は  

瞬き  

ず っ と  

2012 Aka 

ドレミ  

⽩い道  

くちびる  

2014 ⾆打ち  

染ま る夢  

卒業式  

透明ドロップ  

遊園地  

キスの息  

2015  夢⾒る隙間  

プラ マ イ  

合図  

４秒  
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2016  も っ と  

何時何分  

愛 だ け は  

⼤ 切 な 今  

夏バ テ  

2017 間違い探し  

2018 格好い い な  

愛 は勝⼿  

ハナガ サ イタ  

だ か ら  

2020 ハニー メモリー  

⼼焼け  

 

【 aiko 以外の 歌⼿の 参 考 楽 曲】（年 代順）  

年 代  曲 名  歌⼿名  作詞者  作曲者  

1983 クリスマス・

イブ  

⼭下達郎  ⼭下達郎  ⼭下達郎  

1994 innocent  

world  

Mr.Ch i ldren  桜井和寿  桜井和寿  
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クリスマス  JUDY  AND  

MARY  

YUKI  恩⽥快⼈  

2015  幸せに な り た

い  

あ い みょん  あ い み ょ

ん  

あ い みょん  

Good  Bye  中島美嘉  中島美嘉  CREAM  

2016  あ な た の好き

な と こ ろ  

⻄野カナ  Kana 

N ish ino 

Carlos  K・

Yo-Hey  

2020 あ な た の  

STORY  

⽮井⽥瞳  ⽮井⽥瞳  ⽮井⽥瞳  

 

※ 参 考 サ イ ト  

・⼭下達郎オフィシ ャ ル サ イ ト 、https://www.tatsuro .co . jp/  （最 終

閲覧  2021 年 1 ⽉ 10 ⽇）  

・Mr.Ch i ldren オフィシ ャ ル サ イ ト 、http://www.mrch i ldren.jp/  （最

終閲覧  2021 年 1 ⽉ 10 ⽇）  

・ JUDY  AND  MARY オ フ ィ シ ャ ル サ イ ト 、

https://www.sonymus ic.co . jp/art ist/JudyAndMary/  （ 最 終 閲 覧  

2021 年 1 ⽉ 10 ⽇）  

・あ い みょんオフィシ ャ ル サ イ ト 、https://www.aimyong .net/  最 終

閲覧 2021 年 1 ⽉ 10 ⽇）  
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・中島美嘉オフィシ ャ ル サ イ ト 、https://www.m ikanakash ima .com/  

（最 終閲覧 2021 年 1 ⽉ 10 ⽇）  

・⻄野カナオフィシ ャ ル サ イ ト 、http://www.n ish inokana .com/  （最

終閲覧 2021 年 1 ⽉ 10 ⽇）  

・⽮井⽥瞳オフィシ ャ ル サ イ ト 、https://yaiko . jp/  （最 終閲覧 2021

年 1 ⽉ 10 ⽇）  

   

  

 

 

 

                     

 


