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「詩人 ウラ ジー ミル ・ ヴィ ソツキ ー

」 の 構築
一 文学 とい う資本 の 運動 一

石 　橋 　良 　生

　1950年代後半以 降 の ソ連 に は ， 世界各地 に お い て

と同様 ， 自作 の 詩をギターの 伴奏 に 合わせ て 歌 う吟遊

詩人 （パ ル ド　6aP！l）が 登場 し，ロ シ ア 文化史 に お け

る特異な 現象 の
一

つ と な っ た 。 特筆 す べ き は ， 彼 らの

作品が単なる流行歌 とい うよりも，詩 ・文学 とみ な さ

れ て い る こ とで あ る 。 先 行 研 究 も少 な くな い が，通 常

の 作家や 詩 入 た ち の ケ ース と は 異 な り，中 心 的 な 問 題

と な っ て い る の は ， リ ャ ザ ノ ブ 言 う と こ ろ の
「
詩 の

質」，

1
す なわ ち ，

バ ル ドた ち の 作品が本当 に文学 で あ

る と い え る の か
，

ま た も し そ うな ら ば，文学た ら しめ

て い る の は 何 か と い う点で あ る 。

　 しか し，評価 を 問題 に し なが ら も ， 文 学 で あ る とい

う先取 りさ れ た前提 の も と に，そ の 根拠 を詩 人 の 資質

や 文学的伝統 との連続性な どに求め る よ うな議論 に お

い て は，作 品 に 価 値 を付 与す る
一

連 の プ ロ セ ス に は寄

与 して も，い か に して 価 値 が 産出さ れ るの か に つ い て

は 分析の 対象外 と な ら ざる を え な い 。

　本稿 に お い て も先の 問題を検討す る が ， 以上 の 観点

か ら，価値 の 生 成 過程 に 重 点 を置 き，対象 を テ ク ス ト

だ けで な く，生 産 ・受 容 の 局 面 に も広 げ， 歴 史的 に検

討す る 。 そ の際 ， 文学とそ の外部 との境界 に位置 して

い た ヴ ィ ソ ツ キ
ーの ケ ース を 中心 に 分析 す る こ と に

よ っ て ，「文 学 」 に つ い て も考察 を試 み る。

1。バ ル ドたち の 登場 （60 年代前半）

1．11960 年前後 に お け る文 化 生 産 の 場 と バ ル ドた

　　　 ちの 占め る位置

　
「
文学 と い え る の か 」 とい う問 い が 前提 とす る特 定

の 価値観 は，例 え ば ラ ン ク 付 け と い う行 為 に 顕 著 な よ

うに，作品や作者の ，そ し て 読 む とい う経験 の 個別性

を捨象 し，こ の 単
一

の 尺 度 の も と に 階 層 化 す る。こ の

構 造 は ， 当 の 価 値 観 が 共 有 さ れ る限 り，持 た ざ る もの

を所有へ と ， そ して 持 て る もの に 対 し て は
， 新興勢力

か ら身 を 引 き離す べ く更なる価値 を生み 出す差異化へ

と 絶 え ず駆 り立 て る。ま た，持 つ 可能性 を絶 た れ た も

の に 対 して は そ の 価 値 を取 る に 足 らな い もの と し て 無

化 させ る べ く ， 異 な る価値 へ と向か わ せ るだ ろ う。

　以 上 の よ うに ， ある世界を成立せ しめ，その 動力 と

なる価値 は，個 々 の 人間の 手 を離れ て 自己増殖 を 目的

とする 主体 へ と転化 を遂 げ る 。 この 広義の
「

資本」 の

運 動 が作 ワ出す 空間を ， ブル デ ュ
ー

の 〈場 〉 とい う概

念 と接続 して 考 え る こ と が で き る。そ れ は，政治や 経

済とは 異な る価値観に従っ て固有の 歴史を歩 ん で きた

結果，独 自の 問題系や 規則 を有 し，相対的に 自律 し た

空 間を 意味す る。こ の 空 間 は，各 行 為 者 に よっ て 認 識

さ れ る こ と で ，内面 か ら知覚 ・実践 を枠付 けて も い る 。

以下で は こ の よ うな 空間 に お け る階層的位置づ け に

よ っ て 条件づ け られ る知 覚 の あ り方 や実 践 の 論 理 を明

らか に し な が ら，実際 の 行為の 意味 を 探 っ て い く。

　 まず検討 さ れ ね ば な ら な い の は バ ル ド が 登 場 した

1960年頃 に お け る文化生産 の 場 の 状態 と 彼 ら の 占 め

る 位置 で ある。ロ シ ア の 文学場 は ， 他律的原 理 た る政

治 と の 対 立 に よ っ て 構造化 さ れ て お り， 御 用作 家 と反

体制派 と の 対立，そ し て 両者が前提 とす る 政治 か ら距

離 を と る純粋文 学 とい う三 潮流 に よ る 闘争 の 歴史を歩

ん で きた 。 そ し て ，
バ ル ドが 登 場 す る雪 解 け期 は，社

会 主義 リア リズ ム の 後 退 に 伴 い ，自律的セ ク タ
ー

が 勢

力 を増 しつ つ あ っ た 時期 に あた っ て い る 。

　 バ ル ドたちの 位置関係 に つ い て は ， 各 自の 所有す る

資本 と の 関係 に お い て 検討す る 必 要 が あ る が ， 詩 集 の

公刊 や 作家同 盟 へ の 加 入 に 熱意 を燃 や した もの の 失意

を味わ わ ざ る を 得 な か っ た な ど と い っ た ， ヴ ィ ソ ツ

キー
の 関心 の あ り方か ら，作家同盟 員で あ るか 否 か，

あ るい は 著書 の 出版，キ ャ リ ア，交友関係，高名 な作

家や 批評家 に よ る 賞賛 な ど と い っ た 諸指標 を手 が か り

に 相互 の 位置関係 を 把握す る こ とが で き るだ ろ う 。

　オ ク ジ ャ ワ ， ガーリチ，ヴ ィ ソ ツ キーと い う代表的

な バ ル ドに つ い て 検 討 す る と，60 年頃 に お い て 最 も

多くの資本を所有して い た の は，詩人 に して バ ル ドの

先駆者で あ っ た オ ク ジ ャ ワ で あろ う 。 年齢 は ガ ーリチ

よ り若 い が ，詩 人 と し て の キ ャ リ ア は 長 く，既 に 詩 集

2冊 に 中編小説 を世 に 出す な ど実 績 を残 して い る。当

時最盛期 を迎 え て い た 「詩 の コ ン サート」 にお い て エ

フ トゥ シ ェ ン コ ら と と も に 演壇 に 立 っ て い る こ と な ど

か ら も既 に 詩人 と し て 承 認 さ れ て い た こ とが う か が え

る。

　また ， ガーリチ も劇作家
・
映画作家と し て の経歴 か
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ら ，

「 ソ ヴ ィ エ ト作家」 と して で は あれ，既 に 相当程

度 の 評価を得て い る 。 他分野 か ら得た 資本 と はい え ，

バ ル ド と し て の 活動 に 移行 す る に あた っ て も，ジ ャ ン

ル の 隣接性 か ら既 得資本を比較的ス ム ーズ に 移動で き

た は ずで ある。実際，友人 に は 既 に名声を博して い た

ネ ク ラー
ソ フ が お り，エ フ トゥ シ ェ ン コ や チ ュ コ フ ス

キ
ーら と交 友関係 を結 ん で い る こ と か ら も，詩人 と し

て確 か な 評価 を得 て い た で あろ うこ とが 推測 で きる。

　
一

方 ， ヴ ィ ソツ キーは とい え ば ， ガーリチ とほ ぼ 同

時期 か そ れ 以 前 に キ ャ リア を ス タートし て は い る もの

の ， 作 家 同盟 員 で は な い と い う点で 正 統性が 疑 わ れ る

し， また 後 に タ ガ ン カ劇場 の 俳優 と して 名を馳 せ る こ

とに な る もの の ， 演出家 と俳優との 格差 は厳然 と して

あ る だ ろ う。演 劇 学 校 の 師 シ ニ ャ フ ス キーとの 関係 に

して も，師弟関係 で あ っ て対等 で はな い 。加 え て 当時

の シ ニ
ャ フ ス キーが 偽名 を用 い て 非公式 に 作家活動 を

行 っ て い た こ とか ら す れ ば，彼 の 評価 が 即 座 に 文学場

に お け る 資本へ と は 転換 さ れ なか っ た は ずで あ り，よ

り
「
文 学的」 な先 の 二 人 との 差 は歴然 と し て い る 。

　 ご く大雑把 に い っ て，バ ル ドた ち は 自律的 セ ク ター

内 の 若年層 に 属 し
， 主 に社会派文学集団の中低層を占

め て い る 。 と は い え，作家同盟 に 所属 す る詩人 か ら，

駆 け 出 しの 俳優，学生 に い た る まで そ の 分布 は 広範 に

及 び ， 各自の 所有す る資本 量 に は か な りの ば ら つ きが

み られ る。大 別 して ， 既 に
一

定 の 評価 を得て い る 詩人

グル ープ と未承認の 下位集団が あ っ た とい え る だ ろ う。

L2 泥 棒 の 歌

　 ヴ ィ ソツ キー
作品 は朗読 され る 詩 の 延長上 に ある と

い わ れ る こ とが あ るが ， 生産 ， 受 容 の あ り方 を み る 限

り，通 常 の 詩 とは明 らか に 区別 され て い た こ と を指摘

して お か ね ば な らな い 。60 年代前半の作品 は ， 概ね ，

ラ
ーゲ リの 囚人 や 街の 無頼漢 な ど の 生活 を描 い た

「
泥

棒の 歌」 （6maTHaH　 HeC 朋 ） と い う歌謡 ジ ャ ン ル に 則 っ

て お り， 公 認 の大 衆歌 謡 に 見 られ る陽気 な体制賛美 と

は 対照 的 で あ る 。 た だ そ の
一

方 ，

『ボ リ シ ョ イ ・カ

レ
ー

トニ
ー

』 （60」 bllloM　KapeTHb叺 1962 ） とい う作品

の 構成 を見 る と，全 5 連 の うち 3連 ま で もが 同
一

の リ

フ レ イ ン で あ る とい う よ うに ， 歌 の 文法 に 則 っ た 作詞

法 が 目立つ 。更 に シ ニ ャ フ ス キー夫 妻 の 回想 に よれ ば，

若 か りし頃 の ヴ ィ ソ ツ キーは
「

感 情 の 爆 発 も絶 叫 も な

く，
と て もき れ い な声」 で 歌 っ て い た とい う よ う に ，

1

うま く歌う こ と に 対 して も多大な関心を向け て お り，

後 に 見 ら れ る よ うに ，歌 と い う ジ ャ ン ル 自体 を 否定 し

て い るわ けで は な い 。こ れ らか らい え る の は ， 作者の

意識 は詞の 内容 に 向 け られ て い た に せ よ ， 実際の と こ

ろ ， 作品 の生産 は ， 歌の枠組み の 中に お い て ， 公式の

大衆歌謡 との 対比 の 上 に な され た とい うこ とで あ る。

　 受 容 の 局 面 に 目 を転ず る と，バ ル ド作品 は 度 重 な る

カ セ ッ トテ
ープ の ダ ビン グを通 して 普及 した が，バ ル

ド現象の シ ン ボル とされ る ， この 新 た な メ デ ィ ア に よ

る 非 公 式 の 流 通 形 態 は ，

「
マ グ ニ テ ィ ズ ダート」

（MarHHTbl3naT ） と 呼 ば れ て い る 。 サ ミ ズ ダート な ど

と 同様 の 合成語 で あ り， それ ら を容易 に連想 させ る よ

うに ，メ デ ィ ア そ れ自体 に 非公式ない しは反体制的 な

含 意 が 伴 うだ け で な く，「イ ズ ダー
ト」 （〈 H3flaTb ） と

い う語が 用 い られ て い る こ とか らす れ ば ， 歌 や音楽作

品 と い うよ り も， 書物 ， と りわ け 文学作品 の 普及 メ

デ ィ ア と し て の 性格 を も与 え られ て い る よ うに 思 わ れ

る 。 しか し，60年代前半 の 時点 に お い て は，ま だ 決

して政治的反 体制 とい う色彩 を帯 び た メ デ ィ ア と も，

また 文学作品 の 流通 メ デ ィ ア と も認識 さ れ て は い な

か っ た。

　 ソ運 で テープ レ コ ーダーが 製造 さ れ ， 普及 す る よ う

に な っ た の は 1950年代後半以 降 で あ る が，情報統制

に 並 々 な らぬ 意欲 を見 せ た ソ ヴ ィ エ ト政府 が テ ープ レ

コ ーダー
に 対 して は な ん ら規制を加 えなか っ た とい う

事実 が物語 る よ う に ， 当 時 こ の 新 た な メ デ ィ ア が 反体

制的 な もの と して 危険視 され て い たわ けで は な い
。 そ

し て
，

そ の よ うな メ デ ィ ア を通 して流通 す るバ ル ドた

ち の 作品に し て も，非公式で こ そ あれ，反 体制的 とみ

な され て い た と は考えに くい 。

　 ま た ， しば し ばバ ル ドた ち の 作品が，朗読 さ れ る 詩

の 延 長線上 に 位置づ け られ る こ とか らす れ ば ，
バ ル ド

の パ フ ォ
ーマ ン ス を収録 した テープ と同様に ， 詩 の 朗

読 テ
ープ が あ っ て も よ さ そ うな もの で あ る。の み な ら

ず，そ もそ も，会議 の 模様 を録音す る な ど，テ ープ レ

コ ーダー
の 利用可能性 は多様 で あ っ た はず で あ る 。 に

もか か わ らず，あ る テ
ープ愛 好 家 の コ レ ク シ ョ ン を見

る 限 り，主 に 娯楽音楽の 消費 に 限 られ て い る こ とか ら

すれ ば ，

3
テ
ープ レ コ

ー
ダ
ーが 音楽消費以外 の 用途 に

使用 され る こ とは稀 で あっ た と考 えられ る。して み れ

ば ， や は り， 主 と し て こ の メ デ ィ ア を介 し て 流通 す る

バ ル ド作品 は ， 受容者の 知覚図式 に お い て も， 読 まれ

る詩 と は明確 に 区別 され，歌 と して カ テ ゴ ラ イ ズ され

て い た とい え るだ ろ う。

　　 2．「バ ル ド」 の 形成

（60 年代後半 か ら 70 年代 初 頭 ）

2．1 テ ク ス ト内 空 間 の 変 化

　60 年代半 ば，「
泥棒 の 歌」 が 不意 に ヴ ィ ソ ツ キ ーの

レ パ ート リー
か ら姿 を消 し た 。 他方，モ ス ク ワ の 下町
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「
詩 人 ウ ラジ

ー
ミル

・
ヴ ィ ソツ キ

ー
1 の 構築

を舞 台 と し て い た テ ク ス ト内空間 は，大 き な 広が りを

見 せ 始め，そ の テーマ も戦争か ら登 山，日常生 活 な ど

多岐 に わ た る こ と か ら 「ソ 連 生 活 の 百 科辞 典 」 と い わ

れ る ほ どで ある。こ うし た 主題 の 多彩 さ に 伴 っ て ，

一

人称 で 語 る主人公 も また，兵士 や ス ポーツ選手か ら狼

を は じめ とす る動 物 ，果 て は マ イ ク や 戦 闘 機 な ど無生

物 に まで 及 ぶ の だ が ，こ の 断絶 は，伝記的記述 に 見 ら

れ る以 下の 変化 と無関係で は ない よ うに 思われ る 。

　 64年 に リ ュ ビ
ー

モ フ 率 い る タ ガ ン カ 劇場 の
一

員 と

な っ た ヴ ィ ソ ツ キーは，演出家 や劇場 の 名声 に も与 り，

作家をは じめ と す る 知識人 か ら も評価 され る よ うに な

る が ，同時代人 の 証言 に よ れ ば，そ れ 以 前 は オ ク ジ ャ

ワ ら と異 な り 「周 りの 友達 を楽 し ませ る」 た め に や っ

て い た の が ， 急 に
「
真面 目」 に な っ た と い うの で あ

る。4

　ヴ ィ ソ ツ キ
ー

作品 は そ もそ も歌 で あ っ た と述 べ た が ，

確か に 歌 で は あ っ て も ， 以 前 の 段階 に お い て は，ジ ャ

ン ル 意識 は希薄で あ っ て ， 決 して低級な もの とは感 じ

られ て い な か っ た よ うに み え る。し か し，作家 た ち の

評価 を通 して内面化され た基準に従 っ て 自 らを省 み る

こ とに なっ た結果 ， 過去 が 「
文学で は なか っ た」 もの

と し て 否定的相貌 を呈 す る こ とに な っ た の で は な か ろ

うか 。と すれ ば，詩人 と して の 主体 が 誕生 した の は ，

ギ ターを手 に した 時で は な く ，
こ の 時点 に お い て で あ

る とい っ て も よい だ ろ う。

　 とは い え，必 ず し も
「
真面 目」

一
辺倒で あ っ た わ け

で は な い 。ブ レ ジ ネ フ 時代 の ソ 連 に お け る 醜 悪 な 口常

生活 を風刺 した 『
テ レ ビ の 前 で の 会 話』 （nHamo「 y

Te．qeBM30pa ，　 tg73） は ，ジーナ と ヴ ァ
ーニ ャ と い う共

通 点 の 少 な い 夫 婦 の 会 話 か ら成 っ て い る。

　 ね え，ヴ ァ
ーニ ャ ，見 て あの ピ エ ロ 。

あの 口 ，紐 で結 ん だ ほ うが い い ん じゃ な い

ね え，な ん で あ ん な に顔塗 りた くっ て ん の

あ の 声
’
っ た ら，ア ル 中 み た い 。

　 　 （……）

一．
ぐだ ぐだ 言 っ てね えで，

店 に い っ て （ウ ォ ッ カ で も買 っ て ）来 い よ

何だ，
い か ね えの か ？　 じゃ あ俺 が行 く

そ こ ど け っ た ら。
〔1，343）

s

　各パ ー
トで は ， お ど けた 女 声 と深 酒 で潰 れ た よ うな

男声 を使 い 分 け
一

人二 役が 演 じ られ る。ヴ ィ ソ ツ キ
ー

とい えば ， 停滞 した社会状況 の 反 映 と い わ れ る 作品群

に お い て顕著な ，

「
自由を渇望す る」 か の ような，し

わ が れ 声の 絶叫 が トレ
ードマ

ー
ク と な っ て い る感が あ

る が ，こ う し た コ ミ カ ル な 作品 に 見 られ る よ うに ， お

ど け た声 をは じ め文 字通 り複 数 の 声 が あ っ た こ と は指

摘して お か ね ばな ら な い 。

2．2　 受 容

　 さ て，受容 に 関して は，「
反体制的で 危険 な 内容 の

た め テ
ープ レ コ

ーダー
で の ダ ビ ン グ を通 して 知 識人 た

ち の 間 に 広 ま っ た 」 とい わ れ るが ，実 際 に は，受 容層

や メ デ ィ ア は多様で あ っ た。数あ る ヴィ ソツ キー作品

中で 最 も人 気 が あ り，晩年に 至 る まで コ ン サ
ー

トの 主

要 レ パ ート リーとな っ て い た の は，ス ポーツ や 戦争 な

ど をテーマ に した 60 年代後半 の 作品 で ，そ の 多 くは

自 ら出演 した 国内大衆向け娯楽映画 の 挿入歌 で あ る 。

C’

そ れ ど こ ろ か ，KGB 職員 の た め に コ ン サートが 催 さ

れ て い る よ う に ，

『
政 治権力 者 ら も愛国 的 な 戦争 の 歌

を 中心 に 愛聴 し て い た の で あ っ て ，政治的反体制 と

い っ た 観点か らの み 受容 され た わ け で は な い
。

　他方，「泥 棒 の 歌 を歌 い 広 め た の は知 識 人 だ っ た が ，

彼 らに と っ て 泥棒 の 歌 は ， 自由や 独立 を ， あ る い は偽

善，虚 偽 へ の 絶 望 的 抵抗 を 意味 し た」
S
と同時代人 が

証言す る よ うに，知識 人 た ちの 受容の あ り方 は大衆 と

は 異 な る もの で あ っ た 。先 に 挙 げ た 『
テ レ ビ の 前 の 会

」
M ，q に お い て ノ ヴ ィ コ フ は，ヴ ィ ソ ツ キ

ー
に

「ゴーゴ

リ 的 ヒ ュ
ーマ ニ ズ ム の 後継者」 を見 る の で あ る が，

9

こ の 指摘 に は，両者お よび そ の テ ク ス ト自体 の 共 通 点

よ りも ， む しろ テ クス トに 対 す る受 容者 の 姿勢や 評価

図式 に お け る共 通 点 が 見受 け られ る。こ こ に は，ゴー

ゴ リの
『検 察官』 が 世 に 出た 際，笑 い と い っ た 側面や

細部が軽視 さ れ，も っ ぱら政治的風刺劇 と して 受容 さ

れ た と い うエ ピ ソ
ードや ，

「
外套』 の 下級官吏 に 向 け

ら れ た ヒ ュ
ー

マ ニ ス テ ィ ッ ク な共 感 の まな ざしが 直 ち

に社会批判 に 転 じた こ と との 共通点 が 見て 取れ る 。 言

い 換 えれ ば ，
ロ シ ア の 文 学場 に お い て連綿 と育 ま れ て

きた ， 笑 い な が ら も行間 に 倫理を見出 さ ず に は い られ

な い
， そ して 社 会 の 変革 へ と思 い を 致 さ ず に は い られ

な い とい う，あの 性向が 息づ い て い る の を見 る こ とが

で きよう。

　 ブル デ ュ ーは 芸術作品 と そ の 価 値 に つ い て 次 の よ う

に述 べ る．「
芸術作品 は，それ が暗黙 の う ち に 要求す

る美的性向 と美的能力 を そ な え た鑑賞者 に よ っ て 把握

され て は じめ て ，芸 術 作品 と し て ，つ ま り意味 と価値

を付与 さ れ た 象徴的対象物 と し て 存在す る の で あ っ て

み れ ば，芸術作品を芸術作品た ら しめ る の は審 美 家の

目 で あ る と い っ て もい い だ ろ う」 。

L°
こ こ で 指摘 さ れ

て い る の は，芸 術作品 とそ の 価値 に まつ わ る非対称的

関係 で あ る 。 す なわ ち ， そ れ 自体 と して は単 に 芸術家

の 労働 の 結 果 に 過ぎな い は ずの 生産物が，芸術作品 へ
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石橋 良生

の 跳躍 を遂げ る の は，「
芸術作品」 と し て 鑑賞 す る 眼

に よ っ てで しか な い とい う点 ， そ して ， そ の 価値 や 意

味 を決 め る の は大衆で も政治権力者で も な く， 深 遠 な

意味 を理 解 し，価値 を鑑定 す る こ と が で き る芸 術家や

批評家 らで ある と い う点 に お い て 非対称的 な関係 で あ

る。

　 ロ シ ア で は ， と りわ け文 学場 に お い て は，現実批判

と真実 の 開示 とい っ た 倫理 的観点 か ら文学 を評価 し，

文学 を娯楽か らは最も遠 い もの と考え る よ う な歴史 の

中で 受容者 の性向が培 わ れ て き た。こ う した 受 容 の あ

り方 は ， 当時 の 厳 しい 検閲状況 と相 ま っ て ，し ば し ば

作者 の 意図 しな い 細部 に まで 政治的反体制 と い う含意

を嗅 ぎ分 け る裏読み を もた ら し， 必ずし も現実批判 に

は還 元 され え な い
， 愛 国 的 な ヒ ロ イ ズ ム や 笑 い な ど多

彩 な声 を持 つ ヴ ィ ソツ キー作品 の 中に も娯楽 に と ど ま

らな い
「
真実」 が 見出され る こ と となっ た。

　 あ る い は また，「
初期作品の ほ と ん ど は 偽作 と い わ

れ て い ます が 」 とい うイ ン タ ビ ュ ワ
ー

の 質問が 物語 る

よ う に．冂

先 の 原 理 に は還 元 で き な い 一
連 の 初期作品

が 「
天才 の い た ず ら」

12
と し て 切 り捨 て られ て い っ た。

知識人 に よ っ て ，倫理性 や社会性 と い う側面か ら評価

され る よ う に な っ た 結果 ，

「し わが れ 声」 に 象徴 され

る，現 実 を糾弾 す る絶望 的な モ ノ ロ
ーグ が社会 に お け

る支配的 な意味 に な っ て い く。そ れ ばか りか ， こ の よ

うな 受容の あ り方 は ま た ， そ れ に よ っ て評価され る作

家の 生産の あ り方を も方向付 け る こ と に な る の で あ り，

そ の 結果，自覚的で 使命感 に 燃 えた 反 体 制 的 詩 人 へ と

仕立 て 上 げ られ て い くの で ある 。

2．3 　「バ ル ド」 と い うカ テ ゴ リ
ー

　 こ れ まで ギ ター
の 伴 奏 に 合 わ せ て 自作 の 詩 を歌 う吟

遊詩人 の こ とを便宜上 ，

「バ ル ド」 と呼ん で きた が ，

実際 に は多様 な 呼称が 並 存 して い た。「
歌手 」 あ る い

は
「
歌 う 詩 人 」 の ほ か

「
ト ゥ ル バ ド ール 」

（Tpy6aAyp ） な ど と も呼 ば れ た 作者 の 呼称 が，「バ ル

ド」
へ と収斂す る の は 60年代後半 の こ とで あ る 。 ま

た，そ れ に 伴 い
，

こ の ジャ ン ル の 呼称も 淘汰 さ れ，
「
ア マ チ ュ ア ・ソ ン グ 」 （caMoneflTe ”bHaH 　 necHfi ）あ る

い は
「
作家 （作者） の 歌」 （aBTopcKaH 　necHH ） と呼 ば

れ る よ うに な る。加 えて，先の 知識人的な受容 の あり

方 と切 り離 せ な い
「
マ グ ニ テ ィ ズ ダート」 と い う語 が

定着 した の も この 頃 で あ っ た が
， 以 後 ， 多分 に娯楽的

性格 を帯 び て い た こ の ジ ャ ン ル は，単 に 非公式で ある

に と ど ま らず反体制 とい う意味を も背負わ され る よ う

に な っ て い く。

　こ の ジャ ン ル の先駆者オ ク ジャ ワ は ， か っ て は ， と

もに詩 の 朗読 コ ン サートの 舞台 に 立 っ た エ フ トゥ シ ェ

ン コ や ヴォ ズ ネ セ ン ス キーら と と も に 並 べ て 論 じ られ ，

「
歌 う詩 人 」 と称 さ れ て い た が，い ま や 格下 の バ ル ド

た ち と並 置 され ，
バ ル ド運動 の 旗手 と で もい うべ き位

置 を 占め る こ とに な る。 こ う した変化 に も見 て 取 れ る

ように ， ジャ ン ル お よび作者の 呼称が
一

元化へ 向か う

に 伴 っ て
， 階層的 に も多様 で あ っ た作者た ちが 同

一
の

集団 と して 分類 され る こ とに な っ て い くの で あ る 。

3．ロ シ ァ詩人 と い う形象 （70年代）

3．1 バ ル ドとの 絶 縁

　 こ れ に 対 し，傑出 したバ ル ドた ち は ， 自ら を
「
バ ル

ド」 な ど で は な く
「
詩人 」 で あ る と主 張 し ， 文 学へ の

傾斜 を強 め て い く。 ガー
リチ は 次 の よ うに 語 っ て い る。

「

私はバ ル ドで は な く詩人 だ。歌 の よ うな詩 を書 い て

い る の で あ っ て ， それ を歌 っ て い る よ うに 装 っ て い る

だ けだ。な ぜ若 く もな い の に ， 歌 もギ ターも下手 な く

せ に こ ん な こ と を しよ うな ど と思 っ た の か。そ れ は恐

ら く，我々 が 至 る と こ ろ で 洗 練 され た 美 しい 声 に 欺 か

れ て い るか らだ 。 真実 を語 る 時が 来た の だ」。1コ ま た ，

前章で 触れ た ジ ャ ン ル の 呼称 に 関 し ， ヴ ィ ソ ツ キーは

自作 が 「
ア マ チ ュ ア ・ソ ン グ」 な どで は な く 「作家の

歌 」 で ある と度々 強調す る。14
ス ミ ス も指摘す る よ う

に ， 彼 らの 論理 に お い て は ，

「
稚拙 な演奏技術や ， ボ

イ ス
・トレ ー

ニ ン グ を受けて い ない 声」 は
「
公認 の プ

ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル な 歌 との 差異化 を も た ら す だ け で な

く， 真摯 さ の 証 し と もな っ て い る」 の で あ る が，15 音

楽面 で の素朴さが そ の 内容の 真摯 さだ けで なく，同時

に 詩人 で あ る こ と を も保 証 して い るの で あ る。美 しい

声 や 音楽 に，内容 の 貧 し さ だ け で な く， 時 に は虚 偽 さ

え も見出 し ， それ に 対置 される稚拙な技巧を真摯 さと

い う肯定的価値へ と積極的 に 転換 して 提 示 す る と い う

戦略 は代 表 的 なバ ル ドた ち に 共 通 して い る 。

　 こ の よ う に ， しば しば同
一

カ テ ゴ リー
に 分類 さ れ ，

正統性 を獲得 す る 上 で の 妨 げ と な っ て い る，

「
ア マ

チ ュ ア ・ソ ン グ」 や
「バ ル ド」，

「歌 」 との 絶 縁が 再三

に わ た っ て 宣言 され る 。 他方 で ，「
作家 の 歌」 と は本

質的 に 歌 で は な く
「
ギタ

ー
の 伴奏を と もな っ た 詩」 で

ある と定義さ れ ，

ifi
自ら に 有利な 分類 シ ス テ ム が 社会

に 向 け て 提 示 さ れ る の で あ る。

　社会に 向 けて 自作を詩 と規定す る こ と は また，反作

用 的 に テ ク ス トに も影 響 を 及 ぼ す こ と に な る。「
ア マ

チ ュ ア ・ソ ン グ」 の 作者 た る中下層バ ル ドた ち に あ っ

て は ， もは や 歌詞 を 自作 し な い 者た ち も現 れ 始 め た よ

うに ， 互 い に 歌唱や メ ロ デ ィ
ー

な ど音楽面 で差異化を
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「

詩 人 ウラ ジ
ー

ミル ・
ヴ ィ ソツ キ

ー
二 の 構築

図 る傾向が 目立つ の に対 し，代表的バ ル ドたち の 作品

に は 音楽的発展 は ほ と ん どみ られ な い 。

　 ヴ ィ ソ ツ キ
ー

作品 に 関 して い え ば ， 歌 う こ と を前 提

と して 書 か れ た 作品 の 特徴 で あ っ た リフ レ イ ン が 消 え ，

単調 な ギタ
ー

の 伴奏 を背景 に ， 長 い モ ノ ロ ーグ が ， も

は や 繰 り返 さ れ る こ と な く延 々 と 続 くよ うに な る。そ

し て，従来 の ダ イ ア ロ
ーグ 作 品 を構 成 して い た 甲 高 く

猥雑な笑い 声や誇張さ れた方言風の ア ク セ ン トな ど と

い っ た複 数 の 声 は，社 会 の 虚偽 を告 発 す る真摯 な 絶叫

に よ っ て か き 消 さ れ ，叙情的な モ ノ ロ ーグ へ と
一元 化

さ れ て い く。 伝達内容 が音声 に 対 し て 優位 を占め ， 言

葉が 透明な 媒体 と化 して い くの に 伴 っ て ， もは や ヴ ィ

ソ ツ キ
ー

に つ い て 語 る 際 に は，も っ ぱ ら意味内容 と し

て の
「
詩 」 ばか りが 取 り上 げ られ る こ と に な る と い う

よ うに，受容者 の経験 まで もが 変容 す る の で あ る。

3．2　 ロ シ ァ 性 へ の 傾斜

　先 に 検討 した ， 美 しい 声や 音楽か らの 差異化 に 見 ら

れ る ロ ジ ッ ク に は，ロ シ ア に お い て育 まれ て きた 価値

転倒的な 思考様式が 踏襲 され て い る 。 す な わ ち ， 文明

の 悪 に 汚 されず無垢 で あ る が ゆ え に ナ ロ ードが 崇 め ら

れ ，ま た そ れ が 民 族 の レ ベ ル に 転 じ，後 進 の ロ シ ア が

西 欧 に 優越 す る とい う例 の 論 理 で あ る。た だ，「
ロ シ

ア な く して私は何者で もな い 。私が 書 くの は ナ ロ
ード

の た め だ が ，そ の ナ ロ
ードな くし て 私 は な い 」

11
と語

る ヴ ィ ソ ツ キ
ー

に と っ て，ロ シ ア や ナ ロ
ード は

「
書

く」 こ と か ら切 り離 さ れ て あ るわ け で は な い 。

　
「

西側で は作家の 歌 を 『プ ロ テ ス ト・ソ ン グ』 と呼

ん で い る。（
・…・・

）そ れ らは ， 私や オ ク ジ ャ ワ が や っ

て い る こ と と は 何 の 関 係 も な い 。（……〉私 の 歌 の 根

源 に あ るの は極 め て ロ シ ア 的なもの だ。実際の と こ ろ，

ロ シ ア 人 に しか 理解で き な い もの な の だ 。 （……）例

外 は あ れ ，
フ ラ ン ス 人 に と っ て は，歌 は 問題 を扱 うも

の で は な く ， 娯 楽 に 過 ぎな い の だ 」。
tS 「

ロ シ ア 人 に し

か理 解で き な い 」 と さ え言わ れ，もは や理性 に よ る理

解す ら拒 まれ て い る よ う に，「
ロ シ ア 」 の 正 統性 が 無

条件 で 保 証 さ れ て い る の で あ っ て み れ ば，西 側 シ ン

ガー・ソ ン グ ラ イ ターとの 差 異 が 殊更 強 調 さ れ る の は，

ス ミス が指摘す る よ うに ， 文学的伝統 との 連続性や流

通 メ デ ィ ア と い う点 で 実際 に 異 な っ て い る か ら と い う

よ り も，　［V
む し ろ こ の

「
ロ シ ア 」 を領有せ ん が た め で

あ っ て ，そ れ ゆ え に こ そ ， あ え て 差異．を作 り出 さね ば

な らな か っ た と い え る。

　以 上 の 過 程 に お い て 言 説 の 枠組 み を規 定 して い るは，
「ロ シ ア と西 欧 」 ，

「
ロ シ ア と ソ連」，「

ナ ロ ードと イ ン

テ リゲ ン ツ イ ヤ」，「
真実 と虚偽」 な ど と い っ た

一
連 の

二 項対 立 図式 で あ る こ とは明瞭 で あ る 。 伝統的 に 培 わ

れ て きた こ れ らの 図 式 は，そ れ ぞ れ 地 政 学 ， 歴 史，階

層，倫 理．とい っ た 異 な る カ テ ゴ リ
ー

に 属 し，相．互 の 結

び っ き に 必 然性 は な い 。に も か か わ ら ず，各 カ テ ゴ

リー間 に お け る相 対 的 な位 置 関 係，換 言 す れ ば肯定／

否 定 と い っ た 価値的属性 を 共有 す る こ と で ，各項 は ，

「文 学 と娯楽 」，よ り正 確 に 言 え ば，
「
文学 と非文学 」

と い う， そもそも文学場自体を成立せ しめて い る根源

的 な 区別 の メ タ フ ァ
ー

と し て 接合 さ れ て い る の で あ る 。

と す れ ば バ ル ドた ち が 「歌 」 や
「
ア マ チ ュ ア ・

ソ ン

グ」， そ し て 西 側 の シ ン ガ ー・ソ ン グ ラ イ ターに 対 し

て 距 離 を とろ う と した の も，無意識的 に こ れ らの 図 式

に 訴
’
え て，自 ら も抱 え て い る か も し れ な い 否定的な 属

性 を非 自己 と し て 他者 に 転嫁 し，他方 で，「
真．実 」 や

「
ロ シ ア 」 と い っ た一

連 の 肯定性 を領 有 す る こ と に

よ っ て，自己 を 「文 学」 と して規定す るた め で あ っ た

とい え る だ ろ う。

　 こ の よ う に
，

〈場〉 と の 関連 に お い て コ
ー

ド 化 さ れ

た 語彙が 示 して い る社会性 は，また 創作をも方向づ け

る こ とに な ろ う。ク ラ
ー

ギン の指摘 に よれ ば，タガ ン

カ劇場 で ヴ ィ ソ ツ キ
ー主 演 の

「
ハ ム レ ッ トーが初 演 さ

れ た 71 年 頃 か ら そ の 詩 的 世 界 が 変 化 を見 せ ，詩人 ＝

ハ ム レ ッ ト と し て の モ ノ ロ
ーグ を特徴 とす る，内省

的 ・哲学的傾向 が 目立 ち 始 め る と い う♂
囗

ヴ ィ ソ ツ

キ
ーが 「 ハ ム レ ッ ト」 役 に 固執 した こ とは伝 記 か ら も

う か が い 知 れ るが ，

21
それ は 必 ず し も シ ェ イ ク ス ピ ア

作 品 の 古 び る こ と の な い 現 代性 に 還元 で き る も の で は

ない。ロ シ ア に お い て，ハ ム レ ッ トは常 に 特別 な 関心

を払わ れ続 け ， プー
シ キ ン を は じめ ア フ マ ートヴ ァ や

パ ス テ ル ナ
ー

ク な ど 錚 々 た る 大 詩 人 た ち が こ の ハ ム

レ ッ トを 主題 と して き た結果 ，
ハ ム レ ッ トとい う形象

自体 が 価値 を備 えて い る もの と 錯認 さ れ た の で あ る 。

し て み れ ば，こ の 執着が 意味 す るの は，ハ ム レ ッ トを

介す る こ と で 大詩人た ち と 同 じ位置 に 立 と う とす る倒

錯的 な欲望 に 他 な ら な い
。

　 ハ ム レ ッ ト＝ヴ ィ ソ ツ キーと して の 文学的マ ニ フ ェ

ス ト と い え る
『
俺 の ハ ム レ ッ ト』 （Moli　 FaM 』 eT ，

1972） は，も は や 歌 う こ と を 前提 と して お らず，実 際

一
度 も歌われ る こ とは な か っ た と い う点で象徴的で あ

る が，
「

俺 た ち は み な ， 面 倒 な答 え を作 り は し て も／必

要 な 問 い を見 つ け て い な い 」 （II，47） と い う結末 で

提 示 さ れ て い る
「
問 い と答 え 」 と は，リハ チ ョ フ が 言

う と こ ろ の ロ シ ア 文学 の エ ートス その もの で あ D，1：

以 後 こ の
「
問 い と答 え 」 が 中心的主 題 とな っ て い くの

で ある。
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石橋良生

何が ロ シ ア に起 き るの か。何が。誰が答 え て くれ る。
い や誰 も。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （
『遺言』）

？コ

誰 も この 問 い に答 え て は くれ な い 以上，自 ら こ の 役割

を引 き受け る ほか な い
。

　 　 　 　 　 　 　俺 が こ こ に や っ て 来 た の は ，

　　　　　　誰 か の気 に 入 るた めで は な い
。

俺が こ こ に や っ て来 た の は 真実 を答 え る た め譜

　 こ こ に は泥棒 の 歌 や 中期 の 作品 な ど に 見 られ た 「
遊

び 」 の 精 神 は も はや 微 塵 も見 ら れ な い 。更 に 1975 年

に 発表 され た
『
円屋根』 （Kyno 」a） に お い て は社会 の

虚偽 を告発す るに と どま らず， リハ チ ョ フ が指摘す る

も う ひ とつ の 性向，

「未来の 夢想」 とい う希望 の 哲学

も主題 に 加わ る こ と に な る 。

あ た か も約束の 七 つ の 弦 が

次々 に 鳴 り出 し た か の よ う。
ガ マ ユ ン 鳥が

希望 を届 けて くれ る。

鐘楼 は 青空 を貫 く，

銅鐘 が，ああ 銅鐘が

喜 ぶ と もな く， 怒 る と もな く 。

ロ シ ア の 円屋根 を純金が包 む ，

神 の 目に 留 ま ろ う と。

（1 ，40D

　バ ル ドの 象徴た る七 弦 の ギ タ
ー

は ，い ま や 抵抗 の シ

ン ボ ル として で は な く，
フ ォ

ーク ロ ア に 登 場 す る ガ マ

ユ ン 鳥 と重ね 合わ せ られ ， 来 る べ き
「

希望」 の隠喩と

して 描 か れ るの だ が ， こ こ に は 「
詩人以上 の 存在」 た

ろ う とす る ロ シ ア詩人 の 姿 を見 る こ とが で き よ う。

4．現 実の位 置 と死 後の承認

　 し か し，テ ク ス トに 表象 さ れ た 詩人像 が 現 実 と
一

致

した か とい え ば ， 必ず し もそ うで は な い
。

「
芸術 が 欺

瞞 に溢 れ る ほ ど， そ して芸術家が書物の 中に 閉 じ こ も

り，書 け も しな い 作家が わ れ わ れ の眼 に 偉大 な古典 と

し て 映 り，テ レ ビが 媚 を売 れ ば売 る ほ ど
， ます ます け

た た ま し くヴ ィ ソ ツ キ
ー

の 声が 轟 い た 」

2s
と は 映画監

督ゲル マ ン が ヴ ィ ソ ツ キー
に 捧げた追悼の 辞 で あ る が，

こ の よ うな好意的 な文 章 に お い て さ え，ヴ ィ ソ ツ キー

が位置づけ られ るの は芸術 とテ レ ビ との間で あっ た 。

　70 年代 に は既 に オ ク ジ ャ ワ は 活動 の 重心 を歴史小

説 へ と 移 し て い た が，80年頃 に は，ガ ーリチ，ヴ ィ

ソ ツ キーが相次い で 死 去 し，以後バ ル ドた ち の 活動 は

沈 静化 す る。しか し ， そ の 声 が 聞か れ な くな るの とは

対照的 に，彼 らの 作品 は印刷 されて 読 まれ る ように も

な っ て い く。 生 前，ヴ ィ ソ ツ キーは詩集 を 出版 す る こ

とが で き な か っ た が ， そ の 死 語 の 81 年 に は詩 集
『
神

経』 （HePB）が刊行され て お り， 聴 くた め の 歌 か ら ，

読 む た め の詩 へ と受容の あ り方 が 変わ っ て い く。 更 に

ペ レ ス ト ロ イ カ 期 に は ，公 に 承 認 さ れ た ば か りか ，
「ヴ ィ ソ ツ キー・ブーム 」 が 到来 し，レ コ ード，詩集

の ほ か ， 関連文献 まで もが 立 て 続 け に 刊行 さ れ て い る 。

　 こ の ブーム は 90 年頃 に は衰退 に 向 か うが ， そ れ に

伴 い ，ヴ ィ ソ ツ キ ーに対 す る 関心 は ジ ャ
ーナ リ ズ ム か

ら ア カ デ ミ ズ ム の 領域 へ と 推 移す る。Z6 「ヴ ィ ソ ツ

キー学」 とい う新 た な学問領域 が研 究対象とす るの は

もっ ぱら書記 テ ク ス トで あ り，
ノ ヴ ィ コ フ に よれ ば ，

作家 の 歌 は
「『目で 』 読 ん で も」 十分 鑑 賞 に 耐 え う る ，

紛 れ もな い 詩 で あ る。2ア
た だ 別 の機会 に 彼が 問題 と し

て い るの が 「
ヴィ ソ ツ キ

ー
学 の 地位」

！S
で あ る こ とも

考 慮 す れ ば ， こ こ に は研究対象 を価値 あ る も の と す る

こ とで ，
ロ シ ア 文学研究者内 に お け る 階級上 昇 を 試み

る ヴ ィ ソ ツ キー
研究者た ちの 思 惑 が見 て取れ る 。

　 こ の よ うに，テ ク ス ト自体 に は な ん らの 変化 も生 じ

て い な い に もか か わ らず，周囲 の 姿勢 が 変化 す る こ と

に よっ て ， 〈場 〉 と い う価値 体系 に お い て ヴ ィ ソ ツ

キー
の 占め る 位置 が相対的 に 上 昇 し，つ い に は 正 典化

さ れ る に 至 る の で あ る。

5．結論

　以上 に 見て きた よ うに ， 歴史的 に 培われ て きた文学

中心 主義的傾向 は ， 知 人 を楽 し ませ るた め に 歌 っ て い

た ヴ ィ ソ ツ キーに も文学 へ の 意志を植 え付 け た。そ し

て ， 自己 と文 学 と の 乖離 を 埋 め よ う と す る欲動 を媒介

に して 「詩人 」 とし て の 主体 が 形成 され て い く。 そ の

結果 ， ジ ャ ン ル の 境 界 を横断 して，社会 的 に も承認 さ

れ る
「

詩 人 」 が 誕 生 す る に 至 る。こ の 二 重 の 意味 で

「
詩 人 ヴ ィ ソ ツ キー

」 が 生 まれ る過 程 が 示 して い る の

は，〈場〉 に お け る相対的位置関係 ， す な わ ち 正統性

の 指標 た る 資本量 の 差異 が，「
文学」 で あ る か 否 か と

い う質的な差異 に 転化 さ れ る とい う こ と で あ る。

　他方 ，

「
詩人 」 の社会的構築 と い う ，

い わ ば人 間学

的 レ ベ ル で の 共同作業 の背後 で は，それ に逆向す る，

異質 の 変化 が 進 行 し つ つ あ っ た 。こ の 点 に 関 し て 注目

に 値するの は，い まや傑作 を残 したが ため に作者が 評

価さ れ る とい う よ り も， む し ろ逆 に ，

「
ヴ ィ ソツ キー

」

に 関連 す るが ゆ え に ， 若 か りし 日の 草稿や知 人 の 証言，
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「

詩人 ウ ラジーミル ・ヴ ィソ ツ キー」 の構築

更 に は ゆ か りの 場所まで もが 価値を付与され る と い う

因果 関係 の 逆 転 で あ る。

　 ヴ ィ ソ ツ キーが 価値 を帯び る と い う現 実か ら，そ の

論理 的根拠が 要請 さ れ，テ ク ス トや 生 涯 か ら事後的 に

イ デア 的な 価値規範 が 抽出 さ れ る 。 そ し て ，
マ ル ク ス

が 言 う よ う に ，

「
子 が 生 ま れ ， 子 に よ っ て 父 が 生 まれ

る や い な や ，両者 の 区別 は あ ら た め て 消 え さ っ て ，両

者 は一
つ の もの J

コ9
とな る の で あ る 。 加 え て ， は じ め

に 触れ た よ う に ， 価値は ， 単
一

の基準 に従 っ て ， 相互

に 独立 した 対象を媒介 し，関連づ け る こ と で ，自らの

体系内に 包摂 し，拡張 し て い くメ デ ィ ア で もあ っ た 。
「一

っ の もの 」 と なっ た 父子 と，そ こ か ら （よ り厳密

に は，価値規範 た る父 か ら） 発出 す る ， 世界 を単 純 化

す る機 能 との 三 位
一

体 が 示 し て い る の は，］［’

ヴ ィ ソ ツ

キーの 存 在 性格が
一

変 し た と い う こ と で あ る。一
種の

超越性 を獲得 し，自 ら価値 を放射す る光源 と 化 した の

だ。

　神 と の 古い 契約 を無効 に し，新た な契 約 を交 わ す た

め に や っ て きた キ リス トと同様 ， ヴ ィ ソ ツ キーも また ，

資本 に よ っ て 規定 さ れ て い た 存在で あ っ た の が，自ら

規 定 す る資 本 と化 す こ と で ，文 学 と そ の 外 部 と の 境 界

を更 新 した とい え る。

　尤 も， キ リ ス ト に擬 えた か ら と い っ て，ヴィ ソ ツ

キーの ケ ース が 特権的 だ と い うわ け で は な い 。む し ろ，

こ の よ うな 更新 は い た る と こ ろ で 生 起 して い る と さ え

い え る。 資本の 体系 が そ の 内 部か ら 自壊 す る と と も に ，

更新以 前 と以 後 に お け る 異な る現 実 は再帰的に 統
一

さ

れ る 。 新た な 境界が 過去 に 差 し戻 さ れ，一
瞬姿 を現 し

た 裂 け 目は 何事 もなか っ た か の ように修復 され るの で

ある。そ し て ，知覚 さ れ ぬ うち に 変化 を遂 げ て し ま っ

た 元 通 り の 現 実 に 覆わ れ る。文 字 と は，書 くと い う行

為や テ ク ス トを指すだ けで な く，また そ れ ら を指 し示

す，こ うした展開 ・運動 そ れ自体の こ とな の で も な い

だ ろ うか 。

　　　　　　　 （い し ば し　 よ し お ・東京 大 学 大 学 院 ）
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 MCMBACM

CouMa"bHaA  KoHCTPyKllHfi  <<HOSTa  B"anHMHpa  BblcouKoron:

             "MTePaTYPHblM  MMP  KaK  nOJe  11BMMeHHfl <<KanHTa"a}>

   ¢ eHoMeH  pyccKHx 6apnoB -  onHo  H3 HHTepecHeliu/TMx "B"eHHli B McTopMH  pyccKoit KynbTypbl  XX  BeKa, B oco6eHHocTpl

RoToMy,  gTo  Hx  cHHTapT  cKopee  llosTaMH,  yeM  neBliaMH.

   F"aBHblth BOfipOc,  B  p"fle cTaTeta,  nocB"LueHHbTx  sTOMy  "BJeHHK},  cBonMTc"  K  npo6JeMe,  KoTopywo  D, P"3aHOB Ha3BaJ
{<KaHeCTBOM  IIOS3MH"  PaCCMaTPMBaeMMn. nPY[･HMH C.OOBaMH,  MOMXHO  MM  CgHTaTb  HX  TBOPHeCTBO  HaCTO"LLIeM

xyflo-ecTBeHHoli  mMTepaTypoli?  Ecml TaK, Te B geM  HMeHHo  3aK"rogaeTc"  ero  .IHTepaTypHocTb?

   B gToM  cJyuae  npeAno"areTc"  onHa  HecoMHeHHa"  ueHHocTb,b[.  3Ta ueHHocTb  .-TepaTypH  MMeeT  oco6blth xapaKTep,

BblnOAH"n-Hth  d)YHKUHM MenMYMa.  HO naHHOMY enHHCTBeHHOMY  KPMTePMro,  OTBJeKa"Ch  OT COnePMIaHH"  M CTHJ"  Ka)KnOre

oTneJbHoro  TeKcTa,  onb[Ta HHTaTemH  H T.n., oHa  oTKpb[BaeT  <(K"accoBoe,>  "pocTpaHcTBo  nepen  TeMH,  KTo  MMeeT  TaKoil }Ke

B3r""n,  M YKOPeH"eT B C03HaHMM  "K)Aeta  CTPeM.leHHe  K "MTePaTYPe.  TaKHM 06Pa30M,  OHa  nPeBPa-aeTC"  B aBTOHOMHb]VI

CY6beKT  
-

 <(KanMTa"})  B LIIHPOKOM CMbtCJe,

   McTopHuecKHn  npoueec  npeBpaLueHH"  onHoro  6apna, KoTopblM  HaxOAH"c"  }Ja ppaHHue  MeNKAy  xyflo}KecTBeHHoP/

"HTePaTYPOti  H  Pa3B"eHeHHeM, B n03Ma  BblCOllKOFO 
-

 H  B eFO  CaMOC03HaHHM  H  B  COUHa"bHOM  abaKTe, nOKa3b[BaeT,  HTe

pa3HHlla ofrl}eMax HMe}o-eroc"  y aBTopa  B <tKanHTa"a",  o6opa-HBaeTc"  B KagecTBeHHoe  oTJugMe  aMTepaTypb]

He"MTepaTypbl.

   BHthn" Ha  ypoBeHb  TpaHcueHneHTHocTM,  KaK  McTogHHKa  yHMKaJbHoM ueHHOcTH,  Bb]cOuKH", 6b]THe KoTepoFo  H,

cJefloBaTeJbHo,  co3HaHHe  onpene"eHbT  "KanHTa.IoM,,,  caM  cTaJ  onpene""D-HM  <{KanMTamoM,),  Ha  npHMepe  oTopo  d)eHoMeHfi
OMeBHnHa  CYTb  "MTePaTYPblKaK  CauOOeUOSCeHUA  {<KalMTaJIa>),  KOTOPblP"1 BKJK)ga"  B  Ce6H  9"eMeHTb[  BHe-HeM  CPenh[  H

pac-Mpfl" cBoM  fipenembl, nocTo"HHo  BmnoM3MeHAeTc"  M caMoTpaHccoopMMpyeTc".
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