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レ フ ・バ ク ス トを起 点 に世 紀 転換期 の 身体 観 に つ い て

考え る

　　　　　　　　　　　　　　　　草 　野　慶 　子

　バ クス トや ベ ヌ ア な ど，の ち に バ レ エ ・リ ュ ス に 参

加 す る世紀転換期 の 画家 た ち に と っ て ，ある い は 同時

代 の 文学者 に と っ て，身体 をめ ぐる 思考 は ，

厂
復活」

「
変容」

「
不 死 」 と い っ た 概念 を戴 き つ つ ，新 しい 共同

体，新 し い 人間の 存在形式 を求 め る こ とへ とつ な が っ

て い た 。 中 で も舞踊が こ とに 重 視 され た の は ， 身体 ・

運 動 ， それ に 伴 う原始的情緒 を媒介 と し て，宇宙 と の

交感 ， 他者 と の 共 感 を可 能 に す る芸術 と し て，言わ ば

舞踊 に よ る新 しい 共同体 の 創出が 夢見られ た か らで あ

る。リズ ム は，今や
「
生 の 法則」 と もな る べ きで あ り，

鍛錬や 運 動 を通 じ て ，人間に 変容 を もた らす と 理 解 さ

れ た。舞台美術 や 衣服 の デ ザ イ ン を介 して ，
バ ク ス ト

を は じ め とす る画家 た ち は，新 しい 理 想 の 身体 の 創造

に 関わ っ て い た 。

　バ ク ス トや ベ ヌ ア ， 振付家 フ ォ
ーキ ン に と っ て ，1，

ダ ン カ ン の影 響 が 決定的で あっ た こ と は よ く知られ る

が ，彼 女 の 舞 踊 哲学 に お け る，近代的自我 の 批判，進

化論的 な 人間観，女性 の 身体創造 の 理 念 が，ロ シ ア に

お い て どの よ うに 展開／変質 した の か を ， 考 え て み る

必要が ある 。当初彼女 が 掲げた 「
ア メ リカ 人 の 身体 」

の た め の 新 しい ダ ン ス と い う 目標 は，
こ の 時 期 ，「国

民美術 」 の 発見 と確立 に 力 を 注 い で い た 画家 た ち に

と っ て ，

「
国 民 舞踊 」 の 可能性 を 示 唆 す る もの で も

あ っ た ろ う。や が て ，ひ と り宇宙 に 対峙す る 女性 の 身

体 は，天才男性舞踊手 と，ロ シ ア 民族 の co60PHOCTb

を体現す る 圧倒的 な群舞へ と変貌 し ， 黄昏の 西 欧 近代

へ と乗 り出 して い く。 加 え て ， 初期バ レ エ ・リ ュ ス の

エ キ ゾテ ィ シ ズ ム ／ オ リエ ン タ リズ ム を ， ドス トエ フ

ス キ イ の 言 う ロ シ ア 民 族 の 全人性の発 露 と見 な す 言説

に お い て ，
バ レ エ は ス ラ ヴ民族 の ，ロ シ ア 国民 の 身体

を つ くる もの と位置 づ け られ て い く。

　 そ の 際 ロ シ ア （ス ラ ヴ〉 こ そが ギ リ シ ャ の 正統 な

後 継 者 で あ り，西 欧 を 超 え る，来 る べ き 真 の

Bo3POMIneHMeの 担 い 手 で あ る と い う自 負 が 大 き な 役 割

を果 た す 。 世紀転換期 ロ シ ア の ギ リシ ャ 熱 は
，

む ろ ん

こ れ と表裏
一

体 で あ る。バ クス トが 「
純血の ギリシ ャ

人 の 」 と 呼 ぶ ユ
ー

ト ピ ア の 身体 は，死 と 孤 立 を条件 づ

け る 個 人 の 身 体 を通 して こ そ，不 死 の 獲 得 と全 へ の 回

帰 を可 能 にす る とい う夢 の場所 で あ り，世代を超 えた

民族 の 共同事業 へ と招か れ た選民
・

ロ シ ア民族 の ， 不

滅 の 身体 その もの で もあ っ た。

　　　　　　　　　 （く さ の 　 け い こ，早稲 田 大学 ）

チ ャ ス トゥ
ーシ カ の ジ ャ ン ル 的特徴 と しての 演劇性

　　　　　　　　　　　　　　　　 熊野谷 葉 　子

　チ ャ ス ト ゥ
ー

シ カ の 短 い テ キ ス トを正 確 に 理 解す る

に は ，そ の 内容 を 「
誰 が 」

「
誰へ 」 歌 っ て い る の か を

知 る 必要 が あ る 。 チ ャ ス ト ゥ
ーシ カ の 歌 詞 は

一
人 称

（・fl・〉 の 立 場 か ら述 べ られ て い る も の が 圧 倒的 に 多 く，

さ らに しば し ば誰 か へ の 呼びか け とな っ て い るか らで

あ る 。 例えば ， 報告者 自身が 採録 し た チ ャ ス ト ゥ
ーシ

カ の大半 は若 い 女性 の 立場か ら歌われ て い る が，多 く

の 場合恋人 や 女友達 な どへ の 明確 な呼 び か けの 言 葉 が

あ る。た と え呼 び か けが な く と も個 々 の テ キ ス トは 内

容 か ら 「
若者 が 恋人 へ

」
「
婿 が義母 へ

」 とい う よ う に

分類 す る こ とが 可能で あ り， 歌 中の 〈・fl・・ の立場 が 全 く

不 明 で 呼び か け もな い
， 完 全 な三 人 称 叙述 の テ キ ス ト

は ご くわ ずか で あ る。

　 しか し歌 い 手自身の 立場 と 各歌 の 主人公の 立場 は 必

ず し も
一・

致 し な い 。た しか に 男性 の 歌 い 手 は 男性 を 主

人公 と す る チ ャ ス ト ゥ
ー

シ カ を，女 性 の 歌 い 手 は女 性

の 歌 を歌うこ とが 多い が ， 男性 が 女 性 の ， 女 性が 男性

の 声色 を使 っ て 歌 う こ と もあ れ ば， 未婚 の 女性が 嫁 の

立 場 か ら結 婚 生 活 の 辛 さ を歌 っ た り，高齢の 歌 い 手 が

若 い 娘の 心情を歌 う こ と もあ る。こ の 時，歌 い 手 は そ

れ ぞ れ の 歌 の くt” ・〉 に な り代わ っ て その 言葉を発 し て お

り，い わ ば各歌 の 主人 公 の 役割 を演 じ て い る と言 え る

が ，そ れ が 複数 の 歌 い 手 に よ っ て 次々 に 歌われ る こ と

に よ っ て ，チャ ス トゥ
ー

シ カの 演奏 の 場 は一
種 の 演劇

的な 空 間 を形成 す る 。

　チ ャ ス トゥ
ーシ カ は ， 基 本 的 に 途切 れ な く続 く伴奏

に の せ て 歌 い 手 た ちが 次 々 に繰 り出 して い くもの で あ

る。一
つ の 歌 は 別 の 歌 を誘 い 出 し，問 い と答 え，あ る

い は 先行す る 歌 の パ ロ デ ィ
ーが 続 く。こ う し た や り と

りが か け あい に な る と，そ の 様子 は さ なが ら舞台上 の

登場人物 た ち の 台詞 の 応酬 とな る。「
歌 い だ して よ…

」

な ど と歌 い 手 を促す
一

連 の 歌 は こ の 舞台 を開幕 さ せ る

合図 と して ， また 伴奏 者 をね ぎ ら う内容 の 歌 は こ の 舞

台 を閉幕 す る合図 と して機能 し て い る。

　 こ の よ うな，一
人 称叙述 で 呼 び か け を と もな うテ キ

ス トの 性質 と，そ れ が他 へ 積極的に 働 きか け て 応答 を

引 き出 し，舞台上 の 台詞 の や り と りに も似 た歌 の 連鎖

を作 り出 す と い う演 奏 法 は，チ ャ ス トゥ
ーシ カ の 本 質

的 な 特徴 の
一

つ が そ の 演劇性 に あ る と い うこ と を 物

語 っ て い る 。

　　　　　　　　　 （く まの や　よ う こ
， 慶応大 学 ）
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