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ブ ロ ー クの 『広場 の 王 蠡 実 在 と抽象の 相克

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 倉　　石　　義　　久

本論 で 灘 拡 場 の 王 』（・9・6）を取 り上 げ る の は ・
こ の 灘 が シ ン ボ リ ズ ム

か ら ア ヴ ァ ン ギ ャ ル ドに 向か う過渡期 の 作品で あ る と同時 に ， （す で に ア ク メ

イズ ム 樋 憾 して ） ア ヴ ・ ン ギ ャ ル ドに つ なが 舗 しい 構凝 識 を認 め る こ

とが で き る か らで あ る 。

あ らす じは次 の よ うに な っ て い る ． 救済の 鯛 が 到来 して 灘 築家 の 作 っ た

像 で あ る 老 王 が 讎 し ， 再 び栄光の 時 を迎 え る とい う囃 健 築 家 の 娘 詩A ・

群 衆は 信 じ
，

そ の 暾 ・亅を待望 して い る 。 船団が 到来 した とい う叫 び 声 が 上 カミる ・

詩 人 は 歓 喜 しなが ら娘 と 老 王 の 像 の あ る テ ラ ス の 階段 をの ぼ っ て い くが 深 然

像 は崩壊 し て し ま う。

こ う した 内容 か ら，
こ の 作品は こ れ まで 終末論 昏・対す 破 肉 ・ 帝 政 に 対 す る

非靴 い 偲 想 的政 治 的 観点 か らの み 論 じ ら れ て きた （文献 1 ・213 ）・ し

か し彼の 戯曲 鯉 解す る に は ， 彼の 戯 曲の シ ・ 剥 力 像 徴鯀 ） を知 る 胴

時 に ，
。 メ デ ， ア ・デ ラ ル テ な ど民＊1寅劇 の 機能 も視 野 に 入れ 鮒 れ ば な らず ・

こ れ ま で の 研究 は そ の 点 で 不 充 分 で あ っ た 。

輪 で は r広 場 の 王 』 の 構 造 を分析 し
，

・ メ デ ・ ア ・デ ラ ル テ の 手法 ・
ブ

。
一

ク が r演劇謝 で 回 帰 す る よ う主 張 し た 眠 衆演 劇 i・ap ・ ・・ … 　Te ・TP コ・

（4 ，
89）が ，

こ こ で ど の よ うに 読み 替 え られ て い る か を検討す る 。

1 ． 二 つ の グル ー プ に 分 か れ る登場 人物

　 こ の 戯曲で は 登場 人物 が 二 つ の グ ル ー プ肛汾 か れ る ・
こ れ ま で の 研究者 は こ

の 戯曲 を衰退 す る 勧 へ の 風刺 と受 け取 り澄 場 人 物 を帝政 派 と ア ナ
ー キ ス ト

の 二 つ の グ ル
ー プ に 分 け て い た 。 しか し ，

コ メ デ ィ ア ・デ ラ ル テ の 機能 や ブ

。 一 ク の 詩 の シ 。 ボ 肋 鯰 頭 に 置 くと ， 登 場 人物 を機能の 点 か ら激 済 の 船

団 が や っ て 来 る と い う 「噂 を信 じる グ ，・
一 プ」 と 「麟 信 じない グ ル ー プ」 と

に 分 類 で きる ． まず ， 蹲 を信 じ る グ ル
ー プ 」 に は 轢 家の 娩 詩 ん 櫞 が

属 して い る ． E 築 家 の 娘 は 古 い 復活 の f云説 を信 じ・
王 に 椴 を吹 き込 も？

とす

る ． そ し て 「私 は 竕 の 夢物語 を実 肌 な ‘tn ば な ら ない
・ く… ： 王 じ し’ か ら
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膿 で あ りな さい 」 と言 っ て
・ 詩人 に 王 へ の 忠誠 を促 す 俤 2 幕）． 詩 人 は 彼

女 を美 しい 婦 人 と見 な し ， 彼 女 に 従 い
， 群衆 を煽動 す る （第 3 幕）。

　
こ こ で 船 の 到来 とい うモ チ

ー
フ の 意 味 を確認す る 必 要が あ る 。 第 一

次革命以
前 の ブ ゜ 一

クの 詩 で は
・

こ の モ チ ー
フ は 黙 示録的 救 済の モ チ

ー
フ （・ マ 。 蟻

か ら受 け継 が れ た ， 現 象世 界 に 対 置 され る と い う意味で の 本質 世界 の 到 来 の モ
チ ー

フ ） と して 使 わ れ て い た ・ そ う した モ チ ー
フ の 現 れ る詩 を次 に 引用 す る 。

　　彼 は 彼 女に 祈 り をあげ る 。

　　乙 女 の 顔 が穏 や か な ら ば，

　 　彼女の 耳 は

　　船 を陸地 に 運 ぶ 波 の 音 を聞 き……
（1899年一 1 ． 78）

　　半 分 沈 ん だ夕焼 けの 太 陽 。

　 　ま も な く没 す る 。

　 パ パ
， 見 て 見 て 。

　 私 た ちの ほ うに 向か っ て 船が や っ て 来 る
。

　 　 ・．・・ウ

　　しか し娘 は泣 き じ ゃ くり，

　 海 の 深み が彼 女 を手招 く。

　 泳 い で 降 りて い きた い
，

　 夢が 現 実 に な る よ うに 。 （1905年一 1
， 358）

　
こ こ で は

， 本質世 界 （引 用 した 詩で は ， 終 末 に 本 質 世 界 か ら 到来 す る 乙 女
［美 しい 婦 人亅， 海の 深 み ［深 淵］ に よ っ て 描 か れ て い る ） の 到来 を告 げ る も

の と して 船が 描 か れ て い る ・ しか し，
こ の 戯 曲で 船の 到 来が 終 末 の 救済 ． 本質

世界 の 到 来 と は な ら な か っ た の とパ ラ レ ・レe・
， ブ ・ 一

ク の 詩 の 変遷 で も ， 終 末
へ の 期待が くじか れ た 1905年の 第一

次革命 の 失敗 以 降 ， 船 の 到 来 へ の 希 望 は次
の 詩の よ うに 諦 め の 気持 ち に 変わ る 。

彼 ［詩 人］ は 海の 彼 方の

美 しい 婦 人の 住 む とこ ろ に 行 きた が っ て い る 。

そ の 女 の 人は い い 人な の ？

　 そ うだ よ 。

そ れ じ ゃ あ ， 何の た め に や っ て 来 る の ？

彼 女 はや っ て 来 は しな い
。
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汽船 に乗 っ て 来 な い ん だ よ 。

夜 が 近づ い た 。

パ パ と娘 の お し ゃ べ りは 終わ っ た 。 （1905 年一 1 ， 360）

　戯 曲 に お い て は ， 船 の 噂 を信 じる こ と は 本質世界 を信 じる こ と で あ る と い う

こ とを確認 して お く。

　次 に ， 「噂 を信 じな い グ ル
ー プ」 に は 道化 ， 建築家 が 属 して い る 。 戯曲 の 冒

頭 の 道化 の プ ロ ロ ー グは 次 の よ うに な っ て い る 。

まだ太陽 は照 る の を め ん ど くさが っ て い る が ，

お い らは 海岸 に い る o

天体 はあ くせ くし な くて もい い が ，

お い らは そ ん な こ とで は だ め だ 。

しか しお い ら は 天体 が な くて も航 路 を見 つ け た し，

現 に こ こ に 舟 で や っ て 来 た 。

自分 の 理 性 で ち ょ っ ぴ り

あん た た ちの 心 を和 らげ る た め に 。 3 ，
22）

　こ こ で は ， 第 一 次革命以 前 の ブ ロ ー
ク が 目指 して い た 「宇宙世 界 との 合

一
．

つ ま り本質世界 と の 合
一

」 が 否定 さ れ て い る こ と が うか が え る 。 か つ て の プ

ロ ー ク の 詩 で は 宇宙 は 本 質世界 で あ り

合
一一

が テ
ー

マ と な っ て い た 。

以 下 の 詩 に 見 られ る よ うに ， そ れ と の

だれ も汝 の 平穏 を 見 出 し は し まい 。

だ れ も汝 の 端 正 な影 をこ わ しは しま い
。

そ して ， 汝は 幻の 世界 の 途 上で ．

星 と一
体 に な る だ ろ う。 （1900 年

一 1 ， 9 

赤 い 炎が 輝 きは じめ る 。

不意 に 夢が か な え られ た 。

汝 は ゆ く。 わ れ らの い る 寺院の 上 ，

上 空 に は 光の ない 深 遠 が あ る 。 （1902年一 1 ， 260）
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　こ の こ と を念頭 に 置 くと ， 下 図の よ うに
， 「め ん ど くさ が っ て い る」 太 陽 と

「海岸 に い る」 道 化 との 対 比 ， 意味 だ け で な く押 韻 の 対 比 ， さ ら に 「天 体が な

くて も航 路 を見つ け た」 と い う台詞 は
． 道 化 の い る 世界 が 宇宙世界 （本質世

界 ） とは何 の か か わ りも な い 現 象 世界 だ とい う こ と を示 して い る と い え る 。

【道 化の プ ロ ロ ー グ の 分 析 】

道化 の プ ロ ロ ー グ に お け る宇宙世 界 と地上 の 世界 と の 対比 （意味 と押韻の 対比 ）

「
一… 宇宙 世界 …………一一……一一………一一

1

i 「め ん ど くさが っ て い る」 太陽　　 i
｝ （neHb ． eBeT ”TbCfi ＞　 　 　 ；

1 「あ くせ く し な くて も よ い 」天体　 i

i （He ・TpyAHTbCA ）　 　 　 　 …

1弓噌一一一r｝噸 卜冒

プ ロ ロ ー グ は さ ら に次 の よ う に続 く。

「
・… 道化 の 世界 一一一一…………一…一… 一一…

：

i 「海 岸 に い る」道化 　　　　　　　 i

i （Ha 亘贈 £ ヱ）　　　　　　 i
i 「あ ぐぜでぜざる をえ な い 」道化 　i
i （旺e 塑 弸 ）　 　 　 　 　 i

こ こ に は純 粋 な観 客の た め の 道が あ り，

こ こ に は純粋 な 観客の た め の ベ ン チ が あ る 。

た だ お い らは プ ロ ロ
ー グ を言 うた め に

そ こ に 腰掛 けた の さ 。

お い らの 前 に は オ ーケ ス トラ ・ボ ッ ク ス の 海が あ り，

波 の 色 は暗 い
。

だ が ， ま もな く太陽 が 昇れ ば
，

底 まで 見 え る さ 。 〈3 ， 23）

　 こ こ で は 「純 粋 な 観客 の た め 」 「オ
ー

ケ ス トラ の 海」 とい う台 詞 に よ っ て ，

こ れ か ら舞台 に 展開す る 世界が 「演 じられ る 世界」で あ る こ とが確認 さ れ る 。

こ の よ うに す べ て が は っ き り して い る 世界 は
， 曖 昧 な イメ ー

ジ や 語句 か ら な る

『美 しい 婦人 の 謝 の 世 界 とは 相 入 れ ず ，
K ． チ ュ コ フ ス キ ー の 言葉 を借 りれ

ば ． 「美 しい 婦 人 を殺 して し ま う」 （文 献 4 ， 13頁）。 舞台上 で 演 じ ら れ る の は

事物 ど う しの 結合 （モ ン タ ー ジ ュ ） で あ り， そ の 事物が 事物 と して の 性質 を留

め て い る 限 り， 観客は 舞台セ ッ トが パ ネ ル や 布 に描 か れ た もの で あ る こ と を認

識 す る 。 また ， 仮 面 の 木 目 （事物 性 ｝ を見 れ ば そ れ が 木 で で きて い る こ と を認
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識 す る 。
つ ま り， 次 の 図式 の よ うに ， こ こ で は 「事物 （Ee 皿 eOTBO ）ど う しの モ

ン タ
ー ジ ュ が 虚構 ［事 物性 （Be   eCTBeHHOOTb ）を留 め る］ を 生 み 出 す 」 の で

あ り
，

地 上 世界 （現 象 世 界）の なか で 二 項対立 を築 くの で あ る 。

［図 式 1 ］

事物 性 を留め る 。

　ま た
， 道化の 前 に 横 た わ る オ ー ケ ス トラ ・ボ ッ ク ス の 海 は 太 陽 が昇 る と底 ま

で 見 え る こ とで ，
こ こ で も また 深 遠 の 神秘 （本質世 界1 が 否定 され ，

プ ロ ロ
ー

グ は 現象世 界 に お け る事勠 と虚 構 の 二 項対 立 を強 く印象付 け る こ とに な る 。 そ

の あ と道化 は 偽 りの 噂 を信 じて い る 人 々 の 目を覚 ま させ よ う と彼 らの 前 に 立 ち

は だ か る こ と に な る 。

　噂 を信 じない も う一 人 は 建築家 で あ る 。 彼 は詩 人 に 向か っ て 「お ま えは 病 気

だ 。 も っ と単純 に 生 きな 」 と孵 び ， 群 衆 に 向か っ て 「お ま えた ち は わ た しの 手

が 作 り出 した こ の ［王 の ］古式の 巻 き毛 の 美 しさ に 毎 日魅 せ られ て い た 。 お ま

え た ち は わ た しの 作 品 ［王 ｝ を壊 し， お ま え た ちの 家 は 空の ま ま残 っ て い る 。

〈… 〉お まえた ち をお 養 い くだ さ る の は 天体 の よ うに 動 き，
黒 い 大 地 に 雨 を飲

ませ ， 海 の 上 に 雨 雲 を集 め られ るお 方 。 お ま え た ち をお養い くだ さ る の は聖 父

様 だ」 と非難 す る 。 彼 もまた ， 天 体 との 合
一

を否定 し ， 王 の 像 が 自分 の 作品 で

あ る こ と を認 識 L て い る と い う点 で ， 道化 と 同 じ世界 に い る と言 える 。

2 ． 事 物 そ の も の と して の 意 味 と虚構 と して の 意 味

　前節 で は 道化の プ ロ ロ ー グ を 中心 に ． ブ ロ ー ク の シ ン ボ リ カ 〈象徴 体 系） の

視 点 か ら二 つ の グ 」b・
一一プ を見て きた が ． 今度 は コ メ デ ィ ア ・ デ ラ ル テ の 視 点か

ら検証 して い きた い
。 西 欧 ロ マ ン 主 義 の 道化師の モ チ

ー
フ が 1903年 の メ イエ ル

ホ リ ドに よ る シ ェ ン タ ン 作 『道 化 師亅 の 上 演 や ブ ロ ー
クの 詩 に よ っ て ロ シ ア に

知 られ る よ うに な り．
こ の 戯曲に も コ メ デ ィ ア ・デ ラ ル テ の 手 法 は 顕 著 に 見 ら

れ る 。 以 下 ，
コ メ デ ィ ア ・デ ラ ル テ の 手法が どの よ うに 読み 替 え られ て い る か

見 て い きた い
。 まず ．

こ の 戯曲で 猫 か れ て い る 「王 」 「（赤い 〉噂」 及 び 「終末
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の 夜 」 が 図式 1で 示 した よ う な事物 と虚 構 の 二 項 対立 の 性 質 を持 っ て い る こ と

を確認 して お こ う。
つ ま り，

こ れ ら に は 常 に
， 事物 そ の もの と し て の 意味 と

．

モ ン タ ー ジ ュ に よ っ て で きた 虚 構 と して の 意 味 が 与 え られ て い る 。

【第 1
，

2 幕 で の 王 や ， 噂 や ， 夜 に 向 か う時間の 推移の 特徴】

［図式 1 の 応用］

王 赤い噂 （抽象概念の擬人化，第2幕｝ 夜

事物その もの として意
味

彫像 俳優
三一

致の法則
（時間の統

一
）

モ ン タ
ージュ の相手

（事物｝
復活の伝説 （概念）

飛び跳ねて人々に不安を与えるとい う
行為

夜に到着する救済の

胎団

虚携としての意昧 終末の救済 絳末の流血 終末の夜

　こ こ で の 王 は も と も と建築家 に よ っ て 作 られ た彫 像 ， す な わ ち事物で あ り ，

そ れ が古 い 復活伝説 とい う概念 とモ ン タ ー
ジ ュ す る こ とで

， 終末 に復 活 して 救

済す る とい う虚構 に 変 わ る 。 また （赤い ）噂 は 中 世 劇の 死 と同 じ よ うに偉優 に

よ っ て 演 じ られ た 抽象概 念の 擬 人 化 と して 登 場 す る 。

〈…〉小 さ な赤い 噂が 転 が り出 て くる の が 見 え る 。
こ い つ らは 飛び跳 ね なが ら四 方

に広が る 。 こ い つ らに笑 い が 広 ま っ た 時 ， 風 が 吹 きす さぶ の が 感 じ られ る 。 同 時に

徘徳申の 群衆 の あ い だ に不 安の 声が 聞 こ え る 。

　こ の よ うに 終末の モ チ ー
フ に 関係 す る 形 象 は ， 事物 で あ りなが ら ，

モ ン タ
ー

ジ ュ に よ っ て 終末世界 を思 わ せ る虚 構 に 変わ る 。 同時 に こ の 時点 で は ， すべ て

が は っ き り と描 写 され て い る 世 界 の な か で は ， 事物 と して の 性 質 （事 物 性 ） を

失 わ な い
。 した が っ て

，
こ れ か ら到来す る 本質世界 は モ ン タ

ー ジ ュ に よ っ て 作

られ た もの
， 演 じ られ た もの （見せ 物） に す ぎない とい う印象 を留め て い る 。

　 「噂 を信 じない グ ル ー プ」 は こ の 両義性 を理 解 して い る 人 々 で あ り，
こ の 図

の 二 項対立 が と もに 現 象世界 に あ る こ と を 自覚 して い る 人 々 で あ る 。 そ れ に 対

して ， 「噂 を信 じ る グ ル ー プ」 は モ ン タ ー ジ ュ に よ っ て で きた 虚構 を本質世 界
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の シ ン ボ ル と見 なす （彼 ら は 第一 次革命以前の ブ ロ ー ク と同様 ， 現象世 界 と本

質世 界 の 二 項対 立 の 概念 に 立 っ て い る ）。 彼 らは 事物 そ の もの と して の 意 味 を

理 解 し な い
。 虚構 の 影響 だ け を直接受 け る 人 々 で あ る 。

　前者 に 属す る 道化 （「良識 」 「心 の 医者」） は コ メ デ ィ ア ・デ ラ ル テ の ア ル レ

キ ー ノ 同様 ， 「演 じる こ と」 （事物 ど うしの モ ン タ
ー ジ ュ ｝に よ っ て 虚構 を作 り

出 して見 せ
， 噂 を信 じる 人 々 の 目 を覚 ま させ よ う とす るが ， 失 敗 して 人 々 を 怒

らせ て し ま う  

　第二 の 男

〈…〉お まえ は法廷で 陪 審員 た ちに死 理 を宣告 す る よ うに と吹 き込 み や が っ た 。 ま

た、 教 会 で は慎 み を説 い て 聞か せ ， また ． そ う ，
こ こ 海岸で は 人 々 に 自由 は 必 要 な

い と説得 して い る 。

回 りを取 り巻 く人 々 の 顔 に 怒 りの 表情 が 現 れ る 。 （第 3 幕一 3 ，
44〕

　こ の よ うに 道化 は い ろ い ろ な 人物 に 変装 して ， 詩人 に従 っ て い る群衆 を怒 ら

せ る 。
こ れ は道 化の 役 割 で あ る 事物 と虚構 の 二 項対立 を理 解 しな い た め に 起 こ

る 怒 りで あ る 。 メ イ エ ル ホ リ ドは コ メ デ ィ ア ・ デ ラ ル テ に お ける 道化の 機能に

つ い て 次 の よ うに 書 い て い る （こ の 頃 メ イエ ル ホ リ ドは す で に 現象世 界 に お け

る事物 と虚 構 の 二 項 対 立 に 移行 し て い る 。 移 行 の 時期 は 『見 せ 物小鬮 （1908）

か ら 『ド ン ・ジ ュ ア ン」｛1909）に か け て 。 そ れ 以前 は 本 質世 界 と現 象世界 の 二

項対 立 に よ っ て い た 。
こ の 戯曲で 「噂 を信 じ る 入」の 思 考 か ら 「噂 を 信 じ な い

人 」 の 思 考 へ の 転 換 が 起 こ っ て い る こ と は ， そ の 演 出 か ら認 め る こ とが で き

る ）。

〈… 〉ご 覧な さ い
， その ［ア ル レ キ ー ノ の 1 仮 面の 下 に 何 が 隠 され て い る か を 。 ア

ル レ キ ー ノ とは 全 能 の 魔 術 師，妖 術 師， 魔法使 い で あ る 。 ア ル レ キ
ー

ノ とは 地獄 の

使 者 な の だ 。 仮 面 が 隠 して い る の は こ れ ほ ど対 立 す る二 つ の 顔 だけ で は ない 。 ア ル

レ キ ー
ノ の 二 つ の 顔 ， そ れ は 二 つ の 極 で あ る 。 両者 の 間に は さ ま ざ ま な変容 と さ ま

ざまな 陰影 が 無 限 に 広 が っ て い る 。
こ の よ うな 途方 もな い 多様性 は ど の よ うに 観客

に 提示 され る の か 。 仮 面 に よ っ て で あ る 。

俳優 は身振 り と動 きの 芸 を身に つ け る こ と に よ っ て く…〉， 観客 が 自分 た ちの 前 に

あ る の は 何 で あ る の か， ベ ル ガ モ 出身の 愚 か な道化 なの か 悪魔 な の か い つ もは っ き

b と感 じ る こ とが で きる よ うに 仮面 を 手繰 る （文献 5 ，
218頁）。

一 53 一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association of Russian Scholars

NII-Electronic Library Service

Japanese 　 Assoolatlon 　 of 　 Russlan 　 Soholars

　つ ま り，
ア ル レ キ

ー ノ の 機能 は 身体性 と い う事物 が 変化 す る こ とで あ り， そ

れ と結合 して い る仮面 とい う事物 が さ ま ざまな顔 （虚構） に姿 を変 え る と い う

こ と で あ る 。 こ の 機能 は こ れ まで 述べ て きた （図式 1）事 物 と虚 構 の 二 項対立

と 同 じもの で あ る 。
こ の よ うな機能に よ っ て 人 々 を覚醒 させ よ うとい う試み に

失敗 した道 化 は
， 腹 を く くっ て 二 つ の 選 択肢 （鳥 に似 た金 色服の 男 と黒服 の 男

［道 化 の 分身］） を持 っ て くる 。 プ ロ ー ク の 詩 で 金 色 は 「美 しい 婦 人」 の 現れ

る教 会の 「朽 ち た 金 箔」 の 色 で あ り ， 終末的救済 へ の 期待 を意 味 し ， 黒 は 「明

け方近 くに
， 街の 灯 を消 して 回 る」黒 い 男 （『黒 い 男 が街 を駆 け る』 1904），

つ

ま り終末の 夜 の 否定 を 意味す る 。 詩 人 は 二 人 の 事物 と して の 意 味 （鳥 に 似 た 男

二 俳優）を認 め な い ば か りか ， 終末 を肯定す る金色服 の 男 を選択す る 。 その 結

果 ， 船 団 の 噂 ， 夜 ， 金色 と い っ た
， 美 しい 婦 人 の 到 来 の 舞台設 定が 整 い

， シ ン

ボ ル の 交感 （コ レ ス パ ン ダ ン ス ） をは じめ
， 建築家 の 娘や 詩 人 の 台詞 ， 群衆の

咆哮 や 叫び と も交感 しあ う （第 3 幕）。

3 ． 抽 象化の 手 法 と虚 構 の 本質 世界

　こ こ で は 交感 を構成す る そ れ ぞ れ の 要素に 共通する 特徴 に 目を向けたい
。 夜

に な り ， 再 び 『美 しい 婦 人 の 詩亅 と同 じ く r世 界 の 多様 性 を消 し て し ま う」

（チ ュ コ フ ス キー の 文脈 で は
， デ ィ テ

ー ル ［つ ま り事物 と して の 性質］の 捨象

を意 味 す る
一

文献 4 ， 14頁）暗闇 の な か ， 事物 と して の 意味 は 消 え去 り， 次

の 図 に 示す よ うに 虚構 と して の 意味 だ けが 残 る 。

王 噂 夜 金色服の男

事物としての意味 彫像 俳優
一
　　　　　 の統

一1 アル レキーノ

虚穂としての意味 謎末に復活 終末の救済 終末の夜 本質澄界の属性

　さ ら に 下 の 図式 2 で 示 す よ う に
， 「王 の 像 」 「噂 」 「金色 」 「夜 」 は コ メ デ ィ

ア ・デ ラ ル テ に お け る ，
ど こ に で もあ る とい う 「日常の 普遍 化」 と して 機能 し

て い る 。 しか し事物 と して の 性 質 を失 うこ とで こ れ らの 要素 は 具体性 の な い 抽

象的 （Heo ”peAeneHKfilk）な 事物 と化す 。 そ れ らは 互 い に交感 （モ ン タ ー ジ ュ ）
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す る こ とで 『美 しい 婦 人 の 詩亅で 見 られ た 本 質世界の 到来が 展 開す る 。 しか し．

事物性 が 喪失 した あ と で は
，

こ の 虚 構 か ら は 事 物 ど う しの モ ン タ ー ジ ュ に よ っ

て 作 ら れ た もの （演 じ られ た もの ） とい う印象が 消 え る 。

［図式 2 ］

コ メ デ ィ ア ・デ ラ ル テ

（プ ロ ロ
ー グ

， 第 1 幕， 第 2 幕）

日常の 普遍 化 （06D6u ！eHEe ｝

〜 ど こ に で もあ る事物

「王の 像」 （彫像 〉

「噂」 「金 色」 （俳 優）　 …一一一一一…一……

「夜」 （演劇の 約束事） ……一……一…

［（ ）内 は事物性」

事

物

性

を

剥

奪

さ

れ

る

シ ン ボ リズ ム

（ブ リ ュ
ー

ソ ブ， 1906年以 前の ブ m 一タ〉

一
〜具 体性 の な い 抽象 酌 な事物

：灘 羈 一 ］
互 い に

交感 し ，

終末 世界

を表す

　ま た ， 形 象 だ けで な く金色服の 男 ， 建築家 の 娘 ， 詩 人の 台詞 の 文体 も ，
こ れ

まで の 日常 的文 体 （ドー
リ ニ ク ） と は 異 な り， 短 い 繰 り返 しの 多い もの で

， 具

体性 を欠 く抽象的 な物 と な っ て い る 。

　金色 の 男 （叫 び な が ら）

船団 が 郵着 した ぞ 。 幸せ だ 。 幸せ だ 。 （SCopa6nE 　apm ＝inM ！CgaCTbe ！CgaCTbe ！）

遠 くで 羆 明弾 が次 々 に 上 が る 。そ の 間 隔 は だ ん だ ん 狭 まる 。

　群衆 の 声

遅 い そ 。 遅 い
。 （r匡08AHO ！no3AHO ！）

（… 〉

　詩人 （階段 を上 が りなが ら〉

天 上 の バ ラ よ 。 汝 の 許 へ
。 ｛Po3a 　ue6eeHaH ！　Mny　” Te6e1 〉

　建築家 の 娘 （王 の 足 元 で ）

あ な た は 聖父様の 許 へ 歩ん で い る 。 （TH 叩 e 區 b 　H 　OTqy 、）

〈… 〉

　 詩 人

あ な た の 顔 が 輝 い た 。 （TBoe 　AEuo 　oeapeuo ！）

　建築家 の 娘

も っ と
， もっ と近 くに 。 （BnH ）Ste ！BnHnce1 ）

　詩 人 （い ち ば ん 上 の 段 で ）

天 上 の 世界 だ 。 （3gpaBCTBya ，　fie601 ｝
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　建築家の 娘 。

も っ と ，　も っ と上 に g 　（BSi皿 e ！BH 皿 e ！）

私 を通 り越 して 聖 父様 の 許 へ 行 くの よ 。 （MHHyfi　MeHff ，　TN 　une 皿 b 　K 　OTay ．）

　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　（3 ，　52
，　53）

　 しか も，
こ の よ うな文体 が ， 終末 の 救済 を信 じな い 黒 い 男の 台詞 の B 常 的 文

体 と併 置 され て い る こ とで
， そ の 抽 象性 を際 立 たせ て い る 。

　黒 い 男

お まえ た ち は 良識 に見放 さ れ た 。
い い か

，
お ま え た ちに は食べ 物 も住処 もな く， 噂

に 支 配 され て い る 。 お 前 た ちの なか に
， 金色 や 赤色 の 悪魔 た ちが うろ つ い て い る ん

だ ！み ん な 燃 や し破 壊 し て し ま え 。 お ま え た ち に 明 日 の 保 証 は で き な い
。

（3ApaButi　oMNon 　lloKHHy π Bac ！CMoTpHT’e ，　BEI　6e311sma　H 　6e3 　KpoBa ，　Bbl 　Bo

BnacTH 　CnyxoB ，　epeAH 　Bac 　MegyTcn 　30noToe 　u 　KpacHoe 　gepTa ！　（’…〉）

　 　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　（3 ，　52，　53＞

　物 の 事物 と して の 性 格 （BellleCTBeHHOCTb ）を 剥 奪 し ， 抽 象 化 す る 手 法 に

よ っ て 日常 の 概 念 を超 え させ て い る の だ が ，
こ れ は ブ リ ュ

ー
ソ フ らの 手法で

あ っ た 。 彼 は 「抽 象的 な （HeompegeneHHOCTb ）形象や 抽象的 な台詞 の 交感 （モ

ン タ ー ジ ュ ） に よ っ て 日 常 の 概 念 を 超 え ， 終 末 の 気 分 （u3BeGTHoe

HaeTpoeHvae ）を作 り出 す 」 （文献 6
，

96−98頁） と述 べ て い る 。
こ れ を図式化

す る と次 の よ うに な る 。

［図式 3 ］ （図 式 1 に 図 式 2 を代 入 した もの と同 じ）

　 こ れ は ブ リ ュ
ー

ソ フ が ヴ ェ ル レ ー
ヌ や チ ュ ッ チ ェ フ を模 倣 して （文 献 6

，
98

，

100 頁） 『地 上 の 世 界亅 （1905
一 文 献 7 ， 9−54頁） な どで 試 み た 手法 で あ り， シ

ン ボ リ ズ ム 期 の メ イ エ ル ホ リ ドが 日常 性 を払 拭 す る た め に メ
ー

テ ル リ ン ク の 静
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劇理 論 を も と に 実践 した方法 で あ る （詳細 は 文献 8 ）。
こ の 手法 は 実在 の 本質

世界で は な く ， 観念の 本質世 界 ，つ ま り本 質 瓧 界 の 遊血勃（叩 aBgenOAO6HOCTb ）

を 作 り出 す 方法 で あ る 。 Bfi　9 ．イ ワ ー ノ ブ は シ ン ボ リズ ム の 本質 を実在的 シ ン

ボ リズ ム と観念 的 シ ン ボ リ ズ ム の 二 つ に 分類 して い る （文献 9 ）。 前者 が 本質

世 界 （レ ア リ オ ー ラ ） を具体的 な描 写 に よ っ て 実在 と して 表現 す る の に対 し，

後者 は 事物 に は そ れ ほ ど忠実で は な く模 倣 性 の 弱 い
，

つ ま り具 体性 の ない 描 写

の コ ン ビ ネー シ ョ ン に よ っ て 本質世 界 の 近 似物 を表現す る 。
こ の 場 面 は イ ワ

ー

ノ フ の 言 う意 味 で 観 念 的 で あ り， 抽象 的 な事物 の 結合 に よ っ て 作 られ た 近似物 ，

す な わ ち 虚構 の 本質世 界 で あ る （詳細 は 文献 9 ；10）。 ブ ロ
ー

ク 自 身 も 『美 し

い 婦 人 の 詩』 で は 抽象的 な （HeonpeAenefiHSIfi ）言葉 〈例 え ば KTO ・TO
，　rytSEaH

，

TaBHa ，
　MpaK な ど） の コ ン ビ ネー シ ョ ン に よ っ て 日常 を越 え た もの （本 質世

界〉 を暗示 させ ， そ れ を実在 と見 な して い た の だ っ た 。

4 ． コ メ デ ィ ア ・デ ラ ル テ の 読 み 替 え

　舞台 は 終末 の 虚 構 に 支 配 され ， 道化 （良識） は逃 げ だ す しか な く ， 王 の 像 が

崩 れ て
， 終末 が 虚 構で あ る こ と を露 呈 した あ とで も ， 群衆 は 虚構 の 本質世界 と

合
一 し，

コ レ ス パ ン ダ ン ス す る な か で 幕が 閉 じ られ る 。

　次 の 図 に よ りこ の 戯 曲の 構造 を ま とめ て お く。 図式 1 の よ う に
，

コ メ デ ィ

ア ・デ ラ ル テ で は
， 事物 は B常 の 普遍 化 と して と ら え られ て お り， 事物 ど う し

の 結 合 （モ ン タ ー ジ ュ ） に よ っ て 生 ま れ た 虚構 も事物性 （Be 皿 eGTBeHHOOTb ）

を留 め て い る （日常 世 界 に 留 ま っ て い る）。 こ の 普遍 化 され た 日 常 か ら 『広 場

の 王 」 は 始 ま る が ， 第 3 幕 に な る と夜 の 訪 れ と と も に ， 事物性 は 剥奪 （抽 象化

一 図式 2 ） され ， 非 日常世 界 に 移 行す る 。
コ メ デ ィ ア ・デ ラ ル テ の 普遍 化 は

抽象 化 に 読み 替 え られ て い る 。 そ し て 図 式 3 の よ うに ， 抽象化 され た 事物 の 結

合 （モ ン タ ー ジ ュ ）が 本質世界 の 近 似 物 と い う非 日常的 虚構 を生 み 出 して い る 。

　 し た が っ て
， 抽象化 され た 世界 の なか で 王 の 像が 崩壊す る の は

， そ の な か で

像 が 事物性 を回復 す る （あ りの ま まの 姿 を主張 す る ） こ とで あ る 。
つ ま り， 抽

象 化 され た事 物 の なか で
，

ひ とつ の 事物 だ け （王 の 像 ）が 事物性 を回復 し ， ま

わ りとの 交感 を乱 す 。
こ こ に は

，
二 つ の 手法の 稲 克 ， す な わ ち ， 事物 をそ れ 自

体 （崩れ．か か っ た像） と して 認 識 す る 実在的手法 と
， 事物 それ 自体 の 意味 を離

れ て （崩 れ か か っ て い る とい う物 自体 の 意味 を捨象 して 〉， 非 日常 的虚構 体

質世 界 の 近似物） を生 み 出 す 抽象化 の 手法 （Bfi9，イ ワ
ー ノ ブ の 言 う 「観念 的

手 法 」） と の 相 克が あ る 。
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1『広場 の 王』 に お け る 構 図 （日常世 界 か ら非 日常世界 へ ）1
一匿 置9  一一．一　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 一一一一一一
　 　

▼噛11 冒F
　 　 　

丶
丶 一　　 　　 ／

一一一／
’

　　　　　一，二杢質世旻．．　　 　　 r「一 驢「＿
　 　 　 曽，’F　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一一一甌
　 　 ＿一『「　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

一一1＿
　 一‘，， 「曽一一 、、1− 「魑　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　 、

詐抽

日象

常 的

世手

界・法

　　　　　　　　　　　　　　　 ／ 1図 式 3 ］モ ン タ
ージ ュ （交感）

　　　　　　　　　　　　　　 ノ
／

r
’… ”… 一一一…一一

…　　 　 ／ 　　 「
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界
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　 〈
一一
［図式 幻 抽象化 （事物 性 の 翁奪）…〉 」図 式 1 」モ ン タ

ー ジ ュ

　　　　　　　　　　　　　　　　　／
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ，’

「
一一一一

道化 の プ ロ ロ ー グ
ー…

1　　　 ／ 　 r
・・… 第 1 幕，第 2 幕

一一一一一…
1

i あ りの ま まの 　 i 〆 霙　 虚構 　　　 i
i　　　　　　　　　　　 i　　　　　　 i　　　　　　　　　　　　 i

i 黝 ど う し

　 鉢 　　i 儲 世界 の 近働

η
L …………”…’”………’’’”…

　　
、
解体 　　

L−…… ・・……・
　　　　

… ・

5． 二 つ の 手法の 融合 へ （その 後の ブ ロ ー ク作品 の 構造）

　か つ て の 本 質世 界 を否定 しすべ て の もの は 現 象世 界 に あ る こ と を示す だ け

だ っ た r見 せ 物小屋亅 （文献 llで 詳述） と は 異 な り， 事物性 の 剥奪 に よ り日常

か ら非 日常 へ （ま た は そ の 逆）す り抜 け させ る と い う 『広場 の 王』 で 初 め て 到

達 し た 構造 は
， 『見知 らぬ 女』 の 変 貌 を可 能 に し （文 献 12で 詳述）， ル ー シ

（fク リ コ ヴ ォ の 戦 場 』）や フ ァ イナ （r運 命の 歌亅） に抽象性 と 日常 （具 体）性

の 両 面 を纏 わせ た 。 また ， 事物性 の 剥奪の 手段 を単 な る 暗闇 （夜） だ け に 頼 ら

ず ， 霧 や 雪 （ジ ル ム ン ス キ ー は こ れ を 「雪 の 陶 酔」 と呼 ん だ一 文献13
，

72

頁〉 も使 うよ うに な る 。
こ の 構造 は ブ U 一 ク の 後半生 の 創作 の 基本構造 に な っ

て い く。 そ こ に ジ ル ム ン ス キ
ー

や ギ ン ズ ブ ル ク は 「認識 を通 して す り抜 けて 変

わ る よ うな 転換」 を感 じた の で あ る （文献 14
，
227頁 ；15

，
297頁 ；16， 160頁）。
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6 ． 文学手法 の 歴 史に お ける 意 義

　 こ の 作品は 新旧二 つ の 手法 （コ メ デ ィ ア ・ デ ラ ル テ の 実在的手法 と ブ リ ュ
ー

ソ フ 等 ［あ る い は か つ て の ブ ロ
ー

ク 自身〕 の 抽 象化 の 手法） の 結合 と見 る こ と

もで きる が ， そ の 後の 文学芸術 の 手法の 展開 を考慮 に 入 れ る と ，
ア ク メ イ ズ ム

や ア ヴ ァ ン ギ ャ ル ドの 手法 を すで に先取 り して い る と言 え る 。 詳細 は 現在準備

中の 拙論 「
“

銀 の 時 代
”

の 詩の 文体 をめ ぐる 考察」他 で 扱 うの で
，

こ こ で は 以

下 の よ うに簡単 に 触れ て お くに留 め る 。

　図式 1 （コ メ デ ィ ア ・デ ラ ル テ の 手法） は
，

メ イ エ ル ホ リ ドの 1910年代 の 演

出 に 影響 を与 え る （詳細 は 現在準 備 中 の 拙 論 「帝室劇場 時代 の メ イ エ ル ホ リ ド

の 演 出 に お け る 新 しい 二 項対 立 （仮 面 の 役割）に つ い て 」で 扱 う） だ け で な く．

ア ク メ イ ズ ム の 手法 を も先取 りして い る 。
マ ン デ リ シ タ

ー ム は 石 造 りの 中世 の

教会 とそ れ を構 成 す る 素材 （事物） と を対置 さ せ た （「石亅 「ア ク メ イ ズ ム の

輒
一

文献 17， 48− 152 頁〉。 また ， 事物 の 具象的価値 を尊重 した ツ ヴ ェ タ ー

エ ヴ ァ は （文献18
，

22頁）， 同種の 連 想 の 連 な 9 （uaHU3HBaNHe ） とい う概 念

に よ っ て ， 古代 の 意味 へ と深 化 させ た （文献 19
，

IO， 13頁）。
こ うい っ た態度

は 「手仕事 peMecno 」 とい う言葉 に 集約 され る 。

　また
， 図式 1 が 図 式 2 を経 て 図式 3 に 至 る プ ロ セ ス ー 手を加 え られ た事物

の 結 合 （モ ン タ ー ジ ュ ） に よ る 非 日常世界 の 現 出 と い う視点 ， す な わ ち事物 と

抽象 とい う二 面 性一 は
，

マ ヤ コ フ ス キ
ー

の 場合 ， 事物 と して の 言 葉 （eaOB 。

KaH 　TaKOBoe ）と そ の 非 日常 的 結合 （coqeTaHHe 　 HeoegeTaeNN エ　 caeB ）に よ リ

ア ー バ ニ ズ ム と い う抽 象世 界 を 生 み 出 す 。 ま た フ レ ー ブ ニ コ フ の 場 合 は
，

BA9 ．イ ワ
ー ノ ブ 「シ ン ボ リ ズ ム の 遺 訓』 の 榊 官や 魔法使 い た ち の 神聖 な言

葉」 （文献 9 ， 183頁） の 影響 を直接受 け て い た が
，

イ ワ ー ノ フ の 書葉の 神 秘 へ

の 従 属 をや め
， 言葉 を事物 の レ ヴ ェ ル で 解体 ， 増 殖 させ て 抽象世界 を生 み 出 し

て い く。
こ の よ うに さ ま ざ まな素材の 多様 な結合が 展開 して い くの だ が ，

こ れ

らの 根 底 に あ る の は ミ メ ー シ ス と い っ た シ ン ボ リズ ム の 手 法 で は な く， コ ン ス

トラ ク ト （ドゥ ガ ー ノ ブ の 言葉 に よ れ ば 「有機体」
一

文献 20
，

122頁） と い

う20世紀 的構 造 で あ り， そ の 出発点 と して 『広場の 王』 が 位置付け られ る の で

あ る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　 （く らい し　 よ し ひ さ ・早稲 田 大学 DC ）
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文 献

　ブ ロ
ー

ク の テ ク ス トの 引用 は Bn σrc　A 　Go6p ．　cog ．： B6T ．　M ．，　tg80 −1983 に よ

り， （ ）内 に巻 号 ， 頁数 を記 す 。

　以下 の 参考文 献 に つ い て は
， （ ）内 に 文献番号 と頁 を記 す 。

1．Pe∂u ”a 　 T．　 AneKcaHAp 　BxoK 　 ll　pyeoHmfi　 TeaTp 　 fiagana 　XX 　 BeKa ．　 M ．：

　　　HayKa ，
至972．

2．φe∂opoe 　A ．　B ．　Tea 叩 A ．　BnoKa　m　Apab ！aTyprnK 　ero 　BpeMeHg ．　JI．： M3A ．

　　　JI．　YH − Ta ， 1972 ．

3．rpexto8　 n ．　 n ．　 flo3THgeeKH 画 TeaTp 　 A 』eKoaHApa 　 BzoKa ／／ Bxon　 A 。

　　　TeaTp ．　JI．： CoB ．　EBcaTenb
，
1981 ．　G ．5−58．

4 ，9y κoecrc “ a　K 　KHHpa 　o6 　AxeKcaHApe 　B ∬ oKe ．　nr ．： 3Eoxa
，
1922 ．

5・Metie　pxonb∂l　B ．　θ・　GTaTbH
，　UHObMa

，　pegu ，　6eoeAN 。　M ．：　”CKyOGTBO
，

　　　生968．T ．1．

6・ruH ∂uκ C．　 ll．　 nporpaMMa 　 no3TnKu 　 EoBoro 　 BeKa ： OTeopeT 四 ec 齟 x

　　　uogcKax 　B ． ∫L　BpmcoBa 　B ．d890 −
e 　roAhl 　／／　Cepe6P 躍 鉦 H 藪　BeK 　B

　　　Poeorm ．　M ．： PaAHyc
，
　tg93 ．　G ．87一

彊16．

7・Ep κocoa 　B ．　no 朋 ．　oo6p ．　Gog ．　n ロ epeBo 即 B ．　CB6 ．：C 叩 KH
，
19i4 ．　T ．　t　5．

8．倉 石 「シ ン ボ リズ ム 期 の メ イ エ ル ホ リ ドに よ る
“
意識 的 ウス ロ ー ヴ ノ ス ヂ 実践 の

　　　試 み」， rロ シ ア 文化研 究亅 4 ， 1997年 ， 1− 14頁。

9・llea”ee ・BflU．　ABe 　OTHXKK 　B　COBpeMeBHOM 　CMMBonMSMe 〃 ・ffeaHee　BA9 ．

　　　PeAHoe 　H 　BceneH ｛｝Koe ．　M ．： Pecny6x 置 Ka
，
1994 ．

10．倉 石 「B 朋 ．イ ワ
ー

ノ ブ の 演劇 理念 と メ イ エ ル ホリ ド」， 早稲 田 大 学大学 院 『文学 研

　　　究科紀要』 43−2 ， 1997年 ， 137−145頁 。

11．倉石 「ブ ロ
ー

ク の
“
見 せ 物小 屋

”
　　 仮 面 の 役 割 と現 象 世界 に お け る 二 項 対 立 1，

　　　　『u シ ア 諸学研 究』 1
，
1997年 ，

1 −14頁 Q

l2．倉石 「見知 らぬ 女 の 変貌」． 『ロ シ ア 諸 学研究』 2 ， 1998年 ． 50−58頁 。

13・　IKup ，“tyHcrcuti 　B ．　 lloe3Mfi　AneKcaHllpa 　BnOKa ．　Cil6．： KyKonhHNfi 　AOM ，

　　　1922 ．

14，ffrupptyncrcuti　 B ．　Teopua 　nmTepa ？ypbl，
∬03TMKa

，
　 cTunucTRKa ．　 JL ：

　　　Haytta，
　tg77 ．

15。ru ”36yp2 』乙 ff．　nvapmKa ．　JI．： CoB ．　llvaeaTenb
，
1974 ．

16・ruH36ype 　”．　丿ff．　0 　皿poBam3Max 　B　mapEKe 　BnoKa 　／／　B π o 懿oBcK 騒 虚

　　　060PHmff ．　TaPTy ， 1964．　C．157 − 171．

17・Cmpyee　E ．　OGmn　MaHAenbmTaM ．　ToMcK ： BoAoneft
，
1992 ．

18・AO κ oHu 　B ．　 MapHHa 　職日 eTaeBa 　H 　” oa3Mfi 　 XX 　BeKa 　／／　MapHHa

　　　UBeTaeBa： CTaTbH 　 E 　 TeKcTN ．　 Wien ： WieRer 　 Slawistischer　 Alrnanach
．

　　　1992 ．C．17 −28．
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19. lhentrpoe ML  OT  ffo3TgHa  6HTa  K

   llBeTaeBa: CTaTh"  If TeKeTN.  C. 5-A5.
20. ,ITyeaHoe  R  B. BeaHreup  XxefiHmxoB:

   RMcaTenh,  t990.

nogTliKe  caoBa  //  MapnHa

npMpona  TBepgeeTBa.  M,: aoB.

fiocuxucu KYPA"CM

             "KOPOAb  HA  nAOMApm-  A. BJIOKA:

CTO"KHOBEHME  PEAAMCTMECKOrO  va HEOnPEAEnEHHOrO

   Rbeca  A.  6AeKa  KKopDnb  Ha  nAolltantt"  HaljmHaeTcg  fiponoroM  tpyTa.  B  HeM

myT,  cToAlttM#  Ha  floAMocTKax  nag  e[q"cToti  ny6A"K"",  oTpuaaeT  xecM"gecKoe,

He6ecHoe,  BeeAeHHoe.  KoTopbJe  cBfi3blBamacb  c  TeMoti  np"6hlT"g  gfipeKpacliopt

naNtb[h  Ha  xopa6nnx.  B  HeM  Bce  Bb!pa)KeHo  onpegenem{o,  "  Her  Toti  TyMaHl{ocTM,

KOTOPa9  "POHva3blBaeT  KCTMXM  O  npeKPaCHO"  maMeD.

   IIeticTByK)ul"e nnlla  pa3AelteHbl Ha  ABe  rpyn"br.  OAHa  BepliT  B cfiaceHvae  Mnpa

noclle  ABAeH"g  npeKPaCHoti naMbl.  Apyrag  He  BepnT.  K  nepBoM  "pnHanae)KaT

nooT.  nogb  3eAuero  "  T.a.  Ko  BTopoti  -  -yT  If 3enqmti.

   B  fiepBoM  M  BTopet(  neiUtcTBnfix  cTaTys  KopeAA,  KpacHble  onyxn  il Hoqb,

KoToplile  HafioM"HaEoT  cMMBofibi  (CT"xoB  D npeKpacHopt naMe",  coxpa"filoT  B

ce6e  cBeK)  Bet[lecTBeHHocTb.  B  TaKoM  cAyqae  BemecTBeHHoerb  e3HaqaeT  ilo ouepenM

cTaTy}o,  co3AaHHym  3efiqMM,  MrpaK)Iqere  aKTepa  "  eAMHcTBo  BpeMeHm  {onHc M3

Tpex  TeaTpanhHbrx  ennHc'rBa).

   fiepBag rpyflfla  noHliMaeT  ToabKe  cnMBomlgecKoe  3HaueH"e  Bevaeti,  a BTopag

fiOH"MaeT  M  CMMBOA"YeCKOe,  "  Bel[teerBeHHOe  3Ha-eHMA.

   B  TpeTbeevl  AeticTBxM  HacTynaeT  "oqh,  B  KoTopoti,  no  Bblpa)IceH"Io  K.

qyKoBcKoro,  g3aTymeBaHo  Bce  pa3Hoo6pa3vae Mmpa)),  ze.  BemecTseilHoeTb

(BelltecTBel{Hoe 3Ha"eHHe)  Mcue3aeT  " ocTanocb  TonbKo  cvaMsonMqecKee

HeonpeAeaeHHee  3Hane"Ife.  K  TeMy  )tce "cHe3aeT  cTveancT"uecKaA  KeHKpeTHocTb.

M  xoponb,  cnyx",  3oAoToB  (nBoilH"K [llyTa)  "  Hoqh  fiepexn"xaK)Tcg  npyr  c

llpyroM  (correspondance).

  3To  
-

 cneco6  B. SpioceBa. B  HeM  Kpt3BecTHoe  HacTpoeHMe)",  Mn"

KnpaBno"ono6HecTbD  -t-Mo"Eymeti  BegHocT"  co3naeTcA  qcogeTaH"eM

HeonpeAeJeHHE"x  BemecTB  (cnoB)b. va SnoK  TaK)Ke  o"HpastcA  Ha  oToT  cnoco6  no

nepBo;U{ pyccKoti  peBon}emlM.  B"". "BaHoB  conTan  cnece6  6p}oceBa
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KMAean"CT"ileCKHM",  B KOTOpoM  -  "YTBeP)KneHMe  BellIM,  qOeTOtiHO"  6hlT"gb,

Torna  KaK  TBopqecTBo  MBaHoBa  6blno ocHoBaHo  Ha  "pean"cT"qecKoM".  B Korepohd

-  ecyTBep)icneH"e  Be-H,  "MeK)-eti  6blTMeth. 3Hau"T, Mo)icHo  cKa3aTb,  uTo  fiepBafi

rpynRa  AeficTByK}ll4Hx  nMu  npocTo  npMH"MaeT  co3fiaHHoe  cogeTaHMeM  <par
correspondance)  HeonpeneAeHHblx  BemecTB  3a  peanncT"qecKoe, qMMeK}u[ee  6blTMe".

   B  KoHue  nbecH  cTaTyg  KoponA  pym"Tcfi. qTo  DTo  3HaqstT?  Pa3yMeeTc",  3To,

KaK  roBopAT,  MpoHMqecKoe  oTHouleHxe  K  ecnpeKpacHoti  naMe)>.  Ho  c  Bbltlle

YKa3aHHOti TOHKM  3PeH"fl,  3TO  3HagMT  TO,  "TO  O)-Cnna  BeHieCTBeHHeCTb  CTaTY",

KeTopylo  "eKpblBana  HoqHag  TbMa.  TaKMM  o6pa3oM,  nl.eca,  no  {npoeHMK),  cBoAurcA

K  c'roAKHoBeH"Eo  "peanMc'rHuecKoro)}  "  "HconpeAeAeHHero  ("Aean"cT"uecKoro)".
   Ho  npeo6pa)xeffMe  peanncT"uecKoro  B  HeonpeAeAeHHoe  (cMMBOnMcTMqecKoe)
nO  MePe  HCqe3HOBeHMA  BeL"eCTBeHHOCTM  BnePBble  CTaHOBMTCA  3aMeTHblM  B  3TOti

nbece  "  npocne)KMBaeTcg  nouru  Bo  Bcex  Rpo"3BeAeHuax  BTopoti  nonoBHHbl

TBopuecKoti  )K"3HM  6lloKa. A  c McTopliuecKoti  TouK-  3peH-g,  nbeca  
-

 pa3styKa c
"MHMe3"coM)}  (noApaxcaHHeM, MA".  no  6plocoBy, pa6cTBoM  y c"MBofia),  "  B  To

]Ke  BpeM",  Haqano  ecKoH(n'pyKpmM",  Koropast  npoABgAeTcA  B  TBopgecrBe  aKMeMeroB

M  ¢ YTYPMCTOH.
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