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− O．マ ン デ リシ タ
ー ム の 詩篇

「戻 り給 え ， 血 を濁 す懐 に 」 の 読解 一

斉 藤 毅

1． 固有名， 伝 記 ， テ クス ト

　本論で は ， 0．マ ン デ リシ ター ム の
一

詩篇の 読解 を通 じて詩 と固有名 の 関係

に つ い て 考 えて み た い
。 詩の テ ク ス トの あ り方 と， 人 間の 固有名の あ り方 に は，

どの よ うな 関係 が あ るのか 。 こ の 問題 は ， 文学研究 に お い て これ まで 繰 り返 し

話題 に され て きた
厂詩 と く詩人 の 伝記〉 の 関係 」 と い う問題 と関わ っ て い る 。

なぜ な ら， 文学作 品の テ ク ス トと ， そ れ を書 い た 人 の 伝記 とは ， テ ク ス トに付

さ れ た署名 ，
つ ま り固有名 に よ っ て こ そ媒介 され る と考 えられ るか らで あ る。

　た と えば 「詩人 オ ー シ プ ・マ ン デ リシ タ ーム （OCHn　MaHlleJbUITaM） は ユ ダ

ヤ人 で あ っ た 」 とい う文章 を考 えて み よ う 。 こ の 文章 に は， あ る種 の 冗長性が

見 られ る 。 なぜ な ら，
マ ン デ リシ ター ム とい う姓 は ロ シ ア系 ユ ダヤ 人 に 特有 の

もの で あ り， 彼が ユ ダヤ 人 だ とい う こ と は
，

そ の 固有名 の 巾に す で に 標記 され

て い るか らで あ る 。 OCHH は 旧約 ・ 新約聖書の 中に 多 く見 られ る ユ ダヤ人 の 名

「 ヨ セ ブ 1 が ロ シ ア 化 し た も の で あ り，

一
方， ．MaH」Le，lblllTaM は ドイ ツ 語 の

「Mandel あ め ん どうの 木」， お よび 「Stamm 幹」 か らな る姓 で ， イ ス ラ エ ル 十

二 部族 の
一

つ
，

レ ピ族 の ア ロ ン の 逸 話 と結 び つ い て い る 。

1
人 類 学 者 C ．レ

ヴィ
＝ ス トロ ー

ス の 言 うよ うに
， 人 間の 固有名 は ， 動植物の 学名 と同 じ よ う に ，

多か れ少な か れ ク ラ ス 分 けの 機能 を果 して い る。 彼 は こ う した 固有名の ク ラ ス

分 け機 能を
「
範列関係機能 」 と も言 っ て い るが ， それ は， 固有名の 意味 を読み

取 る た め に は そ の た め の コ ー ドを知 っ て い な けれ ば な ら な い こ とを意 味す る 。

2

実際 ，

「
マ ン デ リシ タ ー ム 」 が ユ ダヤ 人 で あ る こ とが 分 か る た め に は

，
ロ シ ア

あ るい は 広 くヨ
ー

ロ ッ パ に お け る 固有名 の コ ー ドを知 っ て い る必 要が あ る 。

　 レ ヴ ィ ＝ ス トロ ー ス は また ， 固有名 と は種の ク ラ ス 分 け の 最終 レ ベ ル で ある

とも言 っ て い る 。 それ は固有 名 の ク ラ ス 分 け機能 が
， 個体 に い た る まで の 種の

類別化 の 機能で あ る こ とを意味す る （彼 の
「
種 として の個体 」 とい う表現 を参

照 ）。
3

だ か ら こ そ ， 固有名 は 戸 籍謄 本 な ど に 見 られ る よ うに 人 間 の 身 元証 明

（identity） の 最 も重要 なi契機 とな る の だ 。
こ こ か ら

「
詩人 マ ン デ リシ ター ム 」
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（； マ ン デ リシ ター ム は詩人 で あ っ た ） と い う言表 も可能 に な る 。

一 般 に
「
伝

記 」 とは ， 個体 と し て の 人 間を その 固有名 に よ っ て類別す る諸関係が働 く， 等

質的な空聞お よび時 間に お け る ， 人 間 の 生 の 記述 （bio−graphy） とい え る 。
こ

こで は ， こ うした 諸関係 を仮に
「
〈伝 記〉 的諸関係」 と呼ぶ こ とに し よ う。

　 マ ン デ リシ タ ー ム は 「
話 し 相手 に つ い て Oco6ecenHMKe 」 （1913） と い う文

章 の 中で 詩 を投瓶通信 に 喩 え， 詩 は無限 の 空 間的 ・ 時間 的距離 を隔て た 「後世

の 読 み 手 」 に宛 て られ た 手紙 の よ うな もの だ と述べ て い る 。

「
航海者 は危機が

迫 る と， 自分 の 名 （MMfi　CBoe ） と運命 を書 き留めた もの を瓶 に 詰 め ， 封印 して

大洋の 水の 中に 投げ込 む 。 長い 年月が経 っ て
， 砂 丘 を放浪 して い る私が

， 砂の

中 に そ の 瓶 を見 い だ し
， 出来事 の 起 こ っ た 日付 ， 死 者の 最後 の 意思 を知 る 」

（強調 は 引用者）。

4
こ こ で も固 有名 （詩 の テ ク ス トに 付 さ れ た 署名 と考 え て よ

い ）の 意義 が 強調 され て い る が ， そ の 機能 の 仕方は先 に 述 べ た の と は少 し異

な っ て い る 。 な ぜ な ら， 投瓶通 信 と して の 詩 の テ ク ス トの あ り方 は，

「
伝記 」

的諸関係 を離れ た ， と りわ け詩人 の死後 に も生 じ うる人 間の 諸関係 を前提 とし

て い るか らで あ る （「死者の 最後の 意思 」 とい う表現 を参照）。 詩は そ れ が 書か

れ て い る時点で す で に 未 一来 の 読者 に宛 て られ て い る の で あ り， そ の と き 「伝

記 」 的諸関係 の 働 く次 元 とは異質 な次元 が 分離され ， 詩 は そ の 次元 で 成立 す る

の だ と考 え られ る。

「
危機が 迫 る と き BKpHT 四 ecKy 旧〕 MHHyTy 」 とは

「
分離の と

き」 で もある の だ （ギ リシ ア 語 の krineinは 「切 り離す 」 を意味す る）。

　つ ま り固有名 は
，

「
伝記」 的諸関係の 働 く次元 と， 詩 の 成立 す る次元 との 接

点 として あ る の だ と考 え られ る 。 固有名 の こ うした あ り方 を考 え る た め に
， 以

下 マ ン デ リシ ター ム の 詩篇 「戻 りた まえ ， 血 を濁す懐 （ふ とこ ろ） に BePHHCb　B

cMccHTe 」bHee ．JloHo」 の 読解 を試 み た い
。

こ の 詩 は ま さ に 「
固有名」 を中心 的

モ チー フ と して お り， また そ の テ ク ス トの あ り方 は ， 詩 と固有名の 関係 を考 え

る と き， 範例的 な もの と思 わ れ るか らで あ る 。

BepHHcb　B　cMecHT 釧 LHoe 　noHo
，

OTKy且a，
　nMH

，
　Tb 】 nPH 皿 a

，

3a　To ，
　qTo 　co 諷HHy 娵 HoHa

Tbl ｝1くe』Tb説 cyMpaK 　llpeAnoz ｛”la．

戻 りた ま え ， 血 を濁 す懐に

レ ア よ ， お ま えが 生 まれ た その懐 に

お ま え はイ リオ ン の 太陽 よ りも

黄 い ろ の 暗が りを好 んだ の だか ら

幽 目
，
H円KTo　Te6 月 He 　TpoHeT

，

Ha　rpym ） oTUa 　B 閉 yxylo　Hoqb

IlycKa臼 r』aBy 　CBOH ） ypQI田 T

行 け ， 誰 もお まえ をか まい は し ま い

静ま っ た 夜 の なか
， 父 の胸 の なか に

お の れ の 頭 （か し ら） を沈め る に まか せ よ
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KpoBocMecHTeJ【bHHUa 一
双oqb ． 血 を濁す女 ， その 娘 は

Ho 　poKoBaH　rIepeMella

BTe6e 　McHoJHHTbCfi 双o』＞KHa ：

TbI　6y丑e田 b　JIH兄 一 E−le　EneHa
，

He　HoToMy 　Hape ・｛e日a
，

しか し宿命的な変化が

お まえの うち で成就 され ね ばな らな い

お まえはレ ア に なる の だ
一

ヘ レ ネー
で はな く

そ う名づ け られ る と い うの も

qTo　艮apcKo 前　KpoBH 　Tsl＞1くeJee

CTPyHTbcH　B 冫KHJIax
，
　 qeM 丑pyro両，

−

HeT
，
　Tbj　fiomo6H 山 b ｝｛yAeA ，

Hcqe3Hc田 b　B　HeM 一
贖 60「 cTo60 茴．

1920s

王 家の 血が他の 血 よ りも

血 の管 を流れ 難 い か らで はな く一

そ うで はな く， お まえ は ユ ダヤ の 男 を愛し

彼 のなか へ 消え ゆ くの だ 一
そ して 神はお ま

え と と もに

　 こ の 詩 は，
1921 年に 詩 人 の 妻 と な っ た ユ ダヤ 人 の 女 性 ナ デ ー ジ ダ ・ ハ

ー ジ

ナ （Halle｝KAa 　Xa3MHa） に献 げられ た もの とされ て お り （献辞 はな い ）， 同様 に

ハ ー ジナ に献 げられた詩人 の第 2詩集 『第二 の 書　BTopaff　KHHra 』 （1923 年 に モ

ス ク ワ で 刊行 。 後 に 『Tristia』 と改題） に 収め られ て い る
。 詩人 と ハ

ー ジ ナ は

1919年 3 月 に キ エ フ で 出会 い 恋仲 とな るが ， 内戦 の 混 乱で 一 年半 の 別離 を強

い られ た 。 詩人 が こ の 詩 を書 い た の は こ の 時期 の こ とで あ る 。

6
しか し

，
こ う

した 「伝記 」 的事 実か ら ， 詩 に お け る 「お ま え」 はハ ー ジ ナ を指す と結論 す る

こ と は ，
こ こ で は あ え て しな い

。 も し そ うな ら， 詩 の 献 呈 とい う贈 与 は 「伝

記 」 的諸関係の 中だ け で の 出来事 とな るだ ろ う 。 今問題 と な っ て い るの は ， 詩

と 「
後世 の 読 み 手 」 （ハ ー ジ ナ も含 まれ る） と の 関係で あ る か ら，

こ こ で は

「お まえ 」 を ，
こ の詩 に接 し うる あ らゆ る人 と考え る こ とに す る 。

　以下 ， 読解 の 際 の 道標 と な るの は ， テ ク ス トの 構成の軸を なす 次 の 2 つ の モ

チ ー フ で あ る 。   固有名の モ チ ー フ ：レ ア／ ヘ レ ネ
ー とい う名の対立 ， お よび

それ に対応 す る ユ ダヤ （
『
創世記 』 に お け る ユ ダヤ の 民 ）／ ギ リシ ア の対 立 。  

「血 KpoBb 」 の モ チ ー フ ：イ ン セ ス ト （KpoBocMeCHTe 」lbCTBO ）／王 家 の 血 筋

（uapcKafl 　KpoBb ）の 対立 。
こ れ も ユ ダヤ ／ ギ リシ ア の 対立 と対応 して い る 。

7

2． 命一名 に お ける贈与 と負債

　詩 の 前半 2 連 は
「
お ま え」 に 対す る 3 つ の 命令文 か ら成 っ て お り， 第 3連 冒

頭 に 当為 を示 す文が続 い た 後， 未来時制 に よ る断言的 な文が 2 つ 続 く。 前半の
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命令 は金 体 と して イ ン セ ス トの禁止 を侵犯せ よ との 要請 とい っ て よい
。 実 際，

こ の 2 連全体 は イ ン セ ス トの 指標 に よ っ て 縁 ど ら れ て い る （第 1行 ：B

cMecMTeJlbHoe 」oHo ， 第 8行 ：KpoBocM 　ecHTeAbHHLIa ）。 そ して 同時 に そ れ は
「お

ま え 」 の 命名 と して の 効果 を持 っ て い る 。
2 行 目の

「お まえ」 （女性） に対 す

る
「 レ ア よ」 と い う呼 びか けの こ とで あ る。

こ の 詩 に お い て
「お ま え」 は まだ

「 レ ア 」 で は な い
。 第 3連 冒頭 に

「お まえ の うち で 宿 命 的な 変化 が成就 され ね

ば な らな い 」 とあ り，
コ ロ ン の 後 に

「お まえは レ ア に な るの だ 」 と続 くよ うに
，

「
お ま え 」 は

「レ ア」 と命名 さ れ る べ きな の で あ り， 侵犯 へ の 命
一

令お よ び

「
レ ア」 の 命

一
名 は，

こ こ で は 同 じ
一

つ の 所作の も とで 行わ れ る の で ある 。 こ

うして 血 の モ チー フ （イ ン セ ス ト） と固有名の モ チ ー フ （命名 ）が 結び つ く。

　で は
，

こ の 命名 の 行為 は具体的 に ど の よ うな効 果 を生 む の か 。

「
レ ア 」 とい

う名は ， 固有名の
「
範列関係機能」 に よ りある親 族関係 （KPOBb ），

つ ま り
『
創

世記 』 に語 られ る ユ ダヤ の 民の 親族 関係 を暗示 す る。
レ ア は妹の ラ ケ ル と共 に

族長ヤ コ ブ の 叔父 ラバ ン の娘 で あ り， ヤ コ ブ の 最初の 妻 とな っ た 女 で あ る 。 ヤ

コ ブ は 当初 ラ ケ ル と結婚 す る は ずだ っ た が ， ラバ ン の 計略 に よ り先 に レ ア と初

夜 を過 ご し て し まい
，

レ ア は彼 の 子 を 身 ご も る （29−30章 ）。 こ の よ うに ， 固

有名 は ある範列関係 （こ こ で は親族 関係 ： レ ア ＝ ラバ ン の 娘 ＝ ラ ケ ル の 姉 ＝ ヤ

コ プの 妻… … な ど〉 の 中で 意義 を持 つ た め ， そ の 諸関係 に よ っ て 形成 され る歴

史 （こ こ で は
一 般 に

『創世記 』 の 「族 長物語」 と呼 ぼれ る もの ） を も含意す る

よ うに な る 。 こ れ は 先 に 定義 した
「
伝 記 」 の 変種 とい え る 。 しか し， そ れ が

「伝 記」 と異 な る の は ， そ れ が 幾度 とな く引用 され ， 様々 な コ ン テ ク ス トと結

び つ け られ て きたた め に ， そ こ に お い て 固有名 は本 来の 範列 関係か ら離れ ， な

か ば普通名詞 （common 　noun ），
つ ま り共有 さ れ た名詞 とな っ て い る こ とで あ

る 。
こ の 点 で 重要 なの は， 聖書解釈 学の 伝統 に お い て は， 妹の ラ ケ ル は容姿は

優 れ て い たが
， 子 に恵 まれ な か っ た の に対 し， 姉 の レ ア は子 を多 く産 ん だ こ と

か ら ， ラ ケ ル は観想 の 象徴 ，
レ ア は創造 の 象徴 と し て 扱わ れ て き た こ とで あ る

（有名 な例 は ダン テ
『
神曲』

「浄罪 篇 」 27 歌 の
一 節）。

s

　 こ う して
「
お ま え」 は

「レ ア 」 と名づ け られ る こ と に よ り，
レ ア が 属 す る範

列関係 （ユ ダ ヤ の 民 の 親族 関係 お よ び歴史）の 中に 引 き込 まれ
，

さ らに 普通名

詞 として の
「
レ ア」 が 持 つ ， 創造 の 象徴 と い う意義 を担 う こ とに な る 。

こ の よ

うに 創造 （産 む こ と）の 意 義 を持 つ こ と に よ っ て
，

「 レ ア 」 の 名 は 第 1行 の

・・』OHO ・〉 とい う語 と関係づ け られ る 。 こ の 語 は内部へ の 運動 を示 す 前置詞 〈・B ・〉 と

結合 して い る た め ，

「子 宮」 の 意味 を持ち う る の で ある 。

9
した が っ て

，
こ の 詩
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に お け る 創造 と は， イ ン セ ス トの 禁止 を侵犯 す る よ うな形 で 起 こ る ， 何 もの か

の 生 誕 な の だ と考 え る こ とが で き る 。

　 と もあれ
， 詩 に お け る命名 は 厂お ま え」 を一

定の 範列関係 の 中に 置 くもの で

あ る以 上 ， 彼女 に 固有性を与 え る よ りも， 彼女 自身の 固有性 を否定す る よ うに

働 い て い る。 第 1連 ， 2連 の 冒頭 に そ れ ぞ れ 「
戻 れ」

「
行 け」 とあ る よ うに ，

彼女 は今あ る位置を離れ る よ う要請 され て い る の だ 。 しか し
「
彼女 自身の 固有

性 」 と は何 だ ろ うか 。
レ ヴ ィ ＝ ス トn 一

ス の 考 え に従 うな ら， 固有名の 機能 と

は個体 に い た る ま で の 種の ク ラス 分 けで あ り， そ の 意味で は普通名詞 の 機能 と

同
一

で ある 。
つ ま り固有性 と は固有 名 （proper　name ） に 内在 す る もの で は な

く， 固有名 の 私有化 （appropriation ） （あ る種 の 民族 に 見 うれ る名の タ ブー な

ど） とい う操作 に よ っ て 生 じるの だ 。

1°
そ して ， 固有名 に よ っ て 類別 さ れ た 人

間が 「伝記」 的諸関係 の 中に 占め る位 置を ， その 人 「
固有」 の位置 とい うの な

らば
，

そ れ は 実際は他者か ら与 え られた もの で あ る 。 た と え ば， 子 が両親 か ら

生 まれ た と き， そ の 子 に は まず名 が与 え られ ，
こ の 固有名 の 機能 に よ っ て ， 子

は親族関係 を は じ め とす る人 間の 諸関係 の 中に位置 を 占め る。
こ の とき， 人 は

け っ して 自分 を命名 す る こ とが で きな い
。

　 こ こで 命名 に お け る贈与 とい う契機が 問題 に な る 。 固有名 は他者か ら しか 与

え られ な い とい う意味で は ， 命名は贈与の 行為で あ る 。 しか し， 実際 は子 の 生

誕 とい う贈与 が 先 に起 こ っ て い る こ と に 注意 しな けれ ばな らな い
。 す で に 親族

関係の 中に 位置 を占 め て い る者 に と っ て は
， 子 の 生 誕 とは こ れ まで 存在 し な

か っ た何 もの か の 出現で あ り， それ が 命名 を促 す最初 の 贈与 なの で あ る 。 し た

が っ て
，

一
面で は 固有名 は生誕 とい う贈与の 印 （記 一念 ）で ある。 しか し同時

に
， 命名の 行為 は ， その 子 を固有名の 範列関係の 中に位置づ け， 個体 として 同

定 （identify）可能 に す る こ とで ， 贈与 とい う出来事 を忘却 させ る の で あ る。

　
一

方 ， 詩 に お い て は 「お ま え」 の 命名 こ そ が
， 最初 に な され る贈与で あ り，

こ れ まで 存在 し なか っ た もの の 出現 で あ る 。 こ の こ と を詩 の テ ク ス トに 沿 っ て

見 て み よ う。 第 3連で は 「お まえ は レ ア と な る の だ 一
ヘ レ ネー で は な く， と

い うの も
……

」 と告 げ られ る 。 この 文 は 「
レ ア 」 の 名を示す と同時 に

，
こ の名

が 関与 す る テ ク ス トの トー ン を も伝え て い る 。

厂お ま えは A で はな く B に な る ，

なぜ な ら… …
」 と い う統辞上 の パ タ

ー
ン は

『
創世 記 』 に お け る神 ヤ ハ ウ ェ の 言

葉 の 模倣 の よ うに思 え る 。

今後君の名 をア ブ ラム と呼 ぶ の はや め て
，

ア ブラ ハ ム と呼ぶ こ とに しな さ い
。 とい
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 固有名 と
「
詩の 贈与 」

　 　 　 　 　 　 　 　 ハモ
ロ

ン　 　 　 　 　 　 　 アプ

うの は ， わた しは君 を多 くの 国民の 父 とす る か らだ 。

HHe 　6yAeulb　Tbl　60stb田 e　Ha3blBaTbcfi 　ABpaMoM；Ho 　6yneT　Tc6e 　HMfi： ABpaaM；va60 興

cnena ｝o　Te6H 　oTuoM 　Mflo｝icecTBa　Hapo πoB ．（創世記 17 ：5一 下線 は 引用者）

その人 が 言 うに は ，

「も う君 の 名をヤ コ ブ と呼ぶ の はや め て ， イ ス ラ エ ル と呼び な
　 　 　 　 　 　 　 　 サ

コ
ラ
・・−

さ い 。 君 は神 と人 と に戦 を挑ん で勝 っ た か らだ 」。

HcKa3a 誣： oTHbIHe 　MMfi　Te6e 　6yneT　He 　I’lflKoB
，
　a　F［3pamxb ；H60 　Tbl 　6ePoJlcH　c　BoFoM　x

L｛enoBeKoB 　o！LoneBaTb 　6yAe田 b ．（創世記 32 ：29）
匚1

　 こ れ は ヤ ハ ウ ェ が ア プ ラム お よ びヤ コ ブ に 別の 名前を与 え る こ とで 族長 の 役

割 を命 ず る，

『創世記 』 の 中 で もきわ め て 重 要 な場面 （聖 書学で 言 う
「
族長 へ

の 約束 」）の 言葉で ある 。 彼 らは 生 ま れた と き に親 か ら名 （ア ブ ラ ム ， ヤ コ ブ）

を与え られ ， そ れ に よ っ て 親族関係 の 中 に位置 を占め る よ うに な っ た わ け だが
，

さ らに 神か ら名の 贈与 を受 け る こ とに な る 。 神 か らの 贈与 は ， 親 族全体 をあ る

目的， 親族の 中の 諸関係 を越 えた 目的へ と導 く使命 を彼 らに与 え る 。
こ こ で は

「使命 」 を 「
負債」 と言い 換 え る こ と もで き る。 詩の 第 3 連 に は

「
宿命的 な 変

化 が成就 さ れ ね ば な ら な い （ILon＞KHa ）」 と あ るが
，

こ の 110」＞1〈eH とい う当為 を

示 す述語が 「負債 neπr」 に 由来 す る の は言 うまで もない だ ろ う。 人類学者 M ．

モ ー ス の
『
贈与論』 に よれ ば ， 人間 の 経済 の 原初形態 は ， 交換 で は な く贈与 で

あ っ た 。 贈与 は相手に 対 して 負債の 感覚 を生 み ， 彼 は返答 つ ま り反対贈与 を行

うこ とで こ の 感 覚 を解消 す る 。

12 『
創世記』 の 例 で い え ば， 神か らの 名 の 贈与

が 負債 ＝ 使命 の感 覚 を生 む の で あ り，
そ の 負債 は

「
ア ブ ラム ／ア ブ ラ ハ ム 」 の

差異の うち に 刻印され る こ とに な る 。

　詩に お い て も
「
お まえ 」 が 「レ ア 」 とい う名 の 贈与 を受 け る こ と は ， ある負

債 ＝ 使命 を負 うこ とを意味す る。 そ の 返答 として ， 彼女 は 自分 が今 あ る場所 ，

自分 の 固有名 が 属す る諸 関係 を越 えな けれ ばな らな い
。

『創世記 』 に お け る超

越神ヤ ハ ウ ェ の 命一令 （命一 名 ）が ， こ れ ま で 人間 の 諸 関係 の 中 に 存在 しな

か っ た もの の 出現 ，
つ ま り贈与 だ とす る な らば ， 彼女 は い わば 「

神 」 との 関係

の 中 に ある の だ と
， 隠喩的に 言 う こ と もで き るだ ろ う。 詩 の 終 わ りに は 「そ し

て 神 は お ま え と と もに H60rCTO60il 」 とあ る。
こ れ は 口 語的 な イ デ ィ オ ム

（厂ど うに で もな れ 」 とい っ た 意味）で あ る が ， こ こ で もそ れ は
『創世 記 』 の

「
族 長 の 約束 」 の 場 面 に お い て ヤ ハ ウ ェ か ら発 せ られ る 言葉 （聖 書 学 で 言 う

「神 の 共 在 」） と呼 び交 わ して い る よ うに 思 え る 。

ヤ ハ ウ ェ が イサ クに 現わ れ て 言われ る の に
「
〈…〉 こ の 地 に 客 と し て 宿れ 。 そ うす
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斉藤　毅

れ ばわた し は君 と と もに あ り （q6y 」ryCTO60 ｝o ）， 君 を祝福す る 。 」 （創世記 26 ：2−

3）
「
わ た しは君 ［ヤ コ ブコの 父 ア ブ ラ ハ ム の 神 ， イサ ク の神 な る ヤ ハ ウ ェ で ある く

…〉

見 よわた しは 君 とともに あ り （M 　BoT
，
興　C　Te60 ｝O）， 君 の赴 くす べ て の 所 で 君 を守 り，

ふ た たび こ の 地 に君 を導 き返 すで あ ろ う。」 （創世記 28 ：13−15）

3．血 一筋 ， 言語 ， イン セ ス ト

　 こ の よ うな
厂
神 」 との 関係の 中で

「
お ま え」 は ユ ダヤ人 レ ア と な り，

「
ユ ダ

ヤ の 男を愛す る」 こ とで イ ン セ ス トの 禁止 を侵犯 し
， 何 もの か を産 み だ さ ね ば

な らな い
。 しか しイ ン セ ス トは何 を創 造す る の か 。 詩 にお け る血 の モ チ

ー フ は ，

創造 と ど の よ うに 関係 して い る の か 。 すで に 述べ た通 り， この モ チ ー フ は
「
イ

ン セ ス ト／ 王家 の血筋」 の対立 の うちに 示 され て お り， さ らに こ の 対立 は
「
レ

ア ／ ヘ レ ネー
」 の対 立 と呼応 して い る 。

　 こ の 固有名の 対立 は ， 第 1連 の
「
黄い ろ の 暗が り／イ リオ ン の 太陽」 とい う

対 立 と対 応 して い る 。

「
イ リオ ン 」 は トロ イ ア の 別名で ，

ホ メ ロ ス の
『
イ

ー
リ

ア ス 』 の 題 名の 由来 もそ こ に ある 。
ヘ レ ネーが ， そ こで 物語 られ る トロ イ ア 戦

争の き っ か け とな っ た，
ス パ ル テ

ー の 王妃で あ る こ とは言 うまで もな い
。 た だ ，

よ り正確 に は トロ イ ア は 小 ア ジ ア の
一

地方 の 名で あ り， イ リオ ン は そ の地 方の

城市の 名 なの で
，

「
イ リオ ン の 太 陽」 とい う とき， そ の 都市国家 と して の あ り

方 が 強調 さ れ て い る こ とに 注意 しな け れ ばな ら な い
。

「太陽 」 は ，
王 （uaPb ）

を 中心 とした都市国 家 の 求心 的 な あ り方 を示 し て い る 。

　一 方，

「
黄い ろの 暗が り」， 太陽 とは対照 的 な こ の 無定形 な暗が りは ，

『創世

記 』 に お い て 放浪す る ユ ダヤ の 民 の あ り方を示 して い る よ うに 見 え る。 実際，

ア ブ ラ ハ ム は 神 の 導 きに よ り，
こ れ まで 暮 ら して い た都市， 親族関係 を捨 て

，

カ ナ ン の 地 へ と旅 立 つ の だ （創 世記 12 ：1− 「さ あ ， 君 の 国， 君 の 親族 ， 君

の 父 の 家 を離れ て ， わ た しが 君 に示 す国 へ 行 きな さ い 」）。

「黄 い ろ の 暗一 が り」

が 示 し て い る 「黒 一 va，　 qePHO −
）Ke 』Tblfu の 色 は ，

ユ ダ ヤ教 の 朝 の 祈濤 の 際 ， 男

が肩 に 掛 け る タ リス とい う布の 色 で あ る 。
マ ン デ リシ タ ー ム の 他の 作 品で も，

こ の 色彩 は ユ ダヤ人 の モ チ ー フ との 関係 で 度 々 用い られ て い る が ， 同時に イ ン

セ ス トの モ チー フ と結び つ け られ る場合 もあ り， と くに
『
第二 の 書』 所収の 詩

で は ， 日蝕の 太 陽 を指す
「
黒 い 太陽 qePHoe 　 co 』Hue 」 の 形 象 を と っ て い る （ち

な み に こ れ は福音書 の イ エ ス の 死 の 箇所 ， あ る い は
『
黙示 録 』 な ど

， 新約聖 書
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固有名 と
「
詩の 贈与」

に お け る
厂
危機」 的な 情景 に 現 れ る形 象 で あ る）。

t3 厂
黄 い ろ の 暗が り」 も，

「
太陽 」 と対比 され て い る こ とか ら ， こ の 「黒 い 太陽」 の 変種 とみ なす こ とが

で き るだ ろ う。

「
お ま え 」 は 「黄 い ろ の 暗が りを好 ん だ」 が ゆ えに ， イ ン セ ス

トを犯 さね ばな らな い の だ 。

　 イ ン セ ス トへ の 具体的な命令 は第 2連 に あ る 。 しか し 「父の 胸 の なか に お の

れ の 頭 を沈 め る」 娘 とい うの は レ ア に は当た らな い
。 実際 ， この 命令 は 三 人称

命 令文 の 形 で 書 か れ て い る 。

『創世記 』 で こ の よ う な父 と娘 の イ ン セ ス トを犯

す の は ， よ く知 られ る 通 り， 族長 ア ブ ラ ハ ム の 甥 で ある ロ トの 娘た ちで ある。

ソ ドム の 滅亡 か ら難を逃れ孤立 した彼女 らは
， 子 孫 を絶 え さ せ ない よ うに と父

と寝 る （19 ：30−38）。
こ の レ ア とロ トの 娘 の 結 び つ き に は

，
フ ロ イ トが 言 う圧

縮 と置 き換 え に よ る
i
”
夢 の 作業」 の よ うな もの が働 い て い る 。

「お ま え ＝ レ

ア 」， つ ま りお の れ の 固有名の 範列 関係 を捨 て た
「
お まえ 」， お よび普通名詞 と

な っ た 厂レ ア 」 は
， す で に 自己 同

一
性 （identity）を持 ち えな い の で あ る 。 ま

ず，
ロ トの 娘 た ち もラ バ ン の 娘 レ ア とラ ケル も二 人 姉妹で あ る。 そ して ， この

2 組の 姉妹 の 物語 に は
， 第 6行 に あ る 「静 ま っ た 夜」，

こ の 太陽の 不在 に よ る

闇 に紛れ て 好計が 行わ れ る と い う共 通点 が ある （Aoqb と Hoqb は韻 を踏 んで い

る）。
ロ トの娘 の場 合 は父 との イ ン セ ス ト，

レ ア の 場合 は 妹 よ り先 に ヤ コ ブ と

寝 る こ とで あ る。
さ らに

， 詩で は
「
娘」 の 固有名 は示 されて い ない が

，

『創 世

記 』 の テ ク ス トに お い て も同様で あ る。

14

　詩の テ ク ス ト構 成 に 従 うな ら
，

厂黄 い ろ の 暗が り／イ リオ ン の 太 陽」 の 形 象

を血 の モ チ ー フ と結 びつ けて い る の は， 第 4連 冒頭 の
「
王 家 の 血 筋 uaPCKafl

KPOBb 」 とい う部分 で あ る 。

tS
都市国家が そ れ と し て 存続 す るた め に は， 王 家 の

血筋が 保たれ な けれ ばな らな い
。

こ こ で 「血 筋 KPOBb 」 とい う概念 は逆説的な

あ り方 をし て い る 。 そ れ は生物学的な 自然 に 依拠 して い なが ら も ， 固有名 の 範

列関係の よ うな
， 言 語 的関係 を実体 と して い る 。 た とえ ば 「

王 家 の 血筋 」 は

厂太 陽」 た る王 ＝ 父 を 中心 に ， 王 妃 ＝ 母 ， 王 子 ＝ 息子 … … とい う よ うに ， 範 列

関係 と して 規定さ れ る （こ の 点で 第 6行 に お ける ユ ダヤ の
「
父 」 と 厂

夜」 の 並

置 は 対 照的 で ある ）。 そ して
，

こ の 生 物学的な 「血 」 か ら言語 的 な 「血筋」
へ

の 移行 の 契機 とな る の が イ ン セ ス トの 禁止 で あ る♂
6

イ ン セ ス ト ・タ ブ ー と は ，

一
定の 婚 姻 を禁止 す る こ と に よ っ て

， 親族 関係の うち に 内部 と外部の 線 を引 き，

一
本の

「血一
筋」 を 出現 させ る こ とだ と言 えるだ ろ う。

こ こ に は血 筋 と都市の

対 応 関係 が 見 られ る 。 都市 （ropon ） と は ， 大 地 を 囲 い （orpana ） に よ っ て 分

割す る こ とで ， 内部 と外部 の 線 引 き をす る こ とだ か らで あ る 。

17
こ う して 最初
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に 禁止 が あ っ た 。

「血 を濁 す こ と KpoBocMecxTe 」bcTBo 」 と い う言 い 方 は ，
ま ず

「血筋」 が あ っ た こ とを前提 と して い るが
， 実際 は 禁止 に よ っ て こ そ ，

「血 筋」

は生 じた の で あ る。 そ して
，

「血筋 」 と は 言語 的関係 で ある の だ か ら， そ の 契

機 と な る イ ン セ ス トの 禁止 は
， 言語活動 と同 じ もの だ と考 え られ る。

　以 上 を， 引 き続 きテ ク ス トの 構成 に従 っ て 見 て ゆ こ う。 第 3連で は最初の 行

が （・poKoBafi・〉， 最後 の行 が 〈・HapeHeHa ・〉 とい う語を含ん で い る 。　 HapeqeHa は 命名

行 為 を表す 動詞 HapeHb の 形 動詞 で あ り （こ の 古文体 の 言葉 は 『創世 記 』 の ロ

シ ア 語訳 に お い て 登場人物が生 まれ命名 さ れ る際の
「名 づ ける 」 とい う言葉 の

訳語 と して 使わ れ て い る），

18
動 詞 peqb か ら派生 した もの で あ る。

一
方， 形容

詞の poKoBotiは poK （宿命） か ら派生 した もの で あ る。 そ して ，
　 peqb と pol〈 は

同 じ語源 ， づ ま り
「言葉 を発 す る 」 こ とを意味 す る祖 ス ラ ヴ語 の

＊ rekti に 由来

す る 。

「す で に 言葉 に さ れ て い る こ と」 と い うの が 「宿 命 pOK」 の 原 義 で あ

る 。

19
つ ま り第 3連 は

「
言葉 」 の 指標 に 枠 づ け られ て い る わ けだ が ， さ ら に

巛 poBocMecHTe．nbHHIIa ・〉 （第 8行 ） と 〈IUapcKoil 　KpoBH ・〉 （第 13行） とい う血 の モ

チ ー フ に 関わ る語が こ の 連 を外側か ら囲 んで お り，

一
方は放浪す る民の イ ン セ

ス トを，

一 方 は都市国家 の 「血 筋 」 を示 して い る。
こ う して

「言語 」 と
「血 」

の 指標が シ ン メ トリッ ク に配列 され ，
こ の 枠の 中に 詩 の 中心 と な る 詩行 「お ま

えは レ ア とな る の だ ，
ヘ レ ネ ーで はな く」 が位置す る 。 したが っ て ， こ の 部分

は 両端 か ら中心 に 向か っ て
「血 → 言語 → 固有名 」 とい うモ チー フ の 配置が あ る

こ と に な る が ，
こ れ は

「
イ ン セ ス トの 禁止 → 〈血筋〉 に お け る言語 的関係→ 固

有名 の 範列関係 」 とい う流 れ と対応 して い る 。 そ して ， イ ン セ ス トの 禁止 お よ

び 「血 筋」 と
， 言語 活 動 と の 関係 は ，

〈・KPOBbl＞／（・POI〈OBafll＞ と い う綴 り替

えの うち に 示 さ れ て い る 。

「血筋」 の うち に は， すで に 言語 の 刻印 が 穿た れ て

お り
， 固有名 とは

「血筋」 に 内在 す る言語活動 の 現 れ な の で あ る 。

　 こ う し た
「血 → 言語 → 固有名」 の 流 れ の 中 に

「
お ま え ＝ レ ア 」 と

「
ヘ レ

ネー
」 を位置 づ け る な ら， 次の よ う に な るだ ろ う。

ヘ レ ネ
ー は イ リオ ン へ 略奪

され ， トロ イ ア戦 争 の 原 因 とな る 。
こ う した戦争 が起 こ るた め に は ，

「血筋 」

（uapcl〈afl　KPOBb ）の 言語 的関係が 都市国家 （H ．」IZOH ） の 基盤 と な り， そ こ に お

け る 固有 名的 な範列関係 （E諏eHa ） に 従 っ て 人 間の 位置 （王 ， 王 妃な ど）が 明

確に 定ま っ て い な けれ ば な らな い （血 → 言語→ 固有名）。

一 方，

厂お ま え 」 は こ

れ と は 逆 の運動 の 中に い る 。 都市国家イ リオ ン と対比 され る ユ ダヤ の 民 の放浪

は ， ア ブ ラ ハ ム が ヤ ハ ウ ェ の 命令 に 従い
，

厂
お の れ の 国，

お の れ の 親族 を離 れ 」

た と き に 始 ま る 。 同様 に 彼女 も詩 に お ける 命令 に 従 い
， 自分 の 固有名 を捨 て ，
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ユ ダヤ人 「 レ ア 」 に な る と い う 「宿命的 な変化 POKOBaH　nepeMeHa 」 （命運 に 関

わ る ， それ と同時 に 血 と言諮 に 関わ る移行）を成就 し，

「
ユ ダヤ の 男 を愛 し」

「血 を濁す娘」 とな る （固有名→ 言語→ 血）。
これ は イ ン セ ス トの 禁止 の 彼岸 へ

赴 く こ と ， 言語 的諸関係 に 解消 さ れ る以前 の
， 人 間の 生誕 とい う贈与 （

「
子宮

nOHO 」 に 象徴 され る）の 方へ と接近 （BePHHCb） す る こ とで あ る 。

4
．

テ クス トと読み手 一 固有名か ら詩の 贈与へ

　イ ン セ ス トの 禁止 を侵犯 す る こ とで 生誕 とい う贈 与の 契機 に 向か うこ と，
こ

れ が 「 レ ア」 とな っ た 「お まえ 」 の 負 う使命な の だ と言 え る 。 先に触れ た よ う

に
， 生誕 と い う贈与の 契機 は ， な に よ り も固有名 に よ っ て 印づ け られ る もの で

あ っ た 。 こ の こ と は
， その 固有名 を与 え られ た人 が 故人 で ある場 合 を考 えれ ば，

よ りは っ き りす る だ ろ う。 出来事 は ， 言語 に よ らな けれ ば， 永続的 に 印づ け ら

れ る （記
一

念 され る） こ と は な い の だ
。

幽
しか し， 詩の 中の

「お まえ 」 は固有名

を捨て る こ とで ， こ の 出来事 に接近 す る 。 なぜ な ら， 固有名 は
一

方で 人 間 をす

で に 存在す る諸関係の 中に 位置 づ け る こ とで ， 贈与 とい う出来事 を忘却 させ る

か らで ある 。

　 これ は 矛盾 した状 況 の よ うに 見 え る。 しか し， 注意 し な けれ ぼな らな い の は
，

「
お ま え 」 は他者 との 関係 の 中に い る こ と

，
つ ま り

『
創世記』 に お け る ヤ ハ

ウ ェ の よ うな他者 か ら命令 を受 けて い る こ とで あ る。 他者の 命令 とは詩 の テ ク

ス トそ の もの の こ とで あ る。 こ の テ ク ス トは
，

そ れ 自体 が 全体 と し て
「
お ま

え」 へ の 命令 を形づ くるよ うに 構成 され て い るの で あ る 。 だか ら， 詩 に お け る

「お まえ 」 は こ の テ ク ス トの 読み 手以 外 の もの で は な い だ ろ う。 こ こ か ら次 の

こ とが帰結 す る 。 まず 「お ま え」 が 詩の 命令 に 従うとい うこ とは ， 読 み手が 詩

の テ ク ス トを こ れ まで 存在 し なか っ た もの の 出現 ，
つ ま り贈 与 として 受 け とめ

る こ と を意 味す る 。 こ の と きテ ク ス トに付 さ れ た 署名 ， つ ま り作者 の 固有名は

言わ ば 「ヤ ハ ウ ェ 」 の名の よ うに贈与の 印 を と り戻す 。 なぜ な ら作者 の テ ク ス

トは ， 固有名が贈与 を忘却 させ る よ うに機能す る
「
伝記 」 的諸関係 を離れ た 次

元 に お い て
， 呼 びか け るべ き

厂
お ま え」 を見 い だ す か らで あ る

。 しか し読み手

が テ ク ス トを
「
伝記 」 的諸 関係 の 中に 位置づ け ， その コ ン テ ク ス トの 中で そ れ

を読 み始 め る や否 や ， 作者の 署名 は個体 の 類別機 能 を担 う 「
固有名 」 とな る 。

　こ う した 固有名 の 2 つ の あ り方 は， もっ ぱ らテ ク ス トに対 す る読 み 手の 関係

に拠 る こ とが 分か るだ ろ う。 作者 は ， 固有名 を持 つ 生 きた人 間 と して で な けれ
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ば，
つ ま り

「
伝記 bio−graphy」 的諸関係 の うちで な け れ ば

，
テ ク ス トを書 くこ

とが で きな い
。 そ の テ クス トが贈与 とな る た め に は

，
そ うした諸関係 を越 えた

他者 ，

「お ま え 」 との 関係 が 必要 な の で あ る 。 その と き
「
お ま え」 は ， テ ク ス

トの 命令 に従 うこ とで 「伝記 」 的諸関係 を離れ ， お の れ の 固有名 を失 っ て 「 レ

ア」 とな り， テ ク ス ト との 関係 の 中に
「
消 え HCHe3HyTb 」 なけれ ばな らない

。

しか し ， 同時に その とき こ そ
「レ ア 」 と な っ た

「お ま え 」 に よ っ て ， 贈与 の 印

と して の 作者の 署名が 産 みだ さ れ る の だ とい え る だ ろ う 。

2°

　以上 を ま と め よ う。 詩 を 「詩人 の 伝記 」 との 関係で 考え る場合， 詩人 の 伝記

の 軸 と な っ て い る 詩人 の 固有名 と， 詩の テ クス トに付 され て い る詩人 の 署名 ，

こ の 二 つ の 機 能の 差異 を考察す る こ とが 不 可 欠で ある 。 人 間 は生誕 し， 固有名

を与 え られ る こ とで
，

「
伝記」 的諸関係 の 中に 位置づ け られ る 。 そ こ で は 固有

名は ，
こ の 諸関係に お け る人間の 位 置 を同定す る機能を果た すた め ， あた か も

最初か ら存在 して い た もの で あ る か の よ う に ， 自明 な もの と して 扱わ れ る 。

「
伝記 」 と は 固有 名 の こ うした あ り方に 依拠 した人 問の 生 の 記 述 とい える 。

一

方 ， 詩 の テ ク ス トは
「
伝 記 」 的諸関係を離れ た読 み手 （マ ン デ リシ ター ム の 言

う 「後世 の 読み 手 」） との 関係， 詩人 の 死後 に も生 じ うる 「お ま え」 との 関係

を原理 的 に前提 として い る。
こ の 関係 の 中で 作者の 固有名 （署名） は，

「
伝記」

的諸関係の 中で は忘却 さ れ て い た 贈与 の 印 とい うあ り方 を取 り戻す の で あ る 。

　 こ う した こ とは詩 が 「書か れ た もの ［［MCbMO 」 で ある か ら こ そ 可能 に な る の

で あ る 。 実際 ， 伝記 ， 固有名 （署 名）， 詩 ， 禁 止 （法） な ど は す べ て 「書 か れ

た もの 」 とい うあ り方を と っ て い る
。

し た が っ て
， 本論 で 考察 した事柄 の 諸連

関 を
「
書か れ た もの 」 とい う主題 の も と に再編成 し， 再考す る こ とが可能で あ

る し ，
また そ うすべ きで ある こ とを

， 最後 に述 べ て お きた い 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （さい とう　 た け し ・ 東京大学）
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” lnternationat　Journal　 of

　 Slavic　Linguistics　and 　Poeties　l　2 （1969）： 169
−70．ダ ン テの 該当箇所 は以下の 通 り。

「
私

　 の 名は リー
ア ， 自分 の た め に美 し い 花環 を編 もう と美 しい 手 を動 か しなが ら私は行 く，

　 〈…〉 私の 妹 ラ ケ
ール は そ の 鏡 の 前 を離 れ ず終 日 そ こ に 座 っ て い る」 （IO1−05 行）
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　 社 ，
1990

， 第 2 部 第 1章 「
固 有 名 詞 の 諍 い 」 （219頁以 下） を 参 照 。
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　 （1917）， イ ン セ ス トの モ チ ー フ と結び つ い て い る もの は ， ＜＜KaK 　gTMX 　HOKPblBa 」　H

　 SToro 　y60pa＿・〉 （1915） （ラ シ ーヌ の 悲劇 『フ ェ
ー ドル 』 に 題材 を得た もの ）が あ る 。

　 マ ン デ リシ ターム にお け る
「
黒い 太陽」 の 形象に 関す る先行研 究， お よび よ り全般的

　 な 考 察 に つ い て は， 斉 藤 「フ ェ
ー ドル と イ ポ リー ト の 詩 （0．マ ン デ リ シ ターム
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斉藤 毅

　 〈・Tristia・〉読解の まえに）」，

「SLAVISTICA 』 ll （1995）：345−66 を参照 。

14
この レ ア と ロ トを結びつ け る解釈 に つ い て は ，

MaH ／ieJ［blT．ITaM ，
　H．193を参照 。

宦5
タ ラ ノ フ ス キ イ は こ の 部 分 を

「
ダ ビ デ 王 の 息子 た ち の 血 筋」 と解 釈 し て い る が

　 （Taranovsky　60）， 詩に お け る
「
ユ ダ ヤ 人の モ チー

フ」 は も っ ぱ ら 『
創世記』 の

「
族

　 長物語」 に属す る もの で ある ゆ え ，

「王家 の 血筋 」 はギ リシ ア の 都市国家 の あ り方 と

　 関係 させ る の が妥当 と思われ る 。

lfi
　 R ．ジ ラール 『

暴力 と聖 な る もの 』 古 田幸 男訳 ， 法政大学 出版 局，
1996

， 第 9 章
「
レ

　 ヴ ィ
＝ ス トロ

ース と構造主 義と婚姻の 法 則」 （353頁以 下）。 レ ヴ ィ ； ス トn 一ス が イ

　 ン セ ス トの 禁止 を負の 法則 と見 な し， 女性を他者 に与 え る贈与の 法則が正 の法則で あ

　 る と考 えた の に 対 し （『親族 の 基本構 造 』 下 ， 馬渕 東
一

他監 訳 ， 番 町書房 ， 1978，

　 832），
ジラ ール はイ ンセ ス トの 禁止 の うち に ，

一
切の親族関係 を組織す る積極的 な契

　 機 を見 い だ して い る 。

17
この 問題 に つ い て は ， 斉藤

「民 の 声， 詩人 の 眼 差 し　　O．マ ン デ リ シ ターム の 戦争

　 詩 よ り」，

「ス ラ ヴ研究s44 （1997）：97− 114を参照 。

］B −一一
例は，

「そ こ で そ の 名 を ヨ セ ブ と名づ けて （HHapeMa 　 eMy 　MMfi： 140c囲Φ）言 っ た ，

　 『ヤ ハ ウ ェ が わた しに さ らに 他の 子 を加 えて 下 さ るだ ろ う 〈
…

〉」 （創世記 30 ：24）。

1g
　 I　lblraHeHKo，

　F．∂mtt．lfonoeayec κua 　czoBapb 　pyccκ020 　nsblrca．　KMeB：Pa 」kfiHcbKa　 − Ko 」Ia
，

　 1989．356・57
，
360；ΦacMep

，
　tlvt．∂muaonozuvec κnd　cno6a ρb　pYooκ ozo π3bt κ α．　T．3．

　 IM．：IIporpecc，　1967．496 ．
2°

タ ラ ノ フ ス キ イ は，
マ ン デ リシ ターム の こ の 詩 と

，
S．マ ラ ル メ の 詩

「
詩 の 贈与 Don

　 du　 Po さme 」 （正865）お よび H ．ア ン ネン ス キ イ に よ る そ の ロ シ ア語訳 唄 ap　 HogMbI ン〉

　 （1898） との 問の 形象上 の い くつ か の類似点 を指摘 して い る （Taranovsky 　63）。 それ

　 に つ い て こ こで 詳 し く検討 す る こ とはで きな い が
， 夜が産 んだ娘

“ 1’

enfant 　d ’

une 　nuit

　 d
’ldumEe ”

で あ る 詩 を ， 乳 母 た る 「お ま え 」 （読 者） に 委 ね ， そ の 生 誕 を 迎 え て

　
“

accueille 　une 　horrible　naissance ”

くれ る よ う願 うマ ラ ル メ の詩 は ， 全体 と して マ ン デ

　　リシ ターム の 詩 と同じ情景 を示 して い る よ うに 思え る （Mallarme，
　 S， （Euvres．　 Ed．

　 Y ．−A ．Favre．　Par孟s：Ed．　Garinier，1985．43）。

　　　　　　 u

TaK θCH 　 CA ”TO

　　 HM ∫I　CO6CTBeHHoe 　H ＜＜皿aP 　HOgMbK ｝〉：

AHa 証H3 　cTHxoTBopeH 朋 0 ．　MaH 皿e 顕b 皿 TaMa

　　 ＜＜BepHMCb 　B　cMecHTeJlbHoe 　JloHo ＿ 〉〉

　　 BsTotl　cTaTbc 　co双ep ｝KHTcA 　aHaJIH3 　cTMxoTBopeHH 兄 0 ．瓢 aH五翩 b田 TaMa ＜（BepHHcb　B

cMecMTe ，nbHoe 　noHo ＿〉〉　（1920）；　Ha 　HpHMepe 　sToro 　cTHxoTBope 正IMfi　paccMaTpHBaeTc月

ΦyIIKU圏 HMeHH 　 co6cTBeHHQro 日 m33 肌 3flecb　 Hon 　 c』oBoM 〈・HM 兄 co6cTBeHHoe ・＞ H
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                           maigElil FsscZ)HM-CjL,

nonpa3yMeBa}o  He  TonbKo  MMeHa  B  TeKcTe,  Ho  M fiopmHcb  caMoFo  aBTopa  (liMH "oDTa).  CaM

IVIaHneJblljTaM RonHepKliBaeT  3}･IaHeHHe nOcnenHero  B cBOeR  cTaTbe  <<O  co6ecenHHKe}>

(l913).
    B o6-nx  abyHIclluax nMeHH  co6cTBem{6ro  genoBeKa  Me)KHo  pa3"MuHTb  nBa  rnaBHblx

MoMeHTa.  C  oAHova  cTopoHbl,  no  MHeHMK)  [I)paHlly3cKoro  aHTpono.[[oFa  I<. JIeBM-CTpocca,

MMA  co6cTBeHHoe  flB"fieTcfi {{floeneflHeta  cTeneHbFo  KJaccMcl)MKatlHM  poAa>>. B  fipMMeHeHMM  K

geJIoBeKy  sTo  3HagnT,  HTo  MMH  co6c'LhBeHHoe  cJy)KH'r  onpeAe.[eH"Io  neJlo>KeHMfi HefioBeKa,

KaK  .llHgHOCTH,  B Pa3HblX OTHOIlleHMfiX  (CeMethHOM, rOCYAaPCTBeHHOM  M T.JL.). Me>}<HO

yTBep}KnaTb, qTo  AHuHaA  6lioFpa{l)Mfi onxpaeTc"  Ha  sTy  (l)yHKllHro MMeHM  co6cTBeHHoro.  C

2kpyrova cTopoHbl,  HMfi co6cTBeHHoe  ldrpaeT  ponb o3HaMe}IoBaHMfl  <(ILapa)> (" ofipeAe.[[fllo

<<llap>> KaK  "o"BJeHue  Toro,  lleFo  eme  He  6bmo), 'r.e.
 po>i<AeHH" ge"oBeKa.  Moe

npeanoAo>KeH"e  3amaH]qaeTcH  B cJenyro-eM:  B 6vaorpa{PMM (HanpMMep, 6xorpachvaM HogTa)

rJaBHy[o  poJIb MrpaeT  "epBa"  cl)yHIcuHH, a B  "og3zK  -  BTopa"  (B 11aHHoM cJIygae  deyHKllH"
HonnHcM  nogTa).  M  gTOT  HepexeA  {l)yHKllmb H3  oAHova B ApyFyH] coBepuJaeTcfl  B oTHouieHMfix

Me)icny  aBTopoM  M ljnTaTemeM  ("o Bblpa>}<eHH}o  MaHILenbulTaMa {{gxTaTedieM  B "oToMcTBe>>)

"ocpeAcTBoM  TeKcTa.

    Becb  TeKcT  cTHxoTBopeHM"  <`BepHMcb...)>  fiocTpoeH,  rJaBHblM  o6pa3oM,  Ha

Mcilo.nh3oBaHvaM  q)opM fioBenvaTe.cbHoro  HaKJoHeHH"  2 diMlla eA. gHc.qa  (fi "oJlaFalD, yTo  {<Tbl>}

-  o6pa-eHMe  K <<HM'raTeJiK]}>). I'"eBopfiLumb B TeKcTe  Tpe6yeT,  HTe6bi  <<Tbi)> 6bma  {{.TIMfi>}

(nePBafl >l<eHa  gKOBa B  <(6b]TMM>>)  M BePHYAaCh  B  <{CMeCMTe.fibHOe  AOHO}> -  T.e.  MCllOJHMAa

aK'r KpoBocMeLueHldfl.  KMfi <cJIua>>  naHo  B  co"oc'raB.IeHMH  c MMeHeM  uapaubl CIIapTbl EJeHb]
H3  kttarmaAbl)>, KoTopyH)  llepeBe3"M  B  Tpo}o KaK  <`co"HHe  l'lnHeHa}>. 3necb cB"3b  o6pa3oB

pa3BepTblBaeTcH c,nellyFo-HM  o6pa3oM:  1) <<E,neHa>> -  <<coJHue  MJHoHa)> (cTpyKTypa
ropoJla, B lleHTpe KoTopopo  llapb KaK  <{coJIHlle}>) -  <{KpoBb>> (IIopfiAoK polLcTBa); 2) <{.nMfi>>

-  <<>Ke"Tblli  cyMpaK>>  (6"y}I{naro-He "yneM,  He  HMeK)-Me  cBoeth  cTpaHb])  -

<`KpoBocMeureHvae>>  (pa3pyufeHMe ilopHnKa  poncTBa). KpoMe Toro,  B TpaAHllMx  gK3ereTHKM

<<JIMA>>  cgMTaeTcA  cMMBo"oM  TBopeHH"  (H oTc}ona ee  cBfi3b  c <<"oHoM}>).  IilMfi <<E"eHa}>

BOItVIOUIaeT  OTHOEUeHM",  B  KOTOPblX  BblAB"AeTCfl  nePBa"  {i)YHKLIMfi raMeHM  C06CTBeHHOFO.

MeH{AY TeM,  9JeMeHTbT,  KOTOPble  CHMBO,M3MPYeT  "Mfi (t.nM"}>, OTKPblBa}OT  B03MO}l(HOCTb

BbthTM  3a gTM  paMKH OTHouleHHil, KaK  gTo  cAeJan  ABpaaM B <{BblTldli>>, 6pocMBmHva cBoK)

<<3eMJIfo  H pOJLcTBo}> HO "PHKa3y  SIxBe.
    

LIHTaTe"b
 cTlixoTBopeHMfl,  fie BoJie aBTpa  TeKcTa,  Bblpa>f(eHHoti B ceoTBeTcmy[ouMx

rpaMMaTHgecK}lx  ci}opMax,  Taic>fce 6poeaeT cBoe  H"afl c06cTBeHHoe,  1{eTopoe  McnoJIH"eT

fiepBy}o  cPyHKImlo,  R, cTaB  {{JIMeta}}, BocnpMHMMaeT  TeKcT,  KaK  c"oBa  gxBe (z B caMoM  2tevle,

cTM.llb cTMxoB  "onpalkaeT  ero  cJIoBaM).  Itl nocKoJIbKy  ollH Hoc"T  xapaKTep  <<napa>>  B

{<6b[TMM>>,  HOnRMCb  II09Ta, KOTOPafl  3aBePUIaeT  TeKCT,  "CnOjlHfieT  BTOPYH)  Ct)YHKUMK}  MMeHM

co6cTBeHHopo.  B  oToM  cocToMT  3HageHMe  <{JItaH>> I{al< cMMBojla  TBepeHM",  Bbl3blBanulere

"BJel-me  {<napa>>.
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