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　本 稿で は ，
パ ス テ ル ナ ー ク が 1914 年 に 発 表 した 論 文 「 ワ ッ セ ル マ ン 反 応

BaccepMaHoBa　peaKuH ”」 （4， 349−354）
1
を取 り上 げ， 詩人 の初期 の 創作論 に つ

い て考察す る 。
パ ス テ ル ナ ー ク が 文学 活動の 最初期に 発表 した こ の 論文 に 注目

す る 理由は ， そ の精読 を通 じて パ ス テ ル ナー ク の 未来派 詩人 と して の 自己形 成

過程 をた どる こ とが で き ， さ らに ， そ こ で 展 開され る詩人 の 創作論 が 彼の 作品

の 読解に
一 つ の 指針 を与 え る と考え るか らで あ る 。

　 こ の 論 文成立 の 背 景 に つ い て 簡単 に 確認 して お く♂ まず ， 文学 活動 に 入 る

以前あ る い は 同時期 に ，
パ ス テ ル ナ ー クが 音楽 と哲学 の 両分 野 に 専門的 に 従事

して い た こ と は重 要で あ る 。 こ うした 道程が論文 「ワ ッ セ ル マ ン 反応 」
へ と繋

が っ て行 くか らで ある 。

　 また こ の 論文が 発表 さ れ た経緯 に は ， 当時 の 未来派 グル ー プ
， あ るい は芸術

家た ち の 問で の 衝突， ス キ ャ ン ダル が あ っ た こ とを挙げて お か ねばな らない
。

1914年 3月 に モ ス ク ワ で 発刊 され た
「
未来主義者

一
ロ シ ア 未来派 最初 の 雑

誌 ΦyTypHcTb【：HcpBbl 陪 KypHa 、1　pyccK 回x φyTypHcToB」
3

は ， 書評欄 に ，
パ ス テ ル

ナ ー ク らが 属 して い た未来派 グル ー プ 「遠心分離機 」 の メ ン バ ー の 著作 へ の 過

激 な 言辞の 酷評 を載 せ た 。 そ れ に 対 して ， 続 く 4 月に
「遠 心 分離機」 は 雑 誌

「
ル コ ノ グ PyKoHor」

‘

を発刊 した 。 こ の 雑 誌自体が 論敵た ち に 対す る激 しい 応

酬 を展開す るた め に 出され た とい っ て も過言 で はな い
。 それ ゆ え 当然 ，

「
ル コ

ノ グ」 に 掲載 され た パ ス テ ル ナー クの 論 文 「 ワ ッ セ ル マ ン 反応」 に も， 雑 誌

「未来 主義者」 に対 す る対 決姿勢が 強 く打ち 出され て い る。 それ に と どまらず ，

そ こ に は 当時 の 時代 背景 も色濃 く反映 され て お り，
パ ス テ ル ナ

ー ク は い わ ば 自

らの 詩的理念 を提示 して ，
こ の 論 争 に お ける反論の 論拠 と して い る。

この 論文

も未来派 の 文 集の 雰囲気 に ふ さわ し く， 難解 な表現や 挑戦的非難 が露骨 に 出て

い る こ とが
一

つ の 特徴で あ るが ， 可能な限 りバ ス テ ル ナ ー クの 言葉使 い その ま

まに この 厂ワ ッ セ ル マ ン 反応 」 の 主 旨を次 節に ま とめ て み た い 。
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　 「
ワ ッ セ ル マ ン 反応 」

［
（要 旨）

　 《現代 に お い て は， 個人 の 才能 と使命が理解 され ず， そ して 民主 主 義 とい う

もの が 有害 な偏見 とな っ て きて い る 。 ギル ド的 な手工 業体制 とい う至 福 の 時代

に あ っ て は ， 個人 の 独自性 とい うもの に
， 生産者だ けで は な く， 消費者 も従 っ

た も の だ っ た 。 か つ て 芸 術 は 手 工 業 に 近 か っ た 。 しか し現 在 で は 神 の 恩 恵

（Dei　gratia） と の 関わ りを読者 は 必 要 と し な い
。 カ ー

テ ン の 模様が ラ ン カ ス

ター 法 に 基づ く製造工 に よ る もの で も， 名 もな い 機械が作 り上 げた もの で も，

変わ りはな い の だ 。 もは や需要の 民主化 は誰の 目に も明 らか で あ る。 新産 業に

お け る支配者 と な っ た の は顧客 二 読 者 （K川 eHT −qMTaTe 。lb） で あ る 。
こ う した状

況 に お い て は， 才能が な い とい うこ とが い わ ば
一一

種の 才能 とい うこ と に な る 。

見せ 掛 けだ けの 芸術作品 は ， 理論分析 に付 され て も， 美学 に とっ て は 全 く何の

興味 も引 き起 こ さな い
。 真 の 未来主義が確か に 存在す るの に対 し， 似非未来主

義を待 ち うけ る こ と も重要 な こ とで あ る 。 今で は 消費者自身が 自らに 都合 の よ

い もの を作 り上 げ， 読者の 側が ， 実は 自分 に は ど うで も良い 詩人 を介 して生産

者 に な っ て い るの だ か ら 。 また ， 無知 な消費者が 市場 を支 配 して い るの だか ら，

彼 ら が 製品の 質 を詳細 に わ た っ て検討す る こ と は な い 。 こ の よ う に して 産業 は

開放 され ， 職業 の 選択 は個々 人 の 恣意 に委 ね られ る よ うに な っ た 。 同 じように ，

読者 も希望者全員 に詩の 生産特許 を提供 し， 今 まで 不可侵 だ っ た領域 を開放 し

た の で あ る 。
こ こ に お い て 我 々 は初 め て

， 消費者心理が 新た な法律 を制定す る

の を 目に す る 。 それ は読者の 詩に 関す る法典 （y．aomeHHe 　
tmTaTe ．IH　 e　CTHxe ）で

ある 。 こ うした 教訓的な実例を示 して い るの が シ ェ ル シ ェ ネー ヴ ィ チで ある 。

彼 は法学的な平明さ の 犠牲 （』くepTBa 　H：｝pHI」MgecKoth 　 」LoCTytlHOCTH） とな っ た 。 彼

の 詩 に 欠 け て い る の は テ ー マ 対比 ， あ る い は虚 量 （quantit6　imaginaire）で あ

る。 しか し こ の 虚量 こ そ は買い 手の 規定 に 決 して 屈 す る こ との な い 要素 で あ り，

そ れ ゆ え に需要 と販売 の 申 し合わせ 事項 と は な りえな い
。 人 間の 表象 に お い て

ポ エ ジー
の 概念 と結びつ い て い る もの は ， 修辞的表現 の イ メ ー ジで あ る 。 もし

メ タ フ ァ
ー

とい う もの を ， そ の キ ー を詩人 の みが 手 に して い る鍵に た と え る な

ら
，

シ ェ ル シ ェ ネ ー ヴ ィ チ の 錠前の キ ー は ，

一
群 の 素人 た ち の手中に ある 。 彼

の メ タ フ ァ
ー の 源 は 基本的 に 類 似 とい う性質 に基 づ く， 連想的な働 きで ある 。

こ う した彼 の 想念の イ メ ー ジは 科学記述的で ある 。 しか し隠喩的 に正 当付 け を
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うる衝迫 と精神的 ドラ マ チ ズム とい う特徴は ， 隣接す る諸現象の み に 固有の も

の で あ る。 言葉 とい う もの は 自らの 色彩に彩 られ て 浸 透不 可能で あ るが ゆ え に
，

比喩 され る言葉 か ら色彩 を借用す る こ とは で きな い
。 また ， イ メ ー ジ を彩 る も

の は近接の 病的な まで の必 要性 ， 叙情的 に 圧縮 され た 意識 を支配 す る分 断状態

なの で ある》

3

　20世紀 の 初頭 に あ っ て 芸術 を考察 す る と き，
パ ス テ ル ナ 〜 ク は芸 術の 需 要

形態を経済市場の 原 理 に な ぞ ら え ， 経済市場 に し ろ芸術 に し ろ ， そ こ で 支配権

を握 っ て い る の は 消費者 ； 読者 とい う大衆の 方で ある ， とい う観点か ら論 を始

め る。 今や 芸術 を生 み 出して い る の は読者の 側で あ り，
か つ て の ギル ド的手工

業の よ うな芸術 が な い が し ろ に され て い るの を嘆 い て い る 。
こ う した 前半の 論

旨に は ，
ベ ン ヤ ミ ン の

「
複製技術時代の 芸術 」 と重 な り合 う もの を感 じ るが ，

1914年 と い う論文 の 発表時期 を考えれ ば
， 影響関係 と して は マ ル ク ス 主義 を

挙げ るべ きで あろ う。

　そ して 論文後半で 批判の 槍玉 に 挙 げ られ る の が シ ェ ル シ ェ ネー ヴ ィ チ
6
で あ

る 。 彼が名指 し さ れ て い る の に は
， 前述 の 雑 誌

「
未来 主義者」 の 書評責任者の

一 人 と し て
， 偽名や ペ ン ネ

ー ム を使 っ て 書評欄の 酷 評 を実際 に 書 い た の は彼 で

あ っ た と， 遠心分離機の メ ン バ ー
が に らん で い た ， とい う事情 も絡ん で い る ら

しい
。 そ れ は と もか く， 論文後半の シ ェ ル シ ェ ネ ー ヴ ィチ 批判 はパ ス テ ル ナ ー

ク の 詩作論 ， 芸術論 を知 る 上で 非 常に興 味深 い もの が ある
。

こ の 後半部分 をさ

らに詳 し く見 て い くに あた り， 大 き く二 つ に 論点 を絞 りた い
。

4

　 まず
一

つ 目は ，
パ ス テ ル ナ ー クが シ ェ ル シ ェ ネ ー ヴ ィ チ批判 を

「
わ か りや す

さ 」 に お い て い る こ とで ある 。 彼 の 書法 は い わ ば科学記述的で ， 読 み の 素人 で

あ る大衆読者 に もシ ェ ル シ ェ ネ
ー ヴ ィ チ の 作 品は 全 て お 見通 しで あ る 。 そ こ で

は芸術の 生 産者の 意識 と
，

そ れ を受 け取 る側 の 意識 との 均等化 が 生 じて い る
，

と指摘す る 。 以下に シ ェ ル シ ェ ネー ヴ ィ チ の 散文 的書法 を批判 した 箇所 を引用

す る 。
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シ ェ ル シ ェ ネー ヴ ィ チの 詩の 首尾
一

貫 した散文表現 （我々 は雑誌
「
未来主義者」 に

収め られ た詩の こ とを話題 と して い る）が生 じるの は ， 彼が 自らの メ タ フ ァ
ー装置

に無理 に 抱え込 ませ て い るあの 日常生活の バ ラ ス トか らで は全 くな い
。 繰 り返 して

言 うが
，

こ う した全て は単に要素に過ぎず ， 我 々 は そ れ らに 独 自の 意義 を全 く認 め

な い
。 そ う した要素は そ れ 自体 ， 仮に そ の 運動 の酵素が 抒情的全 一

で あ る とす るな

ら ば ， 詩全体の 体系に 変調的 （MOIIy」1”THBHO ）影響 を 与え も しよ う 。 〈
…

〉 テ
ー

マ 対

些 （TeMaTH3M＞， 換 言 す れ ば ，
　 quantit6　imagjnaire， こ れ が シ ェ ル シ ェ ネーヴ ィ チ

の 詩に は欠けて い る。
こ れ こ そが まさ に購 買者 の規定 に屈す る こ と の ない 要素 で あ

り， それ ゆ えに 需 要 と販売 の も う し合わ せ 事項 と は な りえ な い の で あ る （4，352

−．一 以 下 ， 下線 は伊藤に よ る）。

　 こ こ で
「
変調的」 と訳 した MO ムy」旧 THBHO と い う単語 に 注 目す る と， 共通語幹

か ら派生 す る 語 に
「
変 換機 Mony ．lflTop」，

そ し て 音楽用 語の
「
転調 Mo πy朋 四 H 」

に 相当す る語が ある 。 どち らに して も， 詩の体系 に は な ん らか の 影響 を与 え て

変化 を加 え るべ き， とす るパ ス テル ナー クの 意図が 窺える 。 こ こ で仮 に
， 変化

を加 え られ る前の 状態 を X ， 加 え られ た後 を Y と して お こ う。 さ らに こ の 転

調 ， あ る い は 変調 は
，

テ ー
マ 対比 ， 虚量が シ ェ ル シ ェ ネー ヴ ィ チの 詩 に は欠 け

て い る
，

と い う主張に っ なが っ て い く。 テー マ 対比 と は 音楽用語 で 「音楽作品

の 構 築 や分 析 に お い て 適 用 さ れ る ， 諸 テ ー
マ の 比 較 」

7
と定義 さ れ る 。

こ の

テ ー マ 対比 を先 ほ どの 変換 あ る い は 転 換 と い う語 と照 ら し合 わ せ て み よ う 。

テ ー
マ を比較す る た め に は， 当然の 事 なが ら， 比較 され る テ

ー
マ は複数存在 し

な けれ ばな らな い
。

パ ス テ ル ナ ー ク は構 想 に お け る大 本の テ
ー

マ （X ） に 変換

を加 え ， 変貌 させ た テ ー マ （Y ） の ほ うを読者 に提示 す る。 読者 は い わ ばパ ス

テ ル ナー ク 的変換機 に か け られ た Y を復
．
調機 に か け直 す こ と に よ っ て ， Y か

ら X を導 き出 す こ と を要請 され る。 そ の 二 つ の テ ー マ を比 較 し分析す る こ と

を，
こ の 詩人 は読者 に要求す る わ けで あ る 。

　 それ を さ らに パ ス テ ル ナ ー ク は 「虚量 」 と 言い 換え る。
こ の 言葉 に は欄外 に

“

MHHMaH 　Be川 qMHa
”

と ロ シ ア語 の 注記が あ る。

「
虚 （的）」 と訳 した imaginaire，

MHMMblti とい う形容 詞 の 性質 に つ い て 考 え て み る と ， 他 に
「
仮 想 ・ 空想 の

， 架

空 の ti と い う意 味 が あ り， 特 に 数 学 の 世 界 で は ，

“

nombre 　 imaginaire”

“

MHuMee 　quc ，llo
”

と な れ ば共 に
「虚 数 」 を表 わ す

。
こ の 「虚 数 ｝ と同様 ，

「
虚

量 」 も数学の 世界で は 当然の ご と く頻 繁に 使 わ れ る用 語で あ る。
こ の 数学 用語

が 用 い られ た の に は意外 な感が あ る が
， 哲学 を専攻 した パ ス テ ル ナ ー ク の 経歴

を考 え れ ば ， 例 え ば デ カ ル トや ラ イプ ニ ッ ツ とい っ た哲学者 に して 数学者 の 存
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在が 浮か び上 が る 。 虚数 に まつ わ る数学 の 歴史 を，
こ の 二 人 を軸 に簡 単 に ま と

め て お く。

　今日で は i とい う記号で 知 られ る虚数 は，
ル ネ ッ サ ン ス の 頃 に その 存在 は認

知 され て は い た もの の ， 確固 と した 理論付けが 得 られ る よ うに な るの に は ， 18

世紀の 末 を待た ね ばな らなか っ た と され る 。 しか しデ カル ト （1596−1650） は
，

虚の 量 に関 して は何 ら具体的表象を持 つ こ とが な い
， と しなが らも， 数の 世界

に お ける実 と虚 の 対立 を早 くも明確 に 打 ち出 して い た 点で 特記 され るべ きで あ

る 。 オ ク ス フ ォ
ー ド英 語辞 典 に よ る と ， 数学 の 世 界 で こ の imaginaireが 「実

的」 の 対概念 と して 「虚 的 」 の 意味 で 最初 に 用 い られ た の は彼 の 著 書 『幾 何

学』 に お い て で あ る。 そ の 後 ，
ニ ュ

ー トン を経て ， ライ プ ニ ッ ツ （1646− 17】6）
が こ の 虚な る もの に 注 目し ， 虚根の こ とを

「
神的精神の 精緻 で す ば ら しい 隠れ

家 」 と
， その 存在意義 に 注意 を促 した 。 著書 『普遍数学』 の 以 下の 部分 は ， 特

に 注目に値す る 。

無理量 か らは不 可能な量 ， す なわ ち虚的な量 が 生ず る 。 そ れ ら の 量は驚 くべ き性質

を持ち
， その 有用性 を過小評価す るこ とはで きな い

。 と い うの は ， な るほ どこれ ら

の 量は それ 自体 で は何か 不可能 な もの を意味す るが ， 〈
…〉 そ の 介入 に よ っ て実的

な 量が 表現 され るか らで あ る♂

　虚量 あ るい は 虚数 が厳密 な理 論上 ， 実数 と同等の 位置を与え られ ， そ の 有用

性が 実証 され る に は， 今 しば ち くの 時 間の 経過 が 必 要で あ っ た が ， 以後 数学 の

世 界 で は
，

この 方 向性で 議論が 続 い て い く。 そ して 19世紀 の 中 ごろ に は ， 複

素数の 導入 に よ っ て 「普通 は 隠 され た ま まに な っ て い る調和 と法則性が 姿 をあ

らわ す 」
9
とい っ た 哲学 的表 現 が 数学者 の 口 か ら発 せ ら れ る ほ ど， 虚数 ， 虚 量

の 存在 は 自明 の もの とな っ て い っ た 。

　以上 の よ うな数学史に お け る 流れ が ，
パ ス テル ナ ー クの

「
虚量 」 とい う言葉

遣 い に 反映 され て い る 。 文脈 に そ っ て ， も う・一
渡 厂テ ー マ 対比 」 と合わ せ て 考

え る必要 が あ ろ う。 テ
ー

マ はパ ス テ ル ナ ー ク 的変換機 を通 され る こ とに よ り，

読者の 目に 直接触 れ る事が不可能 とな る 。 読 者が 目 の 前に す る の は
， 変化 を加

え られ た 作品 （Y ）で あ り， そ れ を手掛 か りと して 大本の テ ー
マ （X ） を見出

す 必要性 をパ ス テ ル ナ ー ク は故意 に 設 ける 。 しか し X と Y の 間 の 移行 は ，

一

足飛 びに で き るほ ど容易 な もの で はな い （容易な もの で あ っ て は な ら な い
， と

い うの が 詩人 の 主 旨で あ る）。
こ の 際必要 とな るの が

，
こ の 虚量 と考 え られ る 。

X と Y の 両 方 を手 に し
， その 比 ．較 ， 分析 の 際 に 生 じるの が 虚 量 とい え る か も
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しれ な い
。

い ずれ に せ よ，
パ ス テ ル ナー

クが 虚量 はテ ー マ と テ
ー

マ の 間を仲介

す る の に 不 可欠 の もの と して 捉 えて い る こ と は ， 間 違 い なか ろ う。

1虚 量 に

よ っ て ， 現実 世界 の 調和 と法則性が 姿をあ らわす」 と い う数学界 に お け る言及

は ，
パ ス テル ナ

ー
ク の 作 品世界 と も呼応す る 。 彼の 詩世界 を支配 して い る の は

混沌 や無秩 序で は 決 して な い
。

一
瞥で は 見 えて こ な い 彼 の 作品の 調和 を明 らか

に す るた め に ， こ の 虚量 は不可欠 と言 え る 。

5

　さて こ こで 後半第二 の 論旨に注 目 した い
。

シ ェ ル シ ェ ネ
ー ヴ ィ チ批判 の 室 旨

が 科学記述 的わか りやす さ に あ っ た こ とはす で に 述 べ た が
，

こ こで は その 批判

が比 喩 に も適 用 さ れ る 。 メ タ フ ァ
ー に つ い て 述べ る以 下の 部 分 に 注 目 した い

。

顰巡 （CXOAcTBa ）の 事実 ， よ り稀に は塑似匹 壷弖 至Ω （lle　cxo ，llCTBy）で あ っ て 決

して 隣接に よ る もの （no　CMcxHocTM ）で はな い 連想的繋が り
一

これ が シ ェ ル シ ェ

ネ
ーヴ ィ チの メ タフ ァ

ーの 源 で ある 。 しか しな が ら ， メ タ フ ァ
ー

的 に 正当性 を得 る

衝 迫 と精 神 的 ド ラ マ チ ズ ム と い う特 徴 は
， 隣 接 と い う 現 象 に の み （TO．ibKO

｝IB．AeHMHM 　CMe 氷 H （）CTH ）固有の もの で ある。類似に よ る近接が ， そ れ だ け で 単独 で必

要 と され る こ と は全 く考 え られ な い
。 それ ゆえ に まさに そ うし た近接 と い う もの は ，

外的要囚に よ っ て必 要 とされ う る もの なの で ある 。 自らの 色彩 に 彩 られた 言葉 は比

較され る もの か ら色彩 を借用す る こ とは 出来ない こ と
，

また ，イ メ
ージを彩 る の は ，

た だ近接の 病的 な まで の 必要性 （6eJle3HeHHasl　E匸eo6x （．｝．apn，　｛ec
’
rh　B（c6 ，nMmcE ｛H “）， 叙情的

に 圧縮 され た意識 を支配 す る あ の 分断状態 〔Ta　yepeCllo ，aocHoc
’
rh ） で あ る こ とを ，

シ ェ ル シ ェ ネーヴ ィ チは まさか 知 らな い と い うの だ ろ うか （，1， 353・354）。

　まず前半に 注 目す る 。 興 味深 い の は ，
パ ス テル ナ ー クが こ こ で 明 確 に

，

「類

似 」 と 「
隣接」 の 二 つ の 概 念 を提示 し ， しか も ， その 二 つ を対 立 さ せ て い る こ

とで あ る 。 その 上 で シ ェ ル シ ェ ネ
ー ヴ ィ チ の ， 基本的に類似 に 拠る比喩 を退 け，

隣接 の概念を提唱 して い る 。

　周知 の 通 りヤ コ ブ ソ ン は
「
隠喩」 と

「
換喩 」 とい う二 項対立を打ち 出 し ， こ

れ は後に 「
選択」 と 「

結合」 の 軸 とい うヤ コ ブ ソ ン 独自の 用 語 と結 びつ くこ と

に な る。
こ の 二 分法 を修辞学 に の み と どめず， 呪術， 映画 ， 視覚芸術 ， 文学 ，

失語症の 研究等に 援用 し た こ とは ヤ コ ブ ソ ン の 最大 の 功績の
一

つ に 数 え られ ，

文化 人類学 ， 記号 論， 精神分析 ， 哲学 ， 心理学等 の 多 くの 分野 で そ の 影響 の 痕
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跡 が 認 め られ る 。

　 こ こ で 注目した い の は
，

「
隠喩」 と 「

換喩」 とい う レ ト リッ ク の 用 語の 説明

に 用 い られ るの が ， それ ぞれ こ の
「
類似」 と

「
隣接」 で あ る とい う こ とだ 。 上

記の 抜粋 に
，

ヤ コ ブ ソ ン の 二 項対 立 の 先駆 をは っ き りと見て とれ る 。

IU
で はパ

ス テル ナ ー
ク を して

， 数 あ る他の 諸概念の 中で こ の 二 概念 を抽出 ， 対 立 させ た

もの は 何か
。

こ こ に も， 哲学が こ の 詩人 に 与 えた影響 を指摘 した い
。 特 に

， 彼

が 大学在学中に
厂
ヒ ュ

ー ム の 心 理 学 的懐疑論 」 と題す る論文 を上 梓 した事実
凵

は示唆 に 富み ， 実際 ，
二 人 の 用語 の 使用例 に は

一
致 が 見 られ る 。 その こ とを以

下 で 少 し裏付け て み た い 。

　 イ ギ リ ス 経験論哲学 に お い て ロ ッ ク ，
バ ー ク リー に 連 な る と さ れ る デ イ

ヴ ィ ッ ド ・ヒ ュ
ー ム （1711−76）は 自 らの 主 著 『人 性論』

1⊇
の 序論 で ， 人 間 の

類推あ るい は連想 とい う思考形態 が如何 に して 可能 なの か を考察 す る こ と を論

究 の 対 象 とす る， と宣言 して い る。
ヒ ュ

ー ム に よ る と， 人 間が 推論 をす るの に

は
， あ るい は

，

「一
つ の 観念が 自然に ほか の 観念 を導き寄せ る よ うに す る に は ，

あ る連 合す る性 質が な けれ ば な らな い
」 。 こ の 連 合 を可 能 に す る性 質 に は 三 つ

あ る 。 す な わ ち
「類似 」， 時間的 あ るい は空 間的 「

隣接 」，

厂原 因 と結果 」 の 三

つ で あ る 。
ヒ ュ

ー ム 曰 く，

「
明 らか に

， わ れ わ れ が 思 考 を進 め て い く際 に ，
つ

ま り観念 を た えず思い め ぐ らす 際に ， 想像は
一

つ の観念か らこ れ と類似 ， 隣接 ，

原 因 と結 果 の 関係 に あ る どれ か 別 の 観念 へ とた や す く動 く」。
こ こ に お い て

ヒ ュ
ー ム は こ う した 三 つ の 性質に よ っ て諸観念の 間を結び付け る

「一
種の

“

引

力
”

」 の 働 き を 見 る 。 別 の 箇所 で は こ れ を
厂
必然 的結合 」 と も呼 ぶ 。

こ の
「
必

然的結合 」 に よ っ て 人間 は あ る観念か ら他の 観念の 類推が 可能 に な り， 原 因か

ら結果 の
， あ る い は その ま た 逆 の 移行 が 可能 と な る 。

「 しか し ， こ の 移 行 は経

験か ら発 す るの で あっ て ， 観念の 間に もと もと結合が あ り，
こ れ か ら発す るの

で は な い 」。 さ ら に は ，

L
つ の 対象の 存在 か ら他の 対象の 存在 を推理 で き るの

は
，

た だ
XN
経験

”

に よ っ て だ けで あ る 」 と言 い 切 る あた りに ，
ヒ ュ

ー ム が イギ

リス 経験 論 を徹底 した と指摘 され る所 以 が あ る と い え る 。

「経験 」 を基 とす る

か ぎ り， 人間が推論に よ っ て 得 る事実に 関す る知識 は絶対 確実な知 とは な りえ

ず ，

「
そ うら しい 」

「
そ うだ ろ う」 と言 う蓋然 的な知識 に す ぎな くな る か らで あ

る 。

「人間 は
“

知覚の 束
”

に 過ぎな い 」 とい う結論 に ヒ ュ
ー ム が 達 した の は ，

い わ ば当然 の 帰結 で あ っ た 。

　 パ ス テル ナ
ー ク は，

『人性論』 の 中で この よ うな論 旨が ニ ュ
ー トン 的 な経験

論的実証 主義的方法 で 証 明 さ れ て い くさ まを ， まざ まざ と見せ つ け ら れ た に 違
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い ない
。 推論の 土 台は蓋然的な

「
経験 」 で あ り， そ の 経験 に よ っ て 推論 は 一 定

の 方向性 を決定付 け られ る こ と に な る 。 こ の ，
ヒ ュ

ー ム が 言う と こ ろの
L

種

の 引力 」
「必然 的結合 」 が ， よほ どパ ス テ ル ナ ー ク に は 気 に入 らなか っ た もの

と思 わ れ る 。 それ は ，
ヒ ュ

ー ム の 論旨に哲学 的 に反対 で あ る とい う意味で は 決

して な く， む しろ反論 を許 さ ぬ ほ どに ヒ ュ
ー ム の 論証 が徹底的 で あ っ たか らで

あ ろ う 。 人間 は 心 の 中で ， あ る事柄 か ら他 の あ る事柄 を想起 す るの に ，

「
経験 ．1

に 基 づ き
，

「連合 」 の 諸性質 を頼 りに して ， 両者 を結び付 け る 。 しか し逆 に 考

えれ ば ， 両者の 結びっ きは経験や 習慣に よ っ て す で に 決せ られて い る と い うこ

と もで き る 。 日常生活 の 実例 を挙 げて ヒ ュ
ー ム は この こ と を徹底的 に 証 明 して

見せ た 。 しか し日常生活 の レ ベ ル な らい ざ知 らず ， 芸術 ， 特に 詩に 関 して 言 え

ば ， 詩 作品 か ら読 み を一一
義的 に 決定付 け て し ま う こ とは ，

パ ス テ ル ナ ー
ク に

と っ て許 せ る こ とで は な い
。 例 え ば そ こ に 「虚 量」 が 分 け 入 る 余地 は 全 くな い

し， そ うした
一

義的 な類推 で は結局消費者の 支配す る市場体系に取 りこ まれ て

しま うか らで あ る 。
パ ス テル ナ

ー
ク は こ の ヒ ュ

ー ム の 言 う経験 や 習慣 を土 台 と

す る必然的結 合，

一
種の 引力に 何 とか 抵抗 し よ う と した の で は な い か 訳 衝迫

と精神的 ドラ マ チ ズ ム は類 似 の 性質 に は ない とす る
「
ワ ッ セ ル マ ン 反応 1 の 考

察 に は以 ヒの よ うな経緯が あ っ た もの と思わ れ る。

　 しか しそ れな らば，
パ ス テ ル ナ

ー
クが 対置す る

「
隣接」 の 概念 に して も読者

に
一

義的 な 読み の 方向性 を与 え て し ま う こ と は 避 け ら れ な い 。 な ぜ な ら，

ヒ ュ
ー ム が

「
連合」 の 性質 に 「隣接」 と 「原因 と結果」 を挙 げて い た こ と

’4
か

ら演繹すれ ば ， こ こ で も 「類似 」 と同様に 経験 に 基 づ く
「
必然的結合 」 の 力 が

働 き ，

「
虚量 」 の 欠 乏 は免れ な い か らだ 。 しか し こ こ で 留意 すべ き は

，
パ ス テ

ル ナー クが 隣接 とい う言葉 を用 い る と き ， 通常我々 が 経験的 に よ っ て 導 き出す

隣接関係 を想定す べ きで な い
，

とい うこ とだ 。
パ ス テ ル ナ

ー
ク は隣接 とい う性

質 に人 間の 経験や 習慣 に よ る連想 の 鎖 を断ち切 る能力 を見 て い る 。 今
一

度 ， 先

に抜粋 した 部分 の 後半 の 日本語訳 を引用 す る 。

また ， イメ ージ を彩 るの は ， ただ近接の病的な まで の必要性 ， 叙情的に 圧 縮 され た

意識 を支配 す る あの 分断状 態で ある こ と を ， シ ェ ル シ ェ ネーヴ ィ チ は まさか 知 らな

い とい うの だろ うか 。

IleyrKe，nil　IIIepti亅eHeBMg 　He　3HaeT
，　　＜．．．＞　　qTo 　oKpaLuHBaeT 　Hpe 几cTaB 泥elMe 　ToJAI、KO

60涯e3HeHHaH 　Heo6xomlMacTh 　B　c6 ．，IM｝KeH − 1，　Ta　’lePecfi〔｝諷ocHocTb
，　Ko

’
vopax 　llaPMT 　B

・qHPMqecK ” 1｛arHeTcHHoM 　co3HaHPiFl （4，353・354）．
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　パ ス テ ル ナ ー ク は イメ ー ジ を彩 る もの に
「近 接の 必 要性 」 と

「
分断状態 」 を

同列 に 扱 っ て い る 。 近接 を病的 な まで に 必要 と しなが ら ， 同時 に分断状態 もイ

メ ー ジ を彩 る と は
一 見論 旨の 矛盾 を感 じる 。 しか し この 書 き 方，

つ ま り ，

「
近

接 の 病的 な まで の 必 要性」 と
F
分 断状態」 を何の 接続詞 も介 さず， ただ並列 に

お い て い る こ の 書 き方か ら して
， 実 は この 二 つ は同 じ こ とを示唆 して い る と考

える べ きで あ る 。
こ こ で 「分 断状態」 と訳 語 が宛 て られ る Hepec ”O」ocHoCTb は

前置詞 uepe3 と ”o誣oca の 二 語 か らな る 。
　 rIo，noca は語源 的 に 土 地 や 農地 の

一
区

画 を意 味す る 。 こ の こ とか ら ， gepecno ．nocHocTb は 田畑が 畝の よ うな もの な ど

で 分か た れ て い て
， 方々 に 散在 して い る様子 を想定 で き る 。 その よ うな散在状

態 に あ る か ら こ そ近接が 病的な まで に 必要 とされ る，
パ ス テル ナ ー クの 真意は

こ こ に あ る の で あ ろ う。

「
ワ ッ セ ル マ ン 反応 」 の 文 脈に 従 え ば，

こ うす る こ と

に よ っ て 消費者 ＝ 読者の 規定 す る よ うな詩作か ら脱す る こ とが で き る， とい う

論 旨 と繋が る わ けで あ る 。

6

　
「
テ ー マ 対比 」 や 「虚量 コ， そ して

「
隣接 」 と

「
分断 」 と い っ た キ

ー ワ ー ドを

軸に パ ス テ ル ナ ー
クの 創作論 を 見て きた が

，
こ うした創作論を展開す るパ ス テ

ル ナ
ー ク の 土台 に は， や は り彼 の 抒情詩 人 と して の 姿 ， あ るい は抒情 に 懸 ける

彼 の 姿が 疑 い な くあ る 。 抒情 と い う言葉は ， 今 まで取 り上 げた 部分訳 に も何度

か顔 を出した言葉 だが ， 以 下 は非常 に 印象的 な ，
パ ス テ ル ナ ー ク の 抒情詩人 と

して の 決意表明 と も取れ る フ レ ー ズで あ る 。

抒情的な活動家 一 それ を どん な名前で 呼んで 下 さ っ て も結構だ が
， それ は まず 何

よ りも統合す る本源 （Haya ，ne 　 MHTeFPplpytouJee ） な の で あ る。 そ う した統合 に 附され

る， あ る い は ， さ ら に細か く言 えば， そ う した統合か らは じめて 自らの 生 を受 け る

要素 は ， そ の 統合 に比 べ れ ば ， 全 く第二 義 的な もの に 過 ぎな い （4，
352）。

　パ ス テル ナー クの 抒情 は 統合 す る本源 で あ る。 しば しば 指摘 され る よ うに パ

ス テル ナ ー ク の 作品で は
， 主 な題材 はス ケ ッ チ風の 風景 や 自然描 写が圧倒的に

優勢だ 。 そ う した 詩句の 中で は 自己 の 内面 に 目を向 け ， 深 くそ の 中 に 沈 潜 して

行 くよ うな
，

あ る い は 自己 を強烈 に ア ピ ー ル す る よ うな抒情 は ， 前面 に 強調 さ

れ な い
。

こ う した 意味で の 抒情 詩人 で は
，

パ ス テ ル ナ
ー

ク はな い
。 しか しパ ス

テル ナ ー
クの 詩で は ， テ ー マ 対比 を可能 に す るた め の

， 分断され た 諸断片的描
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写 を結 び付 け ， 統
…

を与 え る抒情が 不 可欠で あ る 。
パ ス テル ナ

ー ク が 抒情詩人

とされ るべ き所以 は こ うした抒情 に あ るとい うべ きで あ ろ う。

7

　それ で は ，
こ うした創作論 の 実作品 へ の 反映 を見 るた め に

，
パ ス テ ル ナ ー ク

が 自身の 詩法 を確立 した と位置付 け る こ との で き る第三 詩集
『我 が 妹人 生 』

（1917年執筆 ， 1922年発表） の 中の
一一

篇 を取 り上 げ る 。

JIO丑Ka　K（，』OT 紐Tc5薑 H　COHHo 詩 rpy 丑阿
，

レ【Bbl　llaBllC」IH
，

【SC．lyK ｝T　B　KJIH）qH 【lbl，

B ．aOKTM
，
　 B　yK』K）q月Hbl 　 o 日oro朋 ，

Dro　Be ムb　Mo ＞KeT 　co 　BcHKHM 　c 』yYMTbcH ！

∂TMM 　 Beノ風b　H　neCHe 　TeHIaTCH 　BCe ．

三∋ny
’
o　Beムb　3HaL｛HT 　 penevl　CHpeHeBbl 酋

，

PocKoLLIb　Kpo 田 eHo自 PoMa田 K｝！ Bpoce
，

Fy6b田 ry6bl　Ha　3Be3 丑bI　BblMeHHBaTb ！

：∋To　Be丑b　3HaH レlT
−

〔｝6HHTb　He60cBo 皿，

PyKH　cn 』ecTH 　BKpyr 　FepaK』a　rpoMa πHoro ，

：∋To 　Be 五b　3HaHHT 　
一一BeKa 　HanpQ 』eT

，

HoqH　Ha　l且e爪 a恥 e　c』aBoK 囗poMaTblBaTb！ （＜（C．1lOffくa　BeCJIa ”
− 1

，　129）

小舟は微睡 （ま どろ ）む胸の 中で脈打 っ て い る 。

柳 は頭 （こ うべ ）を垂れ，鎖骨 に ， 肘 に ，

櫂受け に接吻 （くちづ け）す る
一

お お
， 待 っ てお くれ，

だ っ て こ んな こ とは誰 し もに起 り得 る こ とな の だか ら ！

こ ん な こ とは誰 しもが歌で 興 じて い る こ となの だ か ら 。

つ ま りこ れ は
一一

ラ イ ラ ッ クの 灰の こ と ，

露の 中で 細か く砕 けた カ ミツ レ の 華麗 さ の こ と ，

唇 と唇 を星 々 と交わす こ となの だ か ら ！

つ ま りこれ は天 蓋 を抱 き しめ るこ と ，

壮大なヘ ラ ク レ ス に 両腕 を絡み 合わ せ る こ と，
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これ は つ ま り一 幾世紀 も立 て続 けに ， 夜々 を

ハ ッ コ ウチ ョ ウの 囀 りに遣 い 果 た す こ となの だか ら ！ （
「
櫂を休 めて 」）

　
「
櫂 を休 め て 」 と題 され た こ の 詩 は 『我 が 妹 人生 』 の 中で も有 名な恋愛詩 と

され る 。 しか し こ の 詩の 表面 か らは恋愛 とい う中心的テー マ を示 す もの は ほ と

ん ど拭い 去 られ て い る 。 この 詩で 描写 され て い る もの と言 えば ， ボ ー ト， 柳 の

木 ， 鎖骨 ， 肘， オ ー ル
，

ラ イ ラ ッ ク ， カ ミツ レ
， 夜空の星 々 と ， それ こ そ分断

され た 断片的な事象ばか りだ 。 分断状 態 と訳 した gepecnO 」IOCHOCTb を想起 で き

るか もしれ な い
。 形式面 に 注 目すれ ば，

こ の 詩で は詩作法の 諸規則 （四行詩 ，

交差押韻 法， 四脚 ダクチ リな ど）が
， 完全 に で は な い に せ よ ， 遵守 され て い る 。

ゆ え に
， 均整 の とれ た形 式の 側面に 対 して ， 内容面の 断片性が 殊更 に 強調 され

て い る ， とい う こ と もで き よ う 。

　しか し第 i連 の肘 や鎖骨 とい う単語か らして ， ボー トの 上 に は肘や鎖骨 を持

つ 生 き物 が い るで あ ろ うこ とが 導か れ る 。 そ して それ は き っ と
一

組 の 男女 ， 恋

人達 の 姿で あろ う。
ボ ー トの 上 に い るの は

一
人 で は な く， お そ ら く二 人 で あ ろ

うこ とは ， 第
一

連の 3
，
4 行 目の 主人公 と お ぼ し き人物 の 台詞 か ら も導か れ る

か も しれ ない
。 す る と

， 柳の 枝の 先か ら遠 く夜空 の ヘ ラ ク レ ス 座 まで の 自然 と

至福 の 調和 の た だ 中に あ る恋入 達の絵画的ス ケ ッ チ を得 る こ とが で き る 。 す る

と こ の 詩の も と も との プ ラ ン と して は ，

厂
恋人 た ちが水 辺 の 柳 と夜空 の 狭 間で

ボー トを浮か べ て 二 人 で 憩 う」 とい っ た情 景 を言葉 に 留 め置 きた い
， とす るパ

ス テ ル ナー ク の 意 図が あ っ た こ とが窺 え る 。 しか し，
こ の も と もとの プ ラ ン に

リズ ム や 韻 な ど を あた え る こ とだ け で 詩 の 形 に す る こ と は ， もはや パ ス テ ル

ナ ー ク に とっ て は不 可能だ 。

「
ワ ッ セ ル マ ン 反応 」 の 文脈 に従 えば， そ う した

書法で は消費者 の 支配 す る 現代市場 の 束縛か ら自由に は な り得な い 。 ヒ ュ
ー ム

が 言 う経験 や習慣 的連 合の 引力 を断 ち切 り， 原初の プ ラ ン に変換 を加 え ， 隣接

す る諸現象の 断片的描 写 に 変身 させ る 。 こ うす る こ とに よ っ て ， 虚量 を読者 に

要求 し， テー マ 対比 を可能に させ る。
こ こ で 抒情が 問題 に され る とす るな らば

，

こ の 詩句で 次々 に提示 され る こ の 世界 の 全 く意外 な姿 を， 結 び付 け， 統
一

した

形 に 作 り上 げる こ と， こ こ に 抒情 に課 された使 命が あ る 。 抒情な くして ， テ ー

マ 対比 も虚量 もあ りえな い 。
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8

　最後に 簡単 に ま とめ て お く。 詩人 た る こ とは天 職で あ る と自認 す る パ ス テ ル

ナ
ー

ク に は ， 大衆読者 と詩人の 意識が イ コ
ー

ル で 結 ばれ ， 均 等 に な ら され て し

ま う時点で ， 詩人 の 読者に 対す る従属 が感 じ られ て し ま う。 詩人 の 意識 二 読者

の 意識 とい う等号 の 図式に お い て は ， 実は イ ニ シ ア チ ブ を有 して い る の は読者

の 方で あ り ，
こ の 図式 は な ん と して も打 ち破 られ ね ば な らな い

。 その た め に は

わ か りや す い
， 説明的科学記述形式 は放 棄 され るべ きで あ り， テ

ー
マ を あ りの

ま まに 読者の 目に触れ させ て は い け な い
。 逆 に 故意 に テ

ー
マ に変形 を及ぼ し，

根本的テ ーマ を隠蔽す る こ とに よ り， 作品 に 幅を持た す こ とが で き る 。 作品 に

お い て は
，

テ ー
マ が 隣接 す る 諸事象 の 断片的記述 に と ど め ， 読者 に は テ ー

マ を

模索す る契機を与 え るべ きで ある 。 また 特に 詩人 とい う立場 か らパ ス テ ル ナ
ー

ク は比 喩の 問題 に 切 り込 み ，

…
義的な読み を誘 発 しや す い

「類似」 に よ る比喩

を退 け ，

「
隣接」 に よ る比喩の 必要性を説 く。 しか し こ の

1
隣接」 は ，

「
分断状

態」 と表裏
一一

体 に理 解 され る べ き もの で あ る こ と を強調 して お か ね ば な らな い
。

以 上 の よ うなパ ス テ ル ナ
ー ク の 創作意識 を支 えた の は音楽， そ して 特に 哲学の

世界で 彼が 培 っ た土 台で あ っ た 。

　 もち ろ ん読 者に と っ て は ，
パ ス テ ル ナ ー クの も と も との 構想 テ ー マ が 発見 で

き れ ば
， 全て それ で 事 足 りる とい うわ けで は決 して ない

。 む しろ そ の 根本的 プ

ラ ン と， 作品 その もの を 目の 前に す る こ とが で き て 初め て ， 読者 はパ ス テ ル

ナ ー ク を味わ うス ター トラ イ ン に 立 つ こ とが で き る ， と言 うべ きで あ ろ う 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 （い と う　 と もか ず ・東京大 学大学院）

注

1
バ ス テ ル ナ

ー ク の 引 用 は ， nacme ρκa κ 　JS． ノ1．　 Co6p． （
’oy，： B5 　T． 巡 ．：

　 Xynolkec’rBeHHa 》1　．qll’repaT ），

’
pa，

1991 に よ り ， （ ）内に巻数 と頁数 を記す 。

　 パ ス テ ル ナ ー ク研究 は近年豊か な成果 を 見せ て お り， 主な伝記 ， 回想録 に は以下 が あ

　 る 。 IJacmetJHaff／］i　E．　「30PHc冂acTepHaK ．　Pt／aTeppla ”TE，t ！M5i　61i（、1’paChl1K．巡．：CoBeTぐK レ由

　 llncaTe，ilf，，1989；Bocnc〕MM ］lalillSI〔〕 150Ptice　1　lacTepHaKe／（：ocT ．　E．　b− lacTcpHaK，　Pt1．　M．

　 Φe敢 eH6epi
・
，　M ．； C．loBo ，　 K　93； Levi，1）eter ．　Boris　Pasternak： ABiography ．　 London ：

　 Hutcchinson．1990；前木祥子
『バ ス ナ ル ナ ー

ク 』， 清水書院 ， 1998．パ ステ ル ナ ー ク

　 関係の 論文 も数 多い が ， 本稿 は ， 大 西祥 r 「パ ス テ ル ナ
ー

ク と ロ シ ア未来主 義 ． ，

『
ロ

　 シ ア語 ロ シ ア 文学研究』 15 （198．3）：2941 に 負 う と こ ろ が 大 き い
。
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3
（Microfilm），　Zurich； 1DC ［no 　date］，

4
　Py．　ccKHti ΦyTypレBM ／CocT．　B，卜｛．　TepをxMHa ，

　A．　R．3nMeHKeB．　M ，： Hac』e丑”e
，
1999．

51906
年 ドイ ツの ワ ッ サ

ー
マ ンに よ っ て考案 され た ， 梅毒の 血清学的診断法。

6Ban
｝iM　Fa6p旧g爬 B 四 Hlep山 eHeB 四 〔1893−1942），「

詩の 中二 階」 派の 最 も活動 的 な詩 人。

　
「
未来主義者

一
ロ シ ア未来派 最初 の 雑誌 1 の 編集 を主導 。 第

・一
詩集

「ABTOMo6｝i』bg

　 IIOCTyUb 自動 車 の 走 り 」 の 序文 で 自身の 抒情詩の 特徴 を
「
同時代性 」

「
反唯美主 義 」

　
［
ウ ル バ ニ ズ ム 」 として い る 。

7
　CouocTaB．ileH ｝1e　TeM ，　rlpHMeHy｛eMoe 　B　flocTpoeHMM ，

　 a｝｛au 】・f3e　M ＞，

’
3blKa，AbHol

’
o　npr 〕IBBeAeHHfi

　 〔｛ITeMaTH3M ，〉〃　C．aoBapb 　coBpeMelmoru 　pyccl｛o「Q 川 TepaTypmF 【｝ A3b ［Ka．　 T．15，　 M 。；JI．：

　 1963）．
B 『

ラ イプ ニ ッ ツ著作集 』 2 （数学論 ・ 数学）原亨吉 ・他監修，
工 作舎，

1996
，
61頁 。

9
数学者 リー マ ン （Bernhard　Riemann 　1826・1966） の 言葉 （エ ビ ン グハ ウ ス 他 『数』 上

　 巻 ， 成木勇夫訳，
シ ュ プ リン ガー ・フ ェ ア ラ ー ク東京 ，

1991
，

70 頁）。

L°
特に パ ス テ ル ナー

ク との 関連で は以 下 の 論文 を参照　ノakobson ，　Roman ．　 Randbemer−

　 kungen　zur 　Presa　des　Dichters　Pasternak〃 Selected　Writings　of 　Roman 　Jakobson．

　 Mouten
，
1935；ロ ー マ ン ・ヤ コ プ ソ ン 厂

詩人 パ ス テ ル ナ ーク の 散文 に 関す る覚書 」

　 山本 富啓 訳 ，

『ロ ーマ ン ・ヤ コ ブ ソ ン 選集』 3， 大修館書店 ， 1985， 49−67 頁 。

11
　flacmepHaK　E，6．　　60PHc　I　IacTepHaK．　PtlaTepレla．lbl　n，nH　6Moi

’
pacbHH．　C ．119

，　120．

’2D ，ヒ ュ
ーム

『
人性 論 』 （世界 の 名 著 321

’
ロ ッ ク ・ヒ ュ

ーム 』 ， 中 央公 論 社 ， 1980）。

　 但 し 本 書 で は contiguity が
「
近 接」 と 訳 出 さ れ て い る 。

こ の 語 は 1コ シ ア 語 の

　 CMeH ｛HOCTt 、と意味的 に 重な り合い ，共 に
「
換喩 」 の 説明 に用 い られ る 。 煩雑iを避 け る

　 た め ， この 二 語は
「
隣接」 と訳 出 し，

「
近接 cα刪 肥 刪 e 」 と区別す る 。

13 「
経験 」 や 「

習慣 」 に よ る硬 直 した思 考形態 へ の 抵抗 と い う方向性 に お い て ， 時期的

　 に 見て パ ス テ ル ナ ー ク は ， 当時の 末来 派 ， あ る い は アヴ ァ ン ギ ャ ル ドた ちの 隊伍に 後

　 ろか ら連な っ た と見るべ きで あろ う 。 フ ォ ル マ リス トの
「
異化」 の 概念 も想起で き る。

　 こ の 点 ロ ー トマ ン は ，

1 テ キ ス ト生 成」 と い う見地か ら テ キ ス トに 通時的ア プ ロ
ーチ

　 を試 み ， 草稿 を手掛か り と して ， 構想段階の 散文的プラ ン か ら完成品 と して の 詩作品

　 へ と至 る問 に ，
パ ス テ ル ナ ーク が い か に 詩作 法 の 「義務的 な諸基準」， 社会的

「
良

　 識 」 ，

「
習慣 的幻 想」 な どを打 ち破 る方 向を取 っ た か ， 明 ら か に し て い る （．・

”lo　m ．if　aH

　 10，　ルf．　　CTMx　oTBopeHHs 】　pallHero　HacTcpHaKa　M　HcK〔〕Topble 　Bonp （，cb 置　cTpyKTYpH （｝1
’
O

　 H3yger ｛1・iH　TeKcTa ．　 l　IueHbtc 　3an　ICI〈M　TapTycKoro　J
”
ocyRapcTBeHIIoFo 　yHHBepcHTeTa ．　 Bbllt．

　 236．1969．C ．2〔〕6−238 ；ロ ー トマ ン
「パ ス テ ル ナ

ー一
クの 初期 の 詩 とテキ ス トの構造的

　 研究に 関す る二 ， 三 の 問題」 ，

『
文学 と文化記号論 』 磯 谷 孝訳 ， 岩波現 代選 書，

1979）。

1“ 「原 因 と結果 」 は捉 えか た に よ っ て は 時問的
「
隣接 」 と して括 られ る こ とに注 意 。
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                           ToMoKaA3y  vaTO

            TBopgecKHe  "pllHnzfibi  E. JI. flacTepHaKa

    HaN･m cJle"aHa  no]lbn'Ka paccNloTpeTb cTaTb}o  nacTepHaKa <tBaccepMaHoBa  peaKqnsl)1

<I9i4>, ony6.IHKoBaHH)t'K)  B <{PyKoHore}}  (}KypHa.Te [P>,'TypMcTHgecKoti  Fpynlihl

"lleHTpH(Plr,pa)}).  B To  BpeMH,  KoFna  rlacTepllaK n"ca.1 gTy  cTaTh}o,  eH eLlle ToAbKo  JLe"an

cBoH  nepBb]e  Iual'pl f{a .qHTepaTypHoM  noNpHu.Lc  B KaT{ecTBe  "ogTa-(byTyp"cTa,  M

HeO,IHOKPaTHO  Be,,q CKaHJIaJIbHble  ILMCKYCCHH C 11PYFMM" ,:nTePaT(}PaMM.  3)TM ILHCKYCCHM

oKa3a,TM  B.qHHHMe  Ha  cTaTb]o  aBaccepMa}toBa  peaKuHH}}, HaHmcaHHyH]  B cl}opMe KpMT}IKH  B

aApec  UIepllleHeBHHa (nOgTa }i3 cPyTypHcT}lqccKota  rpynfibl tc)vle3oHHH  fiog3MH").

    KpaTKoe coAep>KaHHe  yToth cTaTbH  cBoJl"Tc"  K  c.EeAyloLueMy:  fipe)}<ne Bcero,  aBTop

CPaBHHBaeT  nOTPe6HTe"bCKMpt  XaPaKTeP  }･ICKYCCT[3a C llPVIHIXMIiaMM PblHOilHOth 9KOHOMHK".

Ha ePO  B3FA}{A, B "CKYCCTBe  I'OCIIO?ZCTBYroT He  XYAO>}<HHKH  <nPOH3B021MTeM{), a KMteHTbl-

YMTaTe,Ava. B CBA3M  C 9T"M  XYnOuxHHKi{  HaXOnHTC"  B n021ilHHellHM Y rlOTPe6MTeUleth M

AO,J{MHbl "PeACTaBJHTb  ilOCTYfiHble "M  IIPOH3BeneHM".  HO BCe-TaKM  XYIIOMHMKM,  OC06eHIIO

nOSTbl,  AOjl>KHbt B3fiTb  B CBOH  PYKH MIIMUMaT"BY  B nCKYCCTBe.  HallO OT6POCMTb,  KaK

MtUjeT  I'IaCTePHaK, (tJIOCTYnHOCTb  CTPIXOTBOP9eCTBa)>.  XYnO}E{HMK" nO.T>Kl{b[ C03aaBaTb

tcqUantite  iMaginaire (MH}{MYfO Be.ifMHPIHY),>, TO]"JLa LIMTaTe.XIH  CaMH  6YAYT HCKaTb  Ku:K)LI,

t{T06b]  C I]OMeLllbK] TeMaTH3Ma  IIOIIfiTb TathHY  PiX nPOM3BelleHHti.

    Jta;lee, nAfi XYnO)KHHKOB,  OnePHPYIOLIIMX  CJIOBaMM,  Ba}KHb[M  MOMeHTOM  AB.1fiiOTCA

CbMPYPa,flhHhle  BhJPa>KeHII".  naCTePHaK HMKOr'na  He  LIPH3HaBail  CaMOCTO"TeJlbHY}O

noTpe6HocTb  B c6.aHlheHHH  no  cxeJLcTBy,  HoTOMy  HTo  HellpoHi-aeMOe  B  cBOeva  OKPacKe

c.ToBo  He  Mo>f<e'v  3apiMcTBoBaTb  oKpacK"  oT  cpaBHHBaeMoro,  1{, c.fienoBaTeJbHo,  Memny  H"Mn

He  Mo>KeT  6bTTb acceqMaTHBHoli  cBA3M  flo cxoncTBy.  BoT iloLleMy I'IacTep]laK BblcTynaeT

3a  aCCOU"aT"BHYro  CBfi3b  fiO CMe>KHOCTH.  HO 3Aecb  liallO 06PaTHTb  BHMMaHHe  Ha  TO, UTO

UPHgHHa,  IIO KeTePUva  aBTOP  YTBeP>KAael' CB"3b  IIO CMeMHOCTH,  ¢ eCTOMT  B TeM,  tJTO  STa

cBfl3b o6A3aTe."bHo  HyvaHa,  gTo6bl  o6rbenpiHmb  va MHTeppMpoBaTb  Hepecno.qocllOcTb  B ero

cTMxax.

    TepMMIib], KoTophle  IlacTepHaK ynoTpe6,nHeT B gToth cTaTbe,  npHHaane>KaT,  cKopee,  K

OTjlL･IHHblM OT JIHTCPaT)yJPbl 06JlaCT"M:  HallPFIMeP, eTeMaTM3M,>  
'-'

 K MY3blKa,[blEOti CCbePe,  a

<<quantite  imaginaire)}, "cxoAcTBo)>  M (<cMe>KHocTby,,  oH  3aMMcTBoBa.(  H3  q)MJocoq]"".
¢ H,noco{bmfi, B  ilacTHocTH,  oKa3a.Ta  6oJIbLLJoe BvlMHHMe  lta eFo  paf{H"e TBopgecK"e  B3rAfi,lbl.

PaccMaTpMBaA gTy  cTaTblo  TIacTepl{aKa, Mhl  c'raBHM  r[epeJL  ce6oth  Ke"h  npoc,fieAMTb, KaKoe

B.OH"IIHe  IIa ePO  TBOPHeCKMe  rrPHHIIMnbl OKa3a.IH  eFO  3aHflTHH MY3blKO}W{ " CPMJIOCOCI)Med B

Moflonble  ronbl.
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