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1．序論

　1899年 とい う世紀 の 狭 間 に 生 まれた ナ ボ コ フ が 成長 した の は ，
シ ン ボ リズ

ム の
「
終末 」 が すで に過 ぎ去 り， 革命の うね りの 中 ， 芸術の 分野で もまた

「芸

術の 革命」 の 嵐が激 し く吹 き荒れ る 時代だ っ た 。 ナ ボ コ フ の 作品 は
， 創作の 過

程や 手法 を露呈 させ ， 作 品の 虚構性 を暴露 す る こ とに よ っ て 唯
一

絶対 の 現実像

を否定 す る 。 現 実 と虚構の あい ま い な関係 をめ ぐる彼の 考 え は， 映画 とい う新

しい ジ ャ ン ル の 発展や演劇 の 分野 に お け る さ ま ざ まな 実験 な ど，
20 世紀の さ

ま ざ まな芸術 の 動 きに影響 さ れ なが らは ぐ くまれ て き た 。

　20 世紀 の 演 劇や 映 画 と ナ ボ コ フ の 関係 に つ い て は ， 今 まで に も何人 か の 研

究者が論 じて い る 。 た とえ ばア レ クサ ン ドロ フ は ，
エ ヴ レ イ ノ フ が ナ ボ コ フ に

与 えた影 響 を指 摘 して い る 。

1
また

，
20世紀初頭 の 芸術 全般 に 大 きな影 響 を与

えた コ メ デ ィ ア ・ デラ ル テ とナ ボ コ フ との 関連 に つ い て論 じた もの と して は，

コ メ デ ィ ア ・ デ ラル テ を キー ワ ー ドに 20世紀芸術全般 を論 じた グ リー ン と ス

ワ ン の 著作
2
や ，

『
キ ン グ ・ク イ

ー
ン ・ ジ ャ ッ ク 』 を扱 っ た マ ー ケ ル の 論舮 が

挙 げ ら れ る
。

さ ら に
，

セ ン デ ロ
ー ヴ ィ チ と シ ュ ワ ル ツ は

，

『
断頭 台 へ の 招待』

を中心 に ， ナ ボ コ フ の作品 の 中に 見 られ る，
ペ トル ー シ ュ カ な ど様々 な民衆芸

能の モ チ
ー

フ に つ い て ， ナ ボ コ フ 自身が 縁 日で 見聞 き した昔な が らの 伝統芸能

と ， そ れ らが 20 世紀初頭の 芸術 の な か で と っ た 形 の 両 方 を詳細 に 論 じて い

る♂ ナ ボ コ フ と映画の 関わ りに つ い て は ア ッ ペ ル の 著作
气

に 詳 しい
。 しか し，

今世紀初頭の 文化 に対 して演劇や 映画が 果た した役割 をふ ま え，
こ れ らの ジ ャ

ン ル に お け る革新が ナ ボ コ フ の 作品 に 落 とした 影 を総合的に 捉え なお そ う とす

る試み は ， まだ 少 な い
。

　
一

方， 脚 本家 と して の ナ ボ コ フ の 業績 は
，

ナ ボ コ フ の 多彩な活動の 中で も
，

最 も知 られ て い な い 分野で あ る 。 しか し， 戯曲作品 はナ ボ コ フ の 特徴が 演劇 と

い うジ ャ ン ル の 特徴 と交わ っ た ユ ニ
ー

クな もの で あ り， 彼の 創作全体の 理 解を
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助 け る手がか りを 与えて くれ る 。

　 ナ ボ コ フ の 世界観 ・創作観 の なか で最 も中心的な位 置を 占め る もの に ， 我々

の 生 と 目 に 見 え な い 「壁 」 を隔て た 向 こ う に 自我 を超 え た non −ego の other

world （彼岸）が 存在す る とい う考 えが あ る 。 ナ ボ コ フ の other 　 world に つ い

て は ， ア レ ク サ ン ドロ フ を筆頭 に ， こ れ まで た くさん の 研究者が論 じて きたが ，

本稿 で は ， まだあ ま り研究 され て い な い 戯曲 『
事件』 を題 材に して ， こ の 問題

を演劇空 間の 抱 え る
「
第四 の 壁 」 の 問題 と重ね て 考 えて み たい

。

　彼岸 とは ， 単純 に 考 え れ ば ， 我々 の 死 後 の 世 界 と も言 え る が
，

ナ ボ コ フ に

とっ て の other 　 wortd は ， 神の 存在や 霊感な どの 聖 な る感覚， 記憶 ， 想像 ＝ 創

造 と結 びつ い た ， よ り深 い 認 識 で あ る 。 また ， ナ ボ コ フ の イ メー ジす る other

world に お い て ， 現世 と彼岸 とい う二 つ の 世界 の 関係 は ， 文学 作品 に お け る作

品世界 と作者 （の 生 き る世界） の 関係 に対応 す る。 創造主 の 大 きな意思 に よ っ

て 書 か れ た テ ク ス トを生 きて い る我々 は， 死 と ともに 生 とい う物語 の 舞台か ら

降 りて
，

エ ゴ か ら解放 され た真実の 世 界へ 歩 み 出 る 。

6 一
方， 作品世界の 登場

人物に と っ て 創造主 ・ 神に あた るの は作者で あ り， 作者が 生 きて い る我々 の 現

世は
， 彼 ら虚構 の 住人 か ら 見れ ば， われ わ れ に と っ て の 彼岸 に 値す る聖域 と な

る。 劇場 とい う空間に お い て ， 虚構 世界 とそ の 作者 の世界 は
， 舞台 と観客席の

関係 とい う目に 見 え る 形 と して 現れ る
。

つ ま り，
ナ ボ コ フ に と っ て

， 虚構世界

で ある 舞台空間 と虚構の 住人 に と っ て の 彼岸 に 値す る 客席 とが ， 見えな い 厂
第

四 の 壁 」 を介 して 隣 り合う劇場 と い う空間 は ， 虚構 と現実 ， 現世 と彼岸， 生 と

死 の 関係 を その ま ま体 現す る もの だ っ た 。 それ ゆ え ， 作品世界 と現実世 界を隔

て る境界 ， 演劇 で い う 「
第四 の 壁 」 の 問題 は ， ナ ボ コ フ 作品 に も深 く関わ る 問

題 と言 え るの で ある 。

　ナ ボ コ フ は，
20 世紀の ロ シ ア ・ ア ヴ ァ ン ギ ャ ル ド演劇の 実験が

1
第四 の 壁 」

を と りは ら っ て 舞 台 と観 客 との 一体化 を図 ろ うとした こ とに対 して ， 批判的 な

考 え を持 っ て い た 。
エ ッ セ イ Playwritingの 中で

， ナ ボ コ フ は そ う した ソ ビ エ

トの 演劇 を激 し く批判 して 次の よ うに述べ て い る 。

私が 受 け入れ る唯
一

の 舞台上 の 約束事は ， お そ ら く次の よ うな公式で表す こ とが で

きる 。 それ は ， あな たが見た り聞 い た り して い る 人物た ち は
，

ど ん な状況 下に お い

て も決 して あな た の こ とは 見るこ と も聞 くこ と もで きな い
， とい うこ とで あ る 、ノ

　こ の よ うに
， 舞台空間に 関す るナ ボ コ フ の 見解は む しろ 保守的 な もの で あ り，

ナ ボ コ フ に と っ て
，

一 方 か ら しか 見 る こ とが で きな い とい う 「第四 の壁 」 の 原
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き っ か け を， 若 き ナ ボ コ フ に与 え た の で は な い だ ろ う か 。

　 1930年 に 書 か れ た
「密偵 』 の 主 人公 ス ム ー ロ フ は ， 愛 人の 夫 に 殴 られ る と

い う屈辱的な体験 を し， そ の 体験 を
「
映画の よ うに IH 知覚す る。 そ の 後， 自

殺 を謀 っ た彼は
， 幽霊 とい う理想 の 観察者 とな っ て 世界を

一
方的 に 観察 しよ う

とす るが ， 死 者の 霊 に 備 わ っ た
「
見 る こ とは で き るが 見 られ る こ とは な い 」 と

い う特権的 な立場 は ， 劇場 の 舞台 や映画 に 対 して 観客が も っ て い る もの と等 し

い
。

こ の こ とか ら も ， 生 と死 を分か つ 壁が 劇場 の
「
第四の 壁 」 と同等の 意味を

も ち 得 る こ と が わ か る だ ろ う 。
い わ ば

，
ス ム ー

ロ フ は 引 き 金 を引 くこ と で

「生 」 の 舞台
に

か ら降 りて （あ る い は そ う錯覚 して ）， 観客席か ら自分 の 生 を眺

め よ う とす るの だ 。

　生 の 舞台 か ら降 りる と い う こ とは
， 自らの エ ゴ を捨て て ， ノ ン ・エ ゴ の 世 界

に 身 を置 くこ とで ある 。 しか し，
ス ム ー ロ フ は 自我を捨て た後 も， 自我の 世界

そ の もの か ら逃れ る こ とが で きな い
。 それ ゆ え ， ス ム ー ロ フが 知覚す る 世界 は ，

他人 の 自意識 とい うス ク リー ン に 映 し出 され た二 次元 の 世界 で あ り，
ス ム ー

ロ

フ 自身 の イ メー ジ も また ， 他者の 意識 とい う鏡 に 映 っ た 無数 の 分 身 として 表 さ

れ る 。 唯
一

絶対の 現実は現 世に は存在せ ず ， 自我 の 数 だ け 世界 も存在す る た め ，

世界 は それ を認識 する 自我 の ス ク リー
ン に 映 され た 無数 の バ リエ

ー
シ ョ ン と し

て 提示 さ れ る
。 複数 の 世界認識の どれ が 真実 か と い う問い は意味が な い

。 真実

は ， 自我の 外側に あ る か らだ a

　 ナ ボ コ フ の 考 えに よれ ば， 生 と死 を隔 て る時間の 牢獄の 壁 が崩れ て非自我の

領 域 に 達 す る こ とが で き るの は ， 過 去 （記憶）・現在 ・未 来 （想 像 ＝ 創造 ）が

融合 した場合だ け で あ る。 文学講義の
一

節で ， 作家は次の よ うに語 っ て い る 。

　
・
私 の 例で は ， 無意識の 領域 を通 じて，記憶が 重要な役割 を果た して お り，全 て

は過去 と現在 の 完全な融合に 依存 して い た 。 犬 才の イン ス ピ レ
ー シ ョ ン は ，

3 つ め

の 成分 を加 える。それ は ， 過去 と現在 ， そ して 未来 （あな たの 書 く本）が突然 の 閃

光 と共 に ひ と つ に な る と い う こ とで あ る。 こ う して時間の 完全 な円環 が 知覚 され る 。

別の 言い 方をすれ ば， 時 は もはや存在 しな くな る とい うこ とだ 。 それ は全宇宙 をあ

なた の 中に取 り込 み ， あ なた 自身 もまた ， あ なた を取 り巻 い て い る宇富 の 中に完全

に とけ込 む ， その 両方が結 び つ い た 感覚で あ る 。
エ ゴ の 牢獄 の 壁が 突如 と して 崩れ ，

ノ ン ・エ ゴ が 囚人 を救 出 しよ う と し て なだれ込ん で くる…… しか しその ときす で に

囚人 は 自由に な っ て 嬉々 と し て 踊 っ て い る
。

目

とはい え ，
こ こ で 語 られ て い る の は ， あ くまで もイ ン ス ピ レ ー シ ョ ン を介 し
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て 得 ら れ る感覚の レ ベ ル の 問題 で あ っ て ， 芸術家の 魂が そ の と き壁 の 外の 真実

を感 じ取 るの で あ り， 芸術家の 肉体は現 世に と ど ま っ た ま まで あ る。 同様 に ，

虚構世界 の 住人 た ち は ， 物語の 外に ある 真実を感 じ取 る こ とは で きて も， 虚構

の 外 に逃 れ 出 る こ と はで きな い
。

　 と こ ろで ， 上 に 述べ て きた よ うに ， ナ ボ コ フ は映画 や演劇の 問題 に 関心 を も

ち ， 映 画 や舞台の モ チ ー フ は作品 の あ ち こ ち で 見 うけ られ るが
，

その 反面 ， ナ

ボ コ フ の 作品全体 の 中で戯曲が しめ る 位置 は 決 して 大 き くは な い
。

t4

　本稿 の 目的 は
， ナ ボ コ フ 自身が 書い た戯曲の なか で 「

第四 の 壁 亅 の 問題 を ど

う扱 っ て い るか に 着目 し， ナ ボ コ フ が 演 劇 とい う芸術の ど こ に 限界 を感 じた の

か を考察す る こ とで あ る 。

2． 戯曲
『
事件 Co6hlTvae』15

　戯曲 『事件 』 は
，

1937年に パ リで 亡 命 ロ シ ア の 専 門劇 団 を作 っ た イ リヤ ・

フ ォ ン ダ ミ ン ス キ
ー の 呼 びか け に 応 じ て 書か れ ，

】938年 3 月 4 口 に パ リで 初

演が行 われ た 。 演出を手が けた の は ，
エ ヴ レ イ ノ ブ や メ イエ ル ホ リ ドと も組ん

で 優 れ た仕事 を数多 く残 した ユ
ー リー ・ ア ン ネ ン コ フ で

， 衣装や 舞台装置 も彼

の 手 に よ る もの だ っ た 。 舞台は
，

「シ ー リン の 『
事件』 は

， ま さ に 今 シ ー ズ ン

の
“

事件
”

とな っ た 」
16

と言わ れ る ほ どの 大
．
変な評判 とな っ た 。

　画家の トロ シ ェ イキ ン とその 妻 リュ ボー フ ィ の もとに ， ある 日， 牢に 入れ ら

れ て い た リ ュ ボ ー
フ ィ の 元恋人バ ル バ ー シ ン が 刑期 よ り早 く釈放 に な っ て 街 に

帰 っ て くる とい う衝撃的な ニ ュ
ー ス が もた ら され る。

6 年前の 二 人 が 結婚 した

日，
バ ル バ ー シ ン は二 人 の 新居 に や っ て きて 発砲 し， 取 り押 さ え られ る と

「
必

ず と どめ を さ しに来 るか らな」 と不吉 な捨て 台詞をは い た の だ っ た 。 臆病な ト

V シ ェ イキ ン は ， 殺 され る と信 じて 恐怖 に 陥 る 。 その 臼は ち ょ うど ， 同居 して

い る リ ュ ボー フ ィの 母で
，

三 流作家で ある ア ン トニ ー ナ ・ パ ー ヴ ロ ヴナ の 誕生

日で ， 親類 や友人 ， 彼 女の 敬愛 す る 作家 な どが お 茶 に 招か れ て お り， そ れ以外

に もバ ル バ ー シ ン 帰還 の 知 らせ を聞 い て駆 け つ け た招か れ ざ る客た ちや ， 情報

を もっ て くる人 々 ， トロ シ ェ イ キ ンが 雇 っ た へ ぼ 探偵 な ど ， さ ま ざま な人 々 が

入 り乱れ て ど た ば た 騒 ぎ を演 じ る 中， 好 奇心 に 動 か さ れ る 人 々 の エ ゴ イ ス

テ ィ ッ ク な本性や ， 恐怖に 取 りつ かれ た トロ シ ェ イキ ン の 俗物ぶ りが 明 らか に

な っ て い く。 最後 に ， 時間 を間違 えて 遅れ て 到着 した何 も知 ら ない
一

人 の 客の

言葉 か ら，
バ ル バ ー シ ン は も う復 讐 す る気 な ど全 く もた な い ど こ ろ か ， 海 外 へ
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む け て 永遠 に旅立 っ た と い う こ とが あ き らか に な る
。

つ ま り， 舞台に繰 り広 げ

られ る騒 ぎは全 て トロ シ ェ イ キ ン の 恐怖が 生み 出 した幻想で あ り， 本 当 は起 こ

り得な い はずの 架空の 事件 （バ ル バ ー シ ン に よ る 復讐） に 立脚 した茶 番劇 に す

ぎな い とい うの が
， 戯曲 『事件 』 に与 え られ た種 明か しで あ る 。

　 こ の 芝居が 思 い 込 み に も とつ い た 茶番 に す ぎない こ とは ， 作品の あち こ ち に

ち りばめ られ た ， 過去 の 有名な戯曲 をパ ロ デ ィ に す る よ うな言葉 の 数ft　］7
や

，

人 生 を芝 居 に なぞ らえ る言及 に よ っ て さ りげな くほの め か さ れ る 。 カ ー リン ス

キ ー も指摘 す る よ うに ， こ う した 過去 の 文学 へ の ア リ ュ
ー ジ ョ ン は戯曲に 複数

の 平面 を与 え， 芝居の 虚構性 を強調 す る役割 を果た して い る 。

IS

　 しか し，
こ こで 特 に 注意 した い の は ， 主人公 トロ シ ェ イ キ ン の 職業 が 画家 だ

とい う こ とで ある 。 画 家で あ る彼 の 創 り出す虚構 は
， 絵 とい う形 を と るが

，
こ

の 戯 曲 に 登場 す る 4 枚 の 絵 は どれ も， 舞台の 上 の 現実 と奇妙 に交差 し合 っ て い

る。 そ して ， 現実 と虚構の 橋渡 しをす るの が ， ボ
ー

ル で あ る 。

　幕 が 開 くと， 舞台 は トロ シ ェ イ キ ン の ア トリエ で あ る 。 戯曲の 最初の ト書 き

に は
， 以下 に挙 げ る よ うに

， 描 きか けの 二 枚の 絵 に つ い て の 説明が あ る。

トロ シ 」 、イ キ ン の ア トリ エ
。 左右に ドア 。 肱掛椅子 （トロ シ ェ イキ ン は い つ も腰掛

け て 仕事をす る ）の 前に 置か れ た低 い イーゼ ル の 上に は， 青い 服 の 少年が ほぼ描 き

あげ られ ， その 足元 に は ，
5 っ の 丸 い 空間 （い ずれ ボール に な る はず の ）が ， 半円

形に 広が っ て い る 。 壁 に は ，
レ

ー
ス に身 を包み 白い 扇 を持 っ た ， 未完成の 老婦 人が

た て か け ら れ て い る 。 〈…〉 舞台に は最初 ， 誰 もい な い 。 そ の 後 ， 紺 と赤二 色 の 子

供用 ボー
ル が ， 右手 か ら入 っ て きて ， 舞台を横切る ように ゆ っ く りと転が る 。 同 じ

ドアか ら ， トロ シ ェ イキ ン 登場 （104）。

　
一

枚 目の 絵 は
， 青い 服 を着た子供 と 5 つ の ボ ー

ル の 絵だ が
，

ボ ー
ル は まだ絵

の 中 に は 描 か れ て お らず，

「ボ ー
ル に な るは ずの 空 白」 が残 され て い る 。 そ し

て こ の 芝居 は ， こ の 絵 の 題材 で あ る ボ ー
ル が 舞台 の 上 を転が っ て 登場 す る こ と

か ら は じま る。
こ の ボ ー ル は， 絵の 中か ら現実の 中へ と転が り出た もの と も解

釈で き る 。

19
ボ ー

ル に 介在 され る絵の 世 界 と現実世 界 と の つ なが りは
， 上 に 引

い た幕開 き の ト書 き に 描写 さ れ た もう一 枚 の 描 きか けの 絵 とそ の モ デル に よ っ

て ， さ ら に 裏付 け られ て い る 。 二 枚 目の 絵 「
レ ー ス に 身 を包 み 白い 扇 を持 っ た ，

未完成 の 老婦人 」 は そ の 後の トロ シ ェ イ キ ン の 言葉か ら， ヴ ァ ガ ブ ン ドワ 夫人

の 肖像で あ る こ とが わ か る 。 夫人 は ， 肖像画の ポ ー ズ を取 る た め ，
二 幕で トロ

シ ェ イ キ ン 家 に や っ て くる 。 以 下 に 挙 げ る の は ， 彼女が 登 場す る様 子 を指 示 す
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る ト書 きで ある 。

ヴ ァ ガ ブ ン ドワ 夫人 ， 飛 び跳 ね るボ ー
ル の よ うに 登場 。 とて も年輩 で ，

レ
ー

ス の つ

い た 白い ワ ン ピー
ス を着て ， 同 じよ うな レ

ー
ス の 扇 を持 ち

，
ビ ロ

ー ドの リボ ン を首

に巻 き ， 髪の 毛 はア プ リ コ ッ ト色 （136）。

　前述の 第
一

幕冒頭 の ト書 き と比 べ て み れ ば，
こ こで 登場 す る彼女 の 姿が 絵の

中の 姿 そ の ま まで あ る こ とが わ か るだ ろ う。 さ らに
，

こ こ で 彼女の 登場 の 仕方

と して添 え られ た
「
飛 び跳 ね る ボー

ル の よ うに 」 とい う説明 は ，

一
枚 目の 絵 か

らボ ー ル が 転が り出た の と同様 に ， 彼女 が絵の 中か ら出て きた こ と を暗示 して

い る。 また ，
バ ル バ ー シ ン の 出獄 を知 っ て ， 彼女 は

「
今日は じ っ と は して お れ

ぬ 」 （137） と言 うが
，

こ の 台詞 は ， 肖像画の モ デル と して 不動の ポ ー ズ を とる

とい う表面的 な意味の 裏 に ， 絵の 中 に描か れ た もの と して じっ と動 か ずに い る

とい う意味 を
， 暗 に 含ん で い る と も考 え られ る

。

　 こ の よ うに
， トロ シ ェ イ キ ン の 絵 に書か れ た ボール とボー

ル の よ う に登 場す

る ヴァ ガ ブ ン ドワ夫人 は ， どち ら も絵の 中か ら転が り出て 舞台の 上 で 現実 とな

る が ， ボー ル は ， トロ シ ェ イ キ ン が 創作 した もうひ とつ の 「
作品 」，

つ ま り，

「
凶悪 な殺人者バ ル バ ー シ ン 」 と い う虚構の イ メー ジ を象徴す る もの で もある 。

家中に 散乱 した画材の ボー
ル は ， トロ シ ェ イ キ ン に よ っ て

「
逃走中」 （105） と

表現 され ， その 後す ぐに もた らされ るバ ル バ ー シ ン 出獄の 知 らせ と重 な り合 う。

そ して ， トロ シ ェ イ キ ン の 描 い た作 品の 中の ボー ル が 家中 に 散 ら ば る よ う に
，

トロ シ ェ イ キ ン の 恐怖が 生 み出 した
「
凶悪な殺人者バ ル バ ー シ ン 」 とい う虚構

は， 家中に広が り， 人 々 を翻 弄す るの で あ る 。

　散 乱 した ボー ル π 出獄 したバ ル バ ー シ ン と い う連 想 は ， 上に 挙 げた 「逃 走

中 」 とい う表現 に加 え ， リ ュ ボ ー
フ ィ の 妹 ヴ ェ

ー
ラが 前 の 晩 に 見た とい う夢 に

よ っ て も裏づ け られ る 。 リ ュ ボー フ ィ は ， 夫に 向か っ て ，
ボ ー ル を

厂お 願 い だ

か ら ち ゃ ん と箪笥 に と じ こ め て お い て 」 （io5） と言 うが ， そ の 後 や っ て きた

ヴ ェ
ー

ラ は，
バ ル バ ー

シ ン 出獄 の 報せ を聞い て ， 次の よ うな夢の 話をす る。

私の 見た夢で はね ， 誰か が彼 ［バ ル パ ー シ ン ］を衣装箪笥 に 閉じ込 めた の 。 そ れ で

閂 をはず して 揺 さぶ ろ う と した ら ， 彼本人 が 鍵を も っ て 駆 け つ けて ， 妙に心配 そ う

な よ うすで手伝 っ て ， と う と う戸が 開 い た時 に は ， 中に は燕尾服がか か っ て い る だ

けだ っ た の （ll9−20）。

こ う して ， ポー ル とバ ル バ ー シ ン は ， どち ら も
厂
箪笥の な か に 閉 じ込 め て あ
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る べ き もの 」 と して 同列化 され る 。 箪笥 に 閉 じ込 め ら れ て い る は ずの バ ル バ ー

シ ン が ， 実 は もう外 に 出て い る とい う，
こ の 夢の 象徴 す る意味 は説明 す る まで

もない だ ろ う。

　ボ ール の 役割は それ だ け で は な い
。 も うひ とつ の 重要 な役割は

，
ボー ル に 対

す る感 じ方の 違 い を通 して ， 夫婦の 価値観 の違 い を浮 き彫 りに す る こ とで あ る 。

世界 に 対 す る認識 が 自我 とい う鏡 に 映 っ た 歪 ん だ 像 で しか あ り得な い 以 ヒ，

ボー
ル の 意味 もまた ， 見 る もの の 内面 を反映 す る 。 画家で あ る ト U シ ェ イ キ ン

が 感知 し得 るの は ， 現実 と虚構 （彼の 描 く絵 画） とい う二 つ の 次元 で ある 。

’
何

よ り も自分 の 創 り出 す 芸術 が 「一一
番重 要 で 手 を 触 れ て は い け な い と こ ろ 」

（153）だ と言い な が ら ， 金の 工 面や現 実的な利益 ばか り気に か け て い る
， 現 金

で 自己中心 的な 芸術家 トロ シ ェ イキ ン に と っ て ， 画材の ボー ル が 散乱 して い る

状態 は ， 絵 を描 くこ とが で きな い とい う理 由で苛 立 ち を もた らす 。

一 方 ，

「
愛」

とい う名前 を もつ 妻 リ ュ ボー フ ィ は， 夫の 描 く虚構 を理 解 しな い 代 りに ， 愛 に

つ い て の 記憶や 思 い 出 とい う別 の 次元 の 世界 を抱 い て い る 。 ボ ール は彼女 に 3

年前 に亡 く した 愛児の 悲 し い 思い 出 を否 応 な くよみ が え らせ るが
，

こ こ で 注 目

す べ き な の が
，

ボー
ル の 数で あ る。

こ の ボー
ル の 数 は

，
3年前，

2 歳 とい う年

齢で 亡 くな っ て い な けれ ぼ今 日で 満 5歳 に な る はずだ と い う亡 くな っ た子供 の

年齢 と対応 して い る 。 幕が 開けて 最初の 台詞 の 中 で トロ シ ェ イ キ ン は
「5 つ の

ボ ー
ル の うち 2 つ しか な い 」 （104） と語 る 。 リ ュ ボー

フ ィ に と っ て は，
こ の 5

年間の あい だ ずっ と， 子供 は死 ん で し ま っ て か ら も変わ らな い 大切 な存在だ っ

たが ， 現実的で 薄情な トロ シ ェ イ キ ン に と っ て ， 子供 が存在 した の は子 供 が生

きて い た 2 歳 まで で ，
3 年前か ら はすで に な い もの に 等 しい

。
ボー ル を 2 つ し

か 見つ け られ な い と い う事実 は ， 彼 の そ うした 内面 を象徴 す る もの だ と言え る 。

こ う して ，
ボ ー

ル は
「
絵 とい う虚構の 創作 1 に生 きる トロ シ ェ イキ ン と

「
思 い

出」 に 生 き る リ ュ ボー フ ィ との 対比 を明確 に浮 か び上 が らせ る 。

　芝居が 進行 す る 中で ，
こ う した 夫婦 の 価値観 の 違 い は 露 わ に な っ て い くが

，

すれ 違 う二 人 の 感情 は，
バ ル バ ー

シ ン を待ち うけ る恐 怖 と， 野 次馬 の 騒 ぎに 囲

まれ た 孤独 感 の な か
，

二 幕 の 終 りで ほ ん の
一一

瞬だ け ひ と つ に 交わ る 。
二 幕は

リ ュ ボー
フ ィ の 母 ア ン トニ ー ナ ・パ ー ヴ ロ ヴ ナ の 誕生 日祝い の 場だ が ， 夫婦以

外の 人 々 に とっ て バ ル バ ー シ ン が 復讐に や っ て くる と い う 「
事件」 は お も し ろ

い 見世物で しか な い
。 誕生 日の 茶会は 夫婦の 気持 を無視 して進み ，

三 流作家ア

ン トニ ー ナ ・パ ー ヴ ロ ヴ ナ は集 ま っ た 客た ち に 自分の 短編 を朗読 して 聞か せ る 。
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ア ン トニ ーナ ・ パ ーヴ ロ ヴナ は は っ き りした 顔 を して 読ん で い るが ， なん だか 自分

の 椅子 に 座 っ て 遠 ざか っ た よ うな感 じで ， その た め彼女 の声 は聞 こ えな くな り， と

は い っ て も唇 は動 い て い る し ， 手 はペ ー ジをめ く っ て い る 。 周 りに は聞 き手た ちが
，

や は り舞台前面 との 関係 を絶たれ て
， 半分眠 っ た よ うな姿勢 で じっ と動 か ず に 座 っ

て い る 。 リ ョ フ シ ン はひ ざの 間に シ ャ ン ペ ン の ボ トル を挟ん だ ま まの 格好 。 作 家は

片手で 目をふ さ い だ格好 。 本当は こ こ で ， 聞き手の 集ま りが その ま まの ポーズ で 描

か れた ， 透明な布 か 中幕が 降 りる こ とが 望 まし い
。 トロ シ ェ イ キ ン と リュ ボ ーフ ィ

が す ばや く舞台前面 に 出て くる （145）。

　 こ こで 降 ろ さ れ る 「透明 な布 か 中幕 」 は ， じ つ は ， 第
一
幕 で トロ シ ェ イ キ ン

が 語る次の よ うな絵の 構想が ， 舞台 に現れ た もの で あ る。

……俺が思 うに は ， か な り天 才的 な考え なん だ。 こ ん なや つ をね ， 描 こ う と思 うん

だ 。
い い か い ……境 目が だな ， ない みた い な もの で ， 暗い 奈 落だ け……つ ま り，ぼ

や けた劇場の 観衆で ， 列が こ うず っ と並 ん で い て
・・…・座 っ て俺の ほ うを じ っ と見て

い る 。 お ま けに ， そ れ は み ん な ， 俺の 知 っ て い る奴 ， あ る い は前 に知 っ て い た奴 の

顔 で ， それが い ま俺 の 人生 を じ っ と見 つ め てい る ん だ 。

…… （106−07）

　 こ こで 彼が 思 い 描い て い るの は， 舞台か らは決 して見 る こ とが で きな い はず

の
「
第四 の 壁 」 の 向こ うの 世 界 ， 客席 を描い た絵で あ る 。

こ れ まで に 検討 して

きた 他 の 絵 で は ， トロ シ ェ イ キ ン の 描 い た ボー ル や ヴ ァ ガ ブ ン ドワ 夫人 が 現実

の
一

部 とな っ て舞台上 に 現れ た が
，

この 絵の 場合， 彼が心 に 描い た構想 が現実

化 す る こ とに よ っ て ， そ れ まで 現実だ っ た 幕の 向 こ う側の 人々 は ， 動 き を止 め

て 幕 と重 な り合い
， 描 か れ た 絵 と化 して し ま う。 そ して こ の 透明 な幕 の 外側 の

エ プ ロ ン ス テ ー ジ へ 歩 み 出た トロ シ ェ イ キ ン は ， 妻 に 向か っ て 次の よ うに 語 る 。

ライ トア ッ プ され た こ の 狭い 舞台に 俺た ちだ け 。 後 ろ に は俺 たち の 人生全部で 使 う

芝居 の ぼ ろ衣装 ，
二 流の コ メ デ ィ

ーの 凍 りつ い た仮 面， 前に 広が るの は 暗 い 深み と

俺た ち を眺め て俺 た ちの 死 を待ち 受 ける 目， 口， 目ばか り （145）。

　こ の よ うに ， 中幕 の 外 に 立 つ トロ シ ェ イキ ン 夫妻は ， 舞台で 起 こ っ て い る こ

と は 「二 流の コ メ デ ィ
ー

」 で あ り
「
トU シ ェ イキ ン 自身が描 い た絵 」 （146） だ

と理 解 し， それ まで の 虚偽に 満ち た 夫婦生活 を脱 して ， 互 い に や さ し く真実味

の こ も っ た 言葉 を交 し合 う。
そ の 瞬間， 彼 らの 意識 は 虚構世 界か ら抜 け 出 し ，

虚構 と現実を隔て る
「
第四 の 壁 」 の 外側の

「真 実の 世 界」 に あ る と言 え るが ，

それ は ，
二 人 の 気持が ひ とつ に な っ た結果 ，

「現在 と過去 （記憶 ）1 とい う妻 の
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領分 と
1
現在 と未来 （虚構， 創造）」 と い う夫の 領分 が 合わ さ り，

ナ ボ コ フ の

言 う と こ ろの
「時 間の 完全な 円環 1 が完結 した か らに 他 な らな い

。

　価値観が 異な る二 人 を結び つ けるの は，
二 人 を脅か す死 の 恐怖だが

，
それ に

加 えて ， 記憶 ・現 実 ・ 創造 とい う三 っ の 異な る次元 が結び つ くに は，
こ二つ の 世

界 を介在す る ボ ー ル とヴ ァ ガ ブ ン ドワ夫人の 力が 働 い て い る。

　 ま ず， ボー
ル は ナ ボ コ フ に と っ て ， 失 わ れ た 子 供 時 代 との

，
ひ い て は

，

other 　world との 橋渡 しをす る もの だ っ た 。

2° 一一
方 ， 第二 幕で 登場 す る ヴ ァ ガ ブ

ン ドワ夫人 の 名前 は
， 中世 ドイ ツ や フ ラ ン ス の 遍歴詩 人 ヴ ァ ガ ボ ン ドに 由来 し

て い る。 ヴ ァ ガ ボン ドは ス コ モ ロ ー ヒ と類 縁が あ る と され て い る が ，

21
ヴ ァ ガ

ブ ン ドワ 夫人 の 台詞 は ， ま さ に ス コ モ ロ
ー

ヒ を想起 させ る単純 な韻 を踏 ん だ奇

妙 な しゃ べ り方 に な っ て い る。
ス コ モ ロ ー ヒ ＝ ヴ ァ ガ ブン ドワ夫人 が 登場 した

後 ， 彼女 の 不 自然 な芝居が か っ た 台詞回 しの お か げで 芝 居の 滑稽味が 増 し ， 虚

構性が グ ロ テ ス ク な まで に 強調 され た結 果 ，

『
事件』 とい う戯 曲の 世界 は 「悪

夢の よ うなバ ラ ガ ン 」 （142），

「幻想 的な フ ァ ル ス 」 （145）へ と変わ っ て し ま う。

　 セ ン デ ロ ー ヴ ィ チ とシ ュ ワ ル ツ は ， ヴ ァ ガ ブ ン ドワ夫人 は ブ ロ ー ク の
『
見世

物小屋 』 に お け る
「
死 の 花嫁」 （コ ロ ン ビー ナ ） に 類す る存在だ とい う。

［バ ラ

ガ ン も縁 日の 催 し も， ナ ボ コ フ 作品 に お い て 常に 死 の シ ン ボル 」 で あ り， それ

は
「
死か ら逃れ られ ない と い う考え に 直面 した と き

， 人 間 は 破滅 を運命付け ら

れた存在 と化 し， まわ りの 世界は 彼が何 らか の 役割を課せ られ た バ ラ ガ ン に 変

貌 して しま う 】 か らだ とい う彼 らの 説明は ， 的を得て い る♂
ユ

　
『事件』 と い う戯曲 の 中で絵 の 中か ら舞台 に 登 場 し， 絵 と い う虚構 と舞台上

の 現 実 と い う二 つ の 世界 の 橋渡 しをす る ヴ ァ ガ ブ ン ドワ夫人 とボー ル の イ メ ー

ジが
， ど ち ら も記憶や死 の シ ン ボ ル と い う意味 を含 んで い る の は ， ナ ボ コ フ に

とっ て ， 現 実 と虚構の 間の 境界が
， 生 と死 ， 現世 と彼岸 を隔 て る境界 と等 しい

もの だ か ら で あ る 。

　 しか し ， 彼 らが 体験す る
「一

瞬 の 高 み 」 は
，

ほ ん の 一
瞬の 幻 に す ぎな い

。 す

で に 述 べ た よ うに ， ナ ボ コ フ の 考 え る演劇の 約束事に お い て ，

「
第 四 の 壁 」 は

絶対 に 崩れ る こ との な い もの だ っ た 。 既 に 何度か 引い た エ ッ セ イの 中で ， ナ ボ

コ フ は 表現 を変え て ， 舞台の 上 の 登場人 物が 観客 に 向か っ て 話 し掛け る とす れ

ば ，

「
その 観 客 と は彼 の 前 に い る実 際の 観 客 な の で は な く， 劇作家 に よ っ て 想

像 され た 観客 ，
つ ま り， 依然 と し て 舞台上 に あ る もの 」 （強調 は ナ ボ コ フ ）

23

だ と説明 して い る。
こ うした ナ ボ コ フ の 言葉を上 の 場面 に 当て はめ る と

， 次 の

よ うに 言 え るだ ろ う。
こ の 透明 な 中幕 は し ょ せ ん芝 居 『事件 』 とい う虚構世 界
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描か れた
「
第四の壁 」

の
一

部 に す ぎず ， 真 の
“

第 四 の 壁
”

で は あ り得な い
。 また ， 彼 らが 立 っ て い る

中幕 の 外側 の エ プ ロ ン ス テ
ー ジ もまた ， 依然 と して 舞台 とい う虚構の 内部で あ

る こ とに変わ りな い
。 だか らこ そ ， 覚醒 の ひ と と きが 過 ぎ去 る と，

二 人 は結局

の と こ ろ ， トロ シ ェ イ キ ン に よ っ て 恐怖 とい う色彩で 描 か れ た芝居 とい う彼 ら

に と っ て の 現 実の 中へ 再 び戻 ら ざ る を得な い の だ 。

　そ して 続 く第三 幕で は ， リ ュ ボ ー フ ィ が女 中の マ ル フ ァ に 向か っ て
「
演技指

導 」 す る よ うな台詞を 口 に した り （148）， 双 子 の メ シ ャ
ー エ フ が

「… …僕 と兄

と は 同じ俳優が 演 じて い る ， た だ兄の ほ うは上手 に
， 僕の ほ うは下手糞 に だ 」

（162） と述べ る な ど ， 登場人物 た ち の 生 を演技 と断言 して その 演技の あ り方 を

批評す る よ うな台詞
24

が 多用 され ， 舞台で起 こ っ て い る こ とが すべ て 芝居 で

あ る こ とが 示唆 され た あ げ く， 最後の どん で ん返 しに よ っ て
， 戯 曲全体 が 虚構

に 基 づ い た もの だ っ た と明か さ れ る の で ある 。

3． 結論

　戯曲
『
事件』 で 主人公 の 二 人が 幻 の 「第 四 の 壁 」 の 外に 歩み 出る こ とか ら も

わ か る よ うに ， 壁 の 向 こ うに あ る真実 の 世界 をか い ま見 る こ と は ， 不可能 で は

ない
。 記憶 の 力 と創造的想像力が合わ さ っ た とき ， また死 の 危機 に直 面 した と

き， 壁 の 外 に あ る彼岸 の 真実 を感 じ取 る こ とは可能 とな る。

『
事件』 の 主 人 公

二 人 は ， 過去 （記憶）・ 現在 ・ 未来 （創造 ） とい う三 つ の 要素が 合わ さ っ た 結

果，
ほ ん の わずか な瞬 間 とはい え ， 中幕の 外 に歩み 出て真 実 に 触れ る 。 しか し

『
事件 』 の 舞台 に 登場 す る 中幕 は

，
ト ロ シ ェ イキ ン が 描 い た想像上 の

「
第四 の

幕」 に す ぎな い
。 人 間の 魂 が 彼岸 に 完全 に移行 す る の は死 後だ け で あ る よ う に

，

虚構舞台 の 登場人 物が 虚構世界の 外 に 出 られ るの は ， 芝居が 終わ っ て 物語世 界

そ の もの が終焉 を迎 え， 役者た ちが 舞台衣装や仮面 とい う
「
か りそ め の 肉体 」

を捨 て て現 実社会 に戻 る と きだ けで あ る 。 言 い 換 えれ ば ， ナ ボ コ フ の 考 えで は，

その 物語 に と っ て の 真の
「
第四 の 壁 」 と成 り得 る の は

， 芝居が 終 っ た後 に初 め

て 下 ろ され る劇場 の 外 幕の み な の だ 。

　劇場 に お け る舞台 と客席の 関係 は ， ナ ボ コ フ が常 に 意識 しつ づ けて い た ， 現

実 と虚構 ， 現世 と彼岸の 間を隔て る 目に見 えな い 壁 の 存在 を， 現 実の 空間 とし

て 体現す る。 戯曲 とい うジ ャ ン ル に ナ ボ コ フ が 限界 を感 じた理 由の
一

つ は ， 間

接的 に ほ の め か す こ とに よ っ て しか 表す こ との で き ない
， 現世 と彼岸の 関係や

そ の 間 に は だ か る壁 の 問題 が ， 劇場 と い う空間の 中で は ， は っ き り と目に 見 え
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る形 で 存在 して し ま うか らで は な か っ た だ ろ うか 。 戯曲
『
事件』 に お い て ， ナ

ボ コ フ は主人 公 を画家 と設 定 し ， 舞 台 と い う虚構 世界 の 中に彼の 作品 で あ る絵

画 とい う別の 虚構 を配置 し， 絵画 と舞台上 の 現 実の 関係 を通 して ， 彼が 考え る

「
第四 の壁 」 の 本質 を表 して 見せ た 。

　 ア ヴ ァ ン ギ ャ ル ド演劇 は
「第四 の 壁 」 を取 り払 う こ とで 観客 に直接 う っ た え

る こ とをめ ざ した が ， ナ ボ コ フ は戯 曲 『事件 』 の なか で ， それ を二 重 に 否定 し

て い る 。 まず第
一

に ， ナ ボ コ フ は トm シ ェ イ キ ン 夫妻が 内幕 の 外 に 出る に 至 る

条件 を入念に 準備す る こ とに よ っ て ， 虚構 と現 実の 間の 壁 を征服 す るた め に は ，

過 去 （記憶） と現在 と未来 （創造） と い う三 つ の 要素が 全て揃 う必 要が あ る こ

と を示 し，
い きな り壁 を取 り払 う こ と に 反対 を示 した 。 そ して ，

「
第四 の 壁 」

の 象徴 と して 下 ろ さ れ る中幕が
「
描か れ た もの 」 だ とい う事実を通 して

， 壁の

超越 は あ くまで も想像 の 中で 起 こ る の で あ っ て ， 舞台上 の 人 間が 舞台か ら外 に

出 た り虚構の 外部に 向か っ て働 きか け る こ と は あ り得 な い と主張 して い るの だ 。

こ うし て
， 真 の

「
第四 の壁 」 をパ ロ デ ィ 化す るか の よ うな架空の

「
第四 の 壁 」

を描 い た 戯 曲 『事件 』 は ，

「第四 の 壁 」 を取 り払お う と した ソ ビ エ ト演劇 に 対

す るナ ボ コ フ 流の 回答 とな っ て い る の で あ る 。

1E

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（も うり　 くみ ・ 東 京大学大学院）

注

IVtadimir
．　 E．　 Alexandrov，エ〜

「
α ゐo 左o 幽 　Other　〃

厂
ortd （Princeton　UP ．1991｝ 230−34；

　
LLNabokov

　and 　Evreinoy，
”
The　Garland　 Companion　to　 Yiadimir　Nabokov （Ncw 　York

　 and 　London ： Gurland　P，1995）402−05．
’

Marun 　Green　and 　John 　Swan ，　The 　Triuniph （ヅ
』
Pierrot（New 　York ：Macm 川 an ，］986），

’ Stephanie　L．　Merke】，
”Vladimir　Nabokov

°
s　King．　Queen，　 Knave 　and 　rhe 　Commedia

　 I）e11
’
arte ．

”

　ノVahokov　∫tudies　l　（1994）： 83−102．
a

　Calie．nMt，l　Ce11丑epoBH 【I　H　EJ：eHa 　ILJBapLt，　
‘‘Bep6Ha”　llJTyKa

，

’l

　Hoeoe 　．・’t　atn 　eJ）a 〃1Jil）Hoe

　 o6 （冫3ρeHae 　24
，　199ア： 93・11〔〕；26，　1997： 201−22．

「

　Alfred　Appel ，亅r、，　 Nabokov
’
s　 l）ark 　 Cinema （New 　York ： Ox　fo　rd　UPJ 　974）．

‘’
同様の 考えは短編

『
リ
ー

ク 野 に も見られ る 。 主人公 で あ る売れ な い 役者 リー クは
， 自

　 分が 他で もな く舞台の ヒで 死 に
， 別の 世界 へ 入 っ て い くだ ろ う と夢 想 す る （CM．　 B．

　 Ha60KoB
，

“
JhlK

，

”
Co6P，　cOLt．84mo ．vtax ，　T ．4　CM．： IipaB双a ，

1990）369）。

一’fi， 物語の

　 終焉 と共に 主人 公が 別の 世界 〔作者の 胸 の 中） へ と移行す る と い う言及 は ，

『
断頭 台

　 へ の 招待』
『
カ タ ス ト ロ フ ィ

ー
』

『
雲 ， 湖， 塔』

『
ベ ン ド ・シ ニ ス タ

t．．
．1 な ど た くさん

　 の 作品 に 見 られ る 。 そ の う ち
，

『
断頭台へ の 招待 1 は

， CeHAcpoBIH　II 田 5aPLI 　24： 107
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描か れた
「
第四 の壁 1

　 に よれ ば， 人形 芝居 （ペ トル ー シ ュ カ ）を意識 し て 書か れ て お り， 結 末 は芝 居が終

　 わ っ て人 形遣い が 舞台 をたた む様子 を模 して い る 。

v
　V ．Nabokov ，　

LLPIaywriting

，
” The　 tVd

「
an 　from　 the 〔ノ∫SR ＆ Other　Plays，　trans．　 and

　 introd．　Dmitri　Nabokov ｛New 　York ： Harceurt　Brace　Jovanovich， 1984）315．
H
　 Nabokov 　 1984： 321．

9

ナ ボ コ フ 自身 ， 引用 に挙 げた演 劇 の 約 束事 に つ い て ，

「
もうひ と つ 心 に と め て ほ し い

　 の は ，
こ の 公武は 演 じ られた劇 を見る ときだ けで な く， 本で読む ときに もあて は ま る

　 と い う こ とで あ る 」 と述 べ て い る （Nabokov 　1984： 319）。

E°

　B．Ha60KoB，
‘‘MalIleHKa

，

” Co6p．　cov ．　B　4　 mo ．na ．v
，
　T．1： 50，

1 ：

　B，Ha60KoB
，

‘‘Col・．ノ1fl八aTa 転
” Co6p．　 cov ．　 e　 4　 m （）．vra．x ，

　T ．2
，
303

，
304．

1ユ
た だ し

『
密偵 』 の 場合 ， 人生 は演劇 で はな く映画に なぞ らえ られ て い る 。

ス ム ー
ロ フ

　 に と っ て は 自分の 生 を 自分の 目で
「
見 る」 とい う行為が重 要 で あ り ， それ は映画 に お

　 い て の み 可能だか ら で ある 。

「
私は 自分 の 望み 次第で ， これ らす べ て の 人 物 の 動 き を

　 早 め た り， 滑稽なほ ど遅 くした り，
い ろ い ろ に 組み 合わせ た り， 様 々 な図柄 に 並 べ た

　 り， 足元や側面か ら照明 をあて た りす る……
。 私に と っ て こ の 人た ちの 全存在はス ク

　　リー ン に映 し出された もの にす ぎなか っ た ．1 （卜la60KOB： 2
，
339） と い っ た言葉は ， 彼

　 が 生 を ス ク リーン 上 の 映画 と して 見て い る こ と， さ らに ， 白分が 自 らの 生 と い う映画

　 の 監督で ある とい う意識 を反映 して い るが ， 実際は ， 彼は ナボ コ フ の作品の 単 なる
一一

　 出演者で しか な い 。

］”

　 V．Nabokov 、　Lectures　on 　Literat“re，　ed ，　 Fredson　Bowers （New 　York ：Harcourt　Brace

　 亅ovanoVich ，　1980）　378．
J4

ナ ボ コ フ は 7本の 戯 曲 を残 し て い る ，， 1920年代 に は 生 活 費 を稼 ぐた め に ， キ ャ バ

　 レ ーの 寸劇 やパ ン トマ イム の 脚本 を数多 く書 い た が ， そ の ほ とん どは残 っ て い な い
。

　 ナ ボ コ フ は映 画に は生涯 変わ らぬ 関心 を抱 き つ づ けたが ， 演劇 に 対 して は さほ どの 興

　 味 を感 じて お らず ， 戯曲を書 い たの は ロ シ ア時代だ けの こ とで ある c，

：s
　戯 曲　

「
事件 』 か ら の 弓1用 は Blilan｝iML｛p　Ha60KoB，

　Ilbecnt（M ：McKyccTBo， 1989）に よ り，

　 （ ）内に頁数 を記す 。

［（’ Brian　Boyd ．　 Vladimir　Nabokov
，
　the　Russian　 Years（Princeton　UP ，

1990）485 な ど 。

t7
過去 の 文学作 品が ど の よ う に 用 い られ て い る か は ，

　 Simon 　Karlinsky
，

’LUlusion
，

　 Reality，　and 　 Parody　in　Nabokov
’
s　Plays．

”Nabokov ： The 　Man 　and 　His　 Work
、
　ed ．　L ．

　 S．Dembo （Madison：　Wjscensin　UP ．1967）183−94；Galya　Diment
，
　
“Plays

，

”The 　Garland

　 Companion　to　 Vladimir ／Vabokov，　ed ．　Alexandrov，586−97 な ど に詳 し し 

Ix

　C 匚 Kar【insky　19L
1“
　 「

現実世界か ら絵の 中の 世界 に入 っ て い く」 とい うの は ，

『自伝 』 （第 IV章 3）や 『栄

　 光 』 （第 II章）に も書か れ て い る ， ナ ボ コ フ 自身が幼年時代 に 体験 した夢想で あ り，

　 魎編 『ラ ・ヴ ェ ネツ ィ ア ーナ 』 に も こ の モ チー フ が 用 い られ て い る、，
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毛利公美

2u
　CM ．：PeH　re　FepPa，

‘‘06 （圦 Ho 爵3a6biTo 曲Hbece 　B ・lailMMHp　l　Ia6〔｝Kc）Ba ，

” OMrc．w κU’ C60pHuff

　 o配 α澀 覦 naugmu 　H ．　lar．　YvzbffHo6a，
　peA．　BceBotiot！CegKapeB（HbK） XgBeH ， 1986〕105・

　 06．
1 ［

ハ イ ン ツ
・グロ イル

，「
キ ャ バ レ ーの 文化史 1 二道化 ・風刺 ・シ ャ ン ソ ン 2 平井正 ・ 田

　 辺秀樹訳 ， あ りな書房 ，
1983

，
22頁 ：

『
ロ シ ア ・ソ連 を知 る事典』， 平凡 社 ，

「
ス コ

　 モ ロ ー ヒ」 の 項 な どを参照 。

2ユ

　CeilJlepoBHg　H　IIIBapLL　26： 213，215，
23

　Ce：− ept〕BHg　H　tllBaPLL　26： 318．
：4

人生 を芝居に な ぞ らえる言及は それ以 前 に もみ られ る が ， 第
一

幕 で は ， 妻 の 魅力 を

　 チ ェ
ーホ フ の 登場 人物に 喩 える ト ロ シ ェ イ キ ン の 台詞 （H8 ） に して も， 夫 に 対 す る

　 愛情に つ い て リュ ボー フ ィ が 語る台詞
厂

自分で 自分 の た め に お 芝居 を演 じて い たん だ

　 わ 」 （120）に して も，

一・
般的に許容 され る比喩の範囲 を超 える もの で は な い し ， 現実

　　に い ま起 こ っ て い る 「事件」 に つ い て の 言及で は な い
。

’sFeppa
　lO2等 も指摘 して い るよ うに ， 戯曲 『事件』 の 副題 ノlpaMaTMHecK’

aA　KoMe 双HH は ，

　　これが エ ヴ レ イ ノ ブ の
『一番大事な事　CaMoe　 r」iaBHoe ： A．，IH　 Koro −

［｛〔〕MenMH
，
　 a　 AJ151

　 Koro ・一一npaMa 』 を意識 して書か れ た こ と を示唆 して い る 。

「事件」 が 起 こ る ま で ト

　　ロ シ ェ イ キ ン 夫婦が互 い に偽 りの 愛を演 じて い た こ と は ， か りそ め の 幸せ を与え るた

　　め
「
恋人 を演 じ る 」 と い う 『一

番大事 な事』 の テーマ に も通 じて い る 。 また 同 じエ ヴ

　　レ イ ノ ブ の
『
第四 の壁 』 や メ イ エ ル ホ リ ドの 演出に よ るプ ロ ー クの

「芝居小屋 』 の 舞

　　台 との 関連 な ども無視で きな い
。
20 世紀 ロ シ ア演劇 とナ ボ コ フ と の 詳細 な関連に っ

　　い て は，今後 ま た改 め て 論 じる必 要が あ るだ ろ う 。

KyMH ハ亀oyp 目

　　 HapHcoBaHHa 月 く・9eTBepTaH 　cTeHa ♪）：

＜・Co6bITHe ・＞ B．　B ．　 Ha60KoBa 　 KaK 　ero 　 oTKJIHK

　　　 Ha 　PyccKH 曲 aBaHrapAHblil 　TeaTp

　　 ∂Kcrlep 目MeHT 　PyccKoro　aBaHraPAHoro 　 TeaTpa
，
　 cBA3aHHb ［M　c　IloHHTMeM 　“ geTBepToH

cTeHbD 　6bL！l　He6e3Pa3 』Ht｛eH　Ha60KoBy， ！loToMy 　HTo 　caM 　BQnPoc 　（でcTeHa ，》 Me ｝KAy 皿ByMH

MHpaMH − −
Pea」lbHblM 　H　ΦHKTHBHblM ，　nocK 〕cTaPoHH “M　　ll　HoTycTopoHHHM 　rJly60Ko

HHTepccoBa 。砿 HHcaTenA ．　Ha60KoB　6bl』 KaTeropMqccKH 　IIpoTHB 　LIo［lblToK （・pa3Py田 MTb ）＞ sTy

cTeHy
，

「IoToMy 匸
｛To 八」旧 Hefo 　oHa 　6b【Jla　paBH〔｝3HaMHa 　cTeHe 　Me 冫K且y 冫KM3HbH ） HcMepTbK ），

「【oeFo 　MHeH ｝iK），
　 cTella 　rlpeo八〇．AeBaeTc ”　To ・lbKo 　Boo6pa ）KeliHeM 　｝1　 pacllaAaeTcH　To ，）亘bKo

Tor 八a，
　Kol

’
fia　cxoAslTcs ｛ TPH 　cocTaBJIAK ）旧ほHe　HpeMellM ； HacTo 臼H 乳ee 　（PeaJlbHocTb），

　nPom ．qoe

（BocnoMHHa 眠 〉，　L｛　6ynyuree （Bo 。6pa＞KeH ”e　｝1　co3HnaHMe ）．

　　 丿ユpaMaTHgecK｝1e　IIP（
一
）目3Be 双eHH 月 月B．qflK）TcH 　caMblM 　HeH3YYeHHbtM 冫KaHpf 〕M　B　TBopqecTBe
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                           maioitLk rnguuotwJ

Ha6oKoBa. B naHl[oth cTaTbe  fl xogy  "poaHaAH3HpoBaTb,  KaK Ha6oKoB, "apoJLHpyA

sKcnepMMeHTbJ  aBaHrap?IHoro  TeaTpa,  Bblpa>KaeT  cBoe  oTHomeHHe  K "po6"eMe  <tcTeHbl,}  B

nbece  {`Co6b[TMe)>.

    B I{ogTMKe  IIbecbl Ba>KHylo cbyHKltMK) BbmonH"to'r  MMId: 1) tLEm cB"3bJBaeT  KapTidllbl

TPOIIIeMKHHa C Pea."bHOeTblO, HBMIflCb  CMMBOJOM  [lePeXOIIa  Pea,fihLiO['O B CPHKTHBHOe

(KapTMHy, TeaTpa.qtsHoe  "pellcTaB.ifeHMe). 2) MAi{ HBJIHeTcA  cHMBo.aoM  Boo6pa>KaeMoFo

TpoulevaKm{uM: Mflt[, Bara6yHAoBa, BblnyMaHHbltl  xyjlo-ImKoM  o6pa3  cTpau]Horo  6eFJoln

lyio'MMILbl 6ap6amMHa. 3) IL･S"g r[oKa3b[BaeT,  gTo  pepo"  abec61  >KMByT  B ILByx MHpax:

J'Iro6oBb--B MMpe  peaAbHocTM H BocfioMMHaHmi  ('o6 yMepLlleM cb]He  H "oTep"HIIoth

.aro6BH),  a Tpo-eMKFIH B MHpe  peaJrbHocTM }t cBoel'o  TBopgecTBa.

    B  Ko}Iue  BTOPopo  aKTa  Ha  cLlelL>i oHycKaeTcs'"Ipo3pagHblin  3aHaBec  c M3o6paHefmeM

[PltPYP,  CHAfi111MX  Ha  CILeHe.  TaKMM  06Pa30M,  BCe  rlePCOHa>KH  [IPeBPalrlawoTCA  B  PePOeB

KaPTHHa  ((i-[eTBePTO"  CTeHbl}}  
-
 Tal{ Pea.qH3YeTCfl 3aMbtCeJI  TPOII.LetaKHIIa-----M CaM

TpeLuetaKMH c JIK)6oBbK) BbixoAHT  Ha  aBaHcueHy  H3-3a  DTol'o  cpeJLHel'o 3aHaBeca.  Mo

nOCTM>KeHMe  <cMl'HOBeHHOin  Bb[COThl)> COBePLUaeTCfi  IIOTOMY,  HTO  B Pe3Y,,qbTaTe COeJIHHeHMH

pa3.qMi[Hblx MMpoBoc"pMATHfa  TpomeiUIKHHa Lt u'1}o6oBH  nepen  >rrpo3oM cMepTM  M c noMoLubK)

06Pa3a  MAHa  CMerllHBaroTCA  Pa3Hble n."aCTbl MHPa  (Pea.abHOCTb, BOCIIOMMHaHHe,  (PMKliPIH).

He  Bce  paBHo gTa  "geTBepTaH  cTeHa)>  .qliuJb  cMMBouT,  IIJon Boo6palkeHMA  TpollLevaKH}la,

a }IaCTOHHIa"  HeTBePTaJ]  CTel[a  MeHJ(Y  I"eP09Mva  H 3PHTe.IS[M"  TaK  M He  06HaPY>KHBaeTCH  M

noToMy  ()cTaeTcfl  Hepa3pyumMoM.  TaKHM  o6pa3oM,  TIoJb3yflcb  M3o6pa>KeHHeM  <(t{eTBepTota

cTeHb]>>, Ha6oKoB T]oKa3blBaeT  ee  cyLllHocTb  M Bb]pa>KaeT  cBoe  OTpMuaHMe  gKclleP"MeHTa  flo

ee pa3pyLlleHMro.

    Bo3rvtolhHo, Ha6oKoB cumam  ?ipaMaTyppMgecKm"1 >f<a}{p oFpaHHHeHHb[M  MMeHHo  lloToMy,

gTo  y  TcaTpa,  B  oT.n"[Me  c}T JIpypHx  >KaHpoB  HcKyccTBa,  H3HagaJIbHo  cyuLecTByeT

cTpyKTypa,  B KoTepoin' ppaHMua  Me>Klcy  nByMsl MMpasdld  "H,A"eTcsl ToJIbKo  yc,noBiJoth, " .olo6o}Ui

ge.nyOBeK  MOlkel'  Ci)M3HuecKM  Hepe3  Hee  rlepeluapHyTb.  A  Ha6eKoBa HHTepecoBa,nH  JIpyrHe

cnoco6b[  npeonoJIeH"A  rpaH"tlbl, TaK"c  KaK  ilaMflTb M Beo6pa>Kemfe.

-  165 -


