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ま さ に 坩堝 に い た マ レ ーヴ ィ チ 」 と い う感 を ま す ま す

強 め て い る こ と も確 か で あ る 。 た だ し，そ れ は 本書 の

弱点 で は な い 、そ もそ も，本書の 中身 は 「……
か らの

解 放 」 と い っ た 段 階 を優 に 超 え て い る。

　　　　　　　　　 （くわ の 　 た か し， 早稲 田 大学）
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　ユ ー ト ピ ア を求 め
， そ れ に つ い て 考 え る の は ， 入 間

に と っ て 本質的な 行為 で あ る。い ま と こ こ に の み 生 き

る こ と が で き ず，過去 か ら解放 さ れ る こ と な く，未来

に 現在 を従属 さ せ ，遠 い 場所 に 思 い を馳せ て ，お の れ

とは 異な る時間 と空 間 を包 み こ ん だ 他者 と い う存在を

欲せ ず に い られ な い 。い ま，こ こ に な い 場所 へ 自 ら を

お こ う とす る こ と，こ れ は 他 の 生 物 に は な い の で あ り，

で あ れ ば人間 とは ， こ う した欲望，あ る い は 心身 の 投

げか け方 そ の もの で あ る，と い う定義 さ え，そ れ ほ ど

乱暴 で は な い か も しれ な い。こ れ を 妄執 と か 煩悩 と し

て 斥 け よ う とす る 禅 の よ うな 方法 もあれ ば，また 文学

と い うや り方 も あ っ た 。「「
文学的」 と い うの は，こ こ

で は 「人 間が 人 間 で あ る こ と」 と言 う に 等 し い
」 （本

書 3頁 ）。

　人 間の 想像力の 不 可 思 議 さ は ， そ の 二 重 性 に あ らわ

れ て もい る。ユ ートピ ア を夢想 す る文 学 的 想 像 力 は，

最終的 な不 動 の 安寧を志向す る もの で あ りな が ら， 同

時 に ，現在 の 体制 に とっ て は転覆 と混 乱 の 危険 な可 能

性 で も あ る。夢み られ た万 人 の た め の ユ ートピ ア は，

現 実 に は少 な か らぬ 者 に とっ て の ア ン チ ・ユ ートピア

で もあ る。そ もそ も絶対 の 幸福 とい う もの を，人間の

想像力 は 知 り得 るの だ ろ うか 。

　 ユ
ー

トピ ア の 夢 はだ か ら，欲望 の ベ ク トル と して の

人間，人 を入 た ら し め る 想像力が ど こ ま で ゆ ける の か ，

つ ま り人 の 生 存 は どれ ほ どの 拡張／収縮，多様性 f画一

性 を獲得す る の か と い う問 を め ぐり，人間が そ の 全存

在 をか け て 自 らの 内 と外 ， その 限界 に つ い て 忠考 した ，

切 実 な記録 と な る　 　 こ れ が 文 学 と い うや り方 だ。

　本書が 行 っ て い る よ うに ，
こ の 想 像 力 を ロ シ ア や 東

欧 にお い て 追 い か け る と き，そ こ に は い く らか 特別 な

状況が あ る。本来 ユ
ートピ ア は 「イ デ オ ロ ギー

に よ っ

て 固定 さ れ た 価 値観 の 体 系 を批 判 し ， 転 覆 し よ う とす

る 」 は た ら き で あ る の に ，こ と に ロ シ ア 革命後 の ロ シ

ア に お い て
，

「イ デ オ ロ ギーとユ ートピ ア の 癒着」 が

お こ り，「
イ デオ ロ ギーの 支配者 が ユ ートピ ア 的想像

力 をも独占す る．」 （63 頁） と い う事態 が 生 じた。こ れ

に 抗 す る 詩人 ・作家 た ち の 反 ユ ートピ ア 的想像力 は
，

む ろ ん本書 の 主題 の ひ と つ で は あ る けれ ど も，全体 と

して の 本書 は，む し ろ まず
「
近代 」 と い うもの に 同伴

した ユ
ー

ト ピ ア の 夢 を，そ の 経過 と現状 に即 し て 語 り，

さ らに そ の 後 の 未知 に つ い て 思考 す る とい う果敢 な 試

み に 向か っ て 開か れ て い る。こ こ で 大 切 な の は，こ の

試 み が 決 して ， 大 き な 物語 に 抗 う な に か 俸 仕 す る な

に か ， とい っ た枠組 み に 従 う の で は な く， 扱わ れ て い

る ヴ ィ ス ワ ヴ ァ
・

シ ン ボ ル ス カ や ク リス タ ・ヴ ォ ル フ

の よ うに ， 政治 的 な 悪 へ の 最強 の プ ロ テ ス トは 非政治

的で あ る こ と と信 じ つ つ
， あ る い は一

見 こ れ とは ま っ

た く異 な る よ うで は あ るが，ミハ イ ル ・
エ プ シ ュ テ イ

ン の よ う に ，星 屑 の ご と く散 在 す る文 化 の あ り よ う を ，

哲学的磁気で 吸引 し て 壮大 な文化 の 宇宙 と して 体系づ

け る こ と で ，あ る限定 され た 歴史的状況 を超 え よ う と

す る よ う な，そ う し た 態度 に 寄 り添 っ て い る と い う こ

と で あ る。こ うし て ，ポーラ ン ド初 の 近代的小説 と し

て 登場 した イ グ ナ ツ ィ
・ク ラ シ ツ キ の ユ ートピ ア 小説

が ，現 実的 に 理 想 郷 を見 きわ め よ う と す る ポ
ー

ラ ン ド

の 知 の 産物 で あ る こ と が 示 さ れ る
一一

方 で
，

ロ シ ア の

19世紀末 と 革命 に 伴走 した コ ス ミ ズ ム の，人類 の 普

遍 と完成 を め ぐ る過激 で 壮大 な夢 が 語 られ る本書 の は

じ ま り は，メ トニ ミ
ー

的知 と メ タ フ ァ
ー的夢 と い う，

人間 の 想像力 の 根幹 の ∴ 極 に 照 らす こ とで ，従来 の あ

りき た りな歴 史観 や 思 想 的立 場 を超 え う る パ ー
ス ペ ク

テ ィ ヴ を獲 得 し よ う とす るた め に こ そ ， 選 ばれ た戦 略

と思 え る 。 これ は ， ヴ ラ ジーミル
・パ ペ ル ヌ イ や イー

ゴ リ ・ゴ ロ ム シ ュ ト ッ ク，ポ リス
。グ ロ イ ス らに よ っ

て 展 開 され た ，
ペ レ ス トロ イ カ以 降 の ロ シ ア文 化 史 記

述 へ の 新 し い 視点 に 対 す る ， 著者 の
一

貫 した 関心 と も

む ろ ん 通 じ て い るだ ろ う。

　本書で 具 体的 に扱 わ れ る の は ， す で に言及 した他に ，

ま ず ［980 年代以降 の ロ シ ア 文学 の
「
メ タ ・ユ ートピ

ア 小説 」。こ れ は
「一

つ の ユ ー ト ピ ア 仮 ユ ートピ ア の

ヴ ィ ジ ョ ン に は 決 して 収斂 せ ず，複数 の ユ
ー

トピ ア ／

反 ユ
ートピ ア の 可能性 をつ ね に 考慮 に い れ なが ら，そ

れ らの 境 界 に こ だ わ り，境界上 に 漂 い 続 け る と い っ た

タ イプ の 小 説」 （77 頁） と定義 さ れ る 。
こ う し た種類

の小説 が，ソ連邦 と い う
「
（反 ） ユ ートピ ア 」 崩壊後

の 大 き な物語 を も ち 得 な い 世界 を うつ す鏡片 で あ る こ

とは ， 著 者 に と っ て も も ち ろ ん極 め て 切 実 な 同時代認

識 で あ り
， 本 書全 体 の 構 想 が 立 ち 上 が っ た 場 所 で もあ
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る か もしれ な い
。 それ が ， ポ ス ト共産主 義 の 時代 に 新

た な生 命力 を獲得 し始 め た ア ネ ク ドートの 諸相 に対 す

る視線 へ と転 じ る の も ， お そ ら く は 同 じ意 識 か ら。

遡 っ て ，
ロ シ ア 革命期 の

「
荒唐無稽 で 感 動 的 な ボ ス

ター
」 （ま さ に ！　 151頁） と ア レ ク サ ン ドル ・ロ ト

チ ェ ン コ に つ い て の 章 は，ラ デ ィ カ ル な想像力が 無邪

気で 幸福 で あ り得 た 時代 を追 い ，そ れ は 遠 く日本 の 前

衛 に も響鳴 して （花 田 清輝 に つ い て の 章），生 の 全体

性 を め ぐ る思 想 の 運動 の 軌跡 が 示 さ れ る。

　 さ て
，

で は ロ シ ア 的 ポ ス ト モ ダ ニ ズ ム と は な ん だ ろ

う ？　 あ る い は そ う した 問い を立 て る こ と の 意味 は ど

こ に あ るの か ？　 こ う考 え る の は ，こ の 言葉が 本書全

体 の 鍵概念の ひ とつ だ か らだ。著者 に 倣 っ て エ プ シ ュ

テ イ ン の 言葉 を 引 けば，そ れ は共産 主 義 の 約束 し た

ユ
ー

ト ピア の 後 の
「歴 史 の 終 わ り」

「

未来の 後」，
つ ま

り共産 主 義の 最終 段 階 で あ り， だ か ら ロ シ ア は ポ ス ト

モ ダ ン の 祖国 で あ る ， と さ え言 い 得る 。 そ して ， と著

者は 付 け加 え る の だ が ，
つ ま りポ ス トモ ダ ン は ポス

ト ・
ユ
ートピ ア で もあ るわ け だ。こ う した 時代 の 精神

の 光景 は ， た とえ ばモ ス ク ワ ・コ ン セ プ チ ュ ア リズム

を論じ る部分 に こ と に 鮮や か に 照射 さ れ る。そ れ は

「す べ て は す で に 書 か れ て い る 」 と い う地 点 か ら 始

ま っ た ， 作品 創造 とい う よ りは む し ろ ， テ ク ス トを め

ぐる諸関係の 解 明 の 行為。た だ ひ とつ の 普遍の 真実 を

伝 え る ユ ートピ ア 的 （ソ連的）言語が 解体 さ れ ，様 々

な 言葉が 浮遊 す る場 を提供す る こ と，「
幸福」 で は な

くて
「
自由」 の 呈示 。 言葉 と物 の 関係 の 解明 は ， 言葉

と物 が 結び っ か な い 場所，あ る い は，言葉 と 物が 排他

的 に 結 び つ け られた 場所 に っ い て の 思考 を 導 く。 そ れ

は，実体 が な い の に 言葉 だ けが あ る こ とだ っ た り， 同

じ 物 に 次々 と新 し い 命名 が な さ れ る こ と の 連鎖 だ っ た

り，ひ と つ の 言葉 に ひ とつ の 指示内容 しか 許容 さ れ な

い こ とで あ っ た りで ， い ずれ に し ろ ， 世界 を ど う把握

す る か ，世界 を どの よ う に織 り上 げて い くか ， とい う

意識 に 等 し い
。 本書で は

「「
学者 的 」 だ っ た レ ーニ ン

と対照 的 に
「
芸術家的」 だ っ た ス ターリ ン 」 と い うア

ン ド レ イ ・シ ニ ャ フ ス キ
ー

に よ る 定義が 紹介 さ れ る が

（173頁）， 思 え ば ロ シ ア ・ア ヴ ァ ン ギャ ル ド の 担 い 手

た ち こ そ は，「
あ りの ま まの 現実をそ の まま受け入 れ

る こ と を拒否 し，自 らの 強烈 な ヴ ィ ジ ョ ン を通 じて 世

界 を と ら え る （そ して ， も し も可 能 で あ れ ば，全 面 的

に 改 造 し て し ま う）」 （155頁）芸術家＝ユ ー ト ピ ア 主

義者 な の で あっ て ，つ ま る と こ ろ 彼 ら は，今 日 ま で の

世 界 を粉砕 し て ， 新 た に 世 界 を把 握 し，織 り ヒげよ う

と し た わ けだ が ，そ の 始 ま りは 永遠＝ユ ート ピ ア へ と

接続す る もの と し て 目指 さ れ た 。
こ の 夢 と熱狂 が 終

わ っ て
，

モ ダニ ズ ム 的 ，

「
認識論的」 な 未知 へ の 憧憬

とい う感情 を失 っ た，こ の落 ち 着か ない 自由，世界 の

構 成 と 差 異 の 分 析 へ と 向か うポ ス トモ ダ ン，「
存在論

的」 時代 の な か に 私 た ち は い る。

　著者 は
「
あ と が き」 に お い て ノ

ー
ス ロ ッ プ ・

フ ラ イ

の 説
一

神話 に よ っ て し か 表現で き な い 二 つ の 社会概

念，す な わ ち，第
一

に，社会 の 起 源 を説明す る社会 契

約説，第二 に ， 社会 が 目指す終 わ りを想像 し て描き出

すユ
ー

ト ピ ア 　　を 紹介 した 上 で ，こ の 二 分法 に 不満

を 示 す。な ぜ な ら，「
究極 の 終 わ り を夢想 す る こ とが ，

そ の ま ま， 始 ま りの 神話 に 結 び つ く よ うな ， そ うい っ

た ラ デ ィ カ ル な心 の あ りか た。それ が 私の 考え る ユ
ー

トピ ア 的 想 像力 だ っ た 」 （339 頁 〉。ユ
ート ピ ア 的 な も

の は文 学的 な もの で あ り， そ れ は人 間 的な もの で あ る ，

と思 え るの は，ま さ に こ の 地平 に 立 っ た と き だ。人 の

生 や 歴 史 は，始 ま りか ら終 わ りへ と あ りきた りに 流れ

るの で は な く，始 ま り と終 わ りの あい だをめ ぐるの だ。

少な くと も，人 の想像力 の うち に は，始まりと終わ り

を同 時 に 夢 み る こ と で ，そ し て 自己 の う ち に 他者 を含

も う と，ある い は 他者 に 自己を融解 さ せ よ う と す る こ

とで，こ の 矛盾 の うち か らこ そ，世界 の 限界を超 えて

い こ う と す る運動 が あ る。そ の ラ デ ィ カ ル さ が ， と き

に 全体主義 の恐 怖 や，主体 の 思考停止 の 危うさ に 結び

つ い て し ま う と し て も，そ れ で もなお
「
ユ
ー

トピア 文

学」 が 私 た ち に と っ て 常 に 生 き た もの で あ り，私 た ち

の
一

部 で ある こ との 理 由は，や は りそ こ に 見 い だ され

ね ば な らぬ の で は な い か 。

　 ユ
ーリ イ

・オ レ ー
シ ャ の 長編小説

『
羨望 』 （1927）

と映画 シ ナ リ オ 『
厳格 な 若者』 （1934）の ，

エ プ シ ュ

テ イ ン を応 用 した読 み 解きに お い て も，人 間 に と っ て

本質的 な こ の 想像力の 運動 を見て と る こ とが で き る 。

エ プ シ ュ テ イ ン は ， 論文 「
未来の 後で 　 文 学 に お け

る新 しい 意識 に つ い て 」 中で，近代 ロ シ ア 文学 を以 下

の よ うな 周期 の 反 復 と し て 提 示 す る　　  社会的段階

（水平線 の イ メージ ）   道徳的段 階（点 の イ メージ〉

  宗教的段階（垂直線 の イ メ
ージ）   美的段階（円の

イ メ ージ）。『
羨望』 で は，個人主義的 な 価値観 と 社会

志向性 の 強 い 価値観，つ まりは
「
点 」 と

「
水平線 」 の

対 立 が 小 説 の 基 本的構造 を な す の に 対 し，『
厳格 な 若

者 』 に お い て は，平 等 ＝
「

水 平 」 的 な 要 素 が 後 退 し， 天

才 の 形象 を通 じ て
「垂 直」 的要素が 導入 さ れ る。そ の

後 の オ レ ー
シ ャ は ，

「垂 直 」 段階 か ら さ らに，美 し く調

和 の とれ た 自己 完結 的 な
「
円 」 の 世 界 を 作 品 中 に 取 り

込 ん で い くに 至 る （185− 193頁 に こ の 分 析 が あ る ）。

　 こ こ で 大事 な こ と は，こ う した 変化 を 時代の 要請 や

一160一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Russian Scholars

NII-Electronic Library Service

Japanese 　 Assooiation 　 of 　 Russian 　 Soholars

ロ シ ア語 ロ シ ア 文学研究 36 （口本 ロ シ ア文 学 会，2004）

政治的 な要因，あ るい は モ ラ ル の 次 元 に 還元 す る の で

は な く， 作品自体 の 内的論理 の 展開 を追 い
， そ れ をあ

く まで 文 学的 な 現象 と し て 見 て い く と い う態 度 だ ， と

著者は 述 べ る。 そ れ が ス タ
ー

リ ン 時代 の 文化 の再 検討

に求 め られ る姿勢 な の で ある， と。で は，た と え ば同

じ オ レ ーシ ャ の
「
桜 ん ぼ うの 種 子 』 （1929） は ど う だ

ろ う。
こ こ で こ の 作品 に 言及す る の は，『

桜 ん ぼ う の

種 子 』 も また ， ま さ し く文学的で ある もの ，ユ ートピ

ア 的で あ る もの を め ぐ る小 説 で あ る か らだ。

　 こ の 短篇 は
， 明 白な二 項対立 か ら出発す る。子 供 じ

み て 夢想家肌の 主 人 公 フ ェ
ージ ャ と ， そ の 恋敵 で あ る

大人 の 男性 ポ リス ・ミ ハ イ ロ ヴ ィ チ。さ らに ，無為徒

食 の フ ェ
ージ ャ と

， 新時代 に あ っ て 人 ぴ と を導 く
「プ

ラ ン 」 の 実行者 ， 行為 の 人 ア ヴ ェ ル とい う対立 。「
想

像力」 と
「
観察力」 と い う二 人 の 妹を 道連 れ に ，「

目

に 見 え な い 国」 を行 く フ ェ
ージ ャ と ， ポ リス fア ヴ ェ

ル の 水平軸 の 対立 は，か な わ な か っ た恋 の 思 い 出 に

フ ェ
ージ ャ に よ っ て 植 え られ た

「
紙 の よ う な 」 桜 の 木

（そ れ は 文 学 の メ タ フ ァ
ーに 他 な ら な い ） の ， 天 を 目

指 す垂 直の 軸 に よ っ て 止揚 さ れ る か に 見 え る。プ ラ ン

に よ る 巨 大建築 が 桜 を潰 そ うと す る け れ ど も，こ の 建

築 は半 円 形 に 配置 さ れ る こ と と な り， そ れ を臨む 園 の

中 に ，
フ ェ

ージ ャ の 桜 の 木 は恩寵 の よ う に立 つ 。

　 大 地 に 埋 め る桜 ん ぼ うの 種子 を恋敵 の 精子 に な ぞ ら

え る フ ェ
ージ ャ の ，手 の 届 か な い 恋人 へ の 呼 びか け は ，

書 く こ とが 本質的 に エ ロ ス 的行為 で あ る こ と を　　他

者 へ の欲望 と い う意味 で，そ して い ま，こ こ に ない も

の を思 い 描 く と い う 意 味 で 　　示 す。さ ら に，水平／

点→垂 直 → （半） 円 とい う テ ク ス トの 運動 は，「
目 に

見 えぬ 国を目に見 え る よ う に す る こ とは不可能 な の だ

ろ うか ？ 」 と 問 い か け る 主 人 公 ／文 学 の ，
ユ
ー

ト ピア

へ の 夢 の 軌跡 な の で あ り，
こ の 運動 こ そ が ， 本書 の 主

要なテ
ー

マ で あっ た。お そ ら くは著者 に と っ て 極 め て

大事 な作家 の
一

人 で あ ろ うオ レ ーシ ャ の 作 品 に 即 して

そ う考 え る と き ， 改 め て ， 本書
「「
ユ
ートピア 文学論 』

の 眼差 しの 彼方 に，自 らの視線 を も添 わ せ て み た くな

る。評者 の 思 い 違 い で な け れ ば，そ れ は不 在 と未知 と

根源 に 向 か っ て 差 し伸 べ ら れ た ，文 学 と い う営み へ の

献身 で あ り， そ の 可能性 と限界 をめ ぐる夜毎 の 思 い の

塊 で あ る 。 苦 す ぎる 記憶 の 周囲 を，軽 や か に 走 りぬ け

て い く機知 の 痕跡 で あ り，人 間の 未完成 に 絶 え ず寄 り

添 い な が ら， 生 と い う ， 枷で あ り自由で あ る もの を，

そ れ を他 な らぬ 文学 とい うや り方 で 引 き受 け よ う と い

う，決意の 表明で あ る 。

　　　　　　　　　 （くさ の 　 けい こ，早稲 田大学）

辮靉購
番 　場 俊

　桑 野 隆 の 書 評 は 難 し い 。な に よ り も ま ず， 彼が よ き

教師だ か ら で あ る 。 20世紀初 め の ロ シ ア 文化 に 多少

な り と も関心 を抱 い て い る わ れ わ れ の 世代 の 研 究者 の

な か で，彼 が よ き教 師で な か っ た 者が い る だ ろ うか
。

パ フ チ ン 研 究 ，
ロ シ ア ・ア ヴ ァ ン ギ ャ ル ド研究，ソ連

記号学 と い っ た 分 野 に お い て，桑野 隆 の 仕事 は そ れ ほ

ど まで に 基 本 的 な 出 発 点 で あ り，わ れ わ れ は ま ずそ こ

か ら学 ん だ の だ っ た 。 だ が ， 出発点 で あ っ た と い う こ

と は つ ま り，そ れ を
「
乗 り越 え る 」 こ と を余儀 な くさ

れ て い た と い う こ と で も あ る。「 よ き教 師 」 に 対 し て

と りうる唯
一

の立場 は
「
不 肖の弟子 」 しか な い 。 不肖

の 弟子 が，師 に よ っ て 注意深 く準備 され た舞台の う え

で．反 抗 の 身振 り を 演 じ る こ と に よ っ て 祝 福 さ れ る

一『
考えて み れば人 の 悪 い 話 だ。桑 野 隆が こ の

一
卜年余

の あ い だ に 発表 した 論考を集め た 本書 『パ フ チ ン と全

体主 義』 を 前 に し て も，あ らか じめ 定 め られ た こ の 役

割が ，評者 の 居心地 を悪 くす る。こ の構図 か ら は ， な

か な か 逃 れ られ そ うに な い 。

　 だ か ら，こ こ で は い さ さ か 姑息 な 手段 を と っ て み る。

本書 の 表 紙 に は ， イ リヤ 。カ バ コ フ 展
「
シ ャ ル ル ・

ロ ーゼ ン タール の 人 生 と創造 」 の 写真 が 使われて い る。

本 の 表紙 とい う， 書物 と書物な ら ざ る もの の 境界面 か

ら
「
書評 」 を 始 め て み た ら ど うな る か 。 実際，こ の カ

バ ー
写真 は注 目 に値す る 。 桑野隆の 書物 を飾 る に し て

は い さ さ か 冷 た す ぎる こ の 写真 は，本書 の 枠組 み に う

ま く収 ま っ て い な い よ う に 感 じ られ る の だ 。 た しか に，

カ バ コ フ の 盟友 ポ リス ・グロ イ ス へ の 批判 は ， 本書 の

中心的な論点 の
一

つ だ。桑 野 は ， ポ ス ト ・ソ ヴ ィ エ ト

期 の 彼方か ら ロ シ ア ・ア ヴ ァ ン ギ ャ ル ドを 大雑把 に 眺

め る グ ロ イ ス の 遠近法 の 狂 い を徹底的 に 叩 き ， あ くま

で モ ダニ ズ ム の 現場 に 密着す る こ と で ，未完の 芸術革

命 が 孕 ん で い た可 能 性 を擁護 し よ うと し て い る。だ が
，

カ バ コ フ の
「展 覧会」 に わ れ われ が 見出すの は，モ ダ

ニ ズ ム を歴 史 か ら引 き抜 き ，
二 重 に 引用 す る 距離化 の

身振 り だ。ア ヴ ァ ン ギ ャ ル ドの 波 に 乗 りそ こ ね た シ ャ

ル ル ・ロ
ーゼ ン タ

ール な る 架空 の 人 物の 架空 の 回 顧 展

とい う卓抜 な設 定 に よ っ て ， カ バ コ フ は，モ ダ ニ ズ ム

の 神話が 実際 に は 美術館 とい う制 度 に 支 え られ て い る
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