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トル ス トイ と ス タ ニ ス ラ フ ス キ イ

一 芸術観の 親近に つ い て一

り
奥　　 村　　 剋

　 ス タ ニ ス ラ フ ス キイ ・シ ス テ ム を 「どの よ うに 創造的に 日本 の新劇 の風土 に

根づ か そ うか と歩ん で きた」
Ol 故下村正夫 氏に よ れ ば 「〈シ ス テ ム 〉が，ひ と とき

一
ジ ャ

ーナ リズ ム の表現を借 りれば一 燎原の 火の よ うに 日本 の新劇界を席

捲 し た の は ， 戦褒ま もな く数年 の こ とで
， 50年代 に 入 る と ブ レ ヒ トの く叙事的

演劇〉 の 理論 の導入が ，あた か も くシ ス テ ム 〉 の ア ン チ ・テ ーゼ で あるか の よ

うに もて噺 され る こ とにな る 。 さ らに 60年代初頭に ，イ ヨ ネ ス コ ，ベ ケ ッ トな

どの くア ン チ ・ テ ア トル 〉が紹介 され た段階に な る と ， 〈シ ス テ ム 〉は ， 社会主

義 リア リ ズ ム
，

モ ス ク ワ 芸術 座 の 凋落と共 に 三 位一体的評価を受けて影 をひそ

め る こ とに な る ……朗 。こ の 発言 は ，東京 を中心 に 日本 の 新劇界を見 て お られ

た下村正夫氏に は一つ の 実感であろ うが，学生演劇や業余劇団 の 活動を，東京

以外の 地方 の 実態を ふ まえ て見 る な らば ，
ス タ ニ ス ラ フ ス キ イ ・シ ス テ ム の 影

響 は 60年代初頭 に お い て もな お 顕 著で あ っ た 。 しか し 下村氏 の 指摘す る経過を

た どっ て ，そ こ で もくシ ス テ ム 〉は凋落 し， 〈ブーム 〉は 遠 くさ っ た観が あ る 。

ミ ネ ル ヴ ァ の ふ くろ うが とび た つ に は ち ょ うど よ い 時期 と もい え る が ， しか し，

〈シ ス テ ム 〉 ある い は ス タ ニ ス ラ フ ス キ イ の 演劇遺産は ，
こ ん に ち本 当に 実践

的 ・創造的価値を失 っ て しま っ た とい え る の だ ろ うか 。 い み じくも下村氏が

「……
三位一体的評価を うけて 影を ひ そめ た とい わ れ て い る よ うに

， 〈シ ス テ ム 〉

あ るい は ス タ ニ ス ラ フ ス キ イ の演劇理論 こそ社会主義 リ ア リズ ム の 演劇面で の

達成で ある として ， 本来 ス タ ニス ラ フ ス キイ の もの で はな い 水 増 しの 解釈がお

こ なわれ，その こ とが彼の 探求そ の もの の ア ク チ ＝ ア リ テ ィ を希釈 して きた の

で は な い か 。 で は ，どの よ うに すれば，彼 の演劇理論に 昔 日の ア ク チ ュ ア リ テ ィ

を よ み が え らせ る こ とが で きる の か 。 それ に は ，一見問題意識 とは逆行す るか

た ち に な る が，彼 の 演劇理 論が醸成 され て い っ た時代 の さまざまな芸術潮流を

検討 し，そ れら との くシ ス テ ム 〉 の 闘連 を考察す る必要が あろ う。 筆者は 最近 ，

刺激的な
一

文 に で くわ した 。 H ・ R ・ヤ ウ ス の 『挑発 と し て の文学史』 で ある 。

ヤ ウ ス は 「過去に ある作品が作 られ受容された ときの期待の 地平 を再 構成 す る
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と，他方で は，テ ク ス トが一つ の 答えを与え て い た さまざまな問 い を立 て る こ

とがで きる 。 そ し て それ に よ っ て，か つ て読者がそ の 作品を どの よ うに見た り

理 解 し た りした か ， そ の 蓋然性を解明する こ とが で ぎる剛 。ス タ ニ ス ラ フ ス キ

イ ・シ ス テ ム に つ い て も，そ の 形成 時 の 「期待の 地平」を再構成 してみ るなか

で ， か え っ て そ の ア ク チ ュア ル な内容が よ み がえる の で はな い か 。 そ の い と ぐ

ち の
一

つ と し て ， 小論 で は デ カ ダ ン 芸術 に は げし く反撥 した 晩年 の トル ス ト イ

の芸術論が，ス タ ニ ス ラ 7 ス キ イ の 演劇観 の 核 と もい うべ ぎもの に 及ぼ した 影

響 を と りあげて み た い
。 した が っ て小論 は トル ス トイ とス タ ニ ス ラ フ ス キ イ の

関係を全面的 に 考察 し た も の で は な い し ， 「時代 の 期待 の 地 平」 の 再構成 とい

う点で も，まだ端緒に す ぎな い 。

1

　ス タ ニ ス ラ フ ス キ イ の 芸術観に トル ス ト イ が一
定 の 影響を及ぼ した こ とに つ

い て ，ス タ ニ ス ラ フ ス キ イ研究家 の カ ラ ーシ ニ コ フ は，彼以前に は こ の 間の 事

情に つ い て ほ とん ど研究がな されて い ない と し て ， 若干 の 考察を お こ な っ て い

る（4）
。 しか し，その 中心 とな る 論 旨は 「トル ス b イ とス タ ニ ス ラ フ ス キ イ の 内

面 的親近性が あらわれて い る もっ とも主要な点は ， 芸術 の 倫理 的 。教育的 目的

で あろ う〔Sl と い う こ とば に み られ る よ う に
， 社会に お け る芸術 の 教育的役割

に つ い て の両者 の 見解 の
一致に つ い て で あ る 。 あわせ て カ ラ ーシ ニ コ フ は ，

ス

タ ニ ス ラ フ ス キ イ の 「体験 の芸術」 とい う美学的プ ロ グ ラ ム が ， トル ス トイ の

芸術観を その 源泉に し て い る と し て ，有名な トル ス トイ の 芸徳に つ い て の 規定

を もちだす 。 「芸薇 と は ，ある人が自分で 経験 した 感情を，意識的に一定の 外面

的な記号を もち い て 他 の 人び とに 伝 え ， 他 の人び とは これ らの感情に 感染 し ，

　　　　　　　の　　　9　　　ロ　　　．
こ れ ら の 感情を体験す る と こ ろ の 人間 の 活動 で あ る ｛6〕」 （『芸術 とは何か 』）。 筆

者が傍点を つ けた こ とぽ は ，flepe ＞KHBaTb とい う動詞で ある 。 カ ラーシ ニ コ フ

は 「こ の 発言の なか に は ，
ス タ ニ ス ラ フ ス キ イ が 体験 （flepe ＞KHBaHue ）の 流派

となづ けた リ ア リズ ム 芸術 の 原理 が規定 されて い る こ とが，容易に み とめ られ

る町 とい う。 慎重 な言い 廻 しで はあ る が ，
ス タ ニ ス ラ フ ス キ イ の 俳優芸術論

の 核心 で あ る 「体験 の 芸術」（Hcl ｛yccTBo　nepe ｝KHBaHHH ）が ， トル ス トイ の 芸

術観に 発 して い る こ とを暗示 して い る とい え よ う。

　筆者は カ ラ
ー

シ ニ コ フ の 着眼に 敬意をお ぼえ つ つ も，その短絡的論証に は不

満を感 じる 。 そ の 理由の
一

つ は，ス タ ニ ス ラ フ ス キイ の 用語 に は ， つ ね に 細心

の 注意を も っ て対処 し なけれぽな らな い とい う点で ある 。 ス タ ニ ス ラ フ ス キ イ
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は ，1938年に 発表され た 『体験の 創造的過程に お ける 自身に 対する仕事』（以下 ，

略 し て 『俳優の仕事』第一部） の 序文 で 次 の よ うに い っ て い る 。

　「こ の 本で 私が つ か っ て い る用語は ， 実際の 場か ら ， 生徒た ちや初心者たち 自

身か らとられた もの で ある 。

……そ の な か に 学問的根拠を もと め よ うと し な い

で ほ しい 。 わ れわ れ の 世界に は 独 自の レ キ シ コ ン
， 独 自の 俳優の ジ ャ ル ゴ ン が

あ る 。 それは 生活その もの が作 り上 げて きた もの で あ る〔8i」。

　したが っ て，nepe ＞KPIBaHlie とい う語も独 自の ニ ュ ア ン ス で 使われ て い る。

と こ ろ で ， そ もそ も 「体験 の 芸術」 とは 何か 。
ス タ ニ ス ラ フ ス キ イは 『俳優の

仕事』第一部で 次の よ うに 説 明 して い る 。

　「舞台 に た ち ， 役の生活条件の な か で ，また役 との 完全な類似の なか で ，正 し

く， 論理 的に ，順序だて て ，人間的に 考 え，欲 し， 努力 し， 行動する こ とだ 。

それが で きた ときに だ け ， 彼は役 に 近づ き，役 と同 じ よ うに感 じは じめ るだ ろ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　の　　　の　　　．　　　　　　　　
う。 わ れわれ の こ とば で それ を役を体験す る とい う町 （傍点は ス タ ニ ス ラ フ ス

キ イ ）。

　 ス タ ニ ス ラ フ ス キ イ 自身の俳優 と して の キ ャ リ ヤ ーの な か で ， 『ス チ ェ パ ン

チ コ ヴ ォ 村』 の ロ ス タ ーネ フ 役は 特別な意味を もつ もの で あ っ た 。 『芸術に お

けるわ が生涯』 の 中で 彼は次の よ うに 語 る 。

　「私 と彼 との あい だ に は 自然に 完全な融合 （cnHmme ） が生 じ， 同
一

の見方 ，

考え ， 願望が あ っ た 。
……一言で い えば ， 戯曲の生活の 範囲で ， 私は 彼と同 じ

者 に な っ た 〔物 こ の 実際 の 経 験を表現するた め ，彼は の ち に nepe ＞KHBaHHe の

語を もち い る よ うに なる 。 それ は ， 彼 の 表現で は，俳優に と っ て の 天 国 で あ り，

い っ た ん 知 っ た 以上，も う他 の どんな もの と も妥協 し た くな くな っ た と語 っ て

い る 。 い わば ，
ス タ ニ ス ラ フ ス キ イ の 流派の 舞台芸術 の理想で あ っ て ， こ れ に

意識的に 接近 して い く方法が ， 彼 の くシ ス テ ム 〉な の だ と考え て よ い だ ろ う。

　 ア マ チ ュア劇団で ロ ス タ ーネ フ を演 じた 同 じ 1891年 に ，ス タ ニ ス ラ フ ス キ イ

は ，r文明 の 果実』 を演出 し，演出家 として の 第一
歩を しる して い るOll

。 そ して

1893年 10月に ， ト ゥ
ーラ で 偶然， トル ス トイ と知 り合 う。

こ の とき大f乍家か ら

声を か け られ た 青年俳優 は ， す っ か りあが っ て しま っ て ， 口 もきけない 有様だ

っ た 。 『わが 生涯』 の，こ の F ル ス トイ との 近づ きを語 っ た章で
，

ス タ ニ ス ラ フ

ス キ イは トル X トイへ の 崇敬の 念を 次の よ うに語 っ て い る 。

　 「彼の 生存中に ， われ われ は よ くい っ た もの だ 。 『トル ス トイ と同 じ時代に 生

ぎて い る の は，な ん とい うしあわ せ だ ろ う ！」 と 。 不 決な とぎ，あ る い は 生活

の な か で 事が うま く運ばぬ と き， 人び とがけだ もの の よ うに 思えた 日に ， わ れ

一 41 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Russian Scholars

NII-Electronic Library Service

Japanese 　 Assooiation 　 of 　 Russian 　 Soholars

われは ，あの ヤ ース ナ ヤ ・パ リ ヤ ーナ に
， 彼が， レ フ ・トル ス ト イが生 きて い

る と思 っ て，自分をな ぐさめ た 。 す る と再び生 ぎる力が わ い て きた 吶 。

　 ス タ ニ ス ラ フ ス キ イ著作集第二 巻の ま えが きで ，ク リス テ ィ は ，
ス タ ＝ ス ラ

フ ス キ イが 1889年に ， 俳優は 自分の 芸術の い ろ は ，文法を マ ス タ ー
しな ければ

な らな い と メ モ に し る し て い る と述 べ て い る 。 そ して モ ス ク ワ 芸術座 の 初期 の

10年間 の 手帖の 書 きこ み も，彼が将来，こ の よ うな文法書をつ くる た め の準備

で あ っ た と して ， 1902年 6月20日付の 女優プ シ カ レ ー
ヴ ァ

・コ ト リャ フ ス カ ヤ

宛 の 手紙を 引用 し て い る 。 「……私は 初心 の 俳優の た め に 何か マ ＝ 　 ＝ L ア ル の よ

うな も の を編み た い と思 っ て い ます陶 。 こ うし た 試み が後年 の 『俳優の 仕事』

とな っ て結実 した とすれば ， ほ ぼ 同時期に ， 芸術に 関す る論稿を精力的に 発表

し て い た トル ス ト イ に ，ス タ ＝ ス ラ フ ス キイが 注 目して い なか っ た とは考え ら

れ な い 。

　 トル ス 1・イ は ， 『芸術 とは 何か 』 （1897−1898） の な か で 次の よ うに 述べ て い

る 。

　「……真の 芸術作品 の は た らきは ， 受容者の 意識の な か で ， 彼 と芸術冢 との

へ だ て を な くして い く。 ただ彼 と芸術家 と の へ だ て だ けで な く，彼 ら と，同 じ

芸術作品を受容す るすべ て の 人び と との 間 の へ だてを もな くして い く。 自分を

他の 人び ととわ け へ だ て て い る こ とか ら の ， つ ま り孤独か らの 個入の 解放 ， こ

の 他人 と の 個人の融 合 （c．IPIfilHI・ie） の なか に こ そ，芸 術 の 主要な魅力 と特質が

ふ くまれ て い る の で ある 。

　人が こ の 感情を体験 し， 作者が現に ある とこ ろ の 魂 の 状態 に 感染 させ られ，

他 の 人 び とと自分 との融合を感 じるな ら，・そ の とき， こ の 状態を喚起す る対象

は 芸術 で あ る 。 こ の よ うな感染，作者や作 品 と の 融合が なければ，芸術は存在

しな い da］」。

　 こ れは 芸術 の 感染性 とい う トル ス トイ の 芸術論の核心を述べ た くだ りで あ

る 。
ロ ム

ー
ノ ブ は ， こ の 感染力 とい う芸術 の特性に着 目した の は トル ス トイが

は じめ て で もな ければ，た だ一人で もな い とす る ミ ハ イ U フ ス キ イ ，
エ ヴ ラ

ー
ホ

フ に 反論 して ，「しか し トル ス トイ の み が，こ の観念に ，主要な （とぎに は唯一

の と彼は い っ て い る）芸術本性 の 特殊性 を あらわす徴裘 の 意義をあた え tc〔i5）1

とい っ て い る 。 興味ふ か い の は ロ ム ーノ フ が同 じ個所 で ス タ ニ ス ラ フ ス キ イ に

言及 し ， 彼 の 著作集第六巻か ら引用 し なが ら ， 「芸術 の 感染力，催眠力 に つ い

て は ，ス タ ニ ス ラ フ ス キ イ が一度ならず書 き， 語 っ て い る 。 劇場芸術 で は こ の

力は こ と に 大 きい 。 《芝居 の 飽和 し た 雰囲気は ，伝染的集団感情を増大 させ る。
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観衆は 相互 に 催眠作用 を及ぼ し合 い ，そ の こ と で一層強烈に 舞台 の 作用 力を 増

大 さ せ る》」  と書 い て い る こ とだ 。 もち ろ ん ， 卩 ム ーノ ブ に は ス タ ニ ス ラ フ ス

キイ へ の トル ス トイ の 影響 とい う視点は な い
。

　とこ ろ で ，
ス タ ニ ス ラ フ ス キ イ が， トル ス トイ の 「感染」 理論に 接 した とぎ，

『ス チ ェ
パ ン チ コ ヴ ォ 村』上 演で 自分が経験 した俳優に と っ て の 天 国を想 起 し

なか っ た筈 は な い 。 戯曲の 受容老 と して の 俳優が，作中の 人物 と ， それを 通 し

て 作者 と一体化する こ と こ そ，『体験の 芸術』 の 真骨頂 で は な い か 。 ス タ ニ ス ラ

フ ス キ イ は トル ス トイ の 芸術論に ，みずか らの 芸術上 の 理想に た い する強力な

援軍 ， た の も しい 支柱を見 出し た で あろ うこ と は想像 に か た くな い 。 だ か ら こ

そ ，1926年に 卩 シ ヤ 語で 出版された rわが 生涯』で は ，役 との 融 合 （c・IPI∬HMe ）

を ，文字通 り トル ス トイ 的文脈で 語 っ て い る の だ 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2

　r芸術 とは 何か 』 か ら先 に 引用 し た 部分 の す ぐ後で ， トル ス トイ は 次の よ う

に 諸 る 。

　「感染が 強ければ強 い ほ ど，そ の 内容 の 如何を問わず，とい うこ と は 芸術が伝

える感情の 価値に 関係な く，芸術 とし て ，それは よ りよい 芸術な の であ る 。

　芸術 とい うもの は ，次の 三 つ の条件 の 結果 ， 多かれ少なか れ，感染力をもつ
。

（1）伝 え られ る感情 の 独 自性 の 大小に よ っ て ，（2）そ の 感情 の 伝達 の わ か りよ さ の

大小に よ っ て ， （3＞芸術家 の 真剣さ （HCKPeHHOCTb ）， すなわ ち芸術家自，身が，伝

え る感儕を経験す る力の 大小に よ っ て ，
で ある吻 。

　同巧 意曲の 表現 は，1889年に か かれた r芸術に つ い て 』 の なか に も認め られ

る 。 そ こ で は

　「……どの 芸術作品に も三 つ の 特質が必 要で ある 。 完全な芸術作品 とは
， そ の

な か で 三 つ の特質 のす べ て が最高の 完成度に た か め られ た もの の こ とで ある 。

芸術作品に お ける ， これ らの 異なる特質 の 無限に 多様な 完成度か ら ， 芸術 の 価

値 の 数か ぎ りない 段階が 生 じる吻 と し て ，   内容 ，   技倆 （技術，形 式） と，

  「芸術家が伝 え よ うと思 っ て い る こ とへ の愛」 をあげて い る 。 と くに こ の 第

三 の 特質に つ い て は ， 「彼が語る こ とを心底か ら語 る に は ， 芸術家は 自分 の 対

象を愛さな ければな らな い 駒 と説明 し ， 三 つ の 特質中 ，
こ れが主要なもの だ と

して ， 「こ れ な しに
， 対象に対す る愛 なし に ， 少な くとも対象にた い す る真剣な

（UCKpeHHHti ）関係 ， 真実な しに t 芸術作品は 存在 しな い t「g）
」 とい っ て い る 。

”n60Bb は ，別の 個所で は 3anyllleBHOCTb ともい われ，これ が 『芸術 とは何
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か 』 の なか で は HCKpeHHOCTb に い い か え られ て い る こ とは 明らか だ 。 こ の 第

三 の 条件を トル ス トイ が い か に 重視 した か は ， シ ェ
ー

ク ス ピ ア の 作品 の 価値 の

否定で 名高い 『シ ェ 　一一ク ス ピ ア に つ い て ， また は ド ラ マ に つ い て』（1903−1904）

で も， 芸衛作品 の 価恒を決定す る もの と し て ，   内容 ，   外面的美 ，   真剣 さ ，

すなわ ち 「作者 自身が，彼に よ っ て描か れ る もの を生 々 と感 じて い る こ と「m
」を

あげ ， 「まさ に こ の 第三 の
， そ して主要な条件

一
真剣 さ

一
が ，

シ ェ
ーク ス ピ

ア の 全作品 に は ま っ た く欠 け て い る。それ ら の な か で は ， わ ざと ら しい 人工 性

が 明白 で あ り，彼が in　 earnest （本気）で ない こ と， こ とばを もて あそ んで

い る こ とが 明らか で ある  
」と， シ ＝

一ク ス ピ ア 否定の 有力な論拠に して い る

こ と か ら も，　うか が え よ う。

　 こ の 「真剣 さ」 と い う ク ラ イ テ リオ ン もまた，ス タ ニ ス ラ フ ス キ イ の 芸術的

理 想を支える もの で あ っ た と筆者は 見 る 。

　 ス タ ニ ス ラ フ ス キ イ が 『ス チ ェ
パ ン チ コ ヴ ォ 村』 の ロ ス タ ーネ フ の 役 で 俳優

に とっ て の 天国を経験 した こ とは 前述 の とお りだ が ， も う
一

度 ， 彼は 同様 の絶

頂 を きわ め る 。 それ は 1900−1601年 の シ
ーズ ン に モ ス ク ワ 芸術座が上 演 した イ

プ セ ソ の 『民衆 の敵』 の ス ト ッ ク マ ン 博士 の 役で ある 。

　 「私 の レ パ ー ト リ ーの な か で ス ト ッ ク マ ン 博士 は
， そ の 内面 の 力 と魅力 で 人を

ひ きつ け る数少な い 幸せ な役 の
一

つ で あ る……
。

　戯曲 と役 の な か で私 を ひ きつ けた の は ，
ス ト ッ ク V ン の愛 と ， 真実に た い す

る何 も の に もさま た げ られぬ 志向で あ っ た 。 こ の役に お い て ，私は やすやす と，

人び とへ の 素朴な信頼 の 楽天的な メ ガ ネを かけ ， まわ りの すべ て の 人び とを無

邪気に 見，彼らを信用 し，本気で愛す る こ とが で きた 。 ス ト ッ ク V ン を と りま

い て い る ニ セ の 友人 た ち の 魂の 腐敗が だ ん だ ん とあばかれ て い っ た とき，私は

容易に 描か れ る人物 の い ぶ か りの念を感 じは じめ る こ とが で きた 。 疑惑が最高

頂 に 達 した とぎ，私は 自分の た め と もな く，ス ト ッ ク マ ン の た め と もな く，お

そろ し くな っ た 。こ の とき私 と役 との 融合 （c ・IHfiHHe ）が生 じた の で あ る軌 。

　「役 の 形 象 と情熱は有機的に 私 自，身の もの に な っ た 。 ある い は よ り正確 に は ，

逆に 私 の個有の 感情が ス ト ッ ク マ ン の もの に転化 した 。
こ の とき私は俳優に と

っ て の 最高の よ ろ こ び を体験した が ， それ は 舞台 の 上 で 自分に 個有 の もの と し

て ， 他人の 考えを述べ
， 他人の 擣熱に 身を まか せ ， 他人の 行為を行な うこ との

な か に あ るas」。

　 これ は ， あきらか に 作中人物の 精神状態に 完全に 「感染」 した状況を あ らわ

して い る 。 とこ ろ で ， 『民衆の 敵』 の ペ テ ル ブ ル グ客演は ス タ ニ ス ラ フ ス キ イ
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に もう
一

つ の 親しい 体験を もた らした 。 第
一

次革命 まえ の 不穏な時代で ， 抗議

の気分が社会に み なぎ っ て い ，は け 口 を求め て い た 。 何もの を もお それず ， 真

実を語 る英雄が待ち の ぞ まれ て い た。 こ うした社会情勢が ス ト ヅ ク マ ン 博士 を

英雄に した て て い っ た 。
ペ テ ル ブル グ客演は，カ ザ ン 広場で民衆と軍隊が衝突

した 日の こ とだ っ た 。 ひ る 間の 流血事件 の 興奮が，夜 の 観客席を も麦配 して，

思 い が けな い 個所 で 傾向的な拍手が爆発 した 。 最終幕で ，穴 の あ い た 燕尾服 を

見 て，ス ト ッ ク マ ン が 「自由と真実 の た め に 闘い に で か け るとき
「
は ， 新 し い 服

をきて は な らん な」と妻 に 語る。観衆は こ の こ とばを カ ザ ン 広 場 の 乱闘に むす

びつ けた。け たた ま しい 拍手が まきお こ り， 演技が中断 した 。
ス タ ニ ス ラ フ ス

キ イ は 自分の体験で 「真 の 演劇が群衆に た い して もち うる影響力」を認識 した

の で ある が ，こ の ケ
ース に つ い て 語る 『わ が生涯』 の 章は ，次 の よ うな含み の

多い こ とばで結ばれて い る 。

　 「社会的 ・政治的戯曲の 作用の秘密は ， その 具象化に さ い して 俳優は社会的・

政治的課題に つ い て考 え る こ と は 最小限 に とどめ ， それ らの 戯曲の 中で は ，た
　 　 　 　 　 ロ　　　■　　　ロ
だ ひ たす ら真剣 に ，誠実に なる 必 要があ る とい うこ とで は な い だ ろ うか駒 （傍

点
・
筆者）

　『わ が生涯』を H 本語に 訳された蔵原惟人氏は ，訳書 の 解説で ，ス タ ニ ス ラ フ

ス キ イ が革命直後の ソ ヴ ェ
ー トで ブ ル ジ ョ ア 演劇 の 代表者 と非難 された こ と ，

そ の 後，逆に 彼 こ そ社会主義 リ ア リズ ム 演劇論 の 創始者 とされ る に い た っ た こ

とに ふ れ ，「こ れ は ソ ヴ ェ ト の 芸術観がお となに な っ て きた こ とを示す徴候 とし

て よ ろ こ ば しい こ とだが ， しか しス タ ニ ス ラ フ ス キ イ を ソ ヴ ェト流に 《理想化》

し よ うとするあ ま り ， 演劇 に おけ る政 治性，思想性 な どの 問題 で は ，い くぶ く

無理 な理 論づけ の お こ なわれて い るふ しがない とは い えない
。

ス タ ニ ス ラ フ ス

キ イ 自身が 「革命芸術論」を ま とめ あげて い れば ，
い くらか ち が っ た 風に な っ

て い たろ うと思わ れ る ときもある 。 こ うい う意味で ，こ の 書の 「ドク トル ・ス

ト ッ ク マ ン 」， 厂小市民」 に つ い て の 指摘，また 1917年の 革命後 の 新 しい 観客と

の関係に つ い て の 考察な どは ，そ の ままに は受けとれな い と し て も，味わ うべ

き多 くの もの を もっ て い る とい え よ うOS
」 と述べ て お られ る が，先 に 引用 した

ス タ ニ ス ラ 7 ス キ イ の含み の 多 い 発言 も当然念頭 に お か れ た上 で の
， 問題 の 指

摘で あろ う。『わが生涯』 の ロ シ ヤ語版 は 1926年に で て い る が，これの執筆 の

時期は ，
ス タ ＝ ス ラ フ ス キ イが新 しい 芸術 を標榜す る急進的な演劇人や批評家

か ら非難され て い た 時期で あ る 。 『わが生涯』 の 英語版を準備 し て い た 1924年

の ア メ リカ巡演中に ，
ス タ ＝ ス ラ フ ス キイ は ネ ミ ロ ヴ ィ チ ・ダ ン チ ェン コ 宛に ，
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次 の よ うな こ とを書 きお くっ て い る。

　「……
メ ィ エ ル ホ リ ド， タ イ ー P フ

， そ の 他の達成は す べ て ， ま っ た く ドイ

ツ か らの 借 り物だ 。
ドイ ツ で は それ ら はすで に ま っ た く倦 きられ て しま っ て い

る 。

……見世物的な，現代的性 格 の 演 し物 に興味を もと うと こ こ ろみ て い る し，

メ イ エ ル ホ リ ドな ら，そ こ か ら何か 新芸術 の た め の 原理 を つ くりだす こ とが で

きる だ ろ う， 多 くの お もし ろ い プ ラ ン や ト リ ッ ク もある。しか し こ うした 手品

の すべ て は ，数時間以上 ，私 の 心 を さ わ が せ た こ とがな い 。 そ の 後で は うん ざ

りして ， 興 ざめ して し ま う圃
」。

　 ス タ ニ ス ラ フ ス キ イ は ，か まびす い 政治的演劇論の なか で 『わが生涯』を 執

筆して い る 。 し た が っ て 先に 引用 した含み 多い 発言は ， あきらか に論争的 ニ ュ

ア ソ ス を も っ て い るan
。 そ の 論争的発言 の な か に KCKpeHH 雌 とい うこ とばが

使われて い る こ とは興味ふ か い 。 『芸術 とは 何か』 の なか の 次 の トル ス トイ の

こ とばを援用すれば ， ス タ ニ ス ラ フ ス キ イの 真意が 明瞭に なる 。

　「芸術 の 感染性 の 段階は ，な に よ りも芸術家 の 真剣さ の 度合に よ ？ て 増 大 す

る。観客な り聴衆な り読者な りが ，芸術家自身が 自分 の作品に感染されて い て ，

自分の た め に 書き， うた い
， 演奏 し て い て ， 他 人に 働ぎか け よ うと して い るだ

け で は な い の だ と感 じる な ら， こ の よ うな芸術家 の 精神状況 は受け手に 感染 し ，

逆 に観客 聴衆 ， 読者が，作者は 自分の 満足 の た め で はな く，受け手の た め に

書き，うた い ， 演奏 し て い て ， 自分は表現し よ うと思 っ て い る こ とを感 じ て い

な い とさ とる と，抵抗が あら わ れ ， ど ん な特別な，新 し い 感
．
［青も，どん なに た

くみな技術 も， 何 の 印象もあた えぬ ば か りか ， 嫌われ て しま う胸 。

　 ス タ ニ ス ラ フ ス キ イ の 芸術的理 想の 『体験 の 芸術』 とい う主張は ，
こ の よ も

に 晩年の ト ル ス トイ の 芸術観 に おお き く依存 し て い る とい うの が小稿 の 結論で

あ る 。

注（1） 下 村 正 夫 演 劇 論 集 『転形 期の ド ラ マ ト ウ ル ギ ー』，未 来社 。 p．121．

　（2）　同 書。p．123．

　（3） 『挑 発 と し て の 文 学 史 』 H ・R ・ヤ ウ ス 著，轡 田 収 訳。岩 波 書 店。p．46．

　（4）　1（）．C．　Ka∬aHIHHKoB ，《∂cTeTHqecKH 前 HAea π K・C・CTaHHcnaBcKoro》・M ． 1965・

　（5）　TaM 冫Ke ，　CTP ．65・

　  　姻 eB　ToπcTo 益 06 　 McKyccTBe 　g　nHTepaType ＞＞，　M ．
，
1958．　T．1．　CTp．124．

　（7）　1（）．C．　Ka ” aulHHKoB ，　cTp ・65・

（8） K．・C．　CTaHHcπaBcKHVa ，　C ・6P・c。q・B8 −MH 　T ・ Max ・T・　2・　cTp ・6・

　（9）　TaM ）Ke，　CTP ，25・

  K．CCTaHHc ・laBcKldi
，

《MoA ＞KH3Hb 　B　HcKyccTBe 》
・ M ・・1962・cTp ・181・
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CiD　レ｛・BxHorpaAcKaH，（（M〈li3Hb 　H 　TBQpqecTBo 　K ．　C ．　CTaHHcπ aBcKoro 》 T．　L　M り
　 1971．

a⇒　K・C．《Mo 匠 ｝KH3Hb 　B　HcKccTBe ）〉，　cTp ．183．

（13　K・C，Co6P．　coy ．，　T．2，　cTp ．　XV ・

（1di　JleB　To ハ cTo 臼　06 　HcKyccTBe 　M　nHTepaType ＞＞，　 T・1，　 cTp ・129・

a＄　K・JloMyHoB・＜＜∂cTeTHKa 　JlbBa　ToncToro》，赫・，工972・CTp・55・

  　　＜＜JleB　 To八cTo 鼓 Q6 　 HcKyccTBe 　 n 　 nHTepaType ＞＞，　 T，1，　cTp ．129’

  　　TaM ｝Ke ，　 CTP ．272．

  TaM ）Ke ，　 CTP ・273・

（1Si　TaM 冫Ke ，　CTP ．274．

  　　TaM　x（e，　T ．2，　cTp ．277・

  　TaM ｝fce ，
　T ．2，

　 cTp ．278．

  　　K・C．， 〈（MoH 　）KH3Hb 　B　HcKyccTBe 》，　cTp ．303〜304．

  　TaM ｝Ke ，　CTP ，305．

 9　TaM ＞Ke ，
　CTP ．307．

  　『芸 術 に お け る わ が 生 涯 』 下，岩 波文 庫，昭 和 31年，p．317．

  　《冫KH3Hb　H 　TBopqecTBo 　K．　CJ）＞　T ・3，　 cTp ．414．

鋤　プ ロ コ
ー

フ ィ
エ フ は 『ス タ ニ ス ラ フ ス キ イ を め 〈

“
る 諸 論 争 』 の な か で，初 期 ブ レ

　 ヒ トの 「ス タ ニ ス ラ フ ス キ ー・シ ス テ ム の 術 語を 冷静 に 観 察 す る こ と は ，そ の 神 秘

　 的，祭 祀 的 な 性 格を 曝露 す る の に 役 立 つ だ ろ う 。
こ こ で は 人 間 の 精 神 は ，な ん ら か

　 の 宗 教 的 シ ス テ ム の 場合 と た い し て ち が わ な い よ うに 見え る
……。そ こ で は 観 客 は

　《魔 術 に か け られ る 》。《言 葉》は 元 来 な に か 神 秘 的 な，絶 対 的 な も の を も っ て い た 。

　俳 優 は 《芸 術 の し もべ 》で あ っ た 。真 実 とい うも の は 況物 で ・・…・
」（こ れ は 千 田 是

　 也 氏 の 訳 に よ る） 云 々 の こ と ぽ を ひ き，「彼 に あ っ て は， ど こ か ら ス タ ＝ス ラ t ス

　 キ イ
・

シ ス テ ム に つ い て の こ れ らの 典 型 的 に 極 左的 な 1 あ き らか に 傾 向 的 な見 方 が

　 と られ た の か 。 そ の 源 泉 を あ ぎ ら か に す る こ と は，さ し て 困 難 で は な い
。 わ が 国 で

　20−30年 代 に 《新 し い プ ロ レ タ リア 文 化》の イ デ オ rr 一グ が，ブ レ ヒ ト と ほ とん ど同．

　 じ 非 難 を ス タ ニ ス ラ フ ス キ イ に む け，彼 の シ ス テ ム を 観 念 論 的 と い っ た 。ま た そ れ

　 を 基 礎 に つ くられ る 芸 術 を ブ ル ジ ョ ア 的，反 動 的 とい っ た 。ス タ ニ ス ラ フ ス キ イ の ，

　 ほ と ん ど ど の 演 出 も，彼 らに よ っ て，プ ロ レ タ リ ア ・イ デ オ ロ ギ ーと は 無 縁 で ，彼

　 らの 新 し い 革命 芸 術 の 理 解 と は 両 立 し な い 代 物 だ と し て 槍玉
’
tt あ げ られ た 。

ブ レ ヒ

　 トの 用 語 が ほ と ん ど
一字一

句 に い た る ま で，ス タ ニス ラ フ ス キ イ と芸 術 座 に つ い て

　批 評 家 た ち が か い た も の と 符 合 す る の も偶 然 で は な い 」 と い っ て い る。ブ レ ヒ ト と

　 ス タ ニ ス ラ フ ス キ イ を 対 照 す る 上 で も，こ こ は 重要 な問題 を は らん で い る 個 所 と い

　 え る だ ろ う。

　　CM・Bn・「lpoKo ΦbeB 《B　crlopax 　o　CTaHvEc．vaBcKoM ＞＞，　M ．
，
1976，　cTp ．265．

  　《JleB　To訌 cTo 曲 06　 vacKyccTBe 　 w　 nmepaType ）＞ T．1，　cTp ，129 −130．
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ToatcTofi H CTaHHcnaBcKHva

06  Hx  B3rJAnax  Ha  cyruHocTu  McKyccTBa

Kallyn3o OKYMYPA

  9Ta cTaTbfi  He  llpeTeHayeT  Ha  BcecTopoHHee  paccMoTpeHMe B3auMooTHoLlleHlifi

Me>Kny  JI.H. ToncTbiM H  K. C. CTa}mcnaBcKHM. OHa  ilpocTo  3aTparHBaeT  6aH3ocTb

B3'rnfinOB  Ha  CYIIIHOeTb  HCKYCCTBa  Me)KnY  HHMH.

  nO  MHeHHK)  aBTOPa  CTaTbH,  CaMblM  rnaBHblM  DCTeTHgeCKOta  HneM  CTaHHCnaBCKOrO

flB"fieTcfi ero  HacTotagHBoe  yTBepmneH?Ie TaK  Ha3blBaeMoro  
"vacKyccTBa

 nepe-

)KMBaHvrfi".  Onxpaficb Ha  gToT  "p"HuH",  oH  He  pa3 3alllHulaJ  cBoe  peaaHcT"yecKoe
cgeHH"ecKoe  HcKyccTBo  B  Te  ronhl  cBoeth  TBopnecKova  >KH3HM,  Korna  ero  TBpgecTBo

H  ero  TeaTp  ynpeKaJli HJH' AeKaAeHTbl  HaE  aeBauKue  KpMTHKH,  KaK  ycTapenble,
aHmeHHble  aKTyanbHocTH  HxH  nAea"ncTngecKHe,  6yp>fcya3Hble.

  ABTop  cTaTbli  o6Hapy>KHn  B  sTOM  r"aBHOM  yTBep)KneHMM CTaHHenaBcKoro

nogTM  To･)Ke  caMoe.  gT6  yTBep)icAaeT JI.H. ToncTota B  cBoeM  TpaKTaTe  o6  picKyc-

CTBe.  6nH30CTb Me}KnY  06eUMn  Be"HKaHaMH  B  llOHHMaHHH  CYllIHOCTva  HCI<YCCTBa

BnePBliIe  3aMeTHn  He  aBTOP  CTaTbH,  a COBeTCKHth  HCC"eAOBaTenb  H).C KanaLIIHnKOR.

OH  uurHpyer  3HaMeHHTOe  onpeneneHue  HcKyccTBa  JI. ToncTblM  "  HaxoanT  B Hetvt

cnoBo  
"nepe}KvaBaTb".

 npHToM  oH  HaMeKaeT,  uTo  reHe3licoM  c"oBa  
"nepe}KMBaHple"

CTaHHcnaBcr<oro Mo)KHo  cgliTaTb  gToT  rnaro"  B TpaKTaTe  JI. ToncToro.  Ho  Ka-

"au!HzKoB  naxbLlle He  pa3BHBaeT cBoero  paccMoTpeHHA  rro  gToti  TeMe.  nQ-gToMy

aBTop  cTaTbH  noApo6Ho  paccMaTpHBaeT gTy  TeMy,  conocTaBa"fi  H3no)IceHHfl  CTa-

HlicnacKoro  c BblcKa3biBaH""Mli  JI. ToncToro o6  HcKyccTBe.  "pM  sToM  aBTop

cTaTbM  nonllepKHBaeT  To  o6cToffTeAhcTBo,  "To  li ToncTova " CTaHnc"aBcKHn

CrrHTaK)T  
"HCKPeHHOCTb

 XYnO>KHHKa"  CaMblM  HY)KHNM  YCnOBHeM "OAnHHHOrO

HcKyccBa.
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