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チ ェ
ー ホ フ と ヴ オ ー

ドヴ ィ ル の 世界

甫 雅 春

　　 1　 は　 じ　 め　に

　ご存知の よ うに
， 小説家 と して の チ ェ

ー
ホ フ は 所 調二 流の ジ ャ ン ル で ある ユ

ー モ ア 雑誌 の 世界か ら誕生 した 。 彼の 出現は ，

エ イ ヘ ン バ ウ ム に い わ せ れ ばω
，

ドス トエ フ ス キ ー
や ツ ル ゲ ー

ネ フ な きあ と新人 作家 の 出現を待望 して い た眼 に

は
， とん で もな く場 違 い の 所か らの デ ビ ュ

ー
と映 っ た よ うだ 。 19世紀 ロ シ ア 文

学の 黄金時代 を築い た 作家が 次 々 と こ の 世 を去 り， あ る い は トル ス トイが丈学
を棄 て る とい っ た 文学界 の 空白期に あ っ て

， 当時の 人 々 は彼 らの 後継者た る新
人作家の 出現を依然 と して イ ン テ リゲ ン ツ ィ ア の 中に 求め て い た の で あるが

，

チ ェ
　一一ホ フ は そ ん な期待を 裏切 るか の よ うに

， 夊学 の 正統か ら見れ ば い わ ば 脇
道か らひ ょ っ くり顔 を現 したわ けで あ る 。

　とこ ろ で
， 劇作家 と して の チ ェ

ー
ホ フ の デ ビ ュ

ー
に つ い て も，

こ れ と同 じこ

とが 言 え は しま い か
。 劇作 の 分野に お い て も彼 は 所謂本格的な ドラ マ をひ っ さ

げて 登場 した わ け で は な く， 当時す で に 廃れ つ つ あ っ た周辺 的な ジ ャ ン ル で あ

る ヴ ォ
ー ドヴ ィ ル か ら出発 した の で あ っ た 。 もち ろ ん 1887年に は 『イ ワ ー

ノ ブ 』

とい う本格的な 四幕物戯曲を 書上 げ，
コ ル シ 座 で 上 演 し て は い るが ，

こ れ は チ

ェ
ーホ フ の 側か ら言 えば一 種 の 失敗で あ っ た

。

一
方同 じ時期に 生み 出された 数

々 の ヴ ォ
ー ドヴ ィ ル が大 評判を と り各地 で上 演 され て い た こ とを考 えれば

， 演

劇 の 分野で の チ ェ
ーホ フ の 出発点 は ヴ ォ

ー ドヴ ィ ル に あ っ た とみ て さ しつ か え

あ る まい
。 先の エ イ ヘ ン バ ウ ム に 倣 っ て 言 うな ら，

チ ェ
ー

ホ フ は 芝居 の 世界に

も脇道か ら登場 した わ けで あ る 。

　さて 小説家 と して の チ ェ
ー

ホ フ は ユ ー
モ ア 小説 とい う周辺 的 ジ ャ ン ル か ら出

発 し，
つ い に は ドス トエ フ ス キ ー

， トル ス トイ の 文学 とは 対極 に 位置す る地平

に 自己 の 文学を構築 した が，劇 作の 世界に お い て も彼は 二 流の ジ ャ ン ル で あ る

ヴ ォ
ー ドヴ ィ ル か ら出発 し

， そ こ か ら現代演劇 に つ なが る方法 を獲得 した と言

え る 。 幾度 も改稿を 重ねた すえ つ い に 主 人公 中心 の 演劇観か らぬ けだ せ な か っ
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た 『イ ワ
ー ノ ブ 』か ら後年の 『か もめ 』， 『ワ ー ニ

ャ 伯父 さん 』，
『三 人 姉 妹』，

『桜 の 園』 に 至 る彼の ドラ マ ト ゥ ル ギ
ー

の 変化 に は ， ど うや らそ の 間に 集巾 し

て 生 産 され た ヴ ォ
ー ドヴ ィ ル で の 発見 と認識の 深 ま りが 作用 して い る よ うだ 。

な る ほ ど 『か もめ 』 に 始 まる彼 の 代表的戯曲は と きに 自然主 義的 ， ときに リア

リズ ム の 装 い を纒 っ て い る とは い え ， ヴ ォ
ー ドヴ ィ ル の 世界を通 して 今一 度 こ

れ をふ り返 っ て みれ ば ，
チ ェ

ー
ホ フ が これ らの 戯 曲の 中で 行 っ た の は 従来の 伝

　 　 　 　 　 　 　　　り　 　　の　 　　’　　　り 　　　　　　 　e　　　り

統 的演劇の ヴ A・　一 ドヴ ィ ル 化 で あ っ た 。

一 般 に は ， チ ェ
ーホ フ は ヴ ォ

ー ドヴ ィ

ル か ら大 きな戯曲へ 上 昇 して い っ た よ うに 見 られ が ちだ が
， 実は は な し は逆で

，

『イ ワ
ー

ノ ブ 』 か ら 『か もめ 』 に 至 る道程は い わ ばチ ェ
ーホ フ の ヴ ォ

ー ドヴ ィ

ル 的人間観
一 ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 喪 っ た 人間 と 日常の 桎梏の か らみ 合 い

の 深化 の 過程 つ ま りヴ ォ
ー ドヴ ィ ル 化 の 過程 で あ っ た の で ある 。

　チ ェ
ー

ホ フ とほ ぼ同時代 とい っ て い い イ プセ ン は ， 悲劇 の 成 立 しが た くな っ

た 現代に お い て か ろ う じて 象徴 とい う作用に よ っ て 悲劇の 根拠ある い は 意昧の

中心 を つ くりあげ よ うと したが 〔2｝
，

チ ＝
一ホ フ は 日常をひ きず り意味 の 中心 を

失 っ た人 間を そ の ま ま提示 し ， それ に よ っ て20世紀 の 現代演劇 と りわ け不条理

演劇 theatre　of 　the　absUrd へ の 端緒を ひ らきえた とい え よ う〔3〕
。

　 と こ ろで ， チ ＝
一

ホ フ の 多幕物戯曲に つ い て は 数 多 くの 評論や 研究が あるが ，

こ と ヴ ォ
ー ドヴ ィ ル に 関 して 論究 した もの は 意 外 に 少 な い

。 や は り r三 人姉

妹』や 『桜の 園 』 とい っ た 本格的な戯曲 と比較 した揚合 ，
ヴ ォ

ー ドヴ ィ ル が取

るに 足 りぬ 小 品 ， 気晴 し的 娯楽 作品 の 印象が免れ な い こ と， また それ らが 後年

の 名作に 至 る単 なる前史 とし て しか 注 日され て い な い こ とに そ の 原因が ある の

か も しれ ない 。 チ ェ
ーホ フ 研究者 の ひ と リベ ー一ル ドニ コ フ の 『劇作家チ ェ

ー
ホ

フ 』 は ヴ ォ
ー ドヴ ィ ル に 比較的多くの ス ペ ース を割い て い る本 だ が ， そ の 中で

ベ ール ドニ コ フ もチ ェ
ーホ フ の ヴ ォ

ー ドヴ ィ ル 研究 へ の 取組み が 足 りない こ と

を 嘆い て い る｛4｝
。 彼が そ の 研究不 足 を 指摘 した の は 50年代 の こ とで あ っ た が ，

そ の 後 こ の 分野で の め ぼ しい 成果 として は ジ ン ゲ ル マ ン の 『A ．1
’
1．チ ェ

ーホ フ

の ヴ ォ
ー ドヴ ィ ル 〔5）』 を あげ うるの み だ 。

これ は 非常に 目配 りの い き届い た 評

論 で ， 現代的な視点か らチ ェ
ー ホ フ 劇を把 え直 した もの と して は ソ ビ エ トの 中

で は 出 色 で あ り ， 筆者 自身 こ の 評論 か ら大 きな示 唆を与え られ た 。 しか しそれ

を除け ば ，
チ ェ

ー ホ フ の 芝居が 再び注 目を浴 び つ つ あ る今 目に お い て も， そ の

ヴ ォ
ー ドヴ ィ ル 研究は 依 然低 迷 を 続けて い る と言 っ て よ く， その 意味で 本稿は

こ の 欠落部を多少な り と も補お うとす る もの で あ る 。
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　　H　儀式の 世界 と 日常性

　チ ェ
ー ホ フ の 芝居は 到着で 始 ま り出発で 終 る一 こ の チ ェ

ー ホ フ 劇の 到着 ・

出発 とい うモ メ ン トを最初 に 指摘 した の は フ ラ ン シ ス ・ フ ァ
ー ガ ソ ン で あ っ た

（6）
。

チ ェ
ーホ フ の 戯曲の 世界は ， よ く言われ る よ うに ， 事 件 とい う契機を欠き，

また従来の プ ロ タ ゴ ニ ス ト対 ア ン タ ゴ ニ ス トとい う対立 図式を捨象 した 上に 成

り上 っ て い る 世界で あ っ で 71， そ の 意味で は 日常 の 生 活の 流れ を その ま ま再現

した ア モ ル フ な世 界で ある 。
こ の ア モ ル フ な劇的空間に か ろ うじて その 発端と

結末 とい う枠組を与え て い るの が ， 到着 と出発 とい うモ メ ン トで ある 。
こ の 永

遠に 繰返され る到着と 出発の 循環に は どこ か 古代の 祭式 rite を 思わ せ る とこ

ろが ある 。
フ ァ

ー ガ ソ ン が こ れ を社会的儀式と呼ん で い る の もその ため だ ろ う。

　社会的儀式 とい えば ， それが 作品の 重要な 舞台とな っ て い るの は ， む しろ ヴ

ォ
ー ドヴ ィ ル の 世 界で は あ るまい か 。 試み に どん な社会的儀式が素材と して 作

品 の 中に 取入れ られ て い るか ， 作品ご とに 掲げて み る と次の よ うに な る 。

　 『熊』一 一主人公の 1人は 夫を 7 ヵ 月前に 亡 くした ばか りの 未亡 人ポ ポ ー ワ
。

　 目下喪に 服 して い る 最中。

　 『プ ロ ポ ーズ 』
− 35歳 に な る地主 の ロ ーモ フ が隣の 地主 の 娘ナ タ

ー
リヤ に

　文字 どお り結婚を 申し込 み に 行 くは なし 。

　 『披露宴』
一

ア ブ pa− O ／ ボ ブ と S
“
　一シ ェ

ニ カ の 結婚の お披露 目の 席 。

　 『創立記念祭』− N 相 互信 用銀行 創立 15周 年の 記念 日 。

　 モ ノ ロ ー グ形式の ヴ ォ
ー ドヴ ィ ル 『煙草の 害に つ い て』 は講演会が舞台 とな

っ て い るが
， 主人公 ニ ュ

ー ヒ ン に と っ て はや は り
一

種 の ハ レ の 舞台で あるか ら ，

こ れ も儀式の ひ とつ と考 えて よい か もしれ ない 。 さ らに つ け加 えれ ば ， チ ェ
ー

ホ フ が ス ヴ ォ
ー

リ ン 作へ の 後 日談 と して 創作 した とい わ れ る一 幕物戯 曲 『タ チ

ヤ ーナ ・ レ ー ピ ナ 』 もや は り婚礼 とい う儀式を舞台に して 展開され る 。

　 こ の よ うに チ ェ
ー

ホ フ の ヴ ォ
ー ドヴ ィ ル の ほ とん どは

，
ハ レ と ケ とい うこ と

で 言 えば ，

一一種の ハ レ を舞台に して い る
。

しか し こ の ハ レ の 舞台は 絶えず ケ に

よ っ て 侵蝕 され ， そ の た め 社会的儀式が 最後まで 満足に 遂行 され る とい うこ と

は まずあ りえない
。

　 た とえば 『熊』で は 未亡 人 ポ ポ ー ワ は 夫の 遺影 の 前で 「お 墓に 入 る まで 操を

立 て とお し， わ た しが ち ゃ ん と愛の まこ とを心 得えて い る 女だ とい う証拠 を ，

あの 人に 見せ て や る」 （XL 　296） と誓い を たて て み せ るの だが ， 夫の 借金を取
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　 e 　　 　り　 　 り

りた て に や っ て きた 自称 女ぎらい の ス ミ ル ノ ー フ と金の 支払い を め ぐっ て 口 汚

く非難 の 応酬を繰 り返 し， 決闘さわ ぎに まで 発展する 。 しか し結局事態は二 人
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の 接吻 で 終 る とい う思 わ ぬ結末を 迎 え る 。

　また 『プ ロ ポ ーズ 』 の 二 人は
， 結婚すれば い ずれ は 二 人 の 共有財産 とな る は

ず の 領地 の 所有権や 猟犬の 良 し悪 しをめ ぐっ て ど うで もい い よ うな い さか い を

起 し
， 肝心 の プ ロ ポ ーズ を切 りだす こ とが で き な い 。 『記念祭』 で は

， 表彰さ

れ る当の ご本人 の 銀行理事長 自ら祝詞を 書 き， 自分に 贈 られ る記念品 を 自分で

用意 して い る とい う有様で
， さ らに 記念行事は 無縁 な メ ル チ ュ

ー トキ ナ とい う

女性の 侵入 や埋 事長 夫人の 下 らな い お 喋 りで 混乱に 陥れ られ ， 銀行 の 代表団が

祝詞を の べ に や っ て きた と きに は ， 主人公た ち は 阿鼻叫喚の 中で 気絶 して い る

とい う体た ら くで ある 。

　 『披露宴』 で は 儀式は ア ブサ
ー ドの 極限に まで 推 し進め られ て い る 。 花婿 は

口 を開けば持参金が約束 と違 うと義理 の 母親に 難 くせ を つ け ， 義理 の 父親 も所

か まわず 日頃 口癖 の ペ テ ン と い う言葉を連発す る 。 挨拶 1こ立 っ た 招待客の ヤ
ー

チ が 場違 い に も電気の 文明を 滔 々 とま くし立 て れ ば ， ギ リ シ ャ 人 ド ゥ イ ン パ も

ま た あや しげな ロ シ ヤ 語で 意味不 明の 演説をや っ て の け る 。 そ して 最後に は 見

栄の た め に 招か れ た将軍 レ ヴ ー ノ ブ が ，
こ の 騒動を総仕上 げす るか の よ うに ，

他人に 通 じぬ 航海用語を ふ りか ざ し出席者を混乱に 陥れ ，
つ い に は 完全な ス キ

ャ ン ダル を ひ き起す 。

　 ヴ ォ
ー ドヴ ィ ル の 登 場 人物た ち は 厳粛た るべ き儀式の 中で も， 日頃 と変 らぬ

そ の 性質を発揮 し， 無意味な会話に 花を さか せ る 。
こ う して 儀式 は きま っ て 紛

糾 し
，

ドタ バ タ に 終 る 。 記念祭に せ よ披露宴に せ よ 社会的儀式 とい うもの は 約

束 ごと の上 に 成 り立つ 世界 で あ っ て ， そ こ に 参加す る者は 日頃の 生活か ら抜け

で て 儀式の 要 請す る意味 と機能を に な っ て 行動 しな けれ ぽ な らな い の だが
， 彼

らヴ ォ
ー ドヴ ィ ル の 主人公た ち は だ れ ひ と り と して こ の 儀式の 世界 ＝ 非 日常を

支 え きれ ない
。 彼 らは 日常か ら非 日常へ の 移行を果 しえず ， 儀式 とい う非 日常

の 匱界 に 各 々 の 日常を持 ち込 ん で し ま うの で あ る 。 『披露宴』 で 場所が らをわ

きま え ない で 電気の 文 明の 講釈 を 始め る ヤ ーチ を始 め と し ， 彼 らは 日頃身に 染

ま っ た その 卑 俗さ ，
ス ノ ビ ズ ム な どを非 日常の 世 界の 中で 思わず さ らけ 出す 。

つ ね に 日常性 をひ きず り， 決 して その 日常 の 枠か ら抜 け出せ な い 人物た ち の 世

界
一 こ れ が チ ェ

ー ホ フ の ヴォ
ー ドヴ ィ ル の 世界で ある 。 そ して こ の 卑俗 さや

俗物根性に 示 され る 日常性 の 大 きな力は ， 儀式 とい う非 日常を背景に 一 層明瞭

に 表わ され て い るの で ある 。

　 こ うした 口常性へ の 注 日は また チ ェ
ー

ホ フ 夊 学 の 根底を形づ くる もの で あ る

こ とは 言 うまで もない
。 ヴ ォ

ー ドヴ ィ ル と時期を 同 じ くして 書か れ た 『退屈な
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は な し』（89年）が い い 例だ が ， そ こ に 描か れ て い る の は ， 所 謂 「一 般理 念」
　 　 　 e　　 　む
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 e　 　 　e　 　　　　　 　　

とい う思想で は な く， む し ろ主人公の 教授が その 事実に 到達 した 日常生 活そ の

もの な の だ 。
チ ュ ダ コ ー

フ が ， チ ェ
ーホ フ は イ デ エ を 語 っ た の で は な い

， 彼の
　 　 　 　 　 　 e 　　 　ロ　 　　　　 　　e 　　 　　　 　 　e　 　 　e

関心 の 中心 は イ デ エ の 存在論 OllTporHfi 　IlnCl・！に あ る と言 っ た の は そ の こ とを

さ して い る ｛8｝
。

　もっ と もチ ェ
ー

ホ フ に と っ て 日常とは つ ね に 両義的な概念だ っ た 。 人聞の 希

望や そ の ア イ デ ン テ ィ テ ィ さえを も埋 没 させ て し ま う卑俗な もの と し把 え られ

る一 方 で ， H常か ら遊離 した人間の 生活 もまた チ ェ
ー

ホ フ に は まや か し と映 っ

た 。 『無名氏の は な し』 に は ， 日常 の 些事 の 中に 喜び を 見 出 し， 任務を忘れ 目

常生活 に 帰 っ て ゆ くテ P リ ス トの 姿 と ， 台所 ＝ 日常を軽蔑 した オル ロ フ の 寒 々

と した生活が対比的に 描か れて い る 。

　 とこ ろで 彼 の 四 幕物戯曲 と して の デ ビ ュ
ー
作 『イ ワ ー ノ ブ 』 の 主人公 に は こ

の 日常性 の か げ りとい うもの が み られな い
。 確か に 彼の まわ りを俗物が と りま

き ， 彼の 破滅 も こ の 日常に よ っ て もた らさ れた もの で は あるの だ が
， イ ワ ー ノ

ブ 自身 の 内に は 日常性 とい う要素 は み られ な い
。

チ r
一ホ フ の 作品 と し て は 珍

ら し く，
こ の 戯面の 中で 主人公は 超然 と観念的な存在に と どま っ て い る 。 それ

が また こ の 形象を一 面的な もの に して い るゆ えん で もある 。

　後年 の 戯 曲に なる とこ の
一

面性 は な くな り人物は 膨 らみ を 持 っ て くる
。

『三

人姉妹』 の ア ン ド レ イ は イ ワ ー ノ ブ と同 じよ うに 自分の 失なわ れた 遇去を 嘆 く

が ， そ の 実唯 々 諾 々 と乳母車を押 して い る 人物で あ り ， ヴ ェ ル シ ー
ニ ン は 好 ん

で 200年 ，
300年後の 生 活を 夢想す る一 方で ， 服毒 自殺 を は か っ た 妻や幼 ない 子

供をか か え る 日常生活に 足を ひ っ ば られ て い る 。 r桜 の 園』 の ト 卩 フ ィ
ー モ フ

は ア
ー

ニ ャ に 未来へ の 生活を 呼びか けなが ら， また 階段 か らこ ろ げ落ち もす る 。

ロ パ ー ヒ ン は桜 の 園を 手に 入れ る手腕家で あ りなが ら，
ワ

ー
リ ャ に プ ロ ポ ーズ

を ぎ りだす こ とす らで きな い
。

　こ うした人物の 形 象の 発展 の か げに は ， 先の 1ゴ常を ひ きずる人闘 とい うヴ ォ

ー ドヴ ィ ル 的人 間 観が深 くか か わ っ て い る 。

　皿 　身 体 と 意 味

　社 会的 簇式 とい う側面 の 他に チ ．＝ 一ホ フ の ヴ ォ
ー ドヴ n ル の も うひ と つ の 特

徴 と して
， 身体ある い は 肉体上 の 病理 とい うもの を あげる こ とが で きる 。 作品

を
一 読すれ ば容 易に 日に つ くよ うに

，
こ こ に 登 場 す る人物た ち は 多か れ 少なか

れな ん らか の 身体上 の 病い を か か えこ ん で い る 。 先程 と同様 ，
こ れ も箇条書 き

『
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に して 示 して み よ う。

　 r白 鳥の 歌 』
一

主 人公 の 喜劇役者は 当年68歳で 病人 ， め っ き り気が 弱 くな

　 っ て
， や りきれな い と ぐち を こ ぼ す 。

　 『心 な らず も悲劇の 主 に 』
一

主 人公 トル カ チ ョ
ー フ は 喘息 と胸や けに 悩み ，

　年中び くび くして い て
， 消化不 良 ， 眼 は か すみ

，
と ぎに 凶暴に な っ て 血 が み

　た い とわ め くQ

　 『プ ロ ポ ーズ 』
一一一 ロ ーモ フ は 心 臓が 悪 い せ い か ， 始終息切 れ がす る 。 右 の

　眼ぶ た が ぴ くぴ くし ， 床 に 入 っ て も左 の 脇腹が ひ きつ っ て ， 肩や頭を ガ ン と

　殴 りつ け られ た よ うな気に な る 。 そ して つ い に は 心 臓が 破裂 した とい っ て 倒

　れ て し ま う。

　 『記念祭』　　 主人 公の ／人 ヒ ー リ ン は 悪寒が し ， 咳が で 足が 痛む 。 眼の 中

　で は 間投詞が踊 っ て い る始末 。 もうひ と りの 主人公 シ プ ーチ ン は 夜中に リ ＝

　一
マ チ の 痛み をお ぼえ ， 神経性 の ふ る えが きて ， さ さい な こ とに も泣 き出 し

　そ うに な る 。

　 『煙草の 害に つ い て 』　　 初稿で は 喘息の 発作 に 倒 れ そ うに な るが ， の ち に

　ひ ど く神経 質な人間で 右眼を パ チ パ チ や る くせ が あ る と改訂 されて い る 。

　チ ＝
一ホ フ と い う作家は ヴ ォ

ー ドヴ ィ ル に 限 らず作品 の 中で 登 場人 物の 身体

的な側面に よ くふ れて い る作家 で あるが
， ヴ ォ

ー ドヴ ィ ル に お け る こ の 身体的

モ チ ー フ
， と くに 卒倒 とい う点 に 注 目 した人物が い る 。 演出家の メ イ エ ル ホ

ー

リ ドで あ る 。 彼は 1935年 チ ェ
ー

ホ フ の 『熊』， 『プ ロ ポ ー ズ 』，『記念祭』 の 3 つ

の ヴ ォ
ー ドヴ ィ ル を と りあげ（9〕

， それ らに 『33の 気絶　33　06MopoK 』 と総題 を

つ けひ と晩 で 上 演 し て い る 。 彼 の 計算に よれ ば ，
『熊』 と 『プ ロ ポ ー ズ』 に あわ

せ て 19回 の 気絶が あ り， 『記念祭』 に 14回 ， 合計33回の 気絶が ある と い う。
メ

イ エ ル ホ ー リ ドの 演出の 主眼は ，
こ れ らの ヴ ォ

ー ドヴ ィ ル に 描 か れ た ス ト リ ン

ドヴ ェ ル グの 影響で ある 女性蔑視 の 思想あ るい は フ ェ テ ィ シ ズ ム
， 偽善 とい っ

た もの を 徹底的に 諷刺す る こ とに お か れ ， そ の 舞台は ずい 分誇張 の は げ しい も

の で あ っ た よ うだ 。 当の 気絶に 関 して 言 えば
，

メ イ ＝ ル ホ
ー リ ドは こ れ を 19世

紀の 80年代か ら90年代に か け て イ ン テ リ ゲ ン ツ ィ ア の 間に 蔓 延 し た 神 経 哀 弱

HeBpaCTeH ｛
一
｛fi を 表わ した もの だ とみ て い る 〔1°1

。

　だ が こ こ で
， もう少 し コ ミ ＝

ニ ケ ーシ ョ ン 芸術 として の 演劇の 立場 に ひ きよ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 e 　　　　　 　　■　　 　 の　　　り 　　　e 　　　　　 　　の　　　の　　　’

せ て こ の 問題を 考え て み れ ぽ ，
こ れ らの 気絶は 交 字通 り コ ミ ュ

ニ ケ
ー シ ョ ン の

気絶 とみ な し うる の で は なか ろ うか 。 『プ ロ ポ ーズ 』 の Pt　 一モ フ は ナ タ ー リヤ

や チ ュ ブ コ フ と思 い つ く限 りの 罵i豈雑言を 投げつ け合い
， そ の 果て に 言 うべ き
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こ とば を失 っ て 気絶す る 。
つ ま りもは や言 うべ きこ とば を失 っ た とき， 気絶 と

い う異 変が主 人公の 身体に 起 きる の で あ る
。

U ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 途 絶が 身体
の 気絶 とい うわけで ある 。

　で は 広 くチ ェ
ー

ホ フ の ヴ ォ
ー ドヴ ィ ル の 中で 一 体 コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン が成立

して い るか と言 えば
， それ もは なは だ疑わ しい

。 ヴ ォ
ー ドヴ ィ ル の 主人公た ち

は だれ も自分勝 乎なお 喋 りを して い る だ けで
， 相手の 言 うこ とは ま る で きい て

い な い の で あ る 。 見 当は ずれ に も銀行 に 夫の 給料の 麦払い の 談判に 行き ，
い く

ら筋違い だ とは ねつ け られ て もひ きさが らな い 『記念祭』 の メ ル チ ュ
ー トキ ナ

が そ の い い 例だが ， 『熊』 や 『プ ロ ポ ー ズ 』で も同 様 で ， ヴ ォ
ー ドヴ ィ ル の 登

場人物は 自分の 主張 を押 しつ ける ばか りで
， 相手の こ とば を きこ うと しな い

。

つ ま り コ ミ ＝ ニ ケ
ー

シ ョ ン は 成 り立 た ない の で あ る 。 もち ろ ん こ うした すれ 違

い は ヴ ォ
ー ドヴ ィ ル の コ ッ ケ イ さを最大 に 発揮す るた め の 手法で もあるわ けだ

が ， 『悲劇 の 主 』 で は コ ッ ケ イ さ もさ る こ となが ら ， さ らに 人間相互 の 不理 解

とい うモ チ
ー

フ も現われ て い る 。 別 荘仲問の 知人 か ら頼 まれ る用 事 で 身をす り

へ ら し ， 別 荘 暮 しの あわ れ さを 訴 え る トル カ チ ョ
ー

フ に対 しム ラ ー シ キ ン は 追

うちをか ける よ うに 用事を頼み込む 。

　こ の よ うに コ ミ ュ ニ ケ
ー

シ ョ ン がすれ 違 い
， 成立 しない ヴ ォ

ー ドヴ ィ ル の 世

界 の 登場人物の 中で 最 も象徴的な存 在は r披露宴』に 登場す るギ リシ ャ 人 ド ゥ

イ ン バ で あろ う。 披露宴で の 彼の ス ピ ー
チ は

， 「わた し ， こ うい う こ と 話せ ま

す… …
こ こ ロ シ ア

，
こ こ ギ リシ ャ 。 今 ロ シ ア

， 人問い る ， ギ リシ ャ ， 人 間い る
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 テ ツ

∵；
… カ ラ

ー ビ ア
，

ロ シ ア 語で 船 の こ とあ る ， 海に 走 っ て い る ， 陸に い ろ い ろ鉄

道あ る 。 わ た し， よ くわ か っ て る ある よ… …わ た した ち ， ギ リ シ ャ 人 ， あなた

が た
，

ロ シ ア 人。 わ た し何 もい らない … …わ た し ， こ うい うこ と話せ る … … こ

こ ，
ロ シ ァ ・ こ こ

・ ギ リシ ャ 」（XII・116） と全 くナ ン セ ン ス で あ るが
， 実は 他

の ヴ ォ
ー ドヴ ィ ル の 人物の 語 っ て い る こ と もこれ と なん ら選ぶ と こ ろ は ない の

で ある 。

　そ う言えば実際彼 らは 言 うべ き自己 の こ とばを持 っ て い る とい える だ ろ うか
。

自己の こ とば こ そ 人 聞 の ア イ デ ン テ ィ テ ィ を支 え る基盤 だ とい う意味か らい え

ば 彼 ら は 自己 の こ とば を 喪失 して い る の で は ない か 。
つ ま り白己を喪失 して

い るの で は ある まい か 。

　『プ ロ ポ ーズ』 の ロ
ー

モ フ は べ つ に ナ タ
ー

リ ヤ に 恋を した か ら結婚を 申 し 込

み に い くわけで は ない
。 彼に 言わせ れ ば ， i俺 も結婚 しな い わ け に い か な い か

らな ア
・・… ・第一

， 俺 ももう三 十五 だ もの
，
つ ま り危険な年齢 とい うや つ だ 。 第二
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に ， 俺に は 規則正 しい
， きちん と した 生活が必要 なん だ」 （XI．316） とい うわ

けだ 。
つ ま り彼は 自己 の 意志に 従 っ て い るわ けで は な く， 単に 慣習に 従 っ て 行

動 して い る だ けに す ぎな い
。 す で に こ うした 形 の 中に 自己喪失の 1 つ の 形態を

み て とる こ とが で きるが
， さ らに 興味深 く示唆的な人物は 『白鳥の 歌』 の主 人

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 の

公で あ る 。
こ こ で は 主 人公が 役者で ある とい うこ とが ，

ア イデ ン テ ィ テ n の 問

題を よ り
一

層浮 ぎた た せ て い る 。

　喜劇役者 の ス ヴ ェ ト ロ ヴ ィ
ー ドフ は ある夜45年に わ た る役者生活の 中で 初め

て 燈 の 消えた 客席を 目に す る 。 そ の 真 暗闇の 深淵を 眺め て い る と ， 自分の
一

生

が こ の 深 淵に よ っ て 食い つ くされ葬 り去 られ て しま っ た気が して くる 。
か つ て

自分に 感 じ られ た 天才が卑 俗な観客に よ っ て 滅ぼ され て し ま っ た こ とを悟 るの

で あ る 。 しか し ，
こ ん な 暗闇の 巾で も一 た ん 舞台 の セ リフ を喋 り始め る と ， 彼

は 俄に 生気を滞び る 。 役者 の 血 が 甦 え る の だ 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 o 　 　　リ　　 　リ　 　　　 　　 　　　 　 　　　 　　り　　 　　 　 　リ　 　　ロ 　　 　　 　 　リ　 　　　

　こ の 作品で は 役者 ス ヴ ェ ト P ヴ ィ
ー ドブ と役者 ス ヴ ェ ト μ ヴ ィ

ー ドブ の 二 つ

の 姿を通 して ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 問題が呈 示 され て い る 。 主人公は 役者と して

他者を演 じて きた た め ， 彼の ア イ デ ン テ ィ テ ィ は む しろ役柄に ある 。 そ して 他

者 に 同化す る生活の 中で ， 彼は 肝心 の 自己を 喪失 し て しま っ た の で ある 。

　『煙草の 害』で は さ らに こ の 問題が一
歩進め られ て い る 。 主 人 公 ニ ュ

ー ヒ ン

は 自ら進 ん で 講 演を 行 うわ けで は な い
。 妻の 命令に 従 っ て い るにす ぎない

。 や

は り彼 も意志 とい うもの を欠い て い るだ 。 〈MyM 　CBoetl 　x＜ellbl＞ とい う彼に 関

す る ト書 きもまた彼が い か に 自己 とい うもの を喪失 した人物で あ るか を物語 っ

て い る 。
ご存知の よ うに チ ェ

ーホ フ は こ の 作 品に な ん 度 も手 を 加 えて い る が ，

そ の 過程は ニ ュ
ー ヒ ン の 喪失感 を強調す る作業で あ っ た 。 1890年 の ラ ッ ソ ー ヒ

ナ 版に 行 っ た 加筆に は ｛エ1
’
， 失 なわ れ た 過去 とい うモ チ

ーフ が 現われ ， さらに 俗

悪な 現実か ら逃れ た い とい うこ とば もみ られ る
。 また 『三 人姉妹』 の チ ェ ブ ト

ゥ イ キ ン の 性格づ け に 用 い た ＜Bce 　paBIIo＞ とい うこ とばを ，
チ ェ

ー ホ フ は こ

の ニ
ュ

ー ヒ ン に も盛 ん に つ け加 えて い る 。
つ ま り ニ ュ

ー ヒ ン は ， 自己 の 存在感

を失い
， 全 て の 意昧の 連関を な くして し ま っ た チ ェ ブ ト ゥ イ キ ン と同類 の 人物

だ とい うわ け で ある 。

　さて最初 の 間題に 立 婦れ ば ， ヴ ォ
ー ドヴ ィ ル の 人物た ちが 訴 え るそ の 不 眠症

あ るい は 神経症は ，
こ うした不 確か な 自己 の あ りよ うを反映 した もの と見な し

うる の で は ない か 。
チ ェ

ー
ホ フ は ヴ ォ

ー ドヴ ィ ル に 限 らずその 作品 の 中で 人 間

の 身体に か か わ る こ とが ら
一 食事か ら病気に 至 る ま で　　を しば しば 書きこ

ん で い る 。 しか し彼 の 描 く肉体は ，

パ フ チ ー ン が 明 らか に して みせ た ル ネサ ン
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ス 期の ポ ジ テ ィ ブな価値を もっ た コ ス ミ ヅ ク な肉体， 肉の 喜び を率直に 謳 い あ

げた グ ロ テ ス ク ・リア リズ ム の 描 く肉体〔12）とは異 な る 。
チ ェ

ーホ フ は 肉体を人

間の 内面の 相関物 とみ ， か つ 否的的価値の 表象 と して 把 えて い た 。

　か つ て の 夢を 失ない 次第 に 俗物 と化 して ゆ く 『三 人姉妹』の ア ン ドレ イの 姿

は
， その 肥 っ て ゆ く体に よ っ て表わ され ， 自己 破 綻 を 招 来 し た 『退 屈な は な

し』 の 教授 は ， 不 眠症や顔面神経痛を患 っ て い る。 『イ オ ー
ヌ イ チ 』 の 主 人公

が感清を な くし所有欲の 権化に 堕ち て ゆ くさ ま は ， や は りそ の 肥 満 して ゆ く肉

体を通 して 表現 されて い る 。

　つ ま リチ ェ
ーホ フ に あ っ て は ， 身体の 異 変は内面 の 破綻 の 謂 に 他な らな い

。

そ の 意味 で ， ヴ ォ
ー ドヴ ィ ル の 主 人公た ちが 抱え る病 い もや は りそ の 内面 の 不

確か さを表わ し た もの だ とい え よ う。

　　N ヴ ォ
ー ドヴ ィ ル か ら四幕物 ヘ

　チ ＝
一

ホ フ が そ の ヴ ォ
ー ドヴ ィ ル を 書 い た の は ， 『煙草の 害』 （1885− 1902

年） と r記 念祭』 （91年）を除 けば
，

ほ ぼ 80年代の 後半に 集rii し て い る 。 こ の

時期は 散文作品 で い えば 『壙野 』 や 『と もしび』， 『退 屈な は な し』 な どい わ ゆ

る中期 の 問題作が 発表された時期に あた る 。

一
方で 相 当深刻な小説を書 ぎなが

ら ， も う一 方で 笑い を基本 に した ヴ ォ
ー ドヴ ィ ル を書い て い た とい う事実は

，

こ の 作家 の 創作生理 を知 る うえで も興味深い が
，

こ こ で は 多幕物戯 曲 との 関係

に つ い て ふ れて お こ う。

　チ ェ
ーホ フ は 1887年に コ ル シ 座の 依頼を うけて 最初の 多物幕戯曲 『イ ワ ー ノ

フ 』を書い て い る〔12｝
。

こ れは ロ シ ア の 余計者の 総決算を行 うとい うチ ェ
ーホ フ

の 意気込み の もとに わずか 2週間で 書き上 げ られ た作品で あ っ た が
， 初演で は

主人公 イ ワ ー ノ ブ は 作家の 意図 どお りに は 理解 されず ， そ の た め 彼は 88年 ， 89

年 こ の 作品 に 大 幅に 手を加 えて い る 。

　チ ェ
ー

ホ フ は こ の 作品で 「悪 人ひ と り， 天使ひ と り登場 さ せ な い 」 （87年 10

月24臥 An ．　H ．チ ェ
ーホ フ 宛 て の 手紙 ）新機軸を うち だ そ うと した とい うが

，

そ の 意図は と もか く， 作 品 自体は 後年の 戯 曲と は 随分趣きを異 に して い る 。 ま

た チ ェ
ーホ フ は 改作の 過程で ， 主 人公 の モ ノ ロ ー グを ふ や して い っ て い る が ，

こ の 自己説 明的台詞の 構成 も彼 の 後年の 戯曲の 手法 と は 正 反対の 方向をむい て

い る 。

　『イ ワ ー ノ ブ 』 に つ い て チ ェ
ー ホ フ は 珍 ら し く， 様 々 な証言 を残 して い る が

，

結局 の と こ ろ彼が 描 こ うと した の は イ ワ ー ノ ブ の 悲劇 で あ っ た とい え る 。 か つ
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て 人生 へ の 意欲に 燃 えて い た主 人公が ， なぜ 無気力に 陥 っ て し ま っ た か ，それ

を イ ワ ー ノ ブ 自身の 眼 を通 して 描 くとい うの が
，

こ の 戯曲の 根本原理 で ある。

　とこ ろ で こ こ で 注 日して お ぎた い の は
，

チ ェ
ーホ フ の 場合 ， 戯 曲 と小 説 が 同

じ創作方法に よ っ て 構成 され て い る とい う專 実で あ る 。 80年代後半に な る と彼

の 作品 に は 『退屈 なは な し』 や 『と もしび』 を始め 一
人 称小 説 が 増えて くる 。

それ は こ の 時期チ ェ
ーホ フ が 主人 公 の 眼か らみ た 主 観的 世界 あるい は

一
人称的

世界の 表現を め ざ して い た とい うこ とを示 して い る 。 た とえ三 入称で 小説が 書

か れて い て も， そ こ に 繰 り展 げ られ る 世界は主人公 の 視点か らみ た
一

人称的世

界 なの で あ るU3）
。

これ は チ ェ
ー

ホ フ の 作家 と して の 自己探求とい う要請と密接

に か らま っ て 生 まれ て きた 方法 意識 な の だが ， 戯 曲 の 『イ ワ
ー

ノ ブ 』 も同 じ方

法 意識で つ らぬか れ て い る 。 こ こ に 提示 され て い る の も， やは り主人公の 一 人

称的世界なの で ある 。 そ れ は こ うい うこ とだ 。

　こ の 戯 曲 の 世界 は イ ワ ー ノ ブ の パ ー
ス ペ 〃 テ ィ ブ に 従 っ て 構成 され て い る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 り　　　ゆ 　　　　 　　　　　 　　　　 　　　　 　　ゆ　　　e 　　　り　　　　 　　　e 　 　　e 　　　り
こ の パ ース ペ ク テ ィ ブ は 文字通 り視点 あ る い は 世 ，界観 ， 価値観 と言い か え て も

い い
。 芝居 の 台詞 も登場人物 もイ ワ

ー
ノ ブ とい う人物を説 明 し ， その 悲劇の あ

りか を 明確に 指示す る よ う序列づ け られ ， 配分され る 。 イ ワ ー ノ ブ とい う中心

人物 を頂点 と して 芝居の 世 界 は ヒ エ ラ ル ヒ ーの 構造 をな して い る の で ある
。 中

村雄二 郎氏 も指摘 され て い る よ うに 囘
，

こ こ で は ボ ール キ ン を始め ヴ ォ　
’一 ドヴ

ィ ル 的入物 とイ ワ
ー

ノ ブ の 世界が ， 融合 して い る の で は な く， 隔然 と分か た れ

て い る が
， それ は イ ワ ー

ノ ブ の 価値体系の 中に 卑俗を受け入れ る余地が な く，

それ と対立 して い るた め だ 。
つ ま り， こ の 戯 曲で は イ ワ ー ノ フ とい う意味の 巾

心 が あ っ て
， そ こ か ら全 て が秩序づ け られ て い るの で あ る。

　 こ の よ うに 『イ ワ ー ノ ブ 』 は 主 人公 の 主 観的 世界 を裘わ した 芝居で あ っ て ，

観客は そ の 主 人公の 眼 を通 して こ の 芝居 を見 る よ うに 仕組 まれ て い る。 そ の 意
　 　 　 ロ　　　リ　　　　e 　　　り　　　 o 　　　　　　　　り　　　 t　　　り 　　　　　

味で は 主 人公中心 ， 感情 同化の 演劇 とい え る 。
これ に 対 し 『か もめ 』 以降の 後

　 　 　 　 　 の　　　　　　 　ウ　　　 リ　　　め　 　　　　 　　り　　　 き　　 　の　　 　り

年の 戯曲は 主 人 公不 在 ，感 情異 化 を根本 原理 に成 立 して い る 。

　後年 の 戯曲に な る と， もは や あ る中心 的人物 の 世界が戯 曲を支配す る とい う

こ とは ない
。 第

一
， 主 人公が い な くな る の で あ る 。 とい うの は ， 主人公を 成 り

立た せ るた め の 感情同化 が こ こ で は 意図的に 排除 され て い る の で ある 。
こ の 同

化を 防げる仕組み に は 台詞 と人物造型の 二 つ の 操作が あるが
， 人物造型 に つ い

て は すで に 豆で 述べ た よ うに ， 人物把握の 中に 日常性 ， 滑稽さ とい うもの が 加

味 され る よ うに な る 。
つ ま り人物の ヴ ォ

ー ドヴ ィ ル 化 で あ る 。

　一
方台詞 に つ い て 言 えば ， 後年の チ ェ

ーホ フ 劇 で は
，
rイ ワ ー ノ ブ 』 は もち
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うん の こ とその 他従来の 演劇 と比 べ て も， 台詞 の 機能は 著 し く異 な っ て い る 。

　こ こ で は 台詞は 相手に 働 きか けず ， 劇 の 進行 を 司 る とい うこ ともない
。 登場

人物の 台詞 は あた か も ダ イ ア ロ ーグ の よ うな体裁 を と っ て は い るが
， 実は モ ノ

ロ
ー グ と選ぶ とこ ろが ない

。 彼 らは 相 手の こ とば を きい て い ず ， た だ ひ た す ら

に 自分勝手なお 喋 りに ひた っ て い るに す ぎない の だ 。
こ とば に 行動が 伴 うどこ

ろ か
，

こ とば は行為の 空疎な代用 品 に な り下 っ て い る 。 それ ゆえ チ ェ
ー ホ フ 劇

の 台詞は 人 と人の 交流を は か る どこ ろか ， か え っ て 人の 孤立感 ・疎外感を深 く

させ る の で ある  
。

　それば か りで な く， 台詞が 他の 台詞 の 内容を 無効に す る場合す らみ られ る。

『三 人 姉妹』 の 創作過程 に きわめ て 明確 な形で 現われ て い る よ うに 鬮
， 観客があ

る人物 の 台詞に 感情移入 し よ うとす る と ， その 流れ をせ き止め る形 で も うひ と

つ の 台詞が 配置され る 。 『三 人姉妹』 の 冒頭 ， 姉妹た ちの 喜び に あふ れ た 台詞

に 重ね られ るチ ェ ブ ト ゥ イ キ ン の 「ばか ばか しい 」 とい う台詞は姉妹の こ とば

に 乗 っ て 流れ よ うとし て い た観客の 感情をせ き止 め
， さ らに は 姉妹 の こ とばそ

の もの へ の 疑念を よび起す 。 こ とば と こ とばが 互い に 意味を 打ち消 し合い
， そ

こ か らこ とば の 有効性そ の もの の 問題が 浮上 して くる 。 それは まさし く現代演

劇 の 出発点 とな る問題 で あ っ た 。 チ ェ
ー

ホ フ 劇は その とば 口 ま で 到達 して い た

わ けで ある。

　こ の よ うに チ ＝
一

ホ フ は 『イ ワ ー ノ ブ 』 の 一 人称的 殴界か ら ，
こ とばその も

の へ の 意識 に 根 ざした 後期の 戯曲の 世界 へ と転換を とげた の で あるが ， そ の 転

換を準備 した もの こ そ ， 日常性 と人格 ＝ こ とば に 対す る問題意識 を胚 胎 した ヴ

ォ
ー ドヴ ィ ル の 世界に 他な らなか っ た 。

注（1）　CM・B・∂AxeH6ayM ，09exoBe ，　B　ero 　KH ・： Onpo3e ，　JI・，1969，　cTp ・357−358・

　 （2）　See　 George　Steiner，　 The 　Death　of　 Tragedy ，　 London ，　 Faber　 and 　Faber，

　 　 1961， pp．290−298．

　 （3） See　Joyce　Carol　 Oates，

‘‘Chekhov 　 and 　 the 　 Theatre　 of　 the 　 Absurd ”

，
　 in

　 　 The　Edge 　Of乃npossibilit 丿　： Tragic　Forms 　in　 Literature，　 Connecticut，　 A 　faw −

　 　 cett 　Premier　 Book，1972．　pp ．103−121．

　 （4）　r・6epnHHKoB ，　 qexoB 一
八paMaTypP・TpaAHUHH 　H　HoBaTopcTBo 　B　双paMaTy・

　　 prrH　tlexoBa ，　JI．，・IVt．， 1957．　cTp ．　27．た だ し 1972年 に 出 さ れ た 第 2版増 補改訂版で は ，

　 　 こ の 記述は 省か れ て い る 。

　 （5）　B・3HHrepMaH ，　BoAeBanH 　 A・rL　
LIexoBa

，　 B　c6 ・： Benpocbi　 TeaTpa ，　 M り 1972，

　 　 CTP ．　196−229．

　 （6）　フ ラ ン シ ス ・フ ァ
ーガ ソ ソ 『演劇 の 理念』 山 内 登 美 雄 訳 。 未 来 社 。 1958年 。 p．

　 　 235．
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（7）　こ の こ と に つ い て は 多 くの 論 者が 指摘 し て い る の で ，そ の 代 衷的な 論文を 掲げ る

　　に と ど め る 。 A ．　n ．　 CKa ΦTblMoB ，1〈 BoHpocy 　o　npHHUHIlax 　noc ，rpoeHHfi 　nbec

　　A ．r廴 τ｛exoBa ，　B 　ero 　KH ．： HpaBcTBeHHble　ncKaHua 　pYccKux　HHcaTeJle 営
，
1＞1・

，

　　1972，
CTP ．404−435．

（8）　A．rL　qyAaKoB ，　HogTHKa 　
L｛exoBa ，　M ．，1971，　cTp ．261．

（9）　メ イ エ ル ホ ー リ ドは チ ＝一一ホ フ の 『桜 の 園』や 『三 人 姉妹』が 当時 の ソ ビ エ ト社

　　会 に と っ て 身近 で は な くな っ た と し， ヴ ォ
ー ド ヴ ィ ル を 取 り上げ た 。 革命後20年代 ，

　　30年代 は チ ェ
ー

ホ フ 劇 に と っ て 不 遇 の 時期 で あ っ た 。 CM．　K．　PYILHIillKHva，　CrreK・

　　TaKrm 　pa3Hblx　neT ，　 M ． 　1974，　cTp ．81− 9〔｝．

  　　B・∂・ハへe負epxoJlb 八 ，　CTaTbH ，　nHcbMa ，　petlH， 6eceAbi，　 HacTb 　BTopafi ： 1917−

　　1939， M ．
，
1968

，　cTp ．310−321．

（1］）　A．n．　qexoB，　nonHoe　co6paHvae 　coqHeHH 且 H　nHceM 　 B　 20−x 　 T。，　T．12，　M ．，

　　1949， cTp ・189−193．

  　See　Mikhail　Bakhtin
，
　 Rabelais　 and 　 His　 World ．　 tr．　 by　 H61さne 　 Iswolsky

，

　　The 　MIT 　Press．1968
，
　pp ．1−58

，
368−436．

  　 こ れ よ り前 ， 未発 表 の もの と し て は 80年代 初頭 の 『プ ラ ト
ー

ノ ブ 』 が ある 。

  　チ ュ ダ コ
ー

プ は こ の 時期を 作者 の 主 観 が 入 り込 ん で い な い と い う点 か ら，「客観

　　的手法」 の 時代 と呼 ん で い る 。
CM 。　A ．　H ．9ynal〈oB ，　yl《a3 ．　 coq ．，　cTp ．61−87．

  　中 村雄二 郎 「チ ェー
ホ フ の 世 界

一 一「ノ ソ ・サ ン ス 」 の 情念 と ド ラ マ 」 （『言 葉 ・

　　人 間 ・ ドラ マ 』 所収，講 談社． 1969年，pp ．306−308）

  　CM・K・PyA翩 uK 励 ・OfiogTMKe　qexoBcKo 茸 ApaMbl ， 《TeaTp》 No ・1
，
1960

，

　cTp ．117−127。； D．　S．　Mirsky
，
　A 　History　of　Russian 　Literature： From 　Its　Be−

　ginnings 　 to　 1900
，
　 A 　 Vintage　 Book

，
1958．　 pp．380−382．

  　A ，P．　B．aa 八HMHpcKafi ，　nBe　paHHHe　peAaKllHz　 rlbecbI 《TpH 　cecTpbl 》，
　 B　 KH ．

　《」【nTepaTypHoe 　HacJle 八cTBo 》　T ・68，　cTp ・1−86・

qeXOB レl　r・mp 　BOAeBHJIeti

Macaxapy　yPA

　　　HpH 　 qTeHHx 　 Bo 丑eBHae 最 qexoBa　 Mo ＞KHo 　 oTMeTHTb 　nBe 　oco6eHHocTM ・rlepBo萓
H3 　 HHx 　fiB ・lfieTcA 　ToT φaKT ，　qTo 丑e 訪cT 翩 H　o6b 眄 Ho 　npoHcxo 八flT　 Ha ΦoHe 　 KaK 。

−

ro ・HH6ynb 　collHanbHoro 　puTyana ，
　 KaK 　HanpHMep

，
　cBanb6a

，
　H）6Hneth，　npe 耶 o冫KeHHe ・

Ho　 BoAeBHnbHble 　 repoH 　HHKaK 　He 　 MoryT 　双oBecTH 　∂ToT 　pHTyaJI八〇　KoH 叫a ，　 TaK

KaK 　B 正lero 　To 　va　neno 　BphlBaeTc 兄 06H 八eHHocTb 　liaH　no 田 ・locTb ，　H 　nosToMy 　pH−

TyaJI　HeHpeMeHHo 　KoHqaeTcfi 田 YMHblM ⊂KaHAaJloM ，1＞玉o ）KHo 　cKa3aaTb
，　qTo 　qexoB

gTHM 　 nOKa3b 夏BaeT 　 HeBO3MO ）｛くHOCTb 　 OCBO60H く皿eHH 兄 OT 　 rlO 田 JIOCTH 　H 　 O6blAeHHOCTH ，

　　　BTopo苴 oco6eHHocTblo 　rvIo冫KHo 　cqHTaTh 　To ，　qTo 双e 茴cTByK ）珥 ｝le　repoH 　y　qexo −

Ba πo 【IeMy −To 　 nocTofiHHo 　 oKpy 冫KeHbl 　 KaKHMH −HH6y メ恥 60ate3HfiMH・TeMa 　60ne3HH
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nPOHH3blBaeT  IIOqTH  BCe  BOIIeBHnH  
tleXOBa,

 06Pa3blBafi  CBOerO  POna JIetaTMOTHB.

DTo noJluepKHBaeT  noTeplo  nHgHocTM  nethcTByroll1lix nzu.

   Ha ocHoBaHnva  gToro  Mo>KHo  3al<n}ogMTb,  gTo  HexoBcKMe  BoAeBMnH  fiBnmoTc"

M3o6pa>KeHvaeM  ilapcTBa  o6hmeHHoCTz  vl noTepfiBruero  cBolo  nvauHocTh  ueJroBeKa.

TeM  CaMblM  cTaHoBHTcH  nOHHTHblM  RpoBan  nheCbl  
"ltlBaHoB",

 }IanHcaHHoth  nepeA

BoneBtanfiMva  B cTapoM  cTHJIe,  va IllHpol<oe  npH3HaEIne  llo3JzHHx  ubec  
IE[exoBa,

 B

KOTOPblX  mpKO  BblPa)l<eHbl  9TM  J[Be OC06eHHOCTM,  BnePBble  nOHBMBUIHeCfi  B

BoAeBHnfix.
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