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ネク ラ ー ソ フ論文 「
ロ シ アの 二 流詩人たち」 をめ ぐっ て

’
詩論 の な か のチ ュ ッ チ ェ フ

坂 　庭　淳 　史

序

　 1850 年 ， ネ ク ラ
ー

ソ フ は 雑誌
『
同時代人』 に お い

て ， 論 文 1
．
ロ シ ア の ∴ 流 詩 人 た ち Pvcc − ｛e

BTopocTeeleT 【Hble　rlOSTb］」 を発表 し た 。こ の 論文で 取 り

上 げ られ た の が ， 当 時 は ほ とん ど無名 で あ っ た 詩 人

Φ．T ，（チ ュ ッ チ ェ フ ） の 作 品 で あ っ た 。 チ ュ ッ チ ェ フ

の 詩 は t836 年 に プーシ キ ン 主 宰 の 雑誌
『
同時代 人 11

に 掲載 さ れ た が ，大 きな 反響 もな くその 後 は忘 れ 去 ら

れ，1840年代 に は彼 は ほ と ん ど詩 を書 い て い な か っ

た 。ロ シ ア 象徴主義 の 先駆者 で あ る メ レ シ コ フ ス キ
ー

が
「
チ ュ ッ チ J ．フ を偉大 な詩 人 と して 最 初 に 語 っ た の

は ネク ラ ーソ フ で あっ た 」
1
と述 べ て い る よ う に ， ネ

ク ラ
ー

ソ フ の 論文 は チ ュ ッ チ ェ フ を 忘却の 闇 か ら ロ シ

ア 詩 の 世界へ 呼 び戻 し た。チ ュ ッ チ ェ フ の 詩 は プ ーシ

キ ン や レ ール モ ン トフ と い っ た
一
流 の ロ シ ア詩人 た ち

と 同等 に 高 く評価 され ， 1854年 に は 初 の 詩集 が 発刊

され た の で あ る 。

　 チ ュ ッ チ ェ フ （1803
−1873 ） とネ ク ラ

ー
ソ フ （］82t−

1878） は 【9 世紀， 特 に ， プー
シ キ ン や レ ー

ル モ ン ト

フ 以後 の ロ シ ア詩 を代表す る詩人 で あ る 。 メ レ シ コ フ

ス キ ーは
，

こ の 二 人 の ロ シ ア詩 人 を 月 と太 陽 に た と え，
ロ シ ア 詩 に お け る 両極 と し て い る 。 以 降 も 「チ ュ ッ

チ ェ フ と ネク ラ
ー

ソ フ 」 と い うテーマ で は ， さ ま ざ ま

な 研究 が な さ れ て き て い る が ，論 文
「
ロ シ ア の 二 流 詩

人 た ち 」 に っ い て は 十分な 考察が な さ れ て い な い よ う

に 思 わ れ る。本論 考 で は，ネ ク ラー
ソ フ が チ ュ ッ チ ェ

フ の 作 品 を芸 術 的 に 率 直 に 高 く評 仙 し て い た と い う事

実 を軽視 す る こ と な く，

「な ぜ ネ ク ラー
ソ フ が チ ュ ッ

チ ェ フ に 注 団 し た の か 」 と い う 問題 を 中 心 に，ネ ク

ラ
ー

ソ フ の 論文
「

ロ シ ア の 二 流 詩 人 た ち」 の 新 た な読

み 方 を提 示 す る。そ し て，こ の 論文 の 意義 ， チ ュ ッ

チ ェ フ の ロ シ ア 詩 に お け る 位置 に つ い て，こ れ まで の

研究 の あ り方 を批判 し つ つ 考察 し て い く。

1．「
チ ュ ッ チ ェ フ とネ ク ラ ーソ フ 」 に

　　　　　つ い て の 先行研 究

　は じめ に
「
チ ュ ッ チ ェ フ とネ ク ラー

ソ フ 」 に つ い て

の 先 行 研 究 を 概 観 して お く、， こ れ ま で に も，例 え ば

1850年代 に お け る ネ ク ラーソ フ の 詩 の 言葉 や 自然描

写 が チ ュ ッ チ ェ フ に 接近 し て い る こ と，
ユ

チ ュ ッ チ ェ

フ の 作品 に は な か っ た ナ ロ ードの 問 題 が t850年代以

降 に 現れ た こ と
コ
な ど，二 人 の 影 響 関係 が 言及 され て

き て い る。ま た ，二 人 の詩人 を結びつ け る最 も大 き な

共通点 と い え ば恋愛詩で あ る。ネ ク ラーソ フ とチ ュ ッ

チ ェ フ に は そ れ ぞ れ 当時 の 愛 す る 女性 を モ チーフ に し

て 書 か れ た 作品群が ある。長編小説へ の プ ロ セ ス と も

な る，い わ ゆ る Heco6paHlrh1Vi　UXK．q の 登場 は 19世 紀 中

頃 の ロ シ ア 詩 の 特徴 と 言 え る が，1850年代 か ら 1860

年代 に書 か れ た こ れ ら二 つ の 作 品群 こ そ そ の 代表で あ

る。ど ち らの 恋愛詩 に お い て も確 か な存在感 を持 っ た

ヒ ロ イ ン が 登場 す る が ，こ れ らの 作 品 群 を含 め て ，二

人 の 詩人が 当時の ロ シ ア女 性 た ち の 苦悩 を主 題 と し て

い る こ ど もまた 指摘 さ れ て い る。

　 も ち ろ ん，こ れ ら の 先行研 究 とテーマ の 重 要 さ は否

定 で き ない 。しか し，い ずれ の 場 合 も
「1850年以 降 」

に 書か れ た二 人 の 作品 に つ い て の 考察で あ る。ま さ に，
二 人 の 詩的世界 が 出会 っ た 端緒 で あ る ネ ク ラーソ フ の

論文
「

ロ シ ア の 二 流詩人 た ち 1 （執筆 は 1849年 ） に っ

い て は，

「チ ュ ッ チ ェ フ を偉大 な 詩人 と し て 最初 に

語 っ た 」 点 に お い て そ の 意義が 軽視 さ れ る こ と は な

か っ た が
，

「
な ぜ ネ ク ラーソ フ が チ ュ ッ チ ェ フ に 注 目

した の か 」 とい う問 題 を含め て ， ネ ク ラー
ソ フ の 論文

の 内容，あ る い は そ の 執筆意 図 に つ い て は，十分 な 考

察が な さ れ て い な い よ うに 思 わ れ る 。

2．論 文
「
ロ シ ア の 二 流詩人 たち」

　　　　読解の ための 問題 設定

　ネ ク ラ
ー

ソ フ の 論文
「
ロ シ ア の 二 流 詩人 た ち」

’

は，

彼 が 編集 し て い た 雑誌
「
同 時代 人 』 の 1850 年 1 号 に

掲 載 され た。ネ ク ラ
ー

ソ フ の 署名で は な い が
， 同 じ く
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「
ロ シ ア の 二 流詩 人 た ち」 と題 さ れ た オ ガ リ ョ フ ，

フ ェ
ー

ト，ヴ ェ ネ ヴ ィ チ ノ ブ に つ い て の 論文が
『
同時

代人』 の 以降の 号 に 続 けて 発表 さ れ て い る 。 表題 に あ

る
「
二二流」 と は ， 詩人 と し て の 認 知度が 低 い こ とを意

味 して い る 。

　 こ の 論文 に は ，
二 つ の 主 題 が あ る。第

一一・
の 主題 は，

ロ シ ア の 文 壇 に お い て 冷 め て し ま っ た 詩 へ の 関心を呼

び起 こ す こ とで あ る。こ の 論．文 は
「
詩 は 存在 しな い 」

〔tl−2，32〕 と い う言葉か ら 始 ま っ て い る。プー
シ キ ン

と レ ール モ ン ト フ が 亡 くな っ た 後 の t840年代 は ロ シ

ア詩 の
一一

時的な空白期間 で あ り，詩 に 代 わ っ て 散文 が

台頭 し て くる 時代で あ る が，「
同時 代 人 』 各 号 の 目次

に あ る
「
文学 c，，・10BeCHoCTL 」 の 欄 の 変 遷 を 見 て も，

1847年 の 7 号 で は そ れ ま で 存在 し て い た
「
散 文

Hpo3a 」，「
詩 cTMxo

・
rBopeHMe ．1 とい う下 位 区分 が な くな

り，「
文学」 欄 は 散文 だ けで 構成さ れ る よ う に な る。

こ う した 状態 を 3年近 く も経 て
『
同時代人 』 誌上 に登

場 した こ の 論 文 は，ロ シ ア詩 の 新 た な 時代 の 到来 を告

げ る
一

大 キ ャ ン ペ ーン の 意味合 い を 帯 び て い た 。

　第 二 の 主題 は，忘却 の 闇 に 埋れ た詩人 チ ュ ッ チ ェ フ

の 創作 に 光 を あて る こ と で あ っ た 。チ ュ ッ チ ェ フ の 詩

は プー
シ キ ン 時代 の

『
同時代人 』 に 1836年 か ら 1840

年 に か けて Φ．T ．の 署名 で 掲載 さ れ て お り， ネ ク ラー

ソ フ は そ の 全 32 篇の う ち 24 篇 を論 文 中で 引用 して い

る。詩 の 作者 は
「
Φ．T ．」 とい う イ ニ シ ャ ル の ま まで 扱

わ れ，チ ュ ッ チ ェ フ とい う名前は 出 て こ な い 。ネ ク

ラ
ー

ソ フ に と っ て，プーシ キ ン 時代 の
「「

同時代人 』

の テ ク ス トが チ ュ ッ チ ェ フ の 創 作 を知 るた め の 唯
一

の

情報源」

（t

で あ り， 詩 σ）作者 が 何者 で あ る か ，こ の 当

時 ネ ク ラーソ フ 自身 も分か っ て い なか っ た よ うだ 。

　 こ の よ う に 論文
「

ロ シ ア の 二 流詩人た ち 」 に は 二 つ

の 主題 が あ る。し か し，「
詩へ の 関心 を 呼 び 起 こ す」

（第
一・

の 主題） た め に ， 当時 ほ と ん ど無 名で あ っ た

チ ュ ッ チ ェ フ の 作 品 を取 り上 げ る こ と （第二 の 主題）

が 適当で あっ た ろ うか 。 チ ュ ッ チ ェ フ を ロ シ ア詩 の 興

隆 とい う焦眉 の 問題 の た め に 最初 に取 り上 げた 背景 に

は，こ れ まで 言 及 され て き て い ない ，二 つ の 主題 を 結

び つ け る ネ ク ラーソ フ の 特別 な
「
意図」 が あ る よ う に

思 えて な らな い D

3．論 文
「
ロ シ ア の 二 流詩人 たち」 の 内容

　　　　　 （前半 部分 へ の 着 目）

　次 に 論文
「

ロ シ ア の 二 流
．
詩人 た ち 」 の 内容 に つ い て

．
考 え て い きた い 。ま ず，先 行 研 究 と の 関係 か ら，論文

の 冒 頭 に あ る 目次 に 注 目す る 必要 が あ る 。 目次 は
，

「
ロ シ ア詩 の 現 況。「

同時代人』 編集部 に 送 られ て くる

詩 に つ い て。そ の うち の 数篇。オ ガ リ ョ フ の 新 しい 2

篇 の 詩。TJI ，の 詩。Φ．T 。氏 と彼の 詩 （1836−1840）」

〔112 ，32〕（強調 は 引用者） とな っ て い る 。

　目次 か ら 分 か る よ う に，論 文 の 前半部分 に は ，

チ ュ ッ チ ェ フ 以 外 の ロ シ ア の 詩 や 詩 人 に つ い て の くだ

りが あ る 。

「
ロ シ ア の 二 流詩 人 た ち」

シ リーズ の 第
…

回 で あ っ た こ と も あ るが ， オ ガ リ ョ フ や フ ェ
ート，

ヴ ェ ネ ヴ ィ チ ノ ブ に つ い て の 諸論 文 は各詩人 の 作 品 論，

作家論 に な っ て お り こ う した 前書 き は 付 さ れ て い な い 。

つ ま り，
こ の論文 は チ ュ ッ チ ェ フ

「
だ け 」 を論 じて い

るわ けで は な い の で あ る。し か し，論文が チ ュ ッ チ ェ

フ に対 す る ロ シ ア 初 の 批評 で あ る こ と，そ し て，「
当

時 の人 々 は こ の 論文をチ ュ ッ チ ェ フ 論 と して 考 えて い

た ．亅 〔11−2，315〕 と い うチ ュ コ フ ス キ
ー

の 記述 な どが

あ る た め か ，ネ ク ラ
ー

ソ フ が チ ュ ッ チ ェ フ の 詩 に つ け

た 解説 や 解釈 の 部分の み が こ れ まで 注目さ れ て きた 。

こ の 論文 を 「
批評家 ネ ク ラ

ー
ソ フ の 最高 の 成果∫ と

位置 づ け，論 文 全 体 を総 合 的 に と ら え た マ ン の よ うな

考察 を除 け ば ， 論 文 の 前半部 分 に は全 くと言 っ て い い

ほ ど注 意 が 向 け られ て こ な か っ た の で あ る。

　 こ こ で前半部 分 の 内容 を，論文 の 目次 を 追い な が ら

見 て い き た い 。「
ロ シ ア

．
詩の 現 況」 で は，プー

シ キ ン，

レ ール モ ン トフ の 時代 に 詩 の 言葉や 形式 が すで に 高 い

レ ベ ル で 完成 して し ま っ て い る こ と，収入面で 散文 が

有利 な こ と，そ の た め 詩才 の あ る 人 で も散文 に 傾斜 し

て 詩が 書 け な くな っ て し ま う こ とな ど ， 現在詩が廃れ

て し ま っ た 理 由が 挙 げ られ て い る 。 そ して ベ ス トゥ
ー

ジ ェ フ ＝マ ル リン ス キ
ーや ベ ネ デ ィ ク トフ の 時期 を例

に しな が ら ， 内容 を犠牲 に し て形 式 を第
一

に考 え る現

代 の 詩 の 傾向 が
「
装飾性 Bb1 ・1yPHoCTb 」 と い う言葉 で

表 現 さ れ て い る。ま た ，ネ ク ラ
ー

ソ フ は，言葉 と形 式

が 完 成 さ れ た た め に 模 倣 が 氾 濫 し ，

「
独 自 性

caMo6b1THO ⊂Tb 」 が 欠如 して い る こ と を指摘 し，

『1司時

代人．』 編集部 に 送 られ て き た ス ピ グ ラーゾ フ と ソ ロ

ニ
ー

ツ ィ ン とい う二 人 の
．
詩人 の 作 品 を そ の 例 と し て 紹

介 す る。続 い て，編 集部 に現 在 あ る価値 の あ る作品 と

し て ， オ ガ リ ョ フ の 2 篇 と T．JL （ツ ル ゲ ー
ネ フ の ペ

ン ネーム ） の 詩 を読．者 に 示
．
し て い る。

　 そ し て，ネ ク ラ
ー

ソ フ は プー
シ キ ン

， ジ ュ コ フ ス

キ
ー，ク ル イ ロ

ー
フ，レ ール モ ン トフ ，コ リツ ォ フ と

い う 前 世 代 の 偉 大 な詩 人 の 名 を 挙 げ た 上 で ，詩 人 Φ，

T．（チ ュ ッ チ ェ フ ）へ の 言及 を始 め て い る 。
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ネ クラ
ー

ソ フ 論文
「

ロ シ ア の 二 流詩人 た ら」 をめ ぐっ て

4．詩 「
秋の タ ベ 」 に 関す る ネ クラ

ー
ソ フ の解釈

　論文
「

ロ シ ア の 二 流詩人た ち」 の 前半部分 の 意 味 を

考 え る上 で ，も うひ と つ の 興味深 い 点 を指摘 して お き

た い 。そ れ は ， 論 文 に 引用 さ れ て い る チ ュ ッ チ ェ フ の

24 篇 の 中 で も ， ネ ク ラー
ソ フ は 詩

「
秋 の 夕 べ

OceHHLrlil　BC’Yep 」 （1830） に つ い て 強 い 関心 を示 して い

る よ うに 思 わ れ る こ とで あ る 。 引用 した の み で 特 に 言

及 を加 え て い な い 作 姑 もい くつ か あ る
一

方で ，こ の 作

品 に は ネ ク ラ
ー

ソ フ の 独 自な解釈 が 添 え られ て い る 。

以 降 は，チ ュ ッ チ ェ フ の 詩
「
秋 の 夕 べ ．1 とネ ク ラ

ー
ソ

フ に よ る解釈 を中心 に 据 えな が ら， 序 に 示 した 「なぜ

ネ ク ラーソ フ が チ ュ ッ チ ェ フ に 注 目 した の か 」 と い う

問題 に つ い て 考察 し て い く。

　ネ ク ラ ーソ フ は 詩人 Φ．T．の 詩 が プー一シ キ ン 時代 の

『
同時代 人．匡 に 掲 載 さ れ た 経緯 を述 べ な が ら チ ュ ッ

チ ェ フ の 作品 を順 に 示 して い くが ，5番 目 に あ る の が

詩
「
秋 の 夕べ 」 で あ る 。

EcTb　B　CBeT 』〔｝cT 眠 ｝ceH 刪 X　Bel｛ep〔IB

yM 照 bHa 爿，　Ta レ1HCTBC 田 laH　 npe．leCTb ：

3、叮OBeu 工H白 6JiecKレ1 冂 e ⊂TPOTa 　llepe［1，
F・arpfillbLx 刪 cTトeB 　TOi 川 blM ，．耳er 輔 凵」C．，lccT，
TyMaHHa 月 HT 月xa 月 』a3yPb

Ha 羝 rpycTHO −cHpoTeK ）［LLe貢3eM 』eH〕，
H −

KaK 冂pe，IHyBCTBHe　CXO ，1fi／l工HX　6yPb．一．

［
．
r〔｝PblBHC’f’bl面，　 x〔｝，叮o几Hbl‘i　BCTP 　Hop 〔〕m ，
y 山 cp6 ，　M3H ∈MOMCttbe ，目 Ha　RceM

Fra
　KPOTKa 日　yJlbl6Ka　yBfi皿attb”，

qT。　B　Cン皿 e ⊂TBe 　pa3yM 【10M　 Mbl　30BCM

Bo3BLI川 eHHo 函 cTb 正ル 丁剛 3｛〕cTbK ） cTpa 且 aH1 ，月 ，

秋 の 夕べ の 光 に は

い とお し い ，なぞめ い た魅力 が あ る 。

不 古な 輝 き と，彩 と りど りの 木 々

紅蓮 の 葉の ，物憂 げで，微 か な葉 ず れ

悲 し く寄辺な い 大地 の 上 に

か す み 立つ ，静か な碧 空。
嵐 の 近 づ き を告 げる か の よ う に

冷た い 突風 が 吹 く

欠如，困憊，そ し て す べ て に

凋 落の お だ や か な 微笑 み が あ る

そ れ を私た ち は，理 知 あ る人 間の 中の ，
苦悩の けだ か き は にか み と呼 ぶ 。

　ネ ク ラー
ソ フ は チ ュ ッ チ ェ フ の 詩 全 体 を

「
思想 の な

い 情景 」，「
思想 の 付属 した 情景 」，「

ハ イ ネ を髣 髴 させ

る ア イ ロ ニ
ー

」，「
思 想 を 中心 とす る 作品 」 の 4 っ に 分

類 しな が ら提示 し て い くが ，な か で も 「
思想の ない 情

景」 に っ い て は全体 の 三 分の
一

に あた る 8 篇 を 引 用 し ，

「
Φ．T ，氏 の 詩の 最大 の 長所 と は ，生 き生 き と した ， 優

雅 な，造形 的 に 精確な 自然描写 に ある。〈…〉 詩的作

品 に お い て 最 も難 し い もの，そ れ は，い か な る 内容 も，
い か な る 思想 も無 い よ う に 見 え る作品 で あ る。詩 に現

れ た 風景，2，3 の 特徴 で 表 さ れ る小 さ な情景で あ る」

〔11−2，46）
s

と 述べ 最 も高 く評価 して い る。そ し て，

ネ ク ラ
ー

ソ フ は
「
思想 の な い 情景 」 の 8 篇 の 中で も詩

厂

秋 の 夕べ
」 に 関 して だ け，「

主観的 な感覚 の モ
ー

メ ン

トを 加 え て い る，言 い 換 え る な らば，解釈者 と して 登

場 」
V
し て い る 。 以 下 に ネ ク ラ ーソ フ の 解釈 を 示 す こ

と と す る 。

と び き りの 描写 だ ！　 不 意 に強 く吹 き つ けて くる秋の 風 が

胸 を打 っ よ う に ，各行 が 胸 を打つ
。 聞 くの は 苦 し い が，聞

くの を や め るの も ま た つ らい 。こ の 詩 を読 ん で 受 け る印 象

をた とえ る こ とが で き る とす れ ば，人 が，愛 す る，瀕 死 の

若 い 女性 の枕 もとで 覚 え る感情で あ ろ う。力 強い 独 自の 才

能 を持 っ 者 だ けが，人間 の心 の 中に あ る こ の よ うな 琴線 に

触れ る こ とが で きる の で ある。そ れ ゆ え，我々 は な ん ら躊

躇 す る こ とな く，Φ．T．氏 を レ ール モ ン トフ と同列 に 置 く。
彼 が ご くわ ず か しか 詩 を書い て い な い の が 残念 だ 。

こ の 詩

の 各行 が ，わ が国 の 偉 大 な詩 人 た ち の うち の 誰 に も引け を

取 らな い 傑作 で あ る。こ の 詩 の 芸 術 的価 値 に つ い て は 言 う

ま で もな い 〔1t−2，48〕 （強調 は引用者 ）

　秋 の 凋落す る 自然 の 中 に瀕 死 の 女 性 の 姿 を見出 した

こ の 解釈 は き わ め て 特徴 的 で あ り，現在 の チ ュ ッ チ ェ

フ詩 集 の 注釈で も し ば し ば引用 され て い る。しか し，

この 解釈 をチ ュ ッ チ ェ フ の 実際 の 創 作 と照 ら し合わ せ

て み る と，そ れ ま で の チ ュ ッ チ ェ フ の 詩 的世界 に は こ

の よ う な 「瀕 死 の 女 性 」 が 登場す る よ う な作晶 は見 当

た ら な い
。 ま た ，

1
一
思想の ない 情景 」 に分 類 さ れ た 他

の 7 篇 に 関 ？て は 率直 に
「
精確 な 自然 描 写 」 に つ い て

言及 して い る だ け に，詩
「
秋 の 夕べ 」 の 解釈の 特異 さ

が一
層強 く感 じ られ る の で あ る。

　先行研究 で は，1830 年 に 書 か れ た 詩
「
秋 の 夕 べ 」

は 1850−1860年代，つ ま りネ ク ラー
ソ フ の 論文発 表後

の チ ュ ッ チ ェ フ の 作品 に現 れ て く る 「
女性」 の 描写 と

合 わ せ て 理 解 さ れ ， チ ュ ッ チ ェ フ の 創 作後期 （1850−

］860 年代〉 を 予 感 さ せ る 詩 と さ れ て い るが，こ う し

た 考 えの 根底に あ る の が ネ ク ラーソ フ の 解釈 で あ る 。

こ うした 考 え の 代表 的 な論者で ある コ ージ ノ ブ は こ の

解釈 に 触 れ，「
ネ ク ラー

ソ フ は チ ュ ッ チ ェ フ の 創 作 の

新 た な 方 向性 を ま る で 予 知 し た か の よ う だ」
1°

と して，

ネ ク ラ ーソ フ の 慧眼 と論文
「

ロ シ ア の 二 流 詩人 た ち 」

の 意 義 を指 摘 し て い る。確 か に，チ ュ ッ チ ェ フ は

1850 年代 か ら 1860年 代 に か け て の 自伝 的 な 作 品 群
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坂庭淳史

「デ ニ
ー

シ エ ヴ ァ
・シ リーズ 」

II

に お い て，こ う し た

「
女性」 を描 くよ う に な る。例 え ば，詩

「
言わ な い で ，

彼 が私を昔 の よ うに 愛 して い る と He　FOBOPM ： Me 朋 OH，

KaK 　H　npemne ，　t，・  6HT．．．」 （［851−52） に は，女性の 独白

形 式 を用 い た
， 愛 の 中で 苦悩す る 女 性の 精確 な 心 理 描

写 が あ り ， 詩
「
彼女 は

一H 中 ， 意識 が な か っ た BeCb

皿eHb 　OHa 肥 濯 a』 a　B　3a6b 且TbH ＿」 （1864）で は，主人公 は

ま さ に 愛す る 女性 の 死の 際 に 立 ち 会 う こ と に な る、

　 こ こ で
「チ ュ ッ チ ェ フ が は た して ネ ク ラーソ フ の 論

文 を読 ん で い た の か 」 とい う問題が 生 じて くる 。 実際

の 書簡 な どを見 る限 りで は，チ ュ ッ チ ェ フ が 論文 を読

ん だ こ との 証拠 と な る もの は見 当た らない 。コ
ージ ノ

ブ は
「SO 年代初頭 ， チ ュ ッ チ ェ フ は ネ ク ラー

ソ フ を ，

誰 も知 ら な い Φ．T，の 詩 に 対 し て 深 い 敬意 を 示 した

『
同時代 人 』 の発行人 と して だ け受け と め て い た 」

12
と，

や や あ い まい に 記 す に と ど め て い る 。 こ う した考え方

は ， 我 々 も含 め て チ ュ ッ チ ェ フ の 後期作品 を知 っ て い

る者 の 言説で あ り ， 文学史をさ か の ぼ る視座 か ら見 え

て く る もの で あ る。コ
ージ ノ フ の この 言及 もや や 弱 い

もの と 言わ ざ る を 得 な い だ ろ う 。

　本論考 で は，そ うした 20 世紀 ，
21世紀か ら の 視点

で は な く，ネ ク ラーソ フ の 論文 で 提 示 さ れ た チュッ

チ ェ フ の 作品を 同時代人 た ち が どの よ うに 受け とめ て

い た の か を考 え て み た い
。 当 時 の チ ュ ッ チ ェ フ は 全 く

の 無名詩人 で あ っ た と言え る。『
同時代人』 の 編集者

と な っ た ネ ク ラー
ソ フ 自身 が 作者 に つ い て の 情報 を

持 っ て い な か っ た よ うに
， 多 くの 読者 は ネ ク ラー

ソ フ

の 論文 で 示 され た情報 の み に よ っ て
「
Φ．T．と は い か

な る
．
詩人 か 」 を考 え て い た は ず で ある。そ う した 点 か

ら，ネ ク ラーソ フ に よ る 詩
「
秋 の 夕 べ

」 の 解 釈 の 新 た

な見 方 を提示 し て い く。

5．ネク ラ ーソ フ に よ る詩
「

秋の 夕 べ 」 の 変更点

　論文
「

ロ シ ア の 二 流 詩人 た ち」 に お ける 詩
「
秋 の 夕

べ
」 に は，他 に も注 目す べ き 問題 が 含 ま れ て い る 。 詩

の
一

部が 変更 され て い る の だ。プー
シ キ ン 時 代 の

『同

時代人 J… か らチ コ、ッ チ ェ フ の 作品 を転用 す る際 ， ネ ク

ラ
ー

ソ フ はい く篇 か の 詩 に 若干 の 変更 を加 えて い る。

「秋 の 夕 べ
」 も そ の ひ と つ で あ り，詩 の 最 終 行 の ，「

神

の 60＞KecTBeHHoMi が 「け だ か き Bo3Bb ］uleHHotl 」 に 変

更 さ れ た。1］ 「
神 の 60＞KeCTBeHHbl 自」 とい う言葉 は，詩

「閃 光 Hpo6meCK 」 （t825） や 「暑 苦 しい 沈黙 の な か で

BnyljlHoM　 Bo3 皿yxa　 Mo ．［qaTibe＿」 （1835）で も用 い られ

て い るが ，
い ず れ も 自然の 中 に 漂 う神の 要素 を伝 え て

お り，チ ュ ッ チ ェ フ の 詩 作品 の キーワー ドの
一

つ で あ

る。付 け 加 え る な ら ば，

「
け だ か き BO3BblUleHHb 画 は

チ ュ ッ チ ェ フ の 詩 で は い ち ど も 用 い ら れ る こ とが な

か っ た 。

　現 在 で はバ リア ン トと し て 扱 わ れ て い る この 変
．
更 に

つ い て ，研 究者 た ち は 何 らか の 違 和感 を覚 え て い る。

た と えば ゴ レ ーロ フ は
「
ネ ク ラーソ フ は最後 の

，
か つ

最 も重要な詩行 を軽率 に 変更 して い る。こ の行 に あ る

60Hecl’BeHHoil を Bo3Bblll ∫eHH 磁 に 変 え て い る の だ。

〈
…

〉 こ の 言葉 の 特殊 な意味 ， よ り．正 確 に 言 え ば，そ

の
「
神 の 』 とい う外見が ， ネ ク ラーソ フ を不快 に さ せ

た の か も しれ な い 。詩 の コ ン テ ク ス トに お い て は，こ

の 言葉 は完全 に 宗教 的 な 内容 を 失 っ て い る の に 」
14

と，

ま た ，
ニ コ ラー

エ フ は検閲 に 配慮 し て 60N｛eCTBeHHO 一

と い う言葉 を変更す る必要 が あ っ た こ とを
［

甘旨摘し て

い る 。 た しか に
， 当時 は

「
検閲 の テ ロ ル 」 と呼 ば れ る

時期 で あ り， H．H ，ア ン ネ ン コ フ を 委員 長 と す る

「
］848 年 4 月 2 日委員会」 と国民教育省が 皇帝ニ コ ラ

イ 1 世 の 支持 の も と に 熾烈 な検閲 を展開 して い た。特

に 宗教的 な世界観 に 関 し て は
「聖 書の 中で言 わ れ て い

る こ と だ け が 正 し く，ゆ る ぎ な い 」
］b

とい う信
．
条 に 基

づ い て 異常 な ま で に 厳 しい チ ェ ッ クが な さ れ，学術論

文 で さ え も発行禁止 に さ れ る こ とが あ っ た 。委員会 は

そ れ ま で の 検閲規約に 反 して，作品中の 副次的 な ， 秘

め られ た意 味 を も読 み 取 る よ う に な り，正 教会の 思 想

に 反す る もの は徹底 的 に 検閲の 網 に 取 り込 ま れ て い た。

した が っ て，ネ ク ラーソ フ が 検閲 を意識 して 語句を変
．
更 した こ と も十 分 類推可能で あ る。

　 しか し
一

方で
，

チ ュ ッ チ ェ フ 研究 の 第
一

人 者 で あ る

ピ ガ リ ョ フ が こ の 変更 に つ い て
「
何 を指針 と した の か

全 くわ か ら な い 」

11

と述 べ て い る こ と に も注 日し た い 。

検閲だ けで な い，あ らた な変 更 の 意 図 を 考察す る 余地

が あ る だ ろ う。 は た して ネ ク ラーソ フ の 変更 は ゴ レ ー

ロ フ の 言 う よ うに 軽率だ っ た の だ ろ うか 。 翻 っ て ，

．
言

葉 の 変 更 が な か っ た 場 合 を考 え る と，こ う した 独 自の

解釈 は成 り立 ち 得 な い よ うに 思 え る 。
っ ま り，

ゴ レ ー

ロ フ が
「
最 も重要な詩行 」 と呼 ん で い る よ う に，「

神

の 60HeCTBeHHe− 」 と い う 言葉 は チ ュ ッ チ ェ フ が 持 っ

て い た 汎神論的な世界観 を さ ら に 強 め て お り，「 け だ

か き BO3Bb1 ［IieHHoM 」 と い う や や 中立的な言葉 に ネ ク

ラ
ー

ソ フ が 変 更 し た こ と で，読者 に．与え る詩 の イ メー

ジ は 大 き く変化 し て い る は ず な の で あ る。

6．論 文 の前半部分 と詩
「

秋の タ ベ
」 の 関係

　　　　　　　　 読者 へ の 作用

詩
「
秋 の 夕 べ 」 の 変更 の 意図 を考 え始 め る と，3 で
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ネ ク ラ
ー

ソ フ 論文
「

ロ シ ア の 二 流詩 人 た ち　 を め ぐっ て

示 した 論文
「
ロ シ アの 二 流詩人 た ち」 の 前半部分，と

りわ け，引用 さ れ て い た 他 の 詩 人 の 作 品 が 意味 を 持 っ

て くる。前 述 し た 通 り，こ れ ま で 前半部分 は チュッ

チ ェ フ の 詩 とあ わ せ て 考 え られ て は こ な か っ た。だ が，
こ の 前半部分 の あ と に 詩

「
秋 の 夕べ 」 お よ び そ の 解釈

を 示 す （つ ま り， 読 者 に と っ て は ，論文 を最初 か ら読

み進 め て くる） こ とで ， ネク ラ
ー

ソ フ は 『同 時代 人 』

の 読者 に あ る特．殊 な 効 果
．を与・え て い る ．よ う に 思 え る。

以 下 で は ，詳細 に 論 文 の 前 半
．
部分，特 に 他 の 詩人 の 作

品 に つ い て 考察 して い く。

　 論 文 の 最初 に
「
独 自性 caMo6blTm ［oCTL，」 が 欠如 した

もの と して 紹介 さ れ た ス ピ グ ラーゾ フ の 2 篇の 詩 は ，

どち ら も恋愛詩 で ある。第
一

篇 で は ， ど こ か ら と もな

く聞 こ え て く る，亡 くな っ た 恋人 の 嘆 き を耳 に し た 男

性主人 公 が，か つ て の 愛 に お け る 自身 の 振 る 舞い を後

悔 して お り， 第 二 篇で は，小鳥の よ う に 無邪気 だ っ た

娘 が ，金持 ち と結婚 し て
一．見豪華 な生活 を送 りな が ら

も実 は
「
心 に 深 く ，

．
悲 し み を秘 し て い る 」 とい う筋 が

仕事 に 疲 れ た 娘 の 母 を交 え て 描 か れ て い る。そ して ，

こ の 二 篇 の 詩 につ い て ネ ク ラー
ソ フ は

「プーシ キ ン と，

雑誌 や 作品集 に い く篇 か の 詩 を発表 し た が ，今 で は 詩

を書 い て い な い あ る作者の 影響 が か な り明 白に見 られ

る」 〔tt−2，39〕 と解説 し て い る 。 チ ュ コ フ ス キ
ー

の

注 釈 に よれ ば，こ の
「
あ る 作者 」 と は，1848年 か ら

t849 年 に か け て 詩 を 発表 し て い な か っ た ネ ク ラ
ー

ソ

フ 自身 を 暗 示 し て い る 〔］］
−2，318〕。 確 か に ス ピ グ

ラーゾフ の 詩 に 見 られ る よ うなテ ーマ は ， ネ ク ラ
ー

ソ

フ が そ の こ ろ に 書 い て い た 詩
「
．
道 徳 的 な 人

HpaBcTBcHHbTVI　 t［e．πoBeTC　］ （t847） や
「
夜 の 暗 い 通 り を

行
．
き Eny 」M 　Houtsn　m 　y，IHue 　TeMH 繭 ＿」 （［847） な ど に

通ず る もの が あ る。詩
「

道 徳的 な 人 」 〔1， 58〕の 第
一・

連 で は 主 人 公 に 秘 せ る恋 を 暴 か れ て
「
病 の 床 に つ きf

恥 と悲 しみ に 引 き裂 か れ ， 死 ん で い っ た 」 妻 が 描 か れ，

第二二連 で は
「
金持 ち の 老 人 へ 嫁 ぎ」， そ の 後悲 し み に

くれ，1
一
肺 病 で 死 ん で い く」 娘 が 描

．
か れ て い る 。

　 こ の モ チー
フ は ， 論文 の 前半部分 で 引用 され た ほ と

ん どすべ て の 詩 の 中に 見 つ け る こ と が で き る。オ ガ

リ ョ フ の 詩
「
運 命 Fatum 」 で は 教会 に い る 主 人 公 が

二 つ の 棺 を見 つ け，夫 を 失 っ た 妻子 の 悲 し み，子 を

失 っ た 両親 の 悲 しみ ，と い う そ れ ぞ れ の 棺 に ま つ わ る

物語 が あ り，詩
厂
忘 れ ら れ て 3a6b［TO 」 で は か つ て の

恋人 に 「
目線 を そ ら して 」

「
何 も言 わ ず に 」

「
通 りす ぎ

て 」 行 か れ た，忘 れ られ た 女性 が 主 人 公 と な っ て い る。
詩 人 T，JI．（ツ ル ゲー

ネ フ ） の 詩 「
ひ と り，ま た 私 は

ひ と りに な っ た OnMH
，
　ellslTL　oJvlH 　sl．　Pa301］macb ＿」 で

は ，眠れ な い 主 人 公 の 脳裏 に 次々 と思 い 出 が 浮か ぶ の

だ が，そ の ひ と つ に は だ い ぶ 昔 に 私が 忘 れ て し ま っ た

娘 の 悲 しげな 面影 が あ る。

　 こ の よ う に，死 に と らわ れ た ， あ る い は 悲 し み に う

ち ひ しが れ た女 性 と い うモ チーフ の
一．
連 の 詩 を紹介 さ

れ た あ と に ， 読者 は チュッ チ ェ フ の 詩 を 読 み ，ネ ク

ラ ーソ フ の 「人 が ， 愛する ，瀕死 の 若 い 女 性の 枕 も と

で 覚 え る感情 」 とい う解釈 を読 む こ とに な る 。 こ の と

き 読者 に は
， それ まで に 紹介 さ れ て き た 同時代の 詩 と

チ ュ ッ チ ェ フ の 詩 との つ な が りが 感 じ られ るの で は な

か ろ うか。つ ま り，ネ ク ラー
ソ フ の 解釈 に あ る 「瀕 死

の 女 性 」 の イ メ ージ に 促 さ れ ， ま た 60｝KeCTBCHHotl か

ら BO3BblHleH ［TOil へ の 変更 の 作 用 も手伝 っ て ，読者 は

本来汎 神論的 な 自然が 描 か れ て い た チ ュ ッ チ ェ フ の 詩

の 中 に ， ネ ク ラ
ー

ソ フ を含 め た 同時代 の 詩人た ち （オ

ガ リ ョ フ
， ツ ル ゲー

ネ フ，そ して ス ピグ ラーゾ フ らも

含 む） の 作品 と共通 した テ
ー

マ を感 じ取 る の で あ る。

　 さ ら に
．
考察 を進 め るた め に，論文

「
ロ シ ア の 二 流詩

人 た ち 」 を 発表 し た こ ろの ネ ク ラ
ー

ソ フ に つ い て 述べ

て お く必要 が あ る。当時 の 彼 は 検閲 に よ っ て創 作 の 危

機 に 陥 っ て い た 。ネ ク ラー
ソ フ は パ ナ

ー
エ フ と と も に

1846年末 に
『
同時代 人 』 の 出版権 を 手 に 入れ た が ，

厳 しい 検閲 の 影響 で 自身 の 作 晶 を全 く発表で き ずに い

た。ベ リ ン ス キ
ー

の 遺 言 に 従 っ て ，

「
街 に て Ha

y」HLLe」 ，

「ぶ ど う酒 BMHO」，「
．
昨 日 の 午後 五 時過 ぎに

Byepa田 HMVI　J〔elTb　qacy 　B 田 ccToM ＿」 な どの
『
市民』 詩

を書 き続 けて い た ネ ク ラ
ー

ソ フ は
， それ らの 詩 を原稿

の ま ま に と どめ ，

「
検閲 が 発表 を禁止 す る の が わ か っ

て い た ．］IS の で 検閲 に 送 ろ う と さ え し な か っ た。また，

論文 の 前半部分 に 取 り上 げ られ て い る オ ガ リ ョ フ や ツ

ル ゲー
ネ フ は 当時の ネ ク ラー

ソ フ の 文学仲間で あ り，

特 に オ ガ リョ フ は ネ ク ラ
ー

ソ フ の
「
直接 の 先 駆 」

19
と

さ れ ，ど ち ら もネ ク ラー
ソ フ の 作風 に 近 い 詩人 で あ っ

た 。
こ う した 背景

．
を考慮す る と ， 自作 の 発表 が 困難 で

あ っ た ネ ク ラー
ソ フ が 意図的 に ， あ る い は 検閲 に よ る

変更の 必 要性を利用 し な が ら詩
「
秋 の 夕 べ

」 の 言葉 を

変更 し
， オ ガ リ ョ フ，ツ ル ゲーネ フ らの 作品 とイ メ

ー

ジ を重ね，そ して ， チ ュ ッ チ ェ フ と 自身た ち の 作 品 と

の つ な が りを作 り．ヒげた の で は な い か と 推測 す る こ と

が 可能 に な っ て くる 。 ひ とつ の 詩 に お け る言葉 の 変更

を ， 論文全体の 構成 と照 ら し合わ せ な が ら考察す る こ

とで ，ネ ク ラ
ー

ソ フ に よ る言葉 の 変
．
更が

「
軽率 」 な も

の で な くな り， そ こ に は慎 重 さ と 巧 妙 さ が 見出せ る の

で あ る。
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坂庭淳 史

7。詩
「
秋の タ ベ 」 以 降の 詩 と

　　 ネ クラ ーソ フ の 解説

　で は，チ ュ ッ チ ェ フ とネ ク ラ
ー

ソ フ 周辺 の 詩人 た ち

と の つ な が りを作 り出す こ と に どの よ うな意味 が ある

の だ ろ うか 。
こ う した 意図が あ っ た と考 え る な らば ，

詩
「
秋 の 夕べ 」 以 降の 詩 に つ い て の ネ ク ラーソ フ の 解

説 は さ ら に 深 い 理 解が 可能 と な っ て く る。

　詩
「

秋の 夕べ 」 に 続 い て ネ ク ラーソ フ は チ ュ ッ チ ェ

フ の 2 篇 の 詩 を引用する が ， そ の ひ とつ で ある詩
「
春

の 流 れ BeceHHMe　Bonb ［」 を フ ェ
ートの 詩

「
春 BecHa 」

と比較 して い る 。 フ ェ
ートの 詩 を部分的 に 賞賛 し なが

ら，ネ ク ラーソ フ は
一

方で，「
ま ず い 数行 に よ っ て こ

の 詩 の 出来 が 悪 く な っ て い る の が 残 念 だ 。 だ が ，

フ ェ
ート氏 に は こ の 欠陥が か な り頻繁 に 見 ら れ る」

〔M −2， 50〕と述 べ て い る。そ し て ，
こ こ で指摘 し た

2 箇 所 の
「
ま ず い 」

’
詩 行 に は，い ず れ も

「
装飾 的

Bb【qypHbl輌 と い う言葉 を 用 い て い る。こ れ は，論文

の 前半部分 で ネ ク ラ
ー

ソ フ が 示 した 現 代詩の 欠陥の ひ

とっ で あ る
「
装飾性 BbtHyPHOCTb 」 とい う言葉 と合 わ

せ て 考 え る こ とが で き るだ ろ う。付 け加 え る な ら ば，

詩
「
秋 の 夕 べ

」 の 解釈 に あ っ た
「
独 自の caMO6bn

’Hblh

才能」 とい う言葉 も また ， 現代詩 に つ い て ネ ク ラーソ

フ が 言 及 し た
「

独 自性 caMo6b ］THocTts 」 の 欠 如 と対応

し て い るの で あ る。

　ま た，詩
「
秋 の 夕 べ 」 の 解釈 に お い て 「我 々 は Φ．

T ．氏 を レ ール モ ン トフ と 同列 に 置 く。 〈…〉 こ の 詩 の

各行 が ， わ が 国 の 偉大 な詩 人 た ち の うち の 誰 に も引 け

を取 らな い 傑作 で ある 」 と述 べ て い た が ， ネ ク ラ
ー

ソ

フ は 以 降 も，プー
シ キ ン ，レ ール モ ン トフ，ハ イ ネ な

ど を引 き合 い に 出 しな が ら，チ ュ ッ チ ェ フ と彼 らの 作

品の 共通点 を指摘 して い く。と りわ け，「
我々 が 語 っ

た Φ．T ．氏 の す ぐれ た 才能 に つ い て ， 読者諸氏 も もち

ろ ん賛 同 して くれ る だ ろ う。こ う した 詩 を プーシ キ ン

が 拒否 し なか っ た の は 疑 い の な い こ とだ」 〔11
−2，53〕

とい う よ う に，プー
シ キ ン が チ ュ ッ チ ェ フ の 才能 を認

め て い た こ と に つ い て，読者 に も そ の 確
．
認を

ー
求 め て い

る。 詩 人 チ ュ ッ チ ェ フ （1803
−｝873） と ネ ク ラ

ー
ソ フ

（1821−i878）や フ ェ
ート （1820−1892） との

一
番 の 違

い は，後者 2 名 が 1840年代 に 詩作 を 本格的 に 始 め た

の に 対 し，
チ ュ ッ チ ェ フ は す で に 1820年代 に は 詩作

を始 め て お り，］837 年 の
『同 時代人』 に 作 品 を掲 載

さ れ た よ う に ， ま さ に プー
シ キ ン （1799−1837） と 同

時 代 の 詩 人 で あ っ た こ とで あ る 。つ ま り，こ こ で は ，

プー
シ キ ン

， あ る い は プ ーシ キ ン ら の 時 代 と チ ュ ッ

チ ェ フ の 結 び つ き が 強調 さ れ て い る の で あ る。こ うし

た 意図 は，すで に 論文 の 前半部 分 に 垣 間見 ら れ る。す

な わ ち，ス ピグ ラーゾフ の 2 篇の 詩 に ，「プー
シ キ ン 」

と
「
あ る 作者 （ネ ク ラーソ フ ）」 か らの 影響 を指摘 し

た 時点 で ，ネ ク ラーソ フ は ス ピ グ ラ
ーゾ フ の 作風 の 批

評 を介 して，自身 とプーシ キ ン の 作風 の 近 さ を暗 示 し

て い た の で あ る。

　これ まで の考察 か ら，序 で 示 した 「なぜ ネ ク ラーソ

フ が チ ュ ッ チ ェ フ に 注目 し た の か 」 とい う問題提起 に

対 す る ひ と つ の 回 答 を示 して お きた い 。

　チ ュ ッ チ ェ フ の 作品 に つ い て の 考察 を進 め な が ら，

ネ ク ラ
ー

ソ フ は 自身や そ の 周 辺 の 詩人 た ち と の 親近感

を感 じ て い る。彼 自身 の 作 品 を持 ち 出す こ と は で き な

か っ た が，周辺 の 詩人 の 同 じ よ うな作風 の 作品 と並 置

す る こ と に よ っ て ， チ ュ ッ チ ェ フ との テ
ー

マ の つ な が

り を描 き出 して い る。その う えで ，チ ュ ッ チ ェ フ の 作

品 の 批評 を介 して ， ネ ク ラーソ フ に とっ て 現代詩の も

うひ とつ の 潮流 で あ る フ ェ
ー

トら と一線 を画 し ， か つ

プーシ キ ン や レ ール モ ン ト フ の 時代 と 自分 た ち の 詩 を

結びつ け る よ す が と して チ ュ ッ チ ェ フ を見出 し た と考

え る こ と が で き る の で は な い だ ろ うか。

8．論文 「ロ シ ア の 二 流詩人 た ち」 の 意義 ・

　 チ ュ ッ チ ェ フ の ロ シ ア 詩 にお け る位置

　最後 に ， 論文
「ロ シ ア の 二 流詩人た ち 」 の 意 義 と，

こ の 論 文 を読 み解 くこ とに よ っ て 見 え て くる ， チ ュ ッ

チ ェ フ の ロ シ ア詩 に お け る位置 に つ い て考 えて み た い 。

文学史の 流 れ の 中 に 位置づ け よ う とす る場 合 ，4 で 述

べ た よ う に，こ の 論文 は チ ュ ッ チ ェ フ の 1850，1860

年代の 作品 と関連付 け られ ， 論拠 の弱 さ は ある もの の ，

以 降の ロ シ ア 詩 の 展 開 を予 言 的 に 見渡 す よ う な 「
現在

（1850年） か ら未来へ 向 け て 」 の 方向性が 言 及 さ れ て

きた 。

　本論 考 で は考察 の 対象 を詩
「
秋 の タベ 」 と ネ ク ラ

ー

ソ フ の 解釈 に 絞 り，そ こ か ら論 文 全 体 を見 渡 し た が，

そ こ に は チ ュ ッ チ ェ フ とネ ク ラーソ フ 自身 の 詩 を結 び

つ け る こ と，さ ら に チ ュ ッ チ ェ フ の 詩 を通 し て ネ ク

ラ
ー

ソ フ 自 身 の 詩 と プ ーシ キ ン 時代 の 詩 を つ な げ る と

い う意 図 が存在 す る よ うに 思 え る 。 チ ュ ッ チ ェ フ の 詩

に 見 ら れ た 1830年代 の
「瀕 死 の 女性 」 像 は，まず論

文執筆当時の ネ ク ラーソ フ 自身 の 詩 と結び つ い て い る

の で あ る 。 ネ ク ラ ーソ フ の 視線 は こ れ まで 言 及 さ れ て

き た の と は 反対方向 ，
つ ま り

「
現 在 （1850年 ， ネ ク

ラ
ー

ソ フ 周 辺 の 詩）か ら 過 去 （1830年 代 の チ ュ ッ
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ネ ク ラ
ー

ソ フ 論文
一

ロ シ ア の 二 流詩人 た 概 を め ぐ
一一）て

チ ェ フ の 詩，プー
シ キ ン 時代 の 詩）」 の 詩 を結 ぶ 方向

に 向か っ て い る の で あ る。

　さ て ，1840年代 に は ほ と ん ど 詩作 し て い な か っ た

と は い え ， チ ュ ッ チ ェ フ の 50年 （1820年代 か ら 1870

年代） に わ た る 創作 に は か な り広 い 振幅 が あ る。こ れ

まで に も 「 ロ シ ア 文 学 の ロ マ ン 主義 か ら リア リズ ム へ

の 大 き な 動 き に 対応 して い る 」廼 あ る い は よ り詳細

に
「
創作方法 そ の もの は，初期 の 習作期 で あ る理 性 的

な
『
カ ラ ム ジ ン 主 義 』 に 始 ま っ て，1820−1830年代 の

『モ ス ク ワ 派』 の ロ マ ン 主 義 を通 過 し， 1850−1860年

代 の リア リズ ム の 抒情詩へ と発 展 し て い っ た」

：］
と い

う指摘が あ る。そ し て，ま さ に そ の 発 展 の 契 機 の ひ と

つ とな っ て い る の が 1850年 の ネ ク ラーソ フ の 論文 ，

特に今回 取 り．ヒげ た 「
秋 の 夕べ 」 に 関す る解釈で あ っ

た。こ の 解釈の な か に は，ロ マ ン 主義，自然 派 ， リア

リズ ム とい う ロ シ ア 文学の 大 きな流 れ が 交差 して い る 。

1850年 とい う ロ シ ア 詩 の 転換点 を示 して い る点 で ロ

シ ア 文学史 に お い て も意義深 い 論文 と言 え る だ ろ う。

　 ま た 本論考 で は ， ネ クラーソフ が チ ュ ッ チ ェ フ を引

き合 い に 出 しな が ら フ ェ
ートの 欠 陥 を論 じ て い る 部分

を指摘 した が ，一一
方で フ ェ

ートは論文
「チ ュ ッ チ ェ フ

の 詩 に つ い て O 　cTltxoTBopcHH ”x　¢ ．　TEoTLTcBa」 （1859）

を発表 して い る。フ ェ
ー

トの 主な 詩論 の ひ とつ で あ る

こ の 論 文 に つ い て こ こ で 詳細 を論 じ る こ とは で きな い

が
，

ピ ガ リ ョ フ に よれ ば，こ の 論文 は
「
革命的民 主 主

義的批評 が ピーク で あ っ た と きに 書 か れ，『
純粋 な詩』

の 芸 術 的価 値 の あ る べ き姿 と し て フ ェ
ー一トの 関心 をひ

い た チ ュ ッ チ ェ フ の 詩 は ， ．文学論争 の 武器 の よ うに

な っ た 野 と い う。そ し て ，
フ ェ

ートの 論文 も ま た 詩

「
秋 の 夕べ

」 に つ い て 言 及 し， しか も ネ ク ラ
ー

ソ フ に

変 更 さ れ た ま ま の 最終 2 行 に 触れ ，

「
無機質 な 世界 の

現象 か ら人間の 世界へ の速 や か な移ろい を示 すの で は

な く， 生 気 あ ふ れ る 秋 の 新 しい 色 調 な の だ 」
1コ

と，イ

メ ージ を 自然 か ら離す こ と を読者 に あ えて 禁 じて い る

の は興 味 深 い
。 ネ ク ラー

ソ フ と フ ェ
ー

トは プーシ キ ン

没後 の 空白期 を通 過 した 19世紀後半 の ロ シ ア 詩 の ，

対 立 しな が ら も補 い 合 う よ うな大 き な二 つ の 流れ の 代

表 で あ り，チ ュッ チ ェ フ の 文学的 な 立 場 は，チ ュ ッ

チ ェ フ が フ ェ
ートに 共感 し て 贈 っ た 詩 「

フ ェ
ー

トへ

A ．A ．ΦeTy 」 （186D も存在 す る よ う に，ネ ク ラ
ー

ソ

フ よ り もフ ェ
ートに 近 い と 考 え られ て きた。しか し，

今回考察 した ネ ク ラーソ フ の 論 文 の 意図 を考慮 す る な

ら ば， ネ ク ラー
ソ フ と フ ェ

ー
トは と も に ， チ ュ ッ チ ェ

フ を高 く評 価 し， 自身 の 詩風 と の 近 さ を主 張 し て い た 。

チ ュッ チ ェ フ は 自身 か ら何 らか の 文学流派 に属す る こ

と は なか っ た が ，
こ う して ［9 世紀中頃

．
の ロ シ ア 詩 の

通時 的 （プーシ キ ン 時代 と 1850−1860年代 の ロ シ ア

詩），そ し て，共時的 （ネ ク ラー
ソ フ と フ ェ

ー
ト） な

空 白 を埋 め て い る の で あ る。

　　　　　　（さ か に わ　あ つ し ・
早稲 田大学大学院）

　 注

　 il（epe．Mlft’oec κittl　 a、（］’− BTHxoM 　 oMvTe ： CTaTbli　 H

　 Mcc ，lenoBaHH 日　Pa31
・TbTx　．［eT．　i｛．：　CoB．　冂H⊂aTe 』b，　1991．　C ．

　 416．
2

　Koponeθa 　H ．B ．〔）．M ．’1’waTueR ，／f　i．ICTopHH　pyc⊂KO 自 冂033H 月，

　 JL：HayKa，1969．　T，2．　C．215．ネ ク ラ ー
ソ フ の 詩 とチ ュ ッ

　 チ ェ フ の 詩の 自然描 写の 類似 に つ い て は，Cft’amoe 　H ．H ．

　 HeKpac 〔〕B ：　CoBpc ］MeHHMKH 　M　npoflo．：冫KaTe ．IH．　0・lcpKM ．　M ．：
　 COB．　POCCMH，1986．　C．14ア．
コ
　TaM　He ．　C．142，

4fiempoea
”．B．　 IMHP ，。6LuecTBo，　 ue 、，［・BeK 　 B 」IMPHKe

　 TwoTHeBa 〃 ．「IHTepaTypH・e　JJac．［encTE ・，　N ．： HayKa ，1988．
　 T．9ア

ー1，C ．30．
S

ネ ク ラーソ フ の 著 作 （お よ び そ の 注 釈）の 引 用 は

　 He κρacoe 　H ．A ．冂。』 lioe　c｛〕6paHHe　coli田 leH 剛 1 円 間 ceM ，：B15 −

　 TM 　T．．q．：Hayrca，1981−．に よ り，〔 〕内に 巻数 と頁数 を

　 記す。な お ，翻 訳 は 坂 庭 に よ るが，ネ ク ラ
ー

ソ フ の 詩 に

　 つ い て は，ネ ク ラ ー
ソ フ 『恋 と詩 と最後 の 唄』 大原恒

一

　 訳，邑 書林，1995．を参照 させ て い た だい た。
tt

　llu3apees　klfi．　（〕｝
「
mh6a　m1TcPaTypHo 「o 　Hac ．le皿cTBa 　Φ．M．

　 Tk ，THeBa ／／．rlHTepaTyPHoe　 Hac ．le．lcTBo ．　N、．： ＞KypHanbHo −

　 Fa3eTHoe 　o6
’
benHHeHMe ，　1935．　T．19．．2］．G．373 ．

’
　MaHH 　ft），B ．　BepllocTb，　 MHrKecTb レ1　pa3Hoo6paEMe　ToHOB 〔O

　 HeKpacoBe−KpHTME ｛e ！！f　Borlpocbl．− tTepaTypbl ．1986．♪並8．
　 C．138，
”「

ネ ク ラ ーソ フ が チ ュ ッ チェフ の 抒情詩 を賞 賛 した の は 哲

　 学的 内容や 自己 発見 の た め で な く， 迫真の 自然描 写 の た

　 め で あ る」 とい う指摘 が あ る 。Zeldin 　ノ、　 Poems 　 and

　 Political　Letters　ofF ．且．1
一
yutchev．　Knoxvil ［e ：The 　University

　 of 　Tennessee　P1・ess，1973、　P．8．
t）
　ノ41aHn　／0．B．　BepHocTb，　MHrKOcTb 　H　pa3Hoo6pa3He 　ToHOB 　〔O

　 HeKpaCOBe−KPHTMKe 　）．　C．　140．
Io
　 ffoofcaκ oG　B．B．　TwoT・｛eB．　M ．： CopaTHHK ，1994，　C．349．な

　 お ，チ ュ ッ チ ェ フ と ネ ク ラーソ フ は ネ ク ラ ーソ フ の 論文

　 以 後 に も実際 に は ほ とん ど接 触 が な か っ た。
LI 「

デ ニ ー
シ エ ヴ ァ

・シ リ
ーズ 」 に つ い て は，坂 庭 淳 史

　
「

チ ュ ッ チ ェ フ
『
デ ニ

ー
シ エ ヴ ァ

・シ リーズ 』 に お け る 合

　
一

の 変奏 」，『
ロ シ ア 語 ロ シ ア文 学研 究』 32 （200  ）：17−

　 28．もあ わ せ て 参照 さ れ た い
。

1コ
　ffOM．aHO6 　B．B ．　TH ］TgeB ．　C．351．

13
こ こ で は触 れ な い が ，他 に も 8 行 目の 月 cHb 由 が xo．π（），IHblM

　 に 変 更 さ れ て い る。こ の 変 更 に つ い て ，ピ ガ リ ョ フ は

　
「言 葉 が あ ま り に 奇 抜 で あっ た た め 」 σ7ぬ ¢ ρ齠 　κ π

　 Cynb6a ．IH’pepaTypHoJlc 〕 Hac．［e八cTRa Φ ，呂 ．　TH〕TqeBa ．　C．373，）

　 と して い る 。ま た 7 行
：
目 冂pe皿BecTbe 　6．− t3只u！HxcH 　 6｝

・
Pb が

　 npen ・lyBcTBHe 　 cxonH 叫 Mx 　6yPb に 変更 さ れ て い る。チ ュッ

一49一
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坂 庭 淳史

　　チ ェ フ は こ の 変 更 を 事前 に 知 （） え な か っ た が，変 史 に 対

　　し て 後 に 異 を唱 え る こ と もな か っ た。彼 は 自分 の 作 品 の

　　扱 わ れ 方 に ほ とん ど無 関心 で あ t），t854．年の 詩集 で も編

　　集者 ツ ル ゲ
ー

ネ フ が独 自の 判断 で詩行 を変更 して い る。
14

　ノ謎）penoe 　A ．A ，　Tpレd　cy 旦b6bL 　JI．： Coti，1
．
iMcaTe ．［b，1976．　C．

　　63．
1．s
　　Jh「uκ o，．．taecs　　A ．．A 、　　K 　　MCTOP ｝1H　　H〔

．
〕nt1｛｝TOBKH 　　⊂60PHHKa

　　cTHxoTBopeHH 厳 Φ．M ．　Tw⊃TqeBa 　〔1854）珂 3八aHH 〔〕Fo 　peAaKl．ZHeti

　　HeKpacoBcKoFu 　｛・ColipcMt’HHHKa ，t　！／　HeKPacoBcKi1員　c60pHMK ，

　　∫τ．： HayKa，1983．　T ．8．　C．38．
Itt
　汰 μρκ oθ E．B、目cToP ｝惧 Tl．eH：3ypbl　 B　PoccHレI　 X　D【−XXBB ・

　　N．1，：Ac ” eK
「
「 冂pecc，2001．　 C．98．

1T
　i

’
／aza ρee 　KIJ．　 Cynb6a　．［HTep ・ATypHoi

’
o　 Hac，1∈尺cTBa Φ・M・

　　TmOTgeBa．　C．3ア3．
IH

　 ・Jyh’・6・緬 κ κ BCT ｝
・fiMTembHa ”　 cTtlTb｝1 〃 ifelt’ρacoG 　H ．

」9

ユo

：1

刀

A ．　「lo』Hoe 　co6paHHe 　co ・IMHeHHVt ，：　Tl　3−x　T．　JI．：　C 〔〕B，

” HcaTe ．”Ti，196ア．　T ．1，C ．26．

b
’
aeeck

’mi　∠3．　C．　PlcT〔〕p回yl　pYCcKOVI　冂o∋zlHH：　1730−1980，

1〈oMneHnHyN ｛．1＞L： HoBaH　1JIKo．la，1996，　C ．　i　72，

βy灘 耀 α66 ．9．　BCT｝
，IEpl・T’ewtbHafl 　CTaTbH 〃 7

’
r・mveff φ．〃．

no．「nloe　co6paHMe 　cT 回 xoTBop ∈Hレ1臼．．11．：CoB．　HH ⊂aTe．nylコ，　195ア，

C．50．

Koponeea 　H ．B．Φ，レ1．　TmTueB．　C．192．こ の 場合の リア リ

ズ ム と は
「感情描 写 」，「女性 の 形 象 の 具体化．．1 を意 味 し

て い る。

llazapeθ　κ ノL　冫KH3Hb　I｛　TTI〔：，p
‘．lccTBo 　Tk⊃TyeBa ．　ヱ＞1，：　AH ，

CCCP
，　1962．　C．　14．

・1．

φem 　A ．A ，　CoqHI．【eli朋 ，：B2 −x　T ．　M ．： X ｝
・ll．．IMT．，1982．　T．2．

C ．155．

A皿yCHCAKAHMBA

OcTaTbe 　H．　A．　HeKpacoBa ＜＜PyccKMe 　BTopocTe 【IeHHHe 皿oθTbl ＞〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Φ．　 M ．丁匸・TueB 　B　cTaTbe 　HeKpac・Ba）

　　　Bl850 −．．
M 　ron ＞

’H．　A，　HeKpacoB　ol【y6，，IHKOBa ，l　 cTaTblo ぐPyccKHe 　 BTopocTe 爬 HHble 冂oeTb1・＞ Ha 　 cTpaHMuax 　MlypHa ．la

〈（COBpeMeHHHK，〉．　B ∋
「
1
’
otl　cTaTbe 　oH　ynots・且目 Ha 』 cT 月 xoTBopeH 朋 （1）．M ．　TK）TreBa ．　CTMxOTBOpeHun　TK 〕T・．leBa 　6bt』 H 冂oMe 皿 eHbI

B　r且y田 KHHcKOM 　｛，CoBpeMcmHHKe ，ン　（1836
−1840｝，　 Ho 　He 　E

．la凵J．，IM　oco60ro 　oTK 縄目Ka，　M　6bl・IM　r且o
匸
｛TM　3a6blTliT・三）Ta 　cTaTbH ・

cTaB 田 aFI　 LlepBoil　B　Pocc剛 KpMTMKoM 　cTHxoTBopeHH 員 TloTqeBa，　BblBeJa 　em 　Ha 　cロeHy 　PYCcKoil 』囗TepaTypbl ・

　　　Cy田 ecTByeT 　MHoFo 　pa3Hblx　Hcc ．lcJLoBaHH 臼，　冂oc 朋 田 eHHblx 　TFoTqcBy　H　HeKpacoBy ，　HanpHMep ，　06 　目x

B3a 回MooTHo 田 eH 朋 x　M 目 cxo 且cTBc ，
　m 　t／ogTH 　Bce 　o匸田 KacaroTc 月 Hpo6JeM ，　oTHoc 月 LllHxci 【 KI

．
lep目oA＞

’Ho ⊂Je　l850−ro　Fo，la．

CTaTb只　（・PyccKHe　BToP ⊂）cTe − eHHb 【e　noeTbt ・：，　 npaKT ｝iqecKM　HLII
’
ne 　He 　y「10M 目HaeTc 月・XoTsl　 HMeHHO 　B　IIeli　 B 冂epBb 匸e

ncPeceK ，πHcb 　M 目pbl八Byx 　冂osToB ．

　　　BcBoe 臼 cTaTbe 月 cTaB 』 lo　Bop 冂oc ： （羽 01亅eMy 　HeKpacoB　o6paT 囮 cBoe 　BHMMaHHe 　Ha　TioTreBa　Pゆ 円 叩 e／L．，laFaKl 　cBoM

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り
BapMaL ［T　 qTeHH 月　HcKpacoBcKo レI　cTaTb 目，

　　　Ha　MO 前B3 「』π1，　B　cTaTbe 　HeKPacoBa　ecTb 八Ba 　BaH （Hb ［x　MoMeHTa ，　KoTopble 八〇 cMx 　nop 　He 　6bL、「M 　3aMcqeHbl ．　Bo −nepBb 【x，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
HeKpacoB　yl

．
toMHHyA 　o ⊂T ｝txoTBopeT ．IMs］x Φ．目．　TH ）四 eBa 冂oc・叮e　paccym 八eH 翩 ocoBpeMeHHoH 　pyccKo 回 冂os3MM 囲 ’「LpYI’Mx

nogTax 〔H ．冂．　OrapeBe，匿．C，　Typ 【℃ HeBc 　H 八p．），　Bo
−
BTopblx ，　L侶 Bcex 　cT回xoB 　TroTgeBa　HeKpacoBa　HHTepecyeT 　60，ib− e

Bcero 　cTMxoTBopeHHc 　（＜OceHHレIM　Be・lepl＞　〔1830）．　OH　I
．
lpo レ｛3Bo ．lbHo 　3aMeHH ，l　c』oBo 　（＜60冫KecTBei ．

旧 b［Ll”，　KoTopoe 　x 〔〕poLuo

oTpallaeT 　 TK 〕TqeBcKH 勇　r匸aHTe レlcFrHqecKH 函　MHP 　囗PMpoJb］
，
　 c」oBoM 　｛（Bo3Bb 匹1脂reH 日hlti＞〉，　 H πa』　9ToMy 　cT レ1xoTBopeHHK 〕 oLreHb

・pHrHTIa．lbHy ゆ ．TpaKT ・BKy ．　B　pe3｝
’．nbTa ’re　sT ・M・3aMeHbl 　HecK ・』 bK ・ M3MeHHMHcb 　 aKI．LeHTb ［BcTI ｛x ・TB ・pe翩 ・1’13　TK ・TqeBcK ・M

。，eHHeti　 npMp ・；lbl ・H　 Bb 【Be ．・1 ・6pa3　M・川 ・嶋
・MHpai ・ 1画 HccH 田 MHbl ．齟 e　 Tpy 跚 ・ 9THM 　 c・）・」ac目Tb帆 D・・T ・6pa3

BcTpe 匸．1ae「rcH 　B　cTHxoTBOPeHMVt ，Tpyl’lix 冂osToB
，　oTKy 皿a　HeKpacoB　H　r匸03a 目McTBoBa 』 ero ．

　　　YqHTb1Ba月 cTPorylo 　LleH3ypy ，　He　IIPorlycKaBu ．1y トo　B　rleqaTb 　IlpoH3BeJLeH 目fI　HeKPacoBa， ，l　cneJan 　BblB エ）八，　qTo 　B　cTaTbe

HeKpac・ B ・Me ・ ・ aMepeH ・ c　c ・・3aT ・ ・c6 ・・　 ・　 c ・Bp・ i｛cl．・踊 m 弸 eil，… acTHDcT ・ c 恥 ・・eBb … H　tl・T・M ・・pe3 抽 TqcBa

c朋 3aTb 　cc6si　c　Hv 田 KH ［lbtM レ田 os3Meil　1830−bD （ ro 八〇B，鳳To6bl 　IIQ／lgepTcHyTb　gTy 　cB 月3b ，　HeKpacoBy 　H　IloHaJLoBH ・lcH　o6pa3
　　　　　tt　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　u
Mo 』〇八〇H　yMHpaK〕1．ILeH 冫KeHH エHl

．
【b1．

　　　BcTaTbe 　HeT〈pacc）Ba ，　 oco6em
．
【o　 B　 ero　TpaKToBKe 　 cTHxoTBopeH 朋 ｛，OceHHHtl　 Bcqep ＞

  冂epcceKa ．nHcb　 pa3．叮HHHb 【e

HarlpaBJteHHfl 　H 田 Ko 謂 1、1 〔poMaHT 回3M ，【laTypa 。1b 日afi 田 Ko。・la 目 pca 』回3M ）．3HaしMT ，1850　ro 八，　K〔〕1
’
！la　HeKpac 〔）B　o冂y6朋 K 〔IBaJ 【

cTaTbK ），6bL川 ［OBOPoTIIbtM 　B　 pyccKotl　 llos3MH ．「lo∋厂roMy 　 cTaTb 月　〈・PyecKレle　 BTopocTelleHHb 且e　 rlo∋Tb1 ン＞ 3aHHMaeT 　
TaKoe

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
BaMIHoe 　 MecTo 　 B　 HcTopHM 　PyccKoH ．（H’rePaTypbl ，

50．一
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