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東京 外国語学校魯語科 とナ ロ ー ドニ キ精神

一 小島倉太郎の講義録を もとに一

己

渡　　辺 　　雅　 　司

　　 　　　 　　 　　 　　　 　　 　は じ め に

　中村光夫 の 名著 r二 葉亭四迷伝』を読む者は ，明治 10年代の 東京外国語学校

（以下外語 と略記）魯語科 の 授業 の 水準 の 高 さに 驚か され る こ とだ ろ う。
ロ シ

ヤ の ギ ム ナ ジ ウ ム とほ ぼ 同一一
の カ リキ ェ ラ ム で ，授業はす べ て Tコ シ ヤ 語 。 と り

わけ ニ コ ラ イ ・グ レ イ の ロ シ ャ文学 の 講義に い た っ て は ，教科書は 一切用い ず ，

生徒は 名調子で 朗読 され る文学作品 に ひ たす ら耳を傾け ， し か る の ち登 場人物

の性格描写を課された とい うの だ か ら〔1］
。

　と こ ろ で こ れ ほ ど質の 高 い 講義を受け なが ら，魯語科 の 生 徒 の なか か らは ，

わ が国 の 近代史に名を残す よ うな人物がほ とん ど出なか っ た とは よ く言われ る。

事実 ， 明治期 の 歴史を ひ もとく時 ， そ こ に 魯語科出身老の名を見る こ とは 稀れ

で あ る
。 それ は なぜ だ ろ うか ？

　魯語科の 生徒が能力的に 劣 っ て い たか らな の か ？ある い は また ， 中村 も言 う

よ うに ， 学術語 の 習得を 目的と した 英仏独語 と異 な り， 魯語科その もの が通訳

や実業人 の 養成を 目的 と し て い た 〔21か らな の か ？ 問題は それ ほ ど単純 で は ない 。

じつ は 明治以降の 他 国 に 例 の な い 急速な近代化 へ の 鋭 い 批判ともな り得る よ う

な重要な要 因 が そ こ に は あ っ た と思わ れ る の で あ る 。 それを私は ナ ロ
ー ド ＝ キ

精神と名づけ た い 。 予断的に 言 えば ， 日本 に おげ る 卩 シ ヤ 学 は そ もそ もナ 卩
一

ド ニ キ に よ っ て もた らさ れ た の で ある 。

　知 っ て の とお りナ P 一ド ニ キ 思想 の 根底に は ， ヨ ーロ ッ パ 近代 へ の 痛烈な批

判がある ［3）
。 そ うで ある以上 ， 日本に 来た ナ ロ ードニ キ に とっ て ，脱亜入欧を

め ざす維新後の 日本 の 姿は ， 民衆 の 覚醒 とい う点で は ある種 の 羨望 を お ぼえな

が らも，それ以上 に 将来 に お ける危機を予感 させ た に 相違な い 肱　で は こ こ で

言 うナ P 一 ド ニ キ とは誰れ か ？ほか で もな い ，こ れか ら述べ よ うとす る外語 の

魯人教師た ちな の だ。 こ う考 えて い くと 日本近代史 の な か で 埋 もれた か に見え
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る外語魯語科の生徒た ち は ，不 肖の 弟子 ど こ ろ か ， む しろ師の 思想 と生きざま

を真に 理解 し得た人 た ち で は なか っ た か ？ こ うし た 仮説を立証 し よ うとい うの

が 本稿の 目的で あ る 。

　さ て， こ こ に
一

つ の 興味ぶ か い 資料がある 。 すで に 薄茶色に 変色 し た A5 版

の ノ
ー ト三 冊に ，と て も日本人 の もの とは 思 え ぬ 見事な筆蹟で び っ し りと書 き

こ まれた 当時 の 外語魯語科の 古代史，ロ シ ヤ文学史，作詩法の 講義録がそれで

あ る
。 筆記者は 明治 7年か ら14年ま で外語に 在学 し ， の ち に 開拓使通訳 とな っ

た小島倉太郎 5｝
。 時に 綴 りの 誤ま りは ある も の の ，お お むね 正確 に 筆記 され て

い る こ の ノ ートを，当時の外語関係 の 種 々 の 史料 とつ き合せ つ つ 解読 し て い く

と，上述 の 仮説を裹づけ る重要 な事実が浮か び あが っ て く る の で ある 。

　　　　　　　　　　　1．　 魯人教師の 二 つ の 系統

　　　　　　　　　　　 一 亡 命 系 と領事館系
一

　 こ れ らの ノ
ー

トを見て 最初に 気づ くの は ，同 じ魯語科の 講義な が ら ， そ の 内

容 の 学問的水準 ， 教師の 教育姿勢な どか らみ て ， 格段 に 開きの ある二 種の記録

が，歴史，丈 学 に つ い て 残 っ て い る こ とで ある 。 こ の こ と は ，当時の 外語 に ，

教養 ， 思想傾向 ， 経歴が 明らか に 異な る 二様 の魯人教師が い た こ とを示 し て い

る 。 これを仮 りに 亡命系 と領事館系 と表現 して お こ う。ちなみ に 私 が調べ 得た

か ぎりで の 魯人教師 の 名を記 せ ば，亡命系 と し て メ
ー

チ ＝ コ フ → 〈ボ ゴ モ ー ロ

フ 〉→ コ レ ソ コ →グ レ イ ， 領事館系は トラ ク テ ン ベ ル グ → コ ス ト ゥ イ リ ョ フ →

〈ダ ニ ロ ーヴ ィ チ 〉 とな る 〔6｝
。

　 こ こ で 注 冒 した い の は 前者 の 亡命系教師で ある 。 亡命系教師の採用に 関 し て

は ， 多分に 偶然 の 要素が は た らくもの だ が ，
ジ ュ ネ ーブ時代の大山巌 の師 とも

い うべ き メ
ー

チ ＝ ＝ フ が外語 に 採用されだ 7〕
こ とは 幸 い で あ っ た 。 目下 の と こ

ろ 確証は な い が ， それ以後の 亡命系教師は す べ て ，ど こ か で メ
ー

チ ＝ コ フ と繋

っ て い る と私は 予想 し て い る。な に も革命家だか ら良 しとす る の で は な い
。 彼

らがみ な言葉の 真 の 意味に お け る ロ シ ヤ ・イ ン テ リゲ ン チ ヤ だ っ た か らな の だ 。

メ ーチ ニ コ フ が 卩 シ ヤ 思想史に 名 を残す第一級 の 思想家で あ っ た こ とは 今や 明

白〔Slだが ， 他の 教師た ち もそれ に お とらずす ぐれた 個性 の 持主だ っ た こ とが，

講 義録か ら窺え る の で ある 。

　亡 命系教師 の 講義 の 特徴 は ，生徒 の 知的能 力 と精神的 自立性 を あ くま で も信

頼 し ， 確固 た る学 問的方法 に 立 っ て ，時に 10代半ば の 生徒に は難 しす ぎる か と

思 え る ほ どの 最新か つ 高度な情報を熱 っ ぽ く語 りか けて い る こ とだ ろ う。 思え
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ぽ 200円 とい う月俸｛9｝は ， 亡命老に してみれば まさ に 僥倖だ っ た は ず で ある。

そ うした好遇を裏切る ま い とす る真摯な授業態度が ， ノ
ー トか ら もひ しひ しと

伝わ っ て くる 。 何 よ りも極東 の 小国 日本 の
“
若 きサ ム ラ イ

”

た ちを見下す と こ

ろが な い の が い い 。

　こ れに 対 し領事館系とな る と，おそ ら く自分 の 経歴に 関係な い と思 っ た の か ，

相対 的に 高給 （例 えば函館領事館出仕 の ト ラ ク テ ン ベ ル グ の 月給は 450 円 ， な

ん と閣僚級 の俸給 で あ るan） を得て い た に もか か わ らず，講義は も っ ぱ ら帝政

主 義，キ リ ス ト教主義の 立場か ら ， きわ め て常識的事柄を伝達 し て い るにす ぎ

な い
。

　こ の こ とが文部 当局に も分 っ た の だ ろ う，外語 の 職員録や お雇教師に 関す る

史料 に よ る と ， 明治 12年以降 ， 領事館系 の 教師は ま っ た く姿を消 し ， その後は

ア ン ド レ イ ・コ レ ン ＝ が一人で 6年 4 ヵ月 に わた り魯語科 の 講義を担当す る こ

とに なる 。 そ して彼 こそは ， 二二葉亭四 迷，嵯峨 の 舎御室 （矢崎鎮四郎）， 高須治

助 （『大尉の娘』の 初訳者）らに ロ シ ヤ文学の 最初の 手ほ どきを した人物で あ り，

後述 の とお り彼 もまた ナ ロ
ー ドニ キ 系 の 青年教師だ っ た の だ 。

　　　　　　　　　　 2．　 メ
ーチ ニ コ フ の古代史講義

　まずは歴史 の 講義か ら見て い く こ とに し よ う。 最近 メ ーチ ニ コ フ の小伝を著

した カ ル タ ーシ ェ ワ は ，外認時代の メ ーチ ニ コ フ に つ い て ，その 『日本滞在

記』をもとに こ う書 い て い る 。 「学生た ちを相手に した メ
ー

チ ニ コ フ の 授業は

ア カ デ ミ ッ ク な味気な い も の で は なか っ た 。 彼は 単な る ロ シ ヤ 語教師だ っ た わ

けで は ない 。 メ
ーチ ニ コ フ は 卩 シ ヤ の 歴史， ロ シ ヤ の 文学 ，文化，ピ ョ

ー
ト ル

ー
世 の 改革活動 ， そ の 生涯 と時代に つ い て 雄弁か つ 熱 っ ぽ く語 っ だ 剛 と。 ま

た ニ リ ゼ ・ ル ク リ ュ は 「彼 （メ ーチ ＝ コ フ ） は 持前 の 精力を発揮し て ， 学校の

組織化に取組み，日本 の 若き学徒た ち の 多大 な る関心 を ひ きつ ける こ とが で ぎ

た 幗
」 と伝えて い る 。

メ ーチ ニ コ フ 自身 ， 日本へ の 出立 に さ い し，ジ ＝ネ ーブ

で 数学 の 教師資格を得て お り，彼 自筆 の 代数，幾何 の 教科書 も残 っ て い るllSlの

で彼 が数学を担当 した こ とは 確か だ が ， 上の 証言は さらに幅広 い 講義を行な っ

て い た こ と を予想 させ る 。 そ の
一

つ が倉太 郎の ノ
ー

トに 残 る古代史 の 講義だ と

私は 確信す る 。

　 まず 1875年とい う表紙 の年号 。 無論 こ の 時 メ
ーチ ニ コ フ は 在職中で ある 。 つ

ぎに 歴史学を専門に す る者な らで は の 方法論 の 確か さ，最新 の 学問 的成果 へ の

通曉度，特に それ が古代史を扱 っ て い る こ とで ある 。 当時 の 外語 の ス タ ッ フ で
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こ れ だけ の 講義がで きる の は メ ーチ ニ コ フ 以外に な い
。

か つ て 述べ た とお り，

メ
ー

チ ニ コ フ は 遺著 とな っ た 『文明と歴史的大 河』で ，か の ウ ィ ッ トフ ォ
ーゲ

ル を50年 も先取 りする よ うな独 創的な生態史観を展開 し ， 彼 と親交 の 深か っ た

プ レ ハ
ー

ノ ブ は ，一説 に よ る と マ ル ク ス よ りもむ し ろ こ の 書の歴史把握 に 着想

を得 て 『史的
一

元論』 や 『卩 シ ヤ 社会思想史』 を著 した とさえ言われる ［“）
。　と

りわけ 専制 と ア ナ ーキ イ の 問題，文明史に お け る 名もな き無告の 民衆の 復権，

ある い は それ とパ ラ レ ル なと こ ろで 出 て くる東洋文 明 の 再評価 ，
こ れ が彼 の 歴

史理論 の特色で ある 。 そ して こ れを立 証すべ くメ ーチ ニ コ フ は水利体系 とそれ

に 規定 された通商路，さ らに は 民衆 の 世界観 を反映す る神話や 土 俗信仰へ と着

目 し て い く 
。

　と こ ろが後 の メ
ーチ ニ コ フ の こ うした歴史観の 萌芽が倉太郎 の ノ ー トに は や

くも垣 間見 られ る の で ある 。 そ もそ もア ラ ブ， F ル コ 語の 勉強か ら ア ジ ア に 注

目 し，みず か らも中東諸国を流浪 した こ との ある メ
ーチ ＝ コ フ に し て みれ ば，

エ ジ プ ト，バ ビ ロ ン
，

ア ッ シ リア ， ギ リシ ヤ の 古代史は も っ とも得意とす る領

域だ っ た ろ う。

　例 えば ＝ ジ プ ト史 の 項 の つ ぎの 言葉に 注 目 し て み よ う。 r民衆は お の が健康

と財産を国家 と神官 の た め に 犠牲に せね ばな らな か っ た と言えよ う」 こ の 短か

い 引用 か らも分る よ うに ， 歴代 の フ ァ ラ オ の 偉業列伝式の エ ジ プ ト史 と異な り，

メ ーチ ニ コ フ の 視線 は つ ね に 民衆 に 向け られ て い る。 こ の こ とは エ ジ プ トの宗

教を論 じた 部分に よ り顕著である 。 彼は支配宗教た る神官の宗教 と民衆の 宗教

た る土俗信仰を峻別 し，特に 後者に つ い て動物崇拝な ど の 事例 をあげなが ら詳

し く解説 して い く。 それ もそ の は ずで ， こ の 頃 の メ ーチ ＝ コ フ は，歴史学 に お

ける フ ォ
ー

ク P ア や エ ト ノ ロ
ーギ ヤ の重要性 を 説 ぎ，『デモ ニ ズ ム の 文化的意

義』 なる先駆的な論文を ナ 卩 一ド ニ キ 系の 雑誌に 掲載 し て い た の で ある暁 　ま

た 日本 に 来る 少 し前 ，
ゲ ル ツ ェ γ の 依頼に よ っ て ，

ロ シ ヤ に おけ る土 着的 （こ

れ を さ して 彼は
“
ナ シ ョ ナ ル な

”
と呼ぶ ）反 国家思想 の 系譜を仏語版 『コ

ー
ロ

コ ル 』 に 連載 して い tcエ「） こ と も こ こ で は 想起 した い 。

　 こ うし た メ ーチ ニ コ フ の 歴 史観は バ ビ ロ ン
， ギ リ シ ャ に つ い て も貫ぬ か れ て

い る 。 例 えば古代 ギ リシ ャ の 奴隷制に触れ て こ う語 る 。 r奴隷は そ の 生 まれ か

ら み て ， しば しばその 主人に お とらず高貴で あっ た 。

……各人を擁護す る よ う

な社会法規は い まだな か っ た の で ある 。 万事 が個人的感情 と動機に よ っ て なさ

れ て い た の だ」 こ の よ うに
一般に 民主政治 の 理 想 と さ れ る古代ギ リシ ャ 社会 の

背後に も， 人間 的に す ぐれ た 奴隷 の 存在を洞察させ る史眼 を メ ーチ ＝ コ フ の 講
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義は 生徒に 植え つ け て い た の で ある 。

　総 じて メ
ー

チ ニ コ フ の 講義の 特微は ， た とえその対象が古代史で あ っ て も，

それを遠い 過去の こ とと し て で は な く，い わ ばそれ が持 つ 同時代性を示す こ と

に よ っ て ，生徒 の 知的関心 をひ き出そ うとす る こ とに あ っ た 。
バ ビ ロ ン の 歴史

は 不 明な部分が 多い が ，1843年以来 つ づ い て い る英仏 の 共 同発掘 に よ っ て 次第

に 真相が明 らか に なろ うとの 指摘や ，
エ ジ プ トの X フ ィ ン ク ス の 多 くが ヨ

ー V

ッ パ に 持去 られ ，そ の うち の 二 つ は ペ テ ル ブ ル ク に ある ， な ど とい う
・
「青報は 大

い に 生徒 の好奇心 を唆 っ た に ちが い な い
。

　 こ こ で メ ーチ ＝ コ フ と倉太郎 の 関係 に つ い て 数言 。 倉太 郎 の 手帳 に は 1875年

に レ オ ー
ノ ワ とい う高名な オ ペ ラ歌手が来 日 し た時の通訳を依頼す る メ

ー
チ ニ

コ フ の 手紙 （10月26日付） の 写 しが残 され て い る。 また 同 じ手帳に 残 された 帰

国後の レ オ ー
ノ ワ の 同行者か ら の返信 （1876年 7 月21 日付） の 写 し に よ る と，

こ の声楽家が 日本 で音楽学校を開 く希望を抱い て い た こ とが窺え る 。 なぜ こ ん

な こ とを書 くか とい うと，1874年 に 舞台を捨て た 花形歌手 レ オ ーノ ワ の 世界行

脚 もまた形 を か えた
“

ヴ ・ナ 卩
一 ド

”

だ っ た と思わ れ る か らな の Ecis1。 絵画 に

お け る移動展覧派 と同様，音楽の 世 界 で も
“
ヴ ・ナ ロ

ー ド
”

が起 っ て い た の で

あろ う。そ う考 えれ ば レ オ ーノ ワ が ほ か な ら ぬ メ ーチ ニ コ フ と接触を持 っ た こ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ■　　　コ　　　コ

とも頷け る 。 そ し て こ うし た ナ P 一ド ニ キ 運動 の 広汎な うね り と意想外 に 近 い

と こ ろ に 外語 の生徒た ちが立 っ て い た こ とは 忘れ て は な らな い だ ろ う。

　 で は こ れ と 比較さ れ る領事館系の トラ ク テ ン ベ ル グ の 歴 史講義は ど の よ うな

もの だ っ たか ？こ れ に つ い て は 多言 を要す まい 。人類夊明 の 発祥を メ ソ ポ タ ミ

ア に 求め る の は 良い が ， そ の根拠を一切示す こ とな く， 話は突如 ア ダ ム とイ ヴ

の こ とに 及ぶ とい っ た 具合 。 ま た ロ シ ヤ 建国 の 歴史は ， さすが に 多少詳 し くな

るが中味は歴 代皇帝の 列伝に すぎな い 。 い やそれ以前 の 問題とし て ， 歴史を語

る文体が稚拙か つ 格調を欠 く の だ 。
「性情

．
懶惰」「到底其器 二 適 セ ザ ル 人物」

〔19｝

な る が故 に 解雇 された の も当然だ とい え よ う。

　　　　　　　　　　　 3．　 コ レ ン コ の文学講義

　 さて こ こ で 前述 の ア ソ ド レ イ ・コ レ ン コ の 文学講義に 話題を転 じ よ う。 倉太

郎 の ノ
ートの 半分以上を 占め る こ の 講義 が コ レ ン コ の も の で ある こ とは ， 表紙

に コ レ ン コ ヴ ァ
・ザ ピース カ と記 されて い る の で 間違 い な い 。 時に 1879年，明

治 12年の こ とで ある 。

　作詩法 と ロ シ ヤ 交学史か らな る こ の 講義は ，お そ ら くわ が 国 に お け る最初 の
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系統だ っ た ロ シ ヤ文学 の 紹介だ っ た ろ う。 そ して こ の 講義に もまた ， われわれ

は ナ Pt　一一ドニ キ精神 の 脈動をは っ き りと見る こ とが で きる の で ある 。 とこ ろ で

コ レ ン コ を ナ ロ
ード ニ キ と呼ぶ 以上 ，そ の 経歴 を紹介せ ねばな るま い 。彼に つ

い て は もは や ソ 連本国で も知る 人は ない よ うだosが ，
　r革命家辞典』第二 巻，70

年代 の 部 に概略 つ ぎの よ うな記 述 が あ る 。 「コ レ ン ＝ 、 ア ン ド レ イ ・ア ン ドレ

ーエ ヴ ィ チ 。 1849年頃の 生まれ ……70年 に 学生紛争に 参加 ， 逮捕さ れ ，

一月ほ

どペ テ ロ
・パ ウ P 要塞に 拘留 。 その後流刑 ， 71年監視解除en

］ こ の 人物 が外語

の コ レ ン コ とft−一人 で ある こ とは ，別 の 日本側 の 史料か ら割 り出 した 年齢とも

ピ タ リ と符号 するma の で ほぼ間違 い な い
。

　まず作詩 法の講義。こ の 講義の 特徴は ， ロ シ ヤ詩 の メ
ー ト リカ に おけ る音節

と力点の 関係をか な り高度に 説 きなが らも ， 生徒 自身が Pt シ ヤ 語で 自由に 詩作

で きる よ うに と の実践的配慮が な さ れ て い る こ とで あ る
。

そ の た め に 語順組替

の 実 例 が示 され る 。 また P シ ヤ 詩 が力点 中心 に な る こ と の説明 として つ ぎの よ

うな詩を 例示す る 。 「友 よ ！今宵は 大 い に 飲 もう／酔 えば俺に も歌が で る／だ

が 明日は ，帰る者 とて な い 土地 へ ／行 くか も知れぬわ が身な ら／。」作者不 詳の

こ の詩に は ， か つ て の 革命青年 コ レ ン コ の 幾分 ニ ヒ ル な心清が見事に で て い る

では な い か 1こ うした詩を例に あげて 講義を進め る 30歳 の青年教師 コ レ ン コ が ，

10代 の少年た ち に どの よ うな思想的感化を 及ぼ し た か は 想象 に 難 くな い
。 ちな

み に 当時の 外語の 時間割に よ る と ， 各学年 とも週 2時間 の 暗誦 時間 が設け られ

て い た
。

そ し て そ こ で の 教材の 意味もあ っ て ， ＝ レ ソ コ が 編ん だ選詩集 こ そ ，

彼 の ナ ロ ードニ キ精神を い か んな く伝えて い る 。 そこ に 収め られた 7 篇 の 詩を

列挙すれば ，
ル イ レ

ー
エ フ の 「あ X ！私は や りぎれ ない 」， ダ ヴ イ ドブ の 「巡礼

者」， ヴ ャ
ーゼ ム ス キ ーの 「神 よ ！もし幸せ が ある の な ら1，オ ガ リ ョ

ーフ の 詩

的
“

ヴ 。ナ ロ ー ド
”

ともい うべ き 「居酒屋」，ポ レ ジ ャ
ーエ フ の 「四 つ の 民族」，

デ カ ブ リス トの オ ド エ フ ス キ ーが プー
シ キ ン の 「シ ベ リヤ へ 」 へ の 返詩 とし て

送 っ た とい うあ の 「火花 の 中 か ら炎が燃 えあが る 」 とい う詩，さら に 作者不詳

な が ら激烈に ツ ァ
ーリを脱 っ た 「双 頭 の 鷲」 とな る 。 なん とす べ て追放の 詩入

の 作品ばか りな の だ 1し か も原詩 とは若干異同が ある の で ，
コ レ ン コ は こ れ ら

をす べ て 暗 誦 して い た の で あろ う。

　ひ るが え っ て 1879年 の わ が 国を見れ ば ， 折 しも薩長 の 藩閥政治が幅を きか し，

中央集権的官僚機構が確立 し て い く時に あた り， 翌 年に は 大久保利通 が暗殺 さ

れ，自由民権運動が各地 で 澎湃 と して 起 っ て くる 。そ ん な な か で ツ ァ
ーリ ズ ム

へ の 抵抗 と民衆の 怨念を歌 っ た 詩を 口 ずさむ 魯語科 の 生 徒 の 姿を想像 して み て
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，

欲 し い 。 し か も薩摩出身老の 多 い 仏語，長州出身者 の 多 い 独語 とは対照 的に ，

魯語科 に は 薩長 出身者 は
一

名 もい な い の だか ら
ua

。 彼 らは それ らの詩を わが事

とし て 歌 っ て い た に 相違な い 。 魯語科の生徒 もまた 時代 の な か で 余計者 と し て

の コ ース を否応 な く歩み 始め て い た の で ある。

　で あれ ば こ そ なお の こ と ， 余計者論を骨格 と した コ レ ン コ の ロ シ ヤ 文学史は ，

生徒た ち の 胸 に 響 きか わ す と こ ろ大 きか っ た に ち が い な い
。

こ の 講義は 18世 紀

の 卩 モ ノ ーソ フ ，ヂ ェ ル ジ ャ
ーヴ ィ ン あた りか ら ゴ ーゴ リま で を 扱 っ て い る Pt

。

た だなぜか プ ーシ キ ン の 項が欠落 して い る が ， これを もっ て 60年代 の ピーサ レ

フ 的なプ ーシ キ ン 否 定の 影 響を コ レ ン コ も受けて い た の で は と推理す る の は 早

計 で ある 。
こ こ で 想 い 出 さね ばな らぬ の は ，『患が らみ 草紙』『め さ ま し草』 に

矢崎探美 の 名で 嵯峨 の 舎が連載 し た 「露国文学
一

斑」 の つ ぎ の 言 葉 で あ る 。

「然 し て カ ラ ム ジ ン 以後の 文学は ， 露国 の カ ン ヂ ダ ア ト （学位） ア レ ク セ イ，

ア レ ク セ ェ ゥ ヰ チ ， コ レ ン コ 氏が曾て 東京外国語学 校 に 於て 為 し N 講義の 筆記

に 拠 りて 之を記せ り
  」 と。 そ して そ こ で は ，二 段組み で 7 ペ ージ ほ どの プ ー

シ キ ン 論が展開され て い る の で あ る 。

　コ レ ン コ の 文学史を語 る とき忘れ て な ら ぬ の は ，通史 と併行 して 代表的作品

の 朗読 もな され て い た こ とだ ろ う。 例えば こ ん な逸話が残 っ て い る 。 後に 外交

官 とな っ た 川上俊彦 が 『罪 と罰』 の 朗読後，読後感を課 さ れ，漢文調で 「物 を

盗む者は 賊 とな り，国を盗む老は王 な り」 と答え る と， コ レ ン コ は に や っ と笑

っ て
“

ハ ラ シ ョ
ー”

の 評価を つ けた とい うの だ 醐
。

つ ま り二 葉亭が語 り，中村

光夫 が強調す る グ レ イ の 朗読方式の 授業は実は コ レ ソ コ か ら踏襲 し た も の な の

で ある 。 また文学史 の 講義 の 参考書 と し て は ， 当時の外語の 蔵書 （一橋大学蔵）

か ら判断す る に ， ポ レ ヴ ォ イ の 「ロ シ ヤ 交 学史」 とス ト ユ ー ニ ソ の 「ロ シ ヤ文

学教授」 があげ られ る an
。

　 コ レ ン コ の ロ シ ヤ 交学史の詳 し い 内容に つ い て は 別 の 機会 に 譲る こ とに し，

こ こ で は講義 の 特色 とな る点を列挙す るに とどめ よ う 。 まず第
一

に ，文学に お

け る社会性 の 強調 と い うベ リ ン ス キ ー的文芸批評の 方法が あげ られ る 。 文学作

品が どの よ うに 同時代 の 現実を再現 して い るか，ある い は 重た作品 がい か な る

啓蒙作用 を持 っ た か とい うこ とが指摘 され る 。
つ ま りコ レ ン コ は文学作品 を と

お し て ロ シ ヤ社会 の 現実を何 よ りも語 っ て い る の で ある 。 これは 70年代 とい う

ナ P 一 ド ニ キ 時代 の子 と し て は 当然だ ともい え よ う。

　第二 に ， だ か ら とい っ て 講義内容が公式的 に な る こ とは な く， 各作家の 気質

と生 きざま，主人公 の 心 理 の 動 きを きめ 細か く分析 し，人間 として い か に 生 き
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るか とい うこ とを語 りか けて い く。 特 に レ ール モ ン ト フ 論で は ，『死の 天使』，

『現代の 英雄』，『デーモ ン 』，『商人 カ ラ
ーシ ニ コ フ の 歌』 な どの 作品を あげ，

その 内容を紹介す る と同時に ， 激 しい 儕念と高潔な る理想 を持 っ た余計者 の 悲

劇 ， とりわけ卑俗な社会を前に した 主人公 の愛 と ＝ ゴ イ ズ ム の 問題を鋭 く切開

して み せ る 。

　第三 に 文学 に おげ る諷刺や ユ ーモ ア の もつ 意味をヂ ェ ル ジ ャ
ー

ヴ ィ ン ，ナ レ

ージ ヌ イ ，
グ リ ボ エ

ード ブ ， ゴ ーゴ リを例 に と っ て 説明 し て い る 。 特に チ ャ
ー

ツ キ ー
に おけ る

“

知恵 の 悲しみ
”

や ゴ ーゴ リの
“

涙 を とお した 笑い
”

の 意味を

説 く くだ りeeは ， 生徒た ち の 胸に 痛い ほ ど突きさ さ っ ただ ろ う。

　第四 に ， 今 日あま りか え りみ られ る こ と の な い ナ レ ージ ヌ イ，ザ ゴ ー
ス キ ン ，

ブ ル ガ ーリ ン
，

セ ン コ フ ス キ
ー

な どに つ い て も，その作品的価値は 低い が ， 大

衆作家 ，
ジ ャ

ー
ナ リス ト と して 文学 の 大衆化を は か っ た 功績をそ れな りに 評価

する 。 瑣末な こ とか も知れ な い が ，マ ル リ ン ス キ
ー

の 凝 っ た 文体ゆえ に
“

マ ル

リ ン ス キ
ー的文体

”

な る表現が流行 っ た と か ， 「こ の」を意味す る指示 代名詞

を セ イ か らニ ータ ヅ トに 代えた の は ブ ラ ソ ベ ウ ス 男爵 こ と セ ン コ フ ス キ
ー

だ と

い う指摘 もわれわれ に は 興味ぶ か い 。

　な お 文学の 大衆化 との 関連で い うと， コ レ ン コ は 歴史小説以外の 現代文学に

つ い て は 言 文一致の 提唱者で あ り， 文語的表現は む し ろ作品 の 交学 的価値を貶

め る も の だ と何 ヵ 所 か で 指摘 し て い る の は ，二 葉亭 へ の 影響を考え る うえで注

目 して い い だ ろ う。後に 二 葉亭は 『余が言文一致の 由来』 で ， 逍遙の す す め で

円朝 の 人情噺 を真似た まで だ と言 っ て い るtlg〕が ， 仮 りに そ れ が 事実だ と して も，

四年間 に お よ ぶ コ レ ン コ の 授業 の な か で 知 らず知 らずそ うした素地 が 出来あが

っ て い た と考 え る こ とも可能だ ろ うか ら 。 それ は さて お き， 『予が半生の懺悔』

で 二 葉亭が 「私 の は ，普通 の 文学 者的 に 文学を愛好 した ん ぢ ゃ な い 。 寧ろ ロ シ

ヤ の文学者が取扱ふ 問題 ， 即 ち社会現象
……

を文学 上 か ら観察 し，解剖 し，予

見 し た りす る の が非常に 趣味 ある こ と X な っ た 黝 」 と言 うとき，そ こ に コ レ ン

コ の文学観 の 影響 の 跡を見る こ とは 容易で ある 。 こ の 点 グ レ イ の 影 響だ けを強

調す る中村光夫 の 所 謝
1〕は片 手落ち で ある 。 なぜな ら二 葉亭は グ レ イ に は わず

か 一年 しか 学ん で い な い ma の だ か ら 。

　で は 日本 の 卩 シ ヤ 学に と っ て 恩人 ともい うべ き こ の コ レ ン コ は そ の 後ど うな

っ た の か ？ 日露両国に と っ て 不 幸な こ とに ，な ん と彼は 193G年代の は じめ に 非

業 の 死 を遂げた ら し い 。 それ も革命後の混乱の なか で 窮乏状態に あ っ た か つ て

の 恩師を 救 うべ く外語魯語科 の 卒業生 たち が募金 し て 贈 っ た住 宅 が仇 とな っ た
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とい うの で ある 。 た だ結果は ど うあれ，魯語科 の 卒業生 たちが 同窓会をそ の 名
　 ロ　 レ ソ 　コ
も瑚漣壷会 と名づ け永 く旧師を偲ん だ こ とが今 の わ れわ れ に と っ て せ めて も の

救 い で ある暁

　　　　　　　　　　　　　　　 お わ り に

　 以上 の こ とか ら， わ が 国 に お け る 卩 シ ヤ 学 が ナ ロ
ー ド ニ キ に よ っ て もた ら さ

れた と い う私 の 仮説はあ る程度証され た の で は な か ろ うか 。 鹿鳴館に 象徴 され

る ご と く，滑稽な ま で に 西 欧化の 道を ひ た走る当時 の 日本 に あ っ て は ， ナ P 一

ド ニ キ思想は 受け い れられ る べ くもな か っ た 。 なぜ なら彼 らは 近代の 門 口 に あ

っ て は や くも近代を超克す る思想を宣 べ 伝え よ うと した の だか ら。 だが た とえ

国家 レ ベ ル で は 拒否 された に せ よ ， 少数の 魯譜科の 生徒た ち は ， それを生 きる

指針 と して 受容れ た の だ っ た 。な に も国家的人物 とな る こ とだけが重要 な の で

は な い 。 あ ま りに も早 く立身出世 の 無意味さ を 知 り （ある い は教え られ），余

計者 と し て 生 きる道 を選ん だ わが先達た ち （それ故に こそ歴史に お い て 忘却さ

れ た），彼 ら こ そ あ る意味 で 明治 H 本 の 矛盾を真 に 受け と め て 生 きた 人 た ち だ

と私は 言い た い 。

　同 じ こ とは ， ロ シ ヤ の ナ ロ
ード ニ キ に つ い て も言 え る 。 誤解をおそれ ずに 言

えば，
“

ヴ ・
ナ ロ

ード
”

の 「挫折」 に よ っ て ナ ロ
ー ド ニ キ 運動は 崩壊した の で

は な く， む し ろそ の 「挫折」 か ら真の ナ ロ
ー ド ニ キ運動が始 ま っ た と い うの が

私 の 持説 で ある
。

シ ベ リ ヤ に お け る ナ ロ
ー ド ニ キ 流刑囚 の 民俗学研 究，

ア メ リ

カ で の 神人共 同体 の試み， ヨ
ー

ロ
ッ

パ の ア ナ
ー

キ ズ ム 運動 へ の 参画，あ る い は

ま た コ レ ン コ の よ うな教育活動をつ うじて 彼 らは よ り深 い
“

ヴ 。ナ ロ
ード

”

を

体験 し た の で あろ う。 と まれ草創期外語魯語科 の 事例は ，今日 卩 シ ヤ 語教育に

たず さわ るわ れわ れ に も多 くの こ とを考え させ る と言 え よ う。

ー
〜

注 （1） 中 村 光 夫 『二 葉 亭 四 迷 伝 』， 講 談 社 文 庫 ，
44〜55ペ ージ 参 照 。

　 （2） 中 村 光 夫，前 掲 書，44 ペ ー
ジ。

　 （3）　 ヨ
ー

ロ ワバ 近 代 そ の も の へ の 批 判 と い うよ り ，そ の 後 進 国 へ の 安易 な 移 入 の 批 判

　　 とい うべ きか も知 れ な い
。

　 （4）　メ
ー

チ a コ フ の 明 治 維薪論 に は こ の こ とが 明 瞭に 表 わ れ て い る。拙 訳 『亡 命 ロ シ

　　 ヤ 人 の 見 た 明 治 維 新 』， 講 談 社 学 術 文庫 ， を 参 照 の こ と 。

　 （5） 小 島倉 太 郎 の 経 歴 に つ い て は，秋 月 俊幸 氏 の 「小島倉太郎少年 の 魯語遍歴 」，『窓』

　　 1979年 3 月 号，38〜45 ペ ージ に 詳 し い
。 な お こ こ で 紹介 す る ノ

ー
ト も，秋 月 氏 が 倉

　　 太郎 の 遺族 か ら 保管 を 委託 さ れ た もの で あ る 。 貴重な 資料 を 快 く見せ て 下 さ っ た 秋
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　 月氏に 感謝 す る 。 な お 倉太郎 の ノ
ー

トば，こ れ 以 外 に 外 語 時 代 の 作 文 や ，開 拓 使時

　 代 の 備 忘 録 も含 む。

  　こ こ で 括孤で く く っ た もの は，推定 を 意 味 す る。ボ ゴ モ ーP フ に つ い て は ，ハリ

　 コ フ 大 学 で の メ
ーチ ニ コ フ の 学 生 運 動 仲 間 に 同 名 の 人 物 が お り， 外 語 で の 待 遇 が メ

　
ーチ ニコ 7 と ほ ぼ 同一な の で 亡 命 系 に 入 れ た 。 また コ ス ト ゥ イ リ ョ フ は ，『東京外

　 国語学 校 沿革 』 の 名簿で は カ ヌ
ー

フ ・
イ リ ョ フ と な っ て い る が ，こ れ は 転記 時 の 誤

　 ま り。長 崎 領事 館 か ら転 出 ， 後 に ペ テ ル ブ ル ク大 学 日 本 語 科 の 初 代 助 教 授 と して 黒

　 野 義 夊 と と もに 教 鞭 を と り， 1889年 に 400 ペ ー
ジ に お よ ぶ 『日本 史 』 OuepK　McTo−

　、pHH 只noHHM を 著 し，そ れ は メ
ー

チ ニコ フ の
“L ’empire 　Japonais”　と な ら ん で

　 Bn．ソ ロ ヴ ィ ヨ フ の 論文 『日本 』 の 種 本 とな る 。 但 し外語時代 の 彼の 授業態度が お

　 ざ な りだ っ た こ とは，倉太 郎 の 作文 の 添 削 か ら も明 らか 。

（7） こ の 間 の 経 緯 に つ い て は，『亡 命 P シ ア 人 の 見 た 明 治維新』 の 訳 者 解 説 を 参 照 の

　 こ と 。

（8）　こ の こ と は，A．　FanaKTKeHoB，　 H．　 HHKaHnpoB “ PyccKafiφHnocotl 匪fl　 X工・

　XIX 　BeKoB
”

や
‘‘CoqlionorRuecKafl　MbIcnb 　B　PoccHH”

non 　pen．　B，　tlarHHa

　 で も特別 に
一

章 を 割当て られ て い る こ とか ら分 る 。

  　『資 料 御 雇 外国 人 』 ユ ネ ス コ 東 ア ジ ア 文 化 研 究 セ ン タ
ー
編，小 学 館 に よ る

。

  　同 上 書，319ペ ージ
。

（i］）　K ・C・KapTauJeBa ・＜＜noporH　JIbBa　IvteqHHKoBa＞＞　r｝1・，1981．　cTp ．24．　な お　『日

　本 滞 在 記 』 と訳 し た 論 文 は 原題を 　く＜BecnoMliHaHHe　 o ム ByxJleTHe 且 caym6e 　 B

　finoHHH）〉 とい い ，＜＜PyccKHe　BeAoMocTH）） 紙eこ 1883 年 か ら84 年 に か け て 連 載 さ れ

　 た 。 た だ し筆 者 ぽ 未 見 で あ る。

O⇒　CM．
，　JI，レi，　MeqHHKoB ．＜＜LlliBH訌 li3aEHA 　n　BermKHe　HcTopHqeとKHe 　peKva》 ，

　 17vl・，1924・CTP ・25・

  　
一橋大 学 図書館蔵 （未整理），な お こ の 発 見 は 佐 藤清郎 氏 の も の で あ る。 CM．　C．

　CaTo 《MeqHHKoB 　B 分noHzH ＞＞，　JI．　H ．　T．87，　cTp ．505−507．

  See，　James　D ．　White “
　Despotism 　and 　Anarchy ：The　Sociological　ThQught

　 of 　L．　L　Mechnikov ”

《The　Slavonic　 and 　East　European 　 Review＞），1976，　No ．

　3
， p．410．

  　拙 稿 「ナ ロ
ー

ド ニ キ と 日 本（2）
一

メ
ーチ ニ ＝ フ の 東 洋 文 明 観に お け る 日本 の 位置」，

　『ロ シ ヤ 語 ロ シ ヤ 文 学 研 究 』， 第 12号 ， 1980年，58〜71ペ ージ 参照 。

  JI・　MeqHxKoB “ Ky皿bTypH 。e　3HaueHlie 　AeMOHH3Ma
”

，
《ne π。》，1879，　N91 −2．

an 《Kolokol 》 （No ，8−13） Vこ 連 載 され た こ の 論 文
“Les　antagonistes 　de　1’etat 　 en

　Russie”は メ
ー

チ ニコフ の 革命観 を知 る 上 で 重 要 で あ る 。 こ れ は ゲ ル ツ ェン の 同 紙

　掲載 論 文
“Etudes　historiques　sur 　les　heros　de　1825　et 　leurs　pr6d6cesseurs．．．”
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，

　 と軌を一に した もの で ， 民 衆蜂起 の 伝統 を ＝ サ ッ ク や 偽 ド ミ
ー

ト リ イ ，分 離 派 な ど

　 の 歴 史 の な か に 探 ろ う と す る も の だ っ た 。

  　訂 eOHOBa
， 双aPbH 　2Mvaxa 蕗JoBHa の 経 歴 に つ い て は ブ P ッ ク ハ ウ ス 百 科辞 典 の 記

　 述が 簡に し て 要 を 得 て い る 。

  　前 掲 『資 料 御 雇 外 国 人』，319ペ ージ。

  　コ レ ソ コ に つ い て は ，
レ ニソ グ ラ

ー
ドの 東洋学 研 究 所 に 出 か ず 子 氏 を と お し て 照

　
．
会 し て み た が ま っ た く不 明 と の こ と 。

  　《且 eHTeJIH 　PeBo刀K）qHoHHoro 　nBH ）iceHnfi　B　PoccHH・5Ho ・6H6JIHorpaφHqecKH 赫

　 C」loBapb 》，　T・2， 1929・cTp ・618・

  　「哈 爾 賓 目 々 」 大 正 14年 11月 10 日 号 に つ ぎの よ うな コ レ ン コ の 手 紙 が 載 っ た 。 少

　 し 長 くな る が，引用す る 。 「私 は 1876 年 （7S年 の 誤 ま り一筆 者） 2 月 か ら1884年 7

　 月 ま で 6 ケ 年 と 4 月 の 間 日本 に 居 り愛 す る 人 々 と 語 り談 じ ま
．
した 。 富 士 山 の 崇 高 な

　 姿 や 日 光 の 幽 翠 や 箱 根 の 湯 や そ し て 長 崎 港 の 美 し さ な ど今 だ に 眼 に 見ゑ る や うで す

　
……今 こ こ に 語 学 校 教 授 の 辞 令 と分 袂 の 際学生 と うつ し た 写真 を 証拠 と し て そ へ ま

　 した か ら，日 本 語の 辞 令 を pa シ ヤ 語 に 翻 訳 し て 私 が 6 年 間 日 本 政 府 の 役 人 を し て ゐ

　 た と い ふ こ と を証 明 して 下 さ い 。 御 願 す る わ け は 帰 国 後 地 主 と し て 税務署の 役人 と

　 し て 暮 し て ゐ ま し た が ， そ の 後 革 命 や そ の 他 い ろ い ろ な 悲運 に 見 舞 は れ ，孤 独 な

　 76才 の 老 人 と し て ソ ヴ ィ ヱ
ッ ト政 府 社 会保険 部 か ら27年 勤 務 の 税 務 署役 人 時 代 の 恩

　 給 月 額 16留 を も ら っ て 暮 し を た て て ゐ る か らで す 。 こ ん な寒 村 に ゐ ま して も ラ ソ プ

　 代 や 炭 代 に ま で 足 り な い 始 宋 で す 。 そ れ で 御 国 で 働 い て い た 6 年 間 の 事 を 証 明 し て

　 下 さ れ ば，そ の 上 8 ル
ー

ブ ル と な り ま し て ど うか か うか 生活 出 来 る の で す」 （『明 治

　 文 化 』 eg　8 巻第 2 号 ）原文 は 「ゴ ル キ
ー
張 り の 名文」だ っ た とい う。大 正 14年 （1925

　年） に 76歳 と い え ば，生年 は 1849年 と な ろ う。

  　残 念 な が ら私 の 手 元 に は 明 治 7 年 3 月 現 在 の 生 徒 名 簿 し か な い が
， そ れ に よ る と

　仏 語 に は 薩摩 出身 者 6 名，独 語 に は 長 州 出 身者13名，魯語 に は 薩長 出 身 者 は 0 。

  　 コ レ ソ コ の 卩 シ ヤ 文 学 史 講 義 に つ い て は ，『同 志 社 外 国 文 学 研 究』， 第37号 に 筆者

　 の 解 説を 添 え て 全文 を 復刻す る 予 定 で あ る。

  　『ム が らみ 草 紙』 第43号， 1 ペ ージ。　こ こ で 嵯 峨 の 舎 が，　 コ レ ン コ の 名 前 と 父 称

　 を 取 り違 え て い る の は 解 せ な い
。 文 部 省，外 務省の 記録，お よ び コ レ ン コ 自身 の 手

　紙 に もア ン ド レ イ と ある の だ か ら，な お，中 村光夫 ば
， 前 掲書 の 写 真 説 明 の 項 で ，

　 ア ン ド レ 。コ ロ レ ソ コ と 記 し て い る （344ペ ージ ）e な お 厂露国 文 学 一斑 」
．
に つ い て

　 は 総 会 発表後，早 稲 田 大 学 （院） の 沢 田 和 彦 氏 よ り教 示 さ れ た 。

  　胡 麻 本 蔦一 「中 部 地 方 に お け る ロ シ ア 語界 の 先 達 に つ い て 」，『日本 ロ シ ヤ 文 学会
’

　 中 部 支 部 会 報 』，矩 12，8 ペ ージ。

鋤 　そ も そ もが ピ ー
サ レ フ と の 出 会 い か ら ロ シ ヤ 思 想 史 の 道 に 入 っ た 筆 者 に と っ て ，
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　 ポ レ ヴ ォ イ が ピ ー
サ レ フ の 大 学時 代 の 親 友 で あ り，ス ト ＝一

ニ ン が t
°
　− t レ フ の 中

　 学 時代 の 文学 教 師 と し て 彼 の 文 才 を伸 ば した 人 物 だ とい うこ とは 実 に 印象的 で あ る。

鰺 　コ レ ン コが ＝
’　一ゴ リの ユ ー

モ ア を 論 じた 部 分 を
一例 と し て 引用 し て お く。

‘‘
正OMO ・

　 poM　 Ha3blBaeTcA 　TaKoe 　cocToHH ｝le　nymH ・　B　I｛oTopoM 　cMex 　Hepa3AenliMo

　 c』HBaeTcH 　c　rPycTHblM 　qyBcTBQM 　co ｝icaπeHH 牙 o 　nycToTe 　）KH3HeHHNx 　fiBne
−

　 HH 員 HO6 　YK ” OHeHHH 　 qe π OBeKa 　 OT 　erO 　HpaBCTBeHHO ・pa3y凹　HOrO 　3HageH 班fi．

　K）MopHcTHgecKliMH 　 rrpoH3BefleHHflMH 　 Ha3uBaEoTcH 　Te ，　KoTopble 　cBoRMH 　 H30 ・

　6pa）KeHHHMu 　Bo36y ）＋（naH）T　cMex 　H　cKop6b 　BMecTe ．　roroJIb　oxapaKTepu30Ba ”

　 HcBotlcTBo 　loMopa 　Boo6Ute 　H　 cBotlcTBo 　 cBoePo 　 TaaaHTa 　 B　 oco6eHHocTH ，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 り
　 cKa3aB ，9To 　 eMy 　 oHpeAeJ 【eHo 　 o3MpaTb ｝KH3Hb 　 cKBo3b 日H 双HMb 【H　MHpy 　 cMex ，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　tl　　　　　　　　　　T：
　 HHe3puMble ，　He 　BH 江HMble 　eMy 　cJIe3bl……・

鶴　『二二葉 亭 四 迷 全 集 』，第 5 巻，170ペ ー
ジ。

  　同上 ，第 5巻，266 ペ ー
ジ 。

  　中 村光 夫 ， 前 掲 書 ，
44〜55ペ ージ 参 照 。 な お同 書 で 中村 も参 考 に して い る大 田 黒

　 重 五 郎 （外 語 で 二 葉亭 と 同 級）の 回 想 に は ，コ レ ン コ の 名 が あ げ られ て い る の に，本

　 文 で 言 及 し な か っ た こ とは ，た と え語 る に 足 る 資料 が な か っ た に し ろ 不 親 切 で あ る 。

  　 グ レ イ の 外語雇 入 れ は 明 治17年 9 月 （『東京外国語学校沿 革』，昭 和 7 年に よ る ），

　 魯 語 科 は そ の 1年 後 の 18年 9 月に 閉 鎖，東 京 商業 学 校 （現
一

橋大 学） に 編 入 さ れ て

　 お り，こ の 措置 を 不 服 と した 二 葉亭 は こ の 時 退 学 し て い る 。

B3　『明治文 化』第 8 巻，第 9 号 に 寄せ た 上 山 草 人 の 「コ レ ソ コ 翁 の 最後」 に は こ う

　 あ る
。

「コ 翁 は 川 上 俊 彦 氏 の 計 ら ひ で 当 時の 生徒た ち の 寄贈金を 受 け た 上， 日本 の

　 教 授奉 職 の 証 明 で 多 少政 府 か らの 手 当 も増 えた そ うで あ り ますが，日 本人 と特殊 な

　 親 し み を 持 っ た 者 は 結 局 損 で ，コ 翁 も矢 張 り 日本 人 の 同 清 を 受 け た こ と が 禍 と な っ

　 て ， 突 然 行方 不 明に な っ た そ うで す 。 恐 ら くは 老 年 とは 云 ひ なが ら天 命 を 全 う した

　 もの で は な か ろ うとの 話で あ り ます」（6 ペ ージ）読 む た び に 悲 し く も 痛 ま し い 話

　 で は な い か 。
コ レ ン コ 先 生 に 合 掌 。

PyccKoe　oT ムe 刀eHHe 　ToKH荷clくol
「
o ｝｛HcTHTyTa 　HHocTpaHHb エx

fi3NIくoB 　 H　yMcTBeHHoe　BJIHHHHe 　 Ha 　Hero 　HapoAHHKoB

tV！acan3H 　BATAHA6 ∂

　　H3BecTHo ，　qTo 　B　pyccKoM 　oTneneHn ｝歪 ToKH茸cKoro 　HHcTHTyTa 　HHocTpaHHblx

只3blKoB ，　ocHoBaHHoro 　 B 　1873　 r・・3跚 T 朋 買poBoAH”Hcb 　 Ha　 pyccKoM　 A3blKe 照

一 12 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Russian Scholars

NII-Electronic Library Service

JapaneseAssociation  of  Russian  Scholars

s,

BblCOKOM  HaYUHOM  YPeBHe. TeM He  MeHee,Mbl  PenKO HaXOAMM  HMeHa  BhlnYCKHH-

KOB  9TOrO  XHCTMTYTa  B  HCTOPHH  HOBOth  "nOHHH. OllHH BHAfiT  UPHgHHY  9TOrO

B  Heenoco6HocTH  ylleHKKoB, a Apyrvae-B  caMott  ueJH  ocHoBaH"fi  pyccKoro oTne-

neHMn  (T. e.  llonroToBKe  nepeBOAgHKOB).  Ho  nenO  o6cTom  He  TaK  EpocTo.

B npen"araeMott  cTaTbe  aBTop  cTapaeTcH  noKa3aTb,  ormpaficb  Ha  HenaBHo  Hath-

neHHble  MaTepManli1,  gTo  maBHoti  npHqHHoti  gTopo  fiBnfieTcfi o6tuHn  KpplTllgecKvait

nyx,  npvlHeceHHbln  pyccKHMH HpenoAaBaTenAMH-HapoAHnKaM".

   1. ICBe "HHHM  np"BnegeHHfi  PyCcKHx  rrpenoRaBaTe"en  I{ pa6oTe.

   I-IepBble pyccKHe npenoAaBaTenH  AenfiTcfl Ha  ABe  vpynnb]  : gMvarpaHTbl  H  nH-

nnoMaTbi  H3  KoHcynbcTBa.  K nepBop"I  rpynHe  oTHocATcfi  Jl. MeuHHKoB, Boro-

MonoB,  A  KoaeHKo H H. r'pert, a  Ko  BTopoth-TpaKTeH6epr,  KocTbmeB H  JLaHH-
"oBug.  IilHTepecHo, uTo  x B 3anHcKax  "eKuun  oAHoro  yueHHKa KypaTapo }<o-

n3vaMa  spKo  BblpMcoBblBaK)Tcfi  cTeneHH  o6pa3eBaHHocT}1  H  xapaKTepbl  npenoAa-

BaTenett  gTHx  AByx  rPynn.  9MMrPaHTtsI 3aHHMaaHch  cBOeil  npenoAaBaTenbcKoth

pa6oTova e g}ITy3Ma3MoM  " no6pocoBecTHo,  coo61ua"  nocaenHfo}o  HaygHyn  uHq)e-

pMau"Eo, a AnfinoMaToB  oT"Mlla"a  6aHanbHocTb.

   2, JIeKuHfi MegHHKoBa  o ApeBHefi  "cToppm･

   JIeKuHfl o ApeBHen  zcTopMH,  3an"caHHafi B TeTpanH  KypaTapo, no  Bceta Be-

POfiTHOCTH, nPHHan"e}KHT  MegHHKOBY, TaK  KaK  TO"bKO  OH  BblCKa3blBa"  TY  TOgKY

3peHufl  Ha  ucTopli}o,  KoTopa"  BnocnencTBHH  nonygHna  pa3BHTHe B  KHHpe  
"LIHBH-

aM3aqHfl  H BeaHKHe  McTopnvecKHe PeKH'L OH  llonllepKHBaeT  B gToli  neK"fiH

Ba>KHocTb  HapenHoro  Haga"a  B  ncTopHH  n o6pa-aeT  6onb-oe  BHMMaHHe  Ha

HaPOAH61e  BePOBaH"fi  H  opOnbK"OP.
   3. "epBaR neKuHfi  o pyccKo" nmepaType  B fiuoHHH.

   B apxuBe  KypaTapo cOxpaH"EoTcfi  eLLIe 3allHcKu  "eKgHH  O  pyccKoil JHTepa-

Type,  gmaeMo}"i  AHnpee"{ KoneHKo B 1879 r. 9To 6bma, HecoMHeHHo,  rrepBafi

neKllH"  o  pyccKopUI nxTepaType  B  HnoHHH. OHa cocToKT  M3  AByx  nyacTeit  B

llepBoit  llacTx,  Ha3BaHHoX  
"CTHxOcno>KeHKe"

 KoneHKo  noApo6Ho  o6asficH"eT

cTpoli  pyccKopo cTuxa,  H  B KagecTBe  npHMepa  6epeT cTHxoTBopeHvafl  PbifleeBa
"An

 cKyuHo  )Ke MHe'3  J[aBbiJloBa 
"BoroMonKa",

 OrapeBa "Ka6aK:',
 OlloeBcKoro

"B

 CH6Hpb"  H z  A. B finoHifM TornaluHero  BpeMeHu,  eTPeMHB-ethcfi  K  3aHMcT-

BoBaHHK)  eBponetacKo"  llzBnxH3allpm, ygeHzKH pyccKore oTneneHHfi,  "}o6HBLuHe

neKnaMHpoBaTb  TaKxe  cTHxH,  6bmH  6bl 06peueHbl  Ha  )KH3Hb  TaK  Ha3.  
""HmHux

nFoneth'L  BTopafi HacTb,  ocBedlaEomaA  HcTopHlo  pyccKo" "urepaTypbl,  nonTBe-

p}IcnaeT BHtrlecKa3aHHoe.  B He"  Ko"eHKo  cepneuHo  roBopnT  o  cyAb6e  pyccKon
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nHTepaTyptsT,  B  gacTHocTH,  O 6naroPOncTBe "A"-HHx

 xloneti",  "306pa>KeHHblx

I'IyulKHHblM, rpH6oeAoBblM H  JIepMoHToBHM.

   M3  Bcero  3Toro  aBTop  3aKnEogaeT,  gTo  HMeHHo  ygeHHI<H pyccKoro oTne"eHliH,

gacTo  o6BHHHeMHe  B  Heerroco6HocTH  li He6naroAapHOcTM,  OKa3anHcb  HcTnHHo

BepHhlMu  cBoHM  ygHTeafiM-HapoAHliKaM. K  HecMoTp"  Ha  To,  gTo  naH  HcTo-

Pnli HX  HMeHa  OCTanMCb  HeX3BeCTHblMH,  B  HX  nYLIIaX 3PeJa  Pe3Ka" KPnTXKa

"cTopHuecKoro  fipellecca  ArroHHH nocne  nepeBopoTa  Menn3H.
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