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　　　フ レ ー ブ ニ コ フ と 目本
一

『二 人 の 日本 人 へ の 手紙 』を 中心 に
一
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　 フ レ
ー ブ ニ ＝ フ の 世界観 の 変貌を譜 る うえ で 見落 とす こ との で きない 伝記上

の 事件 の ひ とつ に ，

一九一
六 年 の 従軍体験 が ある 。 こ の 年の 四 月 ，

モ ス ク ワ か

ら故郷 ア
ー

ス ト ラ ハ ン に もどっ て 間 もな く彼は 応召を 余儀な くされ ，
ツ ァ リ ツ

ィ ン （現在の ヴ ォ ル ゴ グ ラ
ー ド）第93予備隊 に

一 兵卒 と して 配属 され る こ とに

な る。 放浪 の 半生を 送 っ た フ レ
ー ブ ニ コ フ に と っ て ， 実際は 懲罰隊に も等 しい

軍規の 下 で の 生活が どの よ うな もの で あ っ た か は ， N ． ク リ ビ ー ン 宛の 手紙や

ペ ト ロ フ ス キ ー の 回想 に くわ し い 。 「こ ど もが死ぬ よ うに ぼ くも死ん で し ま っ

た 」〔1）と書き， 「救命帯」 を 投げて くれ と懇願す る彼は ， 文字通 り詩人 と して の

生命 の 危機す らも感 じて い た に ちが い な い
。

〔2〕 しか し一 方 で こ の 従軍 体 験 は ，

際立 っ て ナ シ ョ ナ リス テ ィ ッ ク な こ の 未来派詩人に 重大 な精神的変化 を うな が

した 点 に お い て も ， い くつ か の 興昧深 い 問題 を投 げか け て い る。

　 そ もそ もフ レ ー ブ ニ コ フ の 世界観の 根底に あ っ た の は ， 広い 意味で の 異教回

帰の 精神 で ある 。 それ V：　P シ ア ・ ア ヴ ァ ン ギ ャ ル ド芸術 の 出発点を なす原始主

義の 基本的な精神で ある と同時に ， 詩人 の い わ ば原体験 ともい うべ き 「対馬」

が もた らした 反西欧 ， 反近代 の 精神で もあ っ た 。 それは ， ある時は 「ス ラ ブ ・

ア ル カ デ ィ ア 」 へ の 遙か な憧れ とな っ て ， 初期 の 牧歌詩 の 成立 に 深 くか か わ り，

また あ る時は ， 第一 次世界大戦前夜 の 不 穏な空気 の な か で ， なか ば 好戦的 とも

い え る ， 汎ス ラ ブ主義的立場か らの 言動を生 み だ して い る 。
つ ま り異教 回帰が

必然的に は らむ こ の 二 重性は ，
フ レ

ー ブ ニ コ フ の 作品世界に ふ た つ の 異 な っ た

相貌を分か ち与 え る こ とに な る の で あ る 。

　だ が ，
ス ラ ブ世界の 団結 とい う詩人 の フ ァ ナ テ ィ ッ ク な 「幻想」 は ， 大戦

の 勃発 と ともに 音を立 て て 崩れ て い く。 文集 『奪取 した 』（1915）に 発表 された

ユ ー トピ ア 的な提案の 数 々 ， タ ト リ ン とペ ト ロ フ ス キ ーが ツ ァ リツ ィ ン で 開い

た反戦集会の た め の 報告 『鉄 の 翼』， さ らに は 『戦争
一 死』， 『死 の 妻』， 『湖の

死」 とい っ た一 連 の 作品は ，
い ずれ も戦争肯定論 か ら厭戦的 な 気分へ と傾斜 し
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て い く詩人 の 姿 を浮彫 りに す る もの とい っ て よい 。 しか しそ うした 中で と りわ

け興昧を 引 くの は ， 「時間の 法期 の 発見に も っ と も深 く埋 没 し た こ の 時期 の

彼 が，『Ka』 （1915）， 『捕囚 』 （1916） とい っ た散 文 の 作品 を もの し ， ア ジア や

ア フ リカ へ の 共感を急速 に 深め て い くこ とで ある
。

こ れ ら二 つ の 作 品 は ， 詩人

独特の 時間的 観念と詩 的イ マ ジ ネ ー シ ョ ン の 高度の 結 晶を示す もの で ，
エ ジ プ

ト古代か らア シ ョ カ 時代の イ ン ド， さ らに は 現代に い た る歴史 的時間を 自在に

飛遊す る カ ー の 「魂 の 運び 」 と い っ た 表現や （『Ka 』）， 「マ ー
ヤ

L− 一 そ れ は

世界霊魂 で あ り， 梵天 なの だ 」 とい う婆羅門教徒 の 言 葉 （『捕囚 』）に み られ る

よ うに ， 人間の 生 と死 の 幽玄 な世 界を神秘的 な土俗性の なか に 描 きだ した もの

で ある 。 そ こ に は ， ア ジ ア 的な生命 の 本質 に迫 ろ うとす る詩人 の 気迫を は っ き

りと見 て とる こ とが で きよ う。

　 しか し ， 彼は そ うした ア ジ ア へ の 共感を た ん に 作品の なか で 表現する だ け で

は 満足 で ぎず ， こ れ を よ り明確な もの とす る こ とで ， 自らの 行動原理 に まで 咼

め た い と考え て い た 。 そ の 最初 の マ ニ フ ェ ス トが r二 人の 日本人へ の 手紙』 で

あ っ た 。
1916年十 月 ， 日本 の 親善使節 団が残 した 「国民新聞」掲載の 日本人青

年に よ る 日露友好の 手紙 に 触発 され て 書か れ た こ の 『手紙』は ， 戦争に 熱中す

る 「大人 た ち 」 に 対抗 し ， ア ジ ア 青年た ち の 真の 連帯 を呼び 掛 け た も の で ，

『火星 入 の ラ ッ パ 』 （1916）に 始 ま る後期未来派運動 の 最初 の 文集 「ヴ レ メ ン

ニ ク」 第一号 に 発表 され た 。 詩人の 世界観 の 新た な展開が ， 日本 へ の 関心 と こ

こ で ふ た た び結び つ い て い る こ とに 注意 しなけれ ぽ な ら な い 。
C3｝ こ の 『手紙』

に よ っ て 詩人 の ア ジ ア 観は きわ め て 具体性を 帯び た もの とな り， そ の 内部 に 深

く根を下 ろす か の よ うに み え る 。
が しか し ， こ の 『手紙』 が詩人の 思 想形成 の

文脈 の 中で 持 っ て い る本質的な意味を さ ぐるに は ， 詩 人に と っ て 日本 がか つ て

どの よ うな位 置を 占め て い た か を多少 とも振 り返 っ て お く必要が ある だ ろ う。

　 フ レ ー ブ ニ コ フ が 日本に 関心 を抱 く直接の きっ か け とな る の は ， 1904− 05年

の 日露戦争で ある 。 戦争勃発後 ま もな く， 彼 は 独学 で 日本語を 勉強 しは じめ て

お り， 「日本語に 独 自の 表現形式を探 して い る の だ 」 とい う彼 の 言葉を ギ ム ナ

ジ ウ ム 時代 の 友人 が 伝 え て い る 。

C4）しか し ， こ の 時点 で の 彼の 日本へ の 関 心 に

と りた て て さ しせ ま っ た もの は 感 じ られ ない
。

フ レ ー ブ ニ コ フ に お い て 日本が

決定的な意味を もつ の は ， 1905年 5 月の 日本海海戦に お け る バ ル チ ッ ク艦隊の

壊滅で ある 。 彼は こ れ を き っ か け に 「時間の 法則」 の 発見 とい う遠大 な試み に

没入 して い くこ とに な る が ， そ の 時 ， 彼の ナ イ ー ブな政治的感性に す る ど く突

きさ さ っ て い た の は ， 民族主義 者 と して の 屈辱 の い た み で あ り，
ロ シ ア 国家の
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崩壊 とい う切迫 した予感で あ っ た 。
r運命の 板』 で彼は そ の 経緯を次 の よ うに

説 明 して い る 。

　 「時間 の 法則を探究す る とい う最初 の 決心 を行 っ た の は ， 対馬の 翌 日で あ

る 。 対馬 で の 戦い の ニ
ュ

ー ス が ， ヤ ロ ス ラ ー ヴ リ県 ブル
ー
q ・一キ ノ 村 に ま で 届

い た 時で ， そ の 頃 ， ぼ くは ク ズ ネ ツ ォ フ 家 で 起居 して い た 。

　ぼ くは ， 死 へ の 弁 明を見 い だ した い と思 っ た の だ 」｛5｝

　 フ レ ー ブ ニ コ フ に と っ て 「対馬」 は ， 同胞の 死 とい うい わ ば単純 な現実で も

あ っ た
。 敗戦の シ ョ ッ ク を 書き綴 っ た 『もの は み なあ ま りに 蒼 く』で ， 詩人は ，

対馬海峡を漂流す る 水兵 と 自己 を 「われわ れ」 とい う発 語の なか に
一 体化 させ

て い る が ， 「死 へ の 弁明」 を見 い 出 した い とい う衝動 の 内 側 に は ， そ うした 死

へ の 生 々 しい 想像力が息づ い て い た の で ある 。

　 「対馬」 の テ
ー

マ は ， その 後 もい く どとな く彼の 作 品世界に 蘇 っ て くる 。
マ

リ ネ ッ テ ィ が ロ シ ア を訪問 した 際 ， 彼は ある手紙 の なか で（6）「わ れわ れ は 何 も

外部か ら接 ぎ木す る理 由は なか っ た の だ 。 な ぜ な らわ れ わ れ が未来 に 飛び込 ん

だ の は ， 1905年か らだ っ た か らだ」 （N −368） と書 い た が ，
こ の 「1905年か ら」

とい う雷 葉が第一義的 に意味す る もの も，

一 般 に 考 え られ て い る よ うな〔7）第一

次 ロ シ ア 革命で は 決 して ない
。 彼は そ こ に ， 自 ら が rr対馬』以後」 の 世代 に

属す る詩人 と して の ア イ デ ン テ ィ テ ィ を表明 した い と考 え て い た の で ある 。

　 フ レ
ー ブ ニ コ フ の 日本へ の 関心 は ， こ の よ うに ほ とん どが 「対馬」体験 と結

び つ い て お り， 詩人の 「出発点」 と して の 意味あい が執拗な まで に 強調 され て

い る。 しか し， 日本 の 文 物 そ の もの に 対 す る関心 もそれ に 劣 らず強い もの が あ

っ た
。
1913年の は じめ に ク ル チ ョ

ー ヌ イ フ に あて た 手紙で ， 詩人は 「日本の 作

詩法」 へ の ユ ニ
ー

ク な洞察を 次 の よ うに 展開 して み せ る 。

　 「日本の 作詩法 。 それ に は 韻が ない が
， 歌 うよ うで ある 。 四行か らな っ て い

る 。 ま るで 種子 の よ うに 思想を は らみ ， 羽か ， それ と も種子を囲 む綿毛 の よ う

に 世 界の 幻影がみ え る 。 ぼ くは こ う確信 して い る 。 す なわ ち ， 韻 へ の 匿 され

た 敵意 と多 くの もの に きわ め て 固有な思想 へ の 要求 は ， 日本 の すば ら しい 言

葉の 法 則が わ れわ れ の 大 地 に 降 り注 ぐ雨 の 直前の 天候な の だ と」 （V − 298）

日本の 伝統詩 の もつ 自由詩的 な要 素 へ の 注 目が ， フ レ ー ブ ニ コ フ の 詩 に も少
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なか らぬ 影響を 与 え て い た こ とが こ の 言葉か ら理解 され る
。 伝統的な枠組み と

して の 韻律法を意識的 に 排 除 し よ うと した彼は ， 対象そ の もの の ヴ ォ リ ュ
ー ム

を直接的 に 喚起 し， よ り広い 意味の 領界 （＝ 思想）を獲得す るた め に あ らゆ る

努力を払 っ た 。 そ して その 集約的な成果 の ひ とつ で ある四 行詩が
， 日本 の 短歌

を模 して 作 られ ， しか もそ こ に 将来 の ロ シ ア 詩が辿 るべ き道 を予見 して い た と

い うこ とは お お い に 注 目す べ きで あ ろ う 。

181i

　 さ らに は ， 当時 ヨ
ー

ロ ッ パ 中に 圧倒的人気を誇 っ た 「花子」
一

座 へ の興味 も

ある 。
こ の テ ー マ に 関す る研究は お ろ か ，作品その もの が 刊行 され て い な い 現

状で は ， 細部 へ の 立 ち入 りは む ろ ん不 可能だ が ， N ． ハ ル ジ エ フ が指摘す る と

こ ろ で は ，
フ レ

ー ブ ニ コ フ は 「花子」
一 座 が演 じた 時代劇を モ チ ー フ に した 物

語詩 を書い て い る ら しい
。 も っ とも 「花子」

一 座 へ の 熱中は 立 体未来派 の 詩人 ，

画家全体に 及 ん で い た ら し く， 『裁判官 の 生簣』第二 号 （1913）に は M ．ラ リオ

ー ノ ブ が描い た 花子の ポ ー
ト レ

ー
トが収 め られて い る 。

〔9）また ，
『十三 の 短歌。

蝶』 の よ うに ，

一 匹 の 蝶の イ メ ー ジ を 中心 に 日本 の 風景 へ の 自由な連想を書 き

綴 っ た 作品 もある 。

　 「蝶は しば しば ， 鱗の 鎧を か ぶ っ た 古代 の 侍を 描い た 絵は が きに 目をや る 。

鼻梁へ と下に 落 ち るそ の 傲慢な眉 は ， 漁夫た ち や 砂浜や 魚網を照 らす 日の 出

の 富士 山か ら岸 に 向か っ て 飛 ん で い く海 ワ シ の 翼の よ うだ」 （］V− 324）

　テ クス ト ロ ジ ー
の 点 で多 くの 疑 問点 を残 して い る こ の 作 品 は ， 執筆年代 も不

明で あ り， 正 確 な判読は ほ とん ど不可能 とい っ て よい
。 作品 の 下敷 きとな っ た

の は ， お そ ら くフ レ ー ブ ニ コ フ が好 ん だ 蔦飾北斎 の 浮世絵 で は な い か と想像 さ

れ る が ， そ れ も確か で は な い
。

た だ ， 彼 の 作品 の なか で 「蝶」 の イ メ ー ジ が ，

しば しば 詩人 の メ タ フ ァ
ー

と して 用 い られ て い る こ とを思 えば ， 絵葉書に 見入

る蝶 の イ メ
ー ジは

， 詩作す る詩人の 姿を暗 示 的に 表現 して い る と捉 え る こ とも

で き よ う。

　 しか し ， こ う した 口本へ の 関心 は ， 多か れ 少 なか れ文学 の 枠 内に 留 ま っ て お

り， 日露戦争直後 ， 戦勝国 日本へ の は げ しい 敵意 と怨念 をみ な ぎらせ た彼の 政

治的関心 がそ の 後 どの よ うに 変化 した か を考 え る材料に は な りえ ない 。 そ う し

た視点か ら見れ ば ， む し ろ ， 1915年 に 発表 された 『1915− 1917年 の 戦闘。 戦争

に 関す る新 しい 教 え』 に ， 彼 の 日本観 の 変貌を さ ぐるべ きで は ない だ ろ うか 。

こ の 小冊子は ， 「対馬」 体験以 後， 約 十年の 歳月を経 て 初 め て 「時間の 法則」
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理 論 を独立 した 形で お お や けに した もの だ が ，
こ こ に は すで に ロ シ ア 対 日本 と

い う構図は な く， 「対馬」 理解 も以前 とは ま っ た く異な っ て い る 。 彼が こ の 「運

命の 楔形夊字」  で 明 らか に した 時間 の 法則 とは ，317年 お よび そ の 倍数年 ご と

に 海戦が 発生 し， 国家の 運命に さま ざま な変転 が生 じる とい うもの で あ る。
し

た が っ て 1905年の 日露戦争は ， 1588年 の 英西 戦争の 歴史的呼応 で ある とい う結

論が 導 き出 され て くる が ，
フ レ ー ブ ニ コ フ は そ こ か らさ らに ， 歴史上 の すべ て

の 事件は ， あ らか じめ 予定 され た 世界史 とい う悠 々 た る存在 の 鎖を 繋 ぐ環 の ひ

とつ に す ぎない の だ とい う認識 へ と立 ち 向か う。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 §7

　 「民族の 門」 と も呼ぶ べ き系列が あ る
， とい うの は 以前は 影に 隠れ ， 誰に

も知 られ る こ との なか っ た新 しい 民族 がそ こ を通 るか らで あ る 。

　　　　　 1905　 日本人

　 　 　 　 　 1588　 ア ン グ 卩 サ ク ソ ン 人 t11）

　こ の 言葉に 生死流転の 思想の きざ しを見て とる こ とは 容易だろ う。
だが ， 詩

人 が こ うした 視座 の 高さへ 至 る プ 卩 セ ス が ， 「時間 の 法 則」 を発見す る た め の

十年間の 「怜悧な知的計算」 （V − 241）を経 た もの で ある こ とを忘 れて は な ら

な い
。 そ れ は r思想」 とい うよ りもむ し ろ ひ とつ の 新 しい 現実 で あ っ た 。 「数

は 時 お り， ぼ くの 中に 文字や 楽譜よ りも大 きな エ モ ーシ ョ ン を 引 き起 こ す 」岡

と語 る 詩人は ， 純数学的な 合理 性の うえ に 築か れ た こ の 「無時間」 の 宇宙に ，

ひ そか に ，

ニ ル バ ー
ナ の 世界を見 い 出 して い た の で は ない だ ろ うか 。

フ レ ー ブ

ニ コ フ が 「口 に 泡を うか べ る」 古代の 予言者 の エ ク ス タ シ ー
を斥けた の は ， た

ぶ ん 未来派詩人 の 宿命だ っ た とい っ て よい 。 しか し ， 言葉を代 えれ ば ， ト ラ ウ

V と化 した 「対馬」 の 傷を癒 し うる もの は ， 数の 絶対性を お い て 他に なか っ た

とい うこ とな の で ある 。
フ レ ー ブ ニ コ フ が見 い 出 した 「死へ の 弁明一亅と は ， お

そ ら くそ の よ うな もの で あ っ た に ち がい な い
。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　2

　第
一

次世界大戦が次第に 泥沼化の 様相を 呈 しは じめ た 1916年七 月 ， 東部戦線

で 苦境 に 立つ ロ シ ア は 日本 との 間に 日露協約を 締結 し ， 両国は 事実上 同盟関係

に は い っ た 。 こ の 協約 に は ， 満州 ， 蒙古 ， 中国 の 勢力圏 をめ ぐる 日露両国 の さ

ま ざ ま な政 治的思惑 がか らん で い た が， 日本 で は ， ポ ー ツ マ ス 条約 の し こ り も
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とれ て ， に わ か に 友好親善 ム ー ドが漂い は じめ た 。 同年八 月 ， 貴族院は ，
ロ シ

ア 政府の 特使 と して 来 日 した ゲ オ ル ギ ー ・ミ ハ イ ロ ヴ ィ チ 大公 へ の 返礼 と して ，

日露協会の 総裁で ある 閑院宮戴仁親王及び 内山小二 郎待従武官長以下八 名の 随

行員の ロ シ ア派遣 を 決定す る 。

　当時 ， 「朝日」， 「毎 日」 な ど と ともに 全国有力紙 の
一

つ とされ て い た 「国民

新聞」 は ， 徳富蘇峰を主 幹 と して 久 し く帝国主 義的政策を擁護 して きた が ， 協

約 の 締結を記念 して 「日本青年 よ り露国青年に 与ふ る書」 と題す る懸賞文を募

集 し ， 日露関係強化の 雰囲気づ くりに
一 役 か うこ とに な る 。 九 月十一

日， 遣露

使節団一 行 の 出発に タ イ ミ ン グ を あわせ て 特別記念号 が 出 さ れ ， 「遠 き盟友 に

寄す るわ が青少年少女 の 至情を見 よ」 とい う見出 しで 懸賞文 と絵葉書の 当選者

が 発表 され た 。 600篇を越す応 募老 の なか か ら
一等賞に 選ぼ れた の は ， 東京麹

町 に 住む 山名塩太郎 とい う青年で あ り， 二 等賞は 北海道 夕張郡 の 村田要助 ， 三

等賞は 東京府下代 々 木 に 住む 森田東洋が それ ぞれ 選ぼ れた 。 入 賞 した 三 篇の 懸

賞丈は ， 瀬沼恪三 郎の ロ シ ヤ 語訳付きで 同紙 の 特別記念号に 掲載 され た 。 閑院

宮以下遣露使節団 の
一 行は ， こ の 特別 記念号を 携え ，

圖 長春 ，

ハ ル ビ ン を 経 て

同二 十三 日に モ ス ク ワ に 到着 し ，
ゲ オ ル ギ ー ・ ミ ハ イ P ヴ ィ チ大公や チ ェ ル ノ

コ フ ・ モ ス ク ワ 市長 らの 出迎 えを受け ， 同二 十七 日に は ， 露都ペ ト ロ グ ラ ー ド

に 入 り，
ツ ァ

ール ス コ エ ・ セ P 一
で ニ コ ラ イ ニ 世 に 拝謁 して い る 。

　 フ レ
ー ブ ニ コ フ が ， 山名塩太郎と森 田東洋 とい う二 人 の 日本人青年 の 手紙が

転載 され た 「ル ース コ エ ・ ス ロ ー ヴ ォ 」 紙 （九 月二 十一 日号一 旧暦）を手 に し

て
，
　（141『二 人の 日本人 の 手紙』 の 執筆 を思 い 立 っ た 動機 とは どの よ うな もの だ っ

た の か 。 まず第一
に 思い 浮か ぶ の は ，

一 等賞に 当選 した 山名塩太郎 が彼 らに 共

通す る原体験 と して の 日露戦争に 言及 して い る こ とで ある 。

　 「回顧すれば勢己む を得ざ りし貴国 と我国 との 交戦 も早幾年の 昔 と相成申

候 。 （中略）わ れ らが外国に 於い て 何人 よ り も諸君 に 対 して不 可思議 な る親

しみ を 覚え 申候は ， 少年の 時か か る経験を得た る が為に 他な らず と愚考仕 り

候 。 故郷を離れ た る もの に して 故郷 な つ か し きを 感知すべ く， 相反発 した る

もの の 合同す る に 至 っ て ， 始め て真 の 親睦は 得 らるべ し と存候 。 され ば 両国

の 親善は 自然の 数か と被存候 。 昔 は 互に 憎悪 の 眼を以 っ て 眺め し両国青年の

親交 ！思 えば泣 きた く程嬉 し く御座候」 （山 名）

山名塩太郎 の 手紙は こ の よ うに 素朴 で ロ マ ン チ ッ ク な心情が あ ふ れ て い る 。
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彼 は 東部戦線で の 卩 シ ア 軍の 勝利を祈願を して 筆を お い て い るが ， 文章全体の

調子に は ， 戦争否定へ の 思 い もま た つ よ くに じみ で て い る 。 画家 ヴ ェ レ シ ャ
ー

ギ ン に 言及 した 部分 がそ うで あ る 。

　 「生 は 其の 生 涯を捧げて 戦 争の 惨劇を写 し ， 遂に 旅順港 に て ペ ト ロ ポ ウ ル

ス ク と共 に 悲惨な る最後を遂げた る ヴ ェ レ ス チ ャ ギ ン の 名画 『屍の 野』を思

い 出 し ， 感慨に 堪え ざる次第に 御座候」 （山名）

　 ヴ ＝ レ シ ャ
ーギ ン は フ レ ー ブ ニ コ フ が と くに 好ん だ 画 家の

一人 で もあ り， 山

名 の 言葉 は彼 の 心 に 深 くこ だ ま した の だ ろ う。 『二 人の 日本人へ の 手紙』 で彼

は 山名に 次 の よ うに 応え る こ とに な る。

　 「頭蓋骨狩 りの ボ ル ネ オ 人が 小屋に ヴ ェ レ シ ャ
ーギ ン の r戦争礼賛』 の 絵

葉書を打 ち 付け る時 ， 彼 も また わ れ わ れ の 仲間 とな るだ ろ う」 （V − 155）

　い っ ぽ う， 森 田 東洋の 手紙は ， 質実堅固で しか も叙情味に あふ れ る 山名の 文

章 とは 多少趣 が異 な り， 「ル ース コ エ ・ ス ロ
ー ヴ ォ 」紙が評 して い る よ うに 「内

容的 に は よ りきば っ た もの 」飼 とい っ て よ い
。 そ こ に は フ レ ー ブ ニ コ フ の ア ジ

ア 観に 通底す る思想が脈打 っ て お り， こ の 手紙 に 接 した 詩人 は ， たぶ ん驚 きに

近 い もの を感 じた は ず で ある。

　 「謂わ ぽ ， あなた 方は 欧州の 東洋人で あ りま す。 そ れ は 私共 の 国 が 少な く

とも極東の 西 洋で ある よ うに 。 （中略 ）それ は 西 欧の 文化 と東洋の 交 化 とが

私 共の 国に於 い て 融合 され た や うに ， 来た るべ き将来 に 東洋の 文化 と北欧 の

文化 とを 調和 させ る もの は ， 同 くあなた 方 ロ シ ヤ の 青年 で なけ れ ば な らぬ筈

で す 」 （森田）

森 田 は ， 日露両国 の 将来 の 友清を呼 び 掛 け なが ら丈 を閉 じて い る 。

　 「さ らば 北半球の 東洋人た る親友 よ 。 私共 に親 し き手を与 え よ 。 共 に 共に

長 く相携 え て ， 人類 の 為扨て は 大な る平和 の 為 に ， 世界の 活舞台上 に 重要 な

役 目を 演 じよ うで は あ りませ ん か 。」 （森 田 ）
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　 フ レ ー ブ ニ コ フ は こ の 二 人の 日本人 の 手紙 に 対 して ，
ア ジ ア 青年た ち の 真の

連帯を訴 え る とと もに ， そ の 具 体案と して 東京で の 第一
回 ア ジ ア 会議 の 開催を

呼び 掛け ， こ の 会議で 審議すべ ぎ事項 を13項 日に わ た っ て 列 挙 し た 。 「歌 と発

見 の ア ジ ア 日記」 の 作成 ， 「ス エ ズ と マ ラ ッ カ に 支線を 持つ ヒ マ ラ ヤ 鉄 道」 の

敷設 ， 「ア ジ ア 古典」 に か ん す る討論 通信手段 と し て の 「数言語」 の 採用 な

ど， そ れ らは ユ ー ト ピ ス ト ・ フ レ ー ブ ニ コ フ の 本領を遺憾 な く発揮す る もの と

い っ て よい
。 詩人が ，

こ の ア ジ ア 会議と ， それ を 通 して の ア ジ ア 青年の 連帯を

実現 させ るた め に ， どの よ うな具体的道筋 を 予想 して い た か は 分か らな い 。 た

しか に 「ぼ くらは 東京に 集合す る こ と が で きる
。 魂の 運び に つ い て 語れ る 以上 ，

わ れ わ れ は ， 現代の エ ジ プ ト人な の だ か ら」 とい っ た 言葉に 見 る か ぎ り， こ の

詩人 に と っ て 具 体性を持つ とい うこ と が ， 逆 に 限 りな い ユ ー トピア 的幻想 へ の

飛躍 を意味 して い た こ とが理解 され るだ ろ う。 しか し ， 大戦に よ っ て あ らゆ る

具体 性 を つ み とられた こ の 時代に お い て は ， 幻 想 と して 自立 した 世界の み が真

に 現実的な意昧を もち えた の だ とい うこ とも理 解 して お く必要 が ある 。

　 フ レ ー ブ ニ コ フ に お ける ア ジ ア 観 の 変遷 とい う観点か ら見 て ， 『二 人の 日本

人 へ の 手紙』は 二 つ の 重要 な側面を持 っ て い る 。 第一 に それ は ， 詩人が 「大人

た ち 同士 の 戦争」 と 「青年た ち の 世 界的 同盟 」 とい う理 念を対置 させ ， そ こ に

oTeqecTBo （祖国）と cblHe ・lecTBo （子国）とい う二 つ の 観念を 重ね合 わ せ て

い る点で ある 。
ナ シ ョ ナ リス トと して の 感性 が 「祖国」 とい う通 時相 とし て の

全 体性へ の 自己 同
一

化 に あ る とす れ ば ， ア ジ ァ 青年 の 連 帯を ， 菁 年 の 国 家

（CblHeqeCTBO ） とい う， 地 理 的空 間 とは また 別 の レ ベ ル で の 共時相の な か に 求

め よ うとす る 姿勢は ， 詩人 の 従来 の 汎ス ラ ブ主義的 な世界観 を ，

一
挙に グ ロ

ー

バ ル な視座 へ と押 し上 げ る もの とい うこ とが で きる 。 第二 に ，
ア ジ ア 的 自我 の

発見 とい う問 題 が あ る 。
フ レ ー ブ ニ コ フ が二 人の 日本人 の 手紙 に み て い た の は ，

た ん に 日露両 国の 友情 とい っ た レ ベ ル に お い て だけ で は なか っ た 。 彼は ， 東洋

人 の 心 の 奥底 に ひ そむ 自我 の 静か なた ぎりを そ こ に 見て ， 意外 な驚 きに 打 た れ

た に ち がい な い の で ある
。 そ し て詩人は ， そ れ が ア ジ ア （A311fi）とい う文字に

先験的 に 刻印 され て い る こ と も見 て と っ て い た 。 それ は ， 彼が 「ア ジ ア は t

・fi

とい う言葉が発生 しなけ れば な らぬ 文字 の 破片 な の だ」（V − 155） と述べ
， さ

らに こ う書い て い る と こ ろ か らも理 解で きる
。

　「森の 中で 松 の 木を引 き抜 ぎ， 海 の イ ン ク瓶 に ひ た し て ， 『わ れ は ア ジ ア な

り』 （SI　一 　A3M”） の 旗 印を書 くこ とに し よ う。
ア ジ ア に は 自らの 自由意志が あ
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る の だ」 （V − ・155）

　 つ ま りフ レ
ー ブ ニ コ フ は ， ア ジ ア に 「自由意志」 が あ る とい うこ とを ， お の

れ の 実感 と独自の 詩的語源論を 通 して 発見 した とい うこ となの で ある。 そ して

そ こ に ， 地球的な規模に まで 膨 らみ をみ せ る詩人 の 自我を重ね あわ せ て い くこ

とで ， 自らの 行動理 念 と して 純化 させ ， r地 球 の 代表者」 とい うユ ー ト ピ ア 的

な国家理 念へ と結晶させ て い こ うと して い た 。

わ れ わ れは 時間の 水差 し と土 壷に

人類の 湿 っ た 粘土を 焼 く者だ （M − 17）

　 厂地 球の 代表者」 の 理 念が ， ア ジ ア 的 自我 を基盤 と して 成立 して い る こ とは

こ の 二 行が は っ き り と象徴 し て い る 。 「人類 の 湿 っ た 粘土を 焼 く者だ 」 とい う

表現の 背後に あ る の は ，
ア ヅ テ ィ カ の 職人た ち が崇拝 した 技術の 神 プ ロ メ テ ウ

ス の イ メ ー ジ に 他 な らな い
。

フ レ ー ブ ＝ コ フ は ， 『二二人 の 日本人 の 手 紙』 で部

分的に 解 き明か した ア ジ ア （A3ua） の 詩的語源論を ， そ の 後 『鎖を 断 つ わ れ

ら』 （1920−22）や 『イ ス フ ァ
ー ハ ン の ラ ク ダ』 （1921）で 発展 させ ， そ の 冒 頭

の 二 文字 A3 に ， 「解 き放た れ た わ れ」 （oc60Bo ＞KJzelmoe 　fl）の 意味を見て とる

こ とに な る 調 ソ 連の 研究者 ドゥ ガ ー ノ ブ は ， そ うした 自我の あ りよ うを 「プ

ロ メ テ ウス 的叙情」 と呼び ，
プ ロ メ テ ウ ス の 妻 と して の ア ジ ア （Aaeの とい う

ギ リ シ ャ 神話 の 匿 された コ ン テ キ ス トを 明 らか に した 調 しか し ， い ず れ に し

て もそれは ，
ヨ ー P ッ

パ を支配 して い る キ リス ト教的 な衰弱 した 自我 とは お よ

そ無縁な ， ある意味で は 真に 異教的な 自我 の 発見 だ っ た とい っ て よ い
。

　最晩年の フ レ
ー ブ ニ コ フ の 作品 に お い て ， 日本 の イ メ ー ジ は あ ま り大 きな位

置 を 占め て い る よ うに は 思 え ない
。

ボ リ シ ェ ヴ ィ キ 軍 と ともに イ ラ ン に 入 っ た

彼が ，

エ ン ゼ リー
の 町並み に 「日本の 猥雑な通 り」 （V − 320）を な ぞ り， ま た ，

「時間の 法則」 発見の 動機に まつ わ る 「対馬」 の 思 い 出が 『運命の 板』 で わ ず

か に 語 られ て い るに す ぎない
。 しか し ， その 数少 な い 例 の 中で も 『鎖を 断 つ わ

れ ら』 の 次 の
一

節は ， 詩人の 到達 した ひ とつ の 境地 を は っ き り示 す もの とい っ

て よい の で は ない か
。

彼方 へ
， 彼方 へ

， イ ザ ナ ギ が

ペ ル ー ソ に 物語を 話 して 聞か せ

一 25 一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association of Russian Scholars

NII-Electronic Library Service

Japanese 　 Assoolatlon 　 of 　 Russlan 　 Soholars

エ ロ ース が上 帝 の 膝 に腰 をか け

神の 禿頭 の 白髪が

雪 の 白さ を 思わせ る彼方へ
。

ア ム ール は マ ア ・エ マ に くち づ けを して

天 が イ ソ ドラ と言葉を か わす 彼方ヘ

ユ
ー

ノ
ーが チ コ ノ ク ア ー トル と

コ レ ジ オ を眺め

ム リ リ ョ に う っ と りす る彼方ヘ

ウ ン ク ル ン ク
ール と ト

ー
ル とは

片肘 つ い て

碁石 を交え て は 仲睦 ま じ く

そ して ア ス タ ル テ ーが

北斎に うっ と りす る彼方 へ ，彼方 へ （V −28−29）

　極彩色で 描か れた 一・igの 絵巻物を思 わ せ る神 々 と芸術家 の 交歓 の 図
一 詩 人

が たぶ ん ニ
ー チ ェ の 『ツ ァ ラ ト ゥ ス トラ 』 を 意識 して 書い た イ ン テ ル メ ッ ツ ォ

風の こ の 詩 は 岬 「調和世界」 とい う晩年の 究極的 な世 界観を もっ と もあざや か

に 写 しだ す部分で ある 。 イザ ナ ギ が ペ ル ー ン に 「物語」を読ん で 聞か せ ，
ア ス

タ ル テ ーが北斎 の 絵に うっ と りする とい う， い か に もの どか な黄金 時代の 風景

を ， た とえば1905年の 日露戦争に お け る敗北の 衝撃を うた っ た 『もの は み な あ

ま りに 蒼 く』 の
一

節 と比較 し て み よ う。

そ して 波間をや ぶ に らみ の 浅黒 い

日本軍 の 神が歩ん で い く。

そ して そ の 時だ ， ぼ くの 口 は もは や黙 して は い られ な か っ た 。

ペ ル
ー

ン は 猛 り狂 っ て キ リス トを突 い た
…

（皿
一31）

　こ の ふ た つ の イ メ ー ジ の 対比 の 中か ら， 「対馬 」 以後の 十五 年 の 時 の 流 れ の

意味 した もの がは っ き りと読み とれ る に ち が い ない
。 詩人 フ レ

ー ブ ニ コ フ の 足

跡を ，
ナ シ ョ ナ リ ス テ ィ ッ ク な終末論か ら 「調和世 界」 へ と変貌 し ， 上 昇 して

い く道筋 と捉 え る こ とが で ぎる な らば ， そ の ふ た つ の 変貌の 節 目で 日本が果た

した 役割を決 して 過小評価す るわ け に は い か な い の で ある 。

一 26 一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Association of Russian Scholars

NII-Electronic Library Service

Japanese 　 Assooiation 　 of 　 Russian 　 Soholars

注 　本文 中に 引用 し た フ レ ーブ ニ コ フ の 作品 は ，
董O ．TbiHfiHoB

，
　 H ．　CTeロaHoB の 編集

　に よ る Co6paHHe 　couxHeHMCa ・B．　Xne6Hvai〈oBa 　B　5　ToMax ，　 JleHHHrpan， 1928−33

　並 び に H．Xapn＞lcHeB
，
　T．　rpHU の 編 集に よ る Heu3 双aHHLle 　nPova3BeJleHHH ・

Moc °

　KBa
，
1940 （本交 中 H 一

と略 記）に 拠 っ た 。
カ ッ

コ 内 は 巻数 と頁 数 を示 す 。

　（1）　双M ．rIeTpoBcKH苴．　 BoclloMHHaHvafi　 o　BenHMHpe・Xπe6HvaKoBe ・− JleΦ 漁 1
・

　　1923
，

CTP ．150．

　（2）　ク リ ビ ー
ン 宛 の 手紙で ， フ tr　一ブ ニ ＝ フ は 兵舎 で の 生 活 を 「詩人 を 理 性 な き動物

　　 へ 変 え る 地獄」 と表 現 し て い る
。
CM．　V −309．

　（3） 拙稿 「『時 間』 の 憑 依一 フ レ ーブ ニ コ フ 試 論」（『ロ シ ヤ ・西 欧 ・日本』 1976 。 朝

　　 日 出 版社）を 参照 さ れ た い
。

　（4）　CM．　H．　Xap，lt）KHeB ．　HoBoe　o　Xne6HHKoBe，
　Russian　 Literature，　 Ng　9，

1975

　　P・7．

　（5）　B．XJe6HvaKoB．　OTphlBoK　H3 ‘‘AocoK　cy 八b6b ゴ
’

．　nHcT　1，　M ・，1922，　cTp ・4・

　（6） ハ ル ジ エ フ が 個 入的 に 語 っ て くれ た所 に よ る と ，
こ の 手 紙 は ，実 際 に は H ， ブ ル

　　 リ ュ
ーク 宛 で は な く，

一
“ リ ネ ッ テ ィ 宛に 書か れ た もの で あ る と い う。

　（7）　CM ．　H．　CTenaHoB．　BenuMHp 　Xne6HMKoB
，
　M ．

，
1975

，
　cTp ．19・

　（8）　CM．　B．　B．　HBaHoB ．　CBo60AHbI蔵　cTHx 　KaK 　cnoco6 　BHAeTb 　MHp ．− MHocT・

　　JIHT．，1972，　Ng　2，
　CTP ．205．

　（9） CM．　CaAoK　cyAefi 　Ng　2， 1913
，
　cTp ．28 な お ， 「花 子」一座 の ロ シ ア 巡業 に つ い

　　て は
， 澤 田助太 郎著 『小 さ い 花子 。

プ チ F ・ハ ナ コ 』 （中 日出版 社 。 昭 和58年）に ，

　　比 較的詳 し い 記 述が あ る
。

ま た ， 巻末の 参 考文献 も参照 された い
。

　（1（》　B．Xne6HmKoB．　 BuTBエ、11915 −1917　r．　n 　HoBoe　 yqeHxe　o　Bo 爵He ，　 nr
り

1915，

　　CTP ．1・・

　  　　TaM ｝Ke ，　CTP ．8．

　  　A．JlefiTec．　Xne6HHKoB − KaKHM 　oH 　6bI」1，

− HoBb 磁 MHp
，
1973，　 JV91 ，　 cTp ．

　 　 226．

　  　遣 露使 節団が 各 方面 に 配 付 した 「国民 新 聞」記 念号 は
， 当 時 卩 シ ア で も っ と も人

　　気 の あ っ た 「ル
ー

ス コ エ ・ス ロ
ー

ヴ ォ 」紙 に 紹介 さ れ た 。 「国民新聞」 10月25日号

　　は ， 「賞賛の 的 と な っ た 国民新 聞。 露国新 聞競 っ て 感謝の 意 を表 す」 と い う 見 出 し

　　を掲 げ て
， そ の 反 響ぶ りを 詳 し く報 道 し て い る 。 ま た

，
11月 9 日号 に は ， 「サ ラ ト

　　 ヨ フ の 青年 ア レ サ ン ドル 。ス ド フ ラ ー ト フ 」が ロ シ ヤ の 新 聞社 を通 じ て ， 山 名塩太

　　郎 と エ ス ペ ラ ソ ト語で の 「通信 の 交換 」を 希望 し て きた 旨が 紹介 され て い る 。

　O癆　 「ヴ レ メ ン ニ ク」 第一号 の 巻宋で は ， 10月21日 とな っ て い るが （CM ．　V −348） こ

　　れ は 間違 い で あ る 。
フ レ ーブ ニ コ フ は

， 『手紙』 の 中で 「国民新 聞を 読 ん だ 」 と書

　　 い て い る が ， 実際は 「ル ー
ス コ エ ・

ス 卩
一

ヴ ォ 」紙 で あ っ た ろ う。
同 紙が な ぜ ， 山

　　名 （1 位） と森 田 （3 位） の 二 通 の み を 掲載 した の か は 不 明 で あ る 。 「ス ラ ブ魂」

　　 と 「大 和魂」 の 団結を う っ た え る村 田要助 の 手紙が ， 編集 局の 意 に 沿わ な か っ た と

　　 い う こ と も十 分 に 考 え られ る
。

た だ ， 疑問点 と し て 提 出 し て お きた い の は ，
フ レ ー

　　 ブ ニ コ フ が果 た し て 実際に 「国民新聞」記念号 に 眼を 通 さ な か っ た の か と い う問題
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　　　で あ る
。

た とえば，詩 人は 『手紙』 の 中で 「ぼ くは ，む し ろ ； 古 い 日本語 で 話 す若

　　　い 日本 人を ， 現 代 P シ ア 語で 話す 何人 か の 同 国 人 よ りも理 解 し た い と思 う」 と書 い

　　　て い るが ， 山名 の 手紙 が，森 田 や 村 田 の 口 語体 とは 異 な っ た ，候文 で 書か れ て い る

　　　こ と か ら考 え て ， 詩 人が 「国民 新聞 」 を 実際 に 見た 可 能性 を ま っ た く否 定す るわ け

　　　に は い か な い 。 た だ し ， 彼は こ の 時期 ， 故 郷 ア
ー

ス ト ラ ハ ン に 待機中で あ り ， 国民

　　　新 聞を 入 手す る こ とが きわ め て 困難 な 状況 に あ っ た こ とは 事実で あ る 。

　a臼　
‘‘ PyccKoe 　cJIoBo

”

　oT 　21　ceHTH6pH 　1916　roAa ．

　  　CM ．　A ．　napHHc ．　B．　Xne6HHKoB 　B　peBoJK）四 〇HHoM 　I
”
HnfiHe ．− HapoAbl　A3HH

　　　HA ΦpHKH ，
　NQ　5

，
1967

，
　 cTp ．162．

　   　CM．　P。双yraHoB．　Hpo6neMa 　gnHqecKoro 　B ∂cTeTHKe 　H　nogTHKe 　 XJIe6HHK−

　　　oBa ．一 ｝歪3B．　AH 　CCCP ，
　CJI分，

1976
，

．
」逅 5

，
　cTp ，428．

　  　CM．Φ．　HHIILue．　TaK　roBopmI 　3apaTycTpa，　M ，
，
1900

，　cTp ．207−208．手塚富雄

　　　訳 『ツ ァ ラ
．
ト ゥ ス ト ラ 』 （中央公 論社 。

昭 和48年）232頁 参照 の こ と 。

　   　 フ レ ーブ ニ コ フ の 日 本観 の 変遷 を考 え る 上 で 見落 とす こ と の で きな い 問題の ひ と

　　　つ に ， 日本 の シ ベ リ ア 出兵が あ る
。

1918年 8 月 日本は ，対 ソ 干渉 戦 に 苦 慮す る チ ェ

　　　 コ 軍 の 支 援 を名 目に シ ベ リ ア 出兵を 宣 言す る が ， そ の 直 後 に 彼が ， ア
ー

ス ト ラ バ ソ

　　　で 起草 した 宣言文 『イ ソ ド ・ロ シ ア 同 ．盟』 に は ， 彼 の 日本観 の 微妙 な変化 を う か が

　　　わ せ る次 の よ うな 文章が あ る 。 「見た ま え 。
ア ジ ア は た っ た ひ と つ だ 。 だ が ， どれ ほ

・
　 ど多 くの 花婿が い る こ と か

。
日本 人 ， イ ギ リ ス 人 ， ア メ リ カ 人 と」 （CM．　UFAJIH，

　　　Φ一527
，

0n ．1
，
　en ．　xp ．112） し か し ， 現段階で は こ の 問題を 展 閉す るた め の 資料が

　　　決定的 に 不 足 し て お り，断定 的な 結論 を 避け る た め ，木 稿で は あ え て 触れ なか っ た
。

　XHe6HHKOB 　 H 只nOHHH

O ‘‘nHcbMe 　AByM 　 flnoH 皿aM
”

HKyo 　KAM ∂HIViA

　　　flnoHHfl　HMeJla 　orpoMHoe 　3HaqeHHe 　B　nH 【IHo 負　H 　TBopqecKo 且　6Horpa（1）vata　B，

XJIe6HHKo日a．　y 冫Ke 　B　paHHHe　roAbl 　oH 　3aHHTepecoBaJIcH 分noHHe 黄，　ee 兄3blKoM ．　BcK｝

冫1〈H3Hb 　cJleAHJ 蓋 oH 　BHHMaTeJIbHo 　3a 　 ee 　HcTopHe 角．　 Xne6HMKoBa 　noTpflcJla 　rH6eJlb

THxooKeaHcKoro（夢」エoTa 　B
‘‘

口ycHMe
”
1905　ro以a，　H　gTo 　HocJIy ＞KHno 　HoBo 八bM　K

pellleHHIo： Ha 員TH
‘‘

3aKoH 　BpeMeHH
”
．　HHTepec　I〈 分rloHHH 　B　HaH60nee

．　
fipKoM 　ero

BH 双e　 npo πBHJIcH 　 B
‘‘ 1

’
lxcbMe 皿ByM 　firloHtXaM

”

，
　HanHcaHHoM 　no 双 Henocpe 汲cTBeHHbIM

BaHfiHHeM
‘‘HHceM 　 Apy ｝K6bl

”
πHoHcKo 茸 MoJloAe ｝KH

，
　KoTopble 　 npnBe3 」Ia　finoHcKafi

Apy 冫KecTBeHHa 兄 Aenerau ｝IH　Bo 　rJ三aBe 　c　npHH ロeM 　KaH
−HH 　B　ceHTA6pe 　1916　roAa ・

‘‘ flHcbMo 皿 ByM 　HnoH 耳aM
，’

cblrpano 　Ba ＞KHyK ）　poJIb　B　HosTMqecKoM 　TBopqecTBe 　ii
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MHPOB033PeHHH  XJe6HHKOBa B JCBYX eTHOllIeHHflX:  3neCb  OH  BnePBble  nPOTHBOnO-

cTaBnHeT  "oHflTHe  
"cblHegecTBo

 
"
 }eHo-eti  A3MH, B  ToM  gHcne  PoccnH, nOHflTHH)

"oTeuecTBo"
 B3pocnblx  atroAed,  yBaeKalourHxea BpMHoth.  B BHne  MaHHipecTa  oH

BnePBble  3a"BXfieT  O  CBOeth  aHTHBOeHHOg  H03Mllvali. BO-BTOPblX, OH  B  HeM  YllOMH-
HaeT  o cBoeM  a3mhcKoM  

"

 SI ".

 I'IocJIe peBonnuHH  rnaBHblM  npHH!1vanoM  erO  AethC-

TBliti cTana  HAefl  o"I'IpencenaTeJe  3eMHo:o  IJIapa", Ho  oHa  B  ocHoBe  6bma

nonAep>IcaHa  vaneefi 
"
 a3Milcl<oro  

"
 (npoMeTeeBcKoro) 

"
 SI 

".

 B  npouecce  npeo6pa3o-

BaHHfi  MHpoBo33peHHH  Xne6HHKoBa oT  cBoe6pa3Hoth  gcxaTofiorHH  K  HAee  
"
 JIaJLO-

MHpa",  Henb3fi  HenooueHHBaTb  ponb  "noHHH KaK  HcxonHoro  fiyHKTa  ero  uAeti-

Horo  npva6nx>iceHua  K  A3HH.
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