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ッ ル ゲー ネフ の 長編小説

に お け る演劇的要素 と 「語 り」

相　 　沢　　直　　樹

　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 は じめ に

　ツ ル ゲ ー
ネ フ の 長編小説 （pOMaH）が演劇に 近い との 主 張や ， な ん らか の 形

で それ を 演劇 ない し劇 と関連 させ て論ず る試 み は ，
これ ま で 数多い

。 中で もブ

リーボ ー
ン は ， 六 大小説 （『ル ー ジ ン 』， 『貴族 の 巣』，

『その 前夜』，
『父 と子』，

『煙』， 『処女地 』）すべ て の 内部構造に
一 つ の 明確 な パ タ ー ン が あ り， そ れ は

「演劇」 （theater） との ア ナ ロ ジ ー
に よ っ て も っ と も うま く説 明 され る」ω 　と

きわ め て 端的 に 述べ て い る 。 個 々 の 作品 に つ い て 言 え ば ，
バ エ

ー
フ ス キ イ が

『ル ーヂ ン 』に お け る 対話 ・独 白等 の 直接話 法の 割合の 高 さを 足掛か りとして

「劇 との 類似性」 （poAcTBeHHOCTb＜＜Py！lHHa＞＞ npaMe ） を指摘 して い る〔2〕 の を

初め
， 特に 論者の 多 さが 目立 つ r父 と子』 に 関 し て は

，
「自己欺瞞の 悲劇」を

見 るバ ハ マ ゾ 3｝や ， 計量 的 な プ ロ ッ ト分析を導入 して ， 全 体が五 部 に 分か れ ア

ク シ ョ ン の 上 昇 ・ 急転 回 ・ 下降が見 られ る こ とな どか ら こ の 作 品に悲劇 の 影響

な い し援用を見て い るバ ー ン ズ
，

｛4） さ らに種 々 の 主 張を総合 して 「悲劇 と喜劇

の 共存」 を 主張す る D ．ロ ウ【5） の 研究等 があ る 。 ま た 作中人物 の 発話 の 導入 の

され方 を調ぺ
，

ゴ ー ゴ リ
，

ドス トエ フ ス キ ー
， トル ス トイ の 場合 との 比較分析

を行 っ た ヘ ル グ レ ン は ， ツ ル ゲ ーネ フ が最初 の 長編 『ル ーヂ ン 』 執筆 以前に 手

を染 め た劇 作 活動 の 影 響 の 可能 性を示 唆 して い る ♂6｝ そ の 他，
マ ル コ ー ヴ n チ

は 四大小説 （『ル
ー ジ ン 』 か ら 『父 と子』 ま で ）の 主題を跡付け な が ら， そ こ

に い わ ば 「悲劇の 変劇」 の 変容 を 見て 取 っ て い る 。

ω 着 目点 ， ア プ ロ
ー

チ の 仕

方 ， さ らに は その 結論 も様 々 とは い え ，
ツ ル ゲ ー

ネ フ の 長編小説に つ い て 何 ら

か の 形 で 劇 。 演劇 との 関係を 論 じた もの が これ ほ ど多 く存在す る とい う事実 は

ま こ とに 興味深い 。

　 とこ ろ で ， それ らの 指摘は どれ もなか なか 説得力が ある よ うに見 え る が ， ひ

る が え っ て 小説が演劇 に 近い とか ， 劇的要素 をは らん で い る とい うの は ど うい

うこ とな の か とい う極 め て素朴な疑問が あらた め て 涌い て くる 。 劇 （演劇）に

近い とこ ろが あ る とい っ た 指摘が 仮に どれ ほ どの 正 当性 を も っ て い よ うとも，
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ツ ル ゲ ーネ フ の 長編小説が どこ ま で も 「小説」 で ある こ とに は 変わ りは ない
。

こ の 場合 ， と りわ け 「劇」 とい うもの が 「語 り手」 の 存在 し1よい 世界で あ る の

に 対 し， 「小説 」は あ る 《語 り手 ＞＞ に よ る 《物語》 で ある と い う点が問題に な

ろ う。
さ らに こ の 問題 は ， ツ ル ゲ ーネ フ の 長編小説の 有す る 《語 り物》 的性格

に む しろ注 目 した 指摘が存在す る とい う事情 に よ っ て ，

一層複雑な もの と な っ

て い る よ うに も見え る 。 た とえぽ ，

エ イ ヘ ン バ ウ ム は 次の よ うに 述べ てい る
。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ノ ヴエラ

　 ツ ル ゲ ーネ フ の 長編小説は 物語 も同様で あるが ， ふ つ う登場人物は 少ない

けれ ど も， 登 揚人物 をす べ て 密接 に結び つ ける こ とは 決 して ない
。 リーザ と

ラ ヴ レ ツ キ イ とを残 りの 背景に す ぎない 人た ちか ら区別す る こ と は や さ し

い
。 だ か ら彼は筋 を 発展 させ る こ とを い と もあ っ さ りや め て し まい

， 八 章に

わ た っ て 事細か に ラ ヴ レ ツ キ イ の 話を 物語る 。
ツ ル ゲ ーネ フ に 特徴的な 事で

ある が ， 彼は い つ で も物語ろ うと し，
い つ で も聴き手の 方 を 向 い て い る 。

（中略）対話が彼の 長編小説 の 弱点で ある 調

　ま た ， 小説を 「パ ノ ラ マ 的」 （panoramic）と 「ドラ マ 的」 （dramatic）とに

分類 した パ ーシ ー ・ ラ ボ ッ ク に い た っ て は ，
ツ ル ゲ ー ネ フ が 「視点の 劇化」

（dramatizing　the　point　of　view ） を十分 行 わ ず ， むやみ に 語 り過 ぎて い る

と して 批判す る に 及ん で い る の だ 。
（9〕 こ の よ うに ツ ル ゲ ー

ネ フ の 長編小説をめ

ぐっ て ， 同 じ用語を用い なが ら
一

見相矛盾す る主 張 が い くつ も提出 されて い る

の は ， 興味深い 現象で ある よ うに 思 われ る 。 我 々 は そ れ らの 主張 を検討 しなお

し ， そ こ に 浮か び上が る問題点を考えて み る必 要が ある 。

　そ こ で 本稿で は ， ま ず， これ まで ツ ル ゲ ー
ネ フ の 長編 小 説 に お け る 「演 劇

的」 ない し劇的な 要素 と考え られ て きた もの を整理 しなが ら検討 し ， 彼の 長編

小 説 に特徴的 な ，
《語 り》 ない し 《語 り手 》 を 酵） ぐる い くつ か の 特殊 な問題 点

を 指摘 して み た い と思 う。
な お ， 対象は 四大小説 に 限 る 。

　　　　　　　　　　 1．　 劇 （演劇）との アナ ロ ジ ー

　ツ ル ゲ ー ネ フ の 長 編小説 と劇 ない し演劇 との 関係を論 じるな らば ， 本 来は ま

ず何 を も っ て 「劇的 （演劇的）」 とす る か とい うこ と を 俎 上 に の せ るべ ぎなの

か もしれ ない
。 だ が ， それ は こ こ で 片 手間 に 論 じ るに は あ ま りに も大 きな文芸

学上 の 問題で あ り， こ こ は そ うした 原理 的問題その もの を 論 じる場 で は ない
。

我 々 の 関心 はむ しろ ツ ル ゲ ーネ フ の 長編小説 に お ける い か な る 事 態 に つ い て
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「劇的」 と言わ れ るか ， に ある 。 そ こ で我 々 は こ の 問題 に 帰納的に ア プ ロ・．一チ

す る こ とに す る 。 すなわ ち ， こ の 聞題をめ ぐる先行研究を検討す る こ とか ら始

め た い
。 これ ま で の 主 張を整理 して示 せ ば ， 以下 の よ うに な るは ずで あ る。

　 a ） 背景設定

　フ リーボ ー
ン は ，

ツ ル ゲ ーネ フ の 長編小説 の い ずれ に お い て も 場所 （10ca・

tion） と状況 （situation ） が設定 され てい て ， そ の こ とが作品 に 「物理 的 。 時

間的統一
」 を与 え て お り， また そ れ らが登場 人 物たち を取 り囲 む 「舞台装置 ・

背景」（setting ）とな っ て い て ， 「あた か も彼 らは 舞台の うえ で 演技 して い るか

の よ うで ある」圃 と述べ て い る 。 た しか に r貴族 の 巣』， rそ の 前夜』，
　 r父 と子』

の い ずれ に お い て も冒頭 に おい て 「1842年」， 「1853年」， 「1859年 5 月20日」 と

時代が 明確 に設定 され ， 場所 も 「県庁所在地 0 市の は ずれ」， 「ク ン ツ ェ ヴ ォ に

ほ ど遠 くない モ ス ク ワ 河畔」， 「＊ ＊ ＊ 街道に 面 した旅館の 低い 玄関 口」 とある

程度具体的に 示 され て い る （『ル
ーヂ ン 』 に 関 して は こ の 限 りで は ない が ，1860

年 に 書 ぎ加 え られ た エ ビ P 一 グで は 主 人公 は 1
−
1848年 6月26日の 暑 い 暑い 日盛

り」 に パ リ の バ リケ
ー ドで 倒れ るこ とに な っ て い るか ら， 年代を あ る程度逆算

す る こ ともで き る）。 ま た重要 な こ と は ， 作中で主 な出来事が起 きた り会話が

な され る場所が ， 例えば 『ル ーヂ ン 』 な らダ リア ・ ミハ イ P ヴ ナ の 屋敷， ア レ

ク サ ン ドラ ・ パ ー ヴ 卩 ヴ ナ の 部屋 ，
ア ヴ デ ュ

　一一ピ ン の 池 ， S市 の 旅館で ほ ぼ尽

くされ る とい うよ うに ， 限 られ て い る こ とで ある
。

　 b ）　《場 面 》 構成

　バ エ ー フ ス キ ー とバ ”
一 ズ は そ れぞれ 『ル ーヂ ン 』， 『父 と子』に お け る個 々

の 「場面」 が ， 人物が現れ ， 何か 話 し， 消え る ， とい う形で構成 され て い る こ

とを指摘 して い るt「1】が ， こ れは 四 大小説の すべ て に つ い て 言 うこ とがで きる。

こ こ で ，

一 般化を 試み る な ら， 最 も基本的 な形 と して は ， 1）時間 と場所の 設

定 （不完了体過去形）， 2 ）人物 の 入場 （BomeJl1Bolll 」la1BomnK ）， 3 ）発話 ，

4 ）人物 の 退場 （BblUlenfBbllllma1Bbllll ．nH），

の 《場面》 が構成 され て い る と言 え よ う。

（12｝

ヨ ン の 展開す る場所が演劇 に おけ る 《幕》 に あた る とす れば ， 今 《場面》 とし

て 取 り上 げた もの は く＜　ee　＞＞ を さ らに 小 さ く分 け た 《場》 に 当た る と 言 え よ う

か
。

　 C ）　発i壽舌 （セ リフ ）

　 ツ ル ゲ ー
ネ フ の 長編小説に は 「対話」や 「独白」が 多い こ とも よ く指摘 され

とい う一連 の 要素 の 連続か ら一
つ

a ）で 最後に 触れ た 主 要な ア ク シ
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る 。 直接話法 の 部分は ，
《語 り手 》 の 直接 の 支配が及 ぼ ない と こ ろ で あ り， ま

た 登場人物 の 発話を伝 え る仕方の うち で ，
い わ ゆ る 最 も 「ミ メ ー シ ス 的」 で

「演劇的 タ イ プに 属す る もの 」〔エ3〕で ある 。
バ エ ー フ ス キ ーは ，

《直接話法》が rル

ーヂ ン 』 の テ ク ス ト全体の 80％を 占め る と して い る の で
，

岡 確認の た め 筆者 自

身も計算 して み る こ とに した 調 四大 小説 それぞれ に つ い て の 計算結果 を示す

と ， 『ル
ーヂ ン 』に お け る直接話法の 割 合 は 全 テ ク ス ト平均 で61．1％ （章 ご と

に 見 た 時 の 最大値は 82．3％ ， 最小値は 41．4％ ）で あ り， 以下 r貴族 の 巣』 は 平

均29．9％ （最大75．9％， 最小0．0％）， 『そ の 前夜』 は平均46．0％ （最大98．6％ ，

最小O．　O％）， 『父 と子 』 は 平均47．0％ （最大72．2％ ， 最小3．　9％） とな っ た
。

こ

こ で 各作品の 特微に つ い て 簡単に 触れ て お くと， 長編第一 作 の rル ー ヂ ン 』は

直接話法 の 割合が 群を 抜い て 高 く， 80％を越 え る章 もある 。 また 他の 小説 と異

な り，
エ ピ ロ

ー グで の 割合が きわ め て 高い とい うの が特徴的で あ る 。

  次 の 『貴

族 の 巣』 で は 逆に 直接話法の 割合が平均 し て 低い
。

0 ％ない しそ れ に近い 章も

多い が ， こ の うち 5 章 と35章は そ れぞれ レ ン ム と リザ の リ
ーザ の 伝記 に あて ら

れ ， 8 章か ら16章まで は 有名 な ラ ヴ レ ッ キ ー家の 伝 記 で あ る 。
rそ の 前夜』 で

も伝記 に あて られ て い る 3章 と 6 章 （前者は ア ン ナ ，
ニ コ ライ とシ ュ

ー ビ ン の
，

後者は エ レ ーナ の 伝記）は ， 0 ％か そ れ に 近い もの とな っ て い る 。 また16章は

98．6％ と直接話法が ほ ぼすべ て を 占め て い るが ，
こ こ で は エ レ ーナ の 口記か ら

の 抜粋 を もっ て 来 る とい う新 しい 手法が 見 ら れ る 。 『父 と子』 は コ ン ス タ ン ト

に 《 セ リフ 》 が あ る の が特徴で ， 第 1章の 冒頭い きな りニ コ ラ イ の 言葉で 始 ま

る の で 舞台を 見 て い る よ うな 印象を受け る が ， そ の
一 方 で 《語 り手》 は そ こ で

一 旦 事件 の 進行を 止め て ニ コ ラ イ を読者に 紹介す る た め ， こ の 章は 直接話法 の

割合 が は るか に 低 く （3．9％）な っ て い る 。

　 d ） 登揚人物

　四 大小説 の い ずれ の 場合 も ，
メ イ ン ・プ ロ ヅ トが 主人公 と女主 人公 の 恋愛を

軸 に 展 開す る の は 周 知の とお りで ある 。
フ リー ボ ー

ン に よ れ ば ， 主 人公 は み な

それぞれの 小説 の 「状況」 （situation ） に と っ て 未知の ない しは ご くわずか し

て 知 られて い ない 「よ そ者」 （stranger ） と し て 「到着」 す る 。

一
方 ， 女 主人

公は そ の 土 地 の 人 間 で ， 小説 の 「場」 （place）の 不 可 欠の 構成要素で ある 。
こ

うして そ の 「場」 に 最 も特有で 典型的 な特徴を体現 して い る女主人公 と外か ら

や っ て 来て そ の 「場」 に 新 し さを持ち込む主人公 の 関係の 中で ， 社会的 ・思想

的な らび に 心 理 的 ・個人的 の 両面 で の 「コ ン ス トラ ス ト」 が あ らわ に な る
，

（17）

とい う。 ま た 彼は ， 登 場人物た ち は それ ぞれ 自分に 割 り当 て ら れ た 特別 な位
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置 ・ 立場 を越 えて 出る こ とは まずない こ とを 指摘 して い る 。
マ ト pm　 ・一も言 うよ

うに ， 「ツ ル ゲ ーネ フ の 登 場人物 た ち は 静 的 （static ）」〔18）な の で あ り， 我 々 は 作

中で 後 らの 性格が変化 ・ 発展 して 行 く様を 目に す る こ とは ない
。

こ の よ うに
一

定 の 立 場に あ り主 張や 性格を 変 えな い 人物 た ち の 聞に 葛藤 が生 じ， 緊張が 高 ま

り， や が て 破局 へ と向か う様は ， 古典的な 《悲劇 》 の 登場人物た ちを思 い 出 さ

・せ る 。

　 e ）　ア ク シ ョ ン の 展開の 仕方 ， あるい は プ 卩 ヅ ト

　 これ は ， 上 で 見 た人物設定 と も密接 に か か わ る 問題で あ る 。 再び フ リーボ ー

ン に よれ ば ， 主 人公 と女主人公の 問の 「コ ン トラ ス ト」 が二 人を 恋愛に 導 くこ

とに な る が ，『そ の 前夜』 に お ける 以外 は 恋愛 は うま く進 行 せ ず ， や が て ， 共

に 幸福に な る とい う希望が取 り返 し の つ か ない ほ ど砕 け散 る 「決定的瞬 間」 を

迎 え る 。
こ の 《ペ リテ イ ア 》 に お い て ， 主 人公 と女 主 人 公 の 「不 一 致」 （in・

compatibility ） が露見 し
， 両老の 「真の 性格」 （弱 さ， 高貴 さ）があ らわに な

る 。 以 後の ア ク シ ョ ン は ， こ の ク ラ イ マ ッ ク ス の 決定的瞬間の 影響 の 下 ， 終局

へ と向か う ，

U9］F とい う。

　 こ の 種 の 議論 が ア リス トテ レ ス の 『詩学』 以来の 伝 統に 依拠 して い る こ とは ，

《ペ リペ テ イ ア 》 （突発的出来事に よ り主 人公 の 意志や 願 望 が ， した が っ て ま

た 作晶 内容の 進行が 最初の 方向 とは ひ ど く異 な っ た 方向へ 急転す る こ と）tlOJや

ア ク シ ョ ン の 「上 昇」「下 降」 とい っ た 用語 が好ん で 用い られ る こ とに 端 的に

現れ て い る 。 例 え ば マ ル コ ー ヴ ィ チ な どは ，
c ）で 見た よ うに 直接話法 に よ る

《 セ リ フ 》 が比較的少 な く， 呈示形式 に 関 して は く＜演劇的 》 とい うこ とか ら遠

い 部類に 属 する と言 っ て よい 『貴族 の 巣』 に つ い て ， そ の 「フ ァ
ー ブ ラ 」 が

《ペ リペ テ イ ア ＞＞ と 《認知 ＞＞ （Y3HaBaHMe）
1？エ｝ に 基づ い て お り， 「不 幸か ら幸福

へ の 移行」 が17章 〜 24章 ， そ の 逆 の 移行が 36章〜45章 （終章）だ と主 張 して い

る 。

國

　 こ の ほか ， ア ク シ ョ ン 展開 上 の 重 要 な 《演劇 的手法》 （theatrical　device）

と して の 《立 ち聞 き》 に 触れ な い 訳 に は 行 か な い
。 『父 と子』 に お け る そ の 役

割に つ い て は パ ー
ン ズ が論 じ

，

tas 『ル
ー ヂ ン 』 に お け る それ に つ い て は バ エ ー

フ ス キ イ も触れ て い る が ，

團 『貴族 の 巣』 と 『そ の 前夜』 に お い て も 《立 ち 聞

き》 （こ の 言葉 を 《盗み 見 》
，

《垣 問見 》 等 も含め て 広義に 解釈 す れ ば ）が行わ

れ て い る 。 た だ し， 先に 挙げた 二 作 と異 な り， そ の 場 面 自体は 描か れ て お らず ，

読者は それ を あ とか らだ れか （立 ち聞 きを した シ ュ
ー ロ チ カ か ら話を 聞い た と

い うマ ル フ ァ
・ チ モ エ ＝

一 ヴナ ， 垣 間見た 侍僕本人）の 言葉か ら知 る の で あ っ
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て ， 《演劇 的 》 に呈 示 され て い る訳 で は ない 。 ま た 大事な こ とは ， 『ル
ーヂ ン 』

に お い て は パ ン ダ レ フ ス キ ー
に 逢い 引きを 《立 ち聞 き （盗 み見 ）》 され た こ と

（7章 ）がル ーヂ ン とナ タ ー リア の 関係に 破局 を もた らす
一

つ の 契機 とな り，

『父 と子』 に お い て 3度現れ る 《立ち 聞ぎ （盗み 見 ）》 （10章，23章，26章）は ，

それ ぞ れ バ ザ ー ロ フ に 対す る パ ー
ヴ エ ル の 敵愾心 を 引き起 こ して 論争を挑 ませ

た り， 決闘の 原因 とな っ た り， また ア ル カ
ーヂ イに カ ーチ ャ に プ μ ポ ーズ す る

よ う強い る とい うよ うに ，
ア ク シ ョ ン 展開の 節 目に あ っ て 重要な役割を果 た し

て い る の に 対 し， 『貴族 の 巣 』 と 『そ の 前夜』 に お い て は ，
《立 ち聞 き 》 された

こ と自体が主人公 と女主人公 の 恋愛関係 の 障害 とな る訳で は ない （前者に お い

て は す ぐに ヴ ァ ル ヴ ァ
ー

ラ が 生 ぎて帰 っ て 来た こ とに よ っ て 破局を迎 え ， 事情

を知る が ゆえに 同情 した マ ル フ ァ は 二 人 の 仲介役 まで 引 き受け て い る 。

一 方後

者 に お い て は ， 二 人 の 恋愛関係 は 家族 の 反対 を もの と もせ ずに 進む が ， イ ン サ

ー
ロ フ の 死 に よ っ て破局を 迎 え る こ とを運命づ け られ て い る） とい うこ とだ 。

OS

　　　　　　　　　　2．　 《語 リ手》 をめ ぐる諸問題

　以上 見 て来 た こ とか ら ，
ツ ル ゲ ーネ フ の 四大小 説 は 様 々 な仕方で 「演 劇 的 」

手法 を用 い て い た り 「劇的」 な もの に 依存 し て い る ， ある い は
， それ らを 小説

世界を 支 え る もの の
一 つ と して い る とい う指 摘 は （「演劇 的」， 「劇 的」 とい っ

た 概念を用い て 主 張 され て い る とこ ろ の もの を それ ぞれ 明確 に 把握 して混 同 し

ない こ とが前提だ が ）， 支持 し得る もの と考 え られ る 。 そ こ で 次に ，
《語 り手 》

に つ い て 考え て み た い
。

《語 り手 》 の 問 題 は ， 近年文芸理論 ・ 文学批 評 の 領域

全般に わ た っ て 頓に 注 日を集め て い る問題で あるが ，
ツ ル ゲ ーネフ に あ っ て は

長編小説 （ロ マ ン ） と 中編小説 （ポ ー ヴ ェ ス チ ）の 性格 の 相違 とい う個 別 問題

を背景 として 特別 な意味を 帯び て い る 。 彼 の 中編小説 に おけ る 《語 り手 》 は あ

る特定の 人物 で ， 事件は そ の 人 物の 限 られ た視野 を 通 して読老に伝え られ る が ，

長編小説の 《語 り手》 は 特定 され 得ない 人物で （それ ゆ え い と も 容 易 に 《作

者》 と同
一

視 され る とい う事態を 招い て 来た の で あ ろ う）， 同 じ作品の 中で ，

ある 時は 「全知」 の 視点か ら作中人物の 心 理 の ひ だ に 分 けい る こ とが あ るか と

思 えば ， また ある時は 登場人物 の 外面 しか 知 り得ず，
「〜 の よ うに 見えた 」 と

報告す る だけの 視野 の 限定 され た 「受動的 な観察者 」 に 甘 ん じる とい うよ うに

作品世界の 中で の 位置ない しそれ との 距離 を様 々 に 変え る の で ある
。

　 ツ ル ゲ ーネ フ の 長編小説 の 《語 り手》 に つ い て は ， こ れ まで 《視点》 の 問題

や 《声 （の 混成）》 とい う観点か ら論 じ られ た こ と は あ っ た ， こ こ で は演劇的
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な プ Pt ヅ F ， 呈示方法等が 用い られ て い る こ とに よ っ て
， 小説 の 《語 り手 》 の

役 割 ・ 機能 ・ 仕事 に どの よ うな変化が起 きて い る か ， 特徴 点を考え て み た い
。

　 a ）　 《代理 語 り手 》

　
一

般 に 小説 に は そ の 全体に わ た り読者に 出来事や作中人 物 に つ い て 物語 る

《語 り手》 がい る もの で あ る 。
ツ ル ゲ ー ネ フ の 長編小説 の 場合 ， しば しば 《語

り手》 が登場人物を読者に 紹介 した り， 伝記 的事実を伝 え るた め に ア ク シ ョ ン

の 展開を 止め る こ とが あ る の は よ く知 られて い るが ， そ うした 作中人物や背景

に 関す る情報 の すべ て が 《語 り手 ＞＞ 自身か ら直接読 者に 提供 され る とは か ぎら

ない
。 それ らが ， ある作中人物 の 口 を通 して 読者に 与 え られ る場 合もある。

し

か し興味深い の は ， そ の 中に 特に 主人公を は じめ 物語 の 主 要人物に 関す る情報

を読者に 知 らせ る役割を演 じて い る特定の 人物が見 受げ られ る こ とで あ る
。

　そ の 最 も顕著で 典型的な例は ， 最初 の 長編小説 『ル ーヂ ン 』 に 見 い だ さ れ

る 。 他 の 登場人物に つ い て は そ れ ぞれ程度の 差 は あれ ， そ の 過去や 性格 に つ い

て ， 事件の 進行を止 め て なに か しら物語 っ て い る 《語 り手》 は 主 人公 ル ー ヂ ソ

に つ い て は 終始沈黙を守 っ て い る の だ 。
ル ー ヂ ン の 過去 に つ い て の 情報 は ， す

べ て レ ジ ニ
ョ フ の 口 か ら伝 え られ る 。 例 えば ，

ル ーヂ ン の 学生時代に つ い て は

6章 で 知 ら され る 。 こ の 部分は レ ジ ニ ョ フ とア レ ク サ ン ドラ の 対話 とい う体裁

を取 っ て い るが ，
ア レ ク サ ン ド ラ は 時折言葉を 挟む程度で

， 実質的 に は レ ジ ニ

ョ フ の 《一 人語 り》 に な っ て い る
。

こ うして レ ジ ＝
ヨ フ の くく一 人語 り》 が長 く

続 き （今回 用い た 版で 8 ペ ージ ほ どに な る 。
こ の 章 の 《直接話法 》 の 比率が

74．3％ と高い の は こ の 部分に よ る所 が 大 き い ）， テ ク ス ト内で 支配 的な 《声》

とな っ て 行 くに つ れ て ， 読老 は レ ジ ニ ョ フ の 声が 《語 り手》 の 声で ある か の よ

うな幻惑感 さえ覚え る は ずだ
。

こ の よ うに ， 小説 の 《語 り手》 に な り代わ っ て

主人公 ル ーヂ ン に つ い て物 語る レ ジ ニ ョ フ の よ うな人物を 《代理 語 り手》 と呼

ぶ こ とに した い
。 と こ ろ で ，

レ ジ ニ
ョ フ の 役割 は も うひ とつ ある 。

エ ピ ロ ー グ

で は 彼は 聞き役に 回 り，
ル ーヂ ン 自身に ラ ス ン ス カ ヤ 邸を去 っ た後の 体験を 物

語 らせ て い る の だ 。
《語 り手》 が主 人公の 《遇去 》 と 《そ の 後》 に つ い て 語 ら

ない こ の 小説に お い て 作 中人物 の 口 を借 りる し か な く，《過去》 に つ い て は レ

ジ ニ ョ フ
，

＜＜そ の 後》 は ル ー ヂ ン に 割 り振 られ て お り， S市の 旅館で の 《偶然

の 》 出会い は ， そ れ を実現す るた め に 要請 され た もの だ （そ の 意味で は ル
ーヂ

ン 自身 もい わ ば 《代理 語 り手》 に な っ て い る と書え よ う）。

　 『そ の 前夜』 に お い て 《代理 語 り手 》 の 役割を担 っ て い るの は ベ ル セ ー ネ フ
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で あ る 。 彼は 10章で 主 人公 イ ン サ ー 卩 フ が両親を トル コ の 暴政下 に 虐殿 され ，

祖 国 ブル ガ リア を トル コ か ら解放す る こ とを 目的 と して い る こ とを エ レ
ー

ナ に

話 して 聞か せ る圃 の を始め ， 13章 で は イ ン サ ー ロ フ の 部屋 を同国人 ら しい 二 人

の 謎 の 人物が訪れ ， 興奮 して 議論 した あ と一 緒に どこ か へ 出か け て 「い な くな

っ た 」
一 部始終 を物語 る 。 ま た ， 17章 で は か つ て イ ン サ

ー P フ が ， 個人的感情

の ため に 自分の 事業や義務に 背 くこ とは 望ま ない の で 恋をす る よ うな こ とに な

っ た ら自分 は そ の 場を立 ち去 っ て し ま うだ ろ うと予言 して い た事実を語 り， イ

ン サ ー ロ フ が突然 モ ス ク ワ へ 帰 る こ とに 決め た の は ニ レ ー
ナ に 恋を した た め で

あろ うとほ の め か す 。

　 『父 と子』 に お い て は ア ル カ ー一ヂ イが 《代理 語 り手 》 の 役を つ とめ て い る と

言 え る 。 5 章 で 彼は み な の 関心 に 応 え ， 「バ ザ ー
ロ フ とは 何者か 」に つ い て 語

り， 「ニ ヒ リ ス ト」 と紹 介 す る
。

また 一
力 ， 彼は 7章で は 叔父 の パ ー ヴ ェ ル と

R 公爵夫人の 関係を 物語 る こ とに な っ て い る
。 ち ょ うど 『ル ーヂ ン 』 に お け る

レ ジ ニ ョ フ と同 じよ うに ，
ア ル カ ーヂ イ は 4 章で バ ザ ー

ロ フ に い つ か パ ー ヴ ェ

ル に つ い て話す と約束 し ， 6 章で 「約束通 り」 物語 る こ とを宣言す る 。 た だ ，

こ の 部分は よ く知 られ て い る よ うに ， 実は ア ル カ
ーヂ ィ の 《セ リフ 》 で は な く

て 《語 り手 》 の 《地 の 文》 とな っ て お り， 注 目を集め て 来た 所で ある 譖 面 白

い の は ， 前作 の 『そ の 前夜』 に お い て もベ ル セ ーネ フ の 父親 に つ い て の 話 （10

章）は ベ ル セ
ー

ネ フ 自身身 が エ レ ーナ に 語 っ た こ とに な っ て い る に もか か わ ら

ず，
《語 り手》 が 《地 の 文》 で 直接読者 に 語 りか け る 形を と っ て い る こ とだ 。

こ うした 事情は ， ア ル カ ーヂ イの 作中で の 役割が レ ジ ニ ョ フ
，

ベ ル セ ーネ フ の

そ れ に 近い こ とを 示 唆 し ， 彼を 《代理 語 り手 》 とみ なす こ とを正 当化す る よ う

に 思 え る
。

　 こ うして ， 我 々 は rル ーヂ ン 』， rそ の 前夜』，
　 r父 と子』 に は 《代理 語 り手》

を 見い だ した が ， 『貴族 の 巣』 は 異 な る 。
こ の 小説 で は 主人公 ラ ヴ レ ツ キ イの

伝記が 《語 り手》 自身 の 口 か ら物語 られ て い る の だ 。 言 っ て み れ ば ，
こ t で は

《語 り手 》 が 全権 を握 っ て い る の で ある 。 そ して その か わ り，
こ の 小説で は

，

以下に 見 る よ うな 《時間の 操作》 が他の 三 作 よ りも行わ れ て い る の で ある 。

　 b ）　 《時 間 の 操作 》

　 《語 り手 》 は ， 出来事をそ の 起 こ っ た 順序 どお りに 物語 るば か りで は な く，

蒔 に は 時件の 流れ を止 め て 伝記 的事実を伝えた り， さ らに は 先 に 起 こ っ た 出来

事を後か ら語 っ た り， あ とか ら生 じる 出来事を あ らか じめ 語 る とい うよ うに 出

来事の 生起す る順 序を入 れ換 え て 物語 る こ と もで きる 。
W ・ガ イザ ーが 明融 こ
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述べ て い る よ うに ， 「劇作家 と違 っ て叙事作家は 厳密な時間的先後関係 に 拘束

され ない し ， ま た 劇作家が し なけれ ぽ な らない よ うに ， 容赦 な く不 断に 流れ て

ゆ く時間の 支配下に 出来事 を置 く必 要 もな い 」OS の で ある 。 した が っ て ， 出来

事を 物 語る際 に 《語 り手 》 が そ の 時間的順序を 自由に 入れ換え る とい う 《時間

の 操作 》 こ そ， 小説 の 《語 り手 》 がそ の 権限を 最大 に 発揮す る場 の ひ とつ で あ

る と言 え よ う。 近年の い わ ゆる 《ナ ラ ト ロ ジ ー》 （物語論）に 連 な る 論客達が

こ の 現象に 注 目 して い る の も故 な き こ とで は ない
。

　さて ，
ツ ル ゲ ーネ フ の 四大小説 を こ の 観点か ら見 て み る と ，

い ずれ の 小説 の

場 合 も登場 人物 の 紹介 ・ 伝記 の 部分 で は （《代理 語 り手 》 の 口 を 通 した も の は

当然除 く）， 事件の 進行を一 旦 止め て い る が ， そ れ 以 外 に 『ル
ー ヂ ン 』 で は 11

章で 直前 の 10章 とほ ぼ 同時進行 の 別 の 場所 で の 出 来事 が扱わ れ て い た り，
パ

ン ダ レ フ ス キ イ が ル ー ヂ ン とナ タ ー リア の 逢い 引きの こ とを ラ ス ン ス カ ヤ 夫人

に 注進に 及ん だ時の こ とが フ ラ ッ シ ュ バ ッ ク の 形で 挿入 され て い る 。
こ の 章は

《 セ リ フ 》 の 割合が45．3％ （ル ーヂ ン の 手紙 を除 くと18，1％） と低 くな っ て い

る 。
rそ の 前夜』 で は 《語 り手 》 の 《地 の 文》 の 中で 伝記以外に 時間の 逆行 は

見 られ ない 。 『父 と了』 で は 22章 の 章末か ら25章半ば まで
一 部時間 が 重 な っ て

い る 。 また こ の 小説に は 13章に シ ー ト ニ コ フ の 未来を予言す る ツ ル ゲ ーネ フ に

は 珍 しい
一 節が ある 。

　しか し何 と言 っ て も 『貴族 の 巣』 に お け る 時間 の 先後関係は こ み い っ て い

る。
34章 の ラ ヴ レ ツ キ イ と リ ーザ の 有名な ベ ン チ の 場面 の 後 ， 35章は リーザ の

伝 記に 当て られ て い るが， こ の 後 ， 死 ん だ と思わ れ て い た 妻 ヴ ア ル ヴ ァ
ー

ラ が

現れ る36章か ら43章 ま で は ， 下 の 図の よ うに ラ ヴ レ ツ キ イ ， リーザ とヴ ァ ル ヴ

ァ
ー ラ の 三 人 の 時間が ， ま る で 彼 らの 関係や置か れ た状況 を象徴す る か の ご と

く入 り組ん で い る の で ある 。

☆ 『貴族の 巣』 に お け る各章の 時間的関係

　 （レ ソ ム 伝 ） （ラ ヴ レ ツ キ イ 家伝）

　 　 5　 　　 8−　　　 　　　16

1− 4 …　6−7 ・・・・…　r−・・・・・・・・・・・…　17．一一一一一一一
　
一一

（リ
ーザ伝）

　 35

　　　 1
”941− 一… 42−

【
−34…1

’−36−37…t−39− 4e・…・・43−44−45一工 ピ ロ ーグ

　　…．38、＿ 」

　　　　　　　　　　　　　　 む 　す 　び

　最後に ， こ こ まで の 考察を 簡単に ま とめ て お きた い 。 本稿で 我 々 が取 り上 げ

た 問題は 言わ ば 「《語 り手 》 の 権限」 を め ぐる もの で あ る。 す なわ ち 《語 り手》
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は だ れか の 言葉を伝え る時 ， も っ と も 《再現》 の 度合 い が 高い 「直接話法」 を

用い る こ、と も 「間接話法」 や 「擬似直接話法 」， ある い は ジ ュ ネ ッ トが 「物語

化 され た 言説」圏 と呼ぶ と こ ろ の 発話 され た 内容の 趣 旨の み を伝え る方法を取

る こ と もで きる訳 だ し ， あ る
一

連 の 出来事 を物語 る時に ， そ れ を 適宜省略 した

り， 起 こ っ た 順序通 りに で は な く語る こ とも可能 なは ずで ある 。 した が っ て
，

話法 の 選択 ， 事件を伝 え る順序 ， 省略の 仕方等 は ， 「《語 り手》 の 権限」 の 中に

あ る の だ 。 そ の 意味 で は ， 木稿で 仮に 《代理 語 り手》 と名付 け た 現象は ，
《語

り手》 が 自己 の 「権限」 を部分的 に 委譲 した もの と言 え よ うし ， 逆 に 《時間の

操作》 こ そ は 《語 り手 ＞＞ が 自己 の 「権限」 を い か ん な く発揮した もの と見 る こ

とが で きる 。 また ，
こ うした現象は それ ぞ れ の 小説 の 孕む演劇的要素 と表裏を

な して い る とも言 え よ う。 我 々 は 四 大 小説に つ い て の
一 般論 か ら始 め た が ， そ

の 中の 「劇 的 ・ 演劇的」 な もの に つ い て は そ れ ぞれ の 作品 ご とに 個別の 特徴を

有 して い る こ と もある程 度 と らえ られ た と思 う。 す な わ ち ご く単純化 して言 う

な ら ，
ツ ル ゲ ー ネ フ の 四大小説 の 中で は ， 呈示 形式 に 関 して か な り演劇的要素

が 全面 に 現れ て い る 『ル ーヂ ン 』 と， 反 対に 《語 り》 の 色 彩 が 濃 い 『貴族 の

巣』 とが それ ぞれ 両極端 に 位 置 し， 他の 二 作 は それ らの 傾 向を それ ぞれ独 自に

組み 合わ せ た ヴ ァ リ エ ー シ ョ ン とな っ て い る の で ある 。

注 　　テ ク ス トに は 以 下 の も の を 用 い た 。

　　 TypreHeB　M ．　C 　jワ「oa κ oe 　co6panue 　oo ゼ琵κ θκμ 彦　u　nace ♂a 　e　 28 ・a　nzoMax ．

　　H3八
一BQ ＜＜HayKa＞＞

，　M ．−JL，
1960− 1968．

　（ユ）　Freeborn　 R ．　 Turgenev ’ The　1＞ovelist
’

s　 Novelist．　 Oxford　 UP
，

1960 （re ・

　 printed　in　1978　by　 Greenword 　Press），　p．53，

　（2）　BaeBcKH薩 B・‘‘

〈（Py双ylH ＞＞ M・C・TypreHeBa （1〈Bonpocy 　o ｝KaHpe ）
” Bonpocbt

　 nzamgpamyPbi ・1958　♪＆　2，　CTP ・134−138・

　（3） Bachman 　Ch ・R ．“ Tragedy 　 and 　Self−Deception 　in　TurgeneVs 　FatJzef・s　 and

　 Sons ” Revue　de　Langues 　 Yivantes（Brussels），
　Vol．34

，
　No ．3

，
　 pp．269−276．

　（4） Burns　V ．　M ・“ The 　Structure　of　 the　Plot　 in　 Otcy　i　 Deti ”

・Rzassian　 Juitera−

　 　ture，1974，
　No ．6，

　 pp．33−53、

　（5）　Lowe 　D ．　Turgenev
’
s

‘‘Fathers 　and 　Sons
”
。　Ardis ，

1983・

　（6）　1｛ellgren 　L 　 Dialogues 初　7
「
urgenev

’

S　NovelS，　 SPeech−lntrOdzactorpt　 Z）evices

　　（Stockholm 　Studies　in　Russian　Literature　12）．1980．

　（7） MaPKOBHq 　B・M ・M ・（C・Typ2eitee　a　P．vccκ UtX ア8α忽 o！雌 鰓 oκ 罐 POMaH 　XI ￥

　 　8erca．レ13双・Bo 　 Jlr
’
y ，

　 JL，
1982．

　（8） エ イ ヘ ン バ ウ ム
， 「語 りの イ リ ーz 一ジ el ソ 」 （新谷 敬 三 郎 ， 磯谷 孝編訳 ， 『ロ シ ア ・

　　 フ オ ル マ リズ ム 論集』所 収）現代思潮社 ，
1971，P，239．下 線部引用者 。
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（g） Lubbock 　 P．　 The　Craft　o∫ P
’
iction．　 London ， 1968，　 pp．121−122． ラ ボ ヅ ク の

　 rパ ノ ラ V 的」J 「ド ラ マ 的」 と い う概 念 は
， H ．ジ ェイ ム ズ 以来 とされ る 英米系 批

　評 に お け る 「語 る こ と」（telling ）と 厂示す こ と 」（showing ） の 二 分法 に 基 づ い て

　 お り， ラ ボ ッ ク始 め ジ ェ イ ム ズ 儒奉者 は 「示す こ と」 の 優位 を 主 張 す る 。

（1（》　Freeborn　R ．　ibid．

  　BaeBcK雌 B．　ylくa3．　cog ．
，　cTp ．138．

　 　 Burns　V ．　M ，　 op ．　 cit ．　 pp．44−45．

  　
‘‘

BOU 鐙 ガ
’

や
‘‘

Bblrll蒼ガ
’

と い っ た 動 詞の 出現 頻度 に は 驚 くほ ど で あ る が ， もち

　 ろ ん そ れ 以 外の 動詞 で 代用 され て い る 場合 もある 。

  　ジ ェ ラ
ール ・ジ ュネ ッ i’　， 花 輪光 ・和泉凉一訳，『物 語 の デ ィ ス ク ール 』， 書肄 1虱

　 の 蕎薇 ，
1985年 ， p．201．

（ili　BaeBcKH 苴 B，　yKa3．　coq ．
，　cTp ．136．

  　登場人物 の 「セ リ フ 」 の 含 まれ て い る行 数が 各章 の 総 行数 の 中 に 占め る割 合を 計

　 算 した 。 「セ リ フ 」 と して対 象に し た の は ， 原 則 と し て パ ヲ グ ラ フ ・イ ソ デ ソ シ ョ

　 ソ が 施 し て あ り チ レ で 導 か れ て い る 「発話 」部分 の み で あ り ，
＜＜ 》 で 「地 の 文 」

　 中 に 引用 され て い る も の は 含 ん で い な い
。

た だ し，《　》 で 囲 まれ て い る もの で も

　 改行 して 示 され て い る r手紙」 は 「セ リ フ 」 とみ な し て 計算 し た
。 また ，

エ レ ーナ

　 の 日記 に は チ レ も 《
’

》 もな い が ， 「セ リ フ 」扱 い し て あ る
。

  　こ れ らは くく代 理 語 り手 》 の 問題 と 密接 に か か わ っ て い る
。 本稿 2 − a ）参照 。

（ID　Freeborn　R ．　 op ．　cit ．　 p．54．

衂　Matlaw 　R．　E．“ Turgenev ’

s　Novels ： Civic　Respensibility　and 　Literary　 Pre・

　 dilection
” Harvard 　Slavic　Studies，　 Vo1．4，

1957
，
　 p。258．

O 　Freeborn　R・oP ・cit・P・55・

 ◎　竹 内敏雄 編修 ， 『美 学事典』 増補版 ， 弘 文堂 ，
1984

， p．418．

  　こ の 言葉 は ， 同 じ くギ リ シ ャ 悲劇 に つ い て 言 わ れ る 《 ア ナ グ ノ リ シ ス 》 （劇的事

　 件 に 与 る 人 物間 の 以 前 の 重 要 な 関係が 思 い が けず 明か とな り，そ の た め か れ ら相互

　 間 の 位 置が が ら り と変わ らね ば な らな くな る こ と

　 に 移 した もの で あ る 。

　　MapKoBM （I　 B．泌 ．　 yKa3．　co ・1．，　cTp ．136．

  　Burns　V ．　M ．　op ．　cit．　pp．40−43．

　　BaeBcKH 妊 B．　yKa3 ．　coq ．，　cTp ．138．

竹 内敏 雄 ， 同書）を ロ シ ア 語

　　 さ らに
，

か な り の 程度 ま で 解 釈者 の 自由な想像 力に 委ね られ る領 域で は あ るが ，

　 ツ ル デ ーネ フ の 長 編小 説に 神 話や 宗教 ， 先行 文学 作品か ら の 《 悲劇的 モ チ ー フ 》 が

　読 み 取 られ る こ とが あ る 。 た と えば マ ル コ
ーヴ ィ チ は 『貴族の 巣』に 《 オ イ デ ィ プ

　 ス 》 悲劇 を ， D ．ロ ウ は バ ザ ー P フ に ペ チ n
一 リ ン 等 の く＜ vv ン テ ィ ッ ク ・ピ ー P

　 − ＞＞ を見 る こ とが 出来 る と指摘 し て い る 。 （从 apKoBHq 　 B．　IVi．　 yKa3 ．　 ceg ．
，
　 cTp

”

　162−166．Lowe 　 D．　 op ．　 cit 。　 pp．65−70．）

  　な お こ の 部分 で は ， ベ ル セ ーネ フ の 《 セ リ フ 》 に す く
“
続け て

， 改行 も括弧 もな し

　に い き な り 厂エ レ
ー

ナ は 身震 い した 。
ベ ル セ

ー
ネ フ は 話 を や め た 」 と い う 《語 り
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　　手 》 の 言葉が 来 て い る （現在 刊行中 の 全集で も同 じで あ る）。
CM 。　TypreHeB 　H ．　C

　yKa3・coq ．，　T．8，　CTP ．51．瑣末 な こ とへ の こ だわ りか も しれ な い が，《語 り乎》 と

　 《代理 語 り手 》 が 作者 の 意識 の 巾で 融 合 し て しま っ た の だ と も考 え られ な い か
。

鋤　し ば し ば 「挿入 され た 短編」（BcTaBIIaH 　 HoBeJIJIa ） の 名 で 呼ば れ る
。

鰺　ヴ 才 ル フ ガ ン グ 凾カ イ ザ ー，柴 出斎 訳 ， 『言 語芸術 作品』， 法 政大学 出版局 ，
1988

，

　P．383。

（29 　ジ コ・ プ ール ・ジ ュネ ッ ト，前 掲書 pp．199−200．

刀〔PaMaTHHecKMe ∂JleMeHTbl 　B　poMaHax 】A．　C 　TypreHeBa

　　　　　　　　　　H 　BQnpoc 正〕I　 o　IloBecTBoBaTeJIHx

　　　　　　　　ロぷ
HaOKH 　A 珂双3ABA

　　　　　刀［ocHx 　 rlop　HccneAoBaTenva 　 Heo πHoKpaTHo 　yロoMHHa ∬H 　o　poncTBeHHocTM
Toro 　HJIH　J【pyroro　poMaHa　I・1．　C・TypreHeBa，　 HJm 　nblTaJIHcb 　fipoBecTH 　aHaJlo 川 K）

Mencny 　TypreHeBcK 肛MH 　poMaHaMM ｝i　TeaTpoM ．　OHH　paccMaTpMBaloT　no 双 pa3HblMZ

yrJ夏aM 匪　o　pa3Hoo6pa3HbIx　
tlepTax

　TypreHeBcKMx 　poMaHoB ，　 ynoTpe6nflH　o双H ｝｛　賊

Te 　x （e　TepM ｝玉HbI −
‘‘
npaMa

’
 　

‘‘
JzparvraTHqecKMfi

”
，

‘‘

TeaTp
”

，

‘‘

TeaTpa ∬bHbl 薩
”

　（
‘‘dra鬯

ma
”

，

‘‘ dramatic ”

，
‘‘theater

”
，

“theatrical
”
）H ．　T．　n ．

　　　　　BHacTo ｝1エneM 　cTaTbe 　cHauana 　KJaccH （i）HIIHpY ｝oTcfi　 H　paccMaTp珮BaK ）Tcfi　TaK

Ha3 口 BaeMHe 　IlpaMaTHrrecKHe 　HnH 　TeaTPaJIbHble 　gJleMeHTb 亘　B　HepBb 互x 　殺eTblpex

poMaHax　H ・C・TypreHe日a ，（T ・e・B　poMaHax　
‘‘Py 八HH

”

・
‘‘

双BopfiHcKee 　rHe3 八〇
”

・

‘‘ HaKaHyHe ”

H
‘‘ OTLIbl　 H　双eTH

”

）　noToM 　oTMeHaK ）Tcff　 cIエeUHaJlbHbIe 　Bonpocb …

BoKpyP
“

noBecTBoBaTeneA
”

B 互．1レIx ・

　　　　　
‘‘
刀〔paMaTH匸lecKHe

”

　Hnn 　
‘‘

TeaTpaJbHble
”

　9JeMeHTbl 　Mo 冫KHo 　I〈JIacc｝1φH 【1va−

poBaTb　c”eAyro 珥 HM 　o6pa30M ：

　　a ） BKa 冫K 双oM 　 poMaHe　 KoHKpeTHo 　 AaeTcA 　 onpe 双eJleHHe 　 MecTa
・

BpeMeHH 　 H

o6cTaHoBI 〈H　AeilcTBHfi ，　KoTopoe
，
　 KaK 　6y八To 　cJIy）KHT 　JLel〈opallHeVa ，　06rbe 八HH 兄eT

Ka 冫K 八〇e 　 npoH3BeAeHHe 　B　o双Ho 　口eJloe ．

　　6） Bo 訌b 田 HHcTBo 　Tel｛cTa 　cocTaBnfieTen 　M3 　MHorvax 　oTnenbHNx
“

clle ｝1
”

・ Ka 冫1〈Aafl

H3 　KeTopltiTx　HaqHHaeTcg 　BxolloM （npHe3JLoM ）八e茴cTBylO 皿 Hx 　nMll （HJIH 双e 員cTByK ）・

皿 erO 　 nValla），
3a 　HHM 　Cne 八yeT　nH 跚 剛 e蹴 y　HHMH 伽 H　MOH 。」Or） HK 。HqaeTCA

HX （湖 H　ero ）yXO双OM ・

　　B ） OTMeqaeTcfi　o6H 朋 e　nHanoroB 　H　MoHo ∬ oroB 　 B　poMa正lax　 H・C・TypreHeBa・

ロpfiMafi　 pegb　 repoeB 　B
’‘ Py脚 e

”
cocTaB 朋 eT 　 61・1％ Bcero 　 TeKcTa ・ BpoMaHe
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"HaKaHyHe"-46.
 1%  u  B 

"OTuax
 H  neTfix"-4Z  O%. OnHaKo B 

"nBopflHcKoM

rHe3ne"  npfiMaA  pegb-TonbKo  29.9%

 r)  XapaKTephl pepoeB  ogeHb  cTaTHHHbi.  FepolT Beerna  1[ethcTBy}oT B  paMKax

Ha3HaUeHHblX  HM  MeCT.

 fl) XoJt AeticTBMH  B  I{a>KflOM  poMaHe HJz  epo  tpa6yJy aerKo  Mo>KHo  o6bfi-

cHHTb  M  neticTBIaTenbHo qacTo  o6bficHfieTcfi  c noMourb}o  TepMHHoB  npHcyluzx

JlpaMe (TogHee, TparenHH),  a HMeHHo:  
"nepHneTH"",

 
"y3HaBa}me",

 
"rising

 and

falling actions"  H.T.  n. }< TeMy  M<e Henb3H  He  3aMeTMTb  TPa,qvaKnoHHIilil  TeaTPa-

nbHbdi  rrpHeM  nonc"ymHBaHnA  Bo  Bcex  
tleTbipex

 poMaHax.

     Mb! oTMegaeM  ABa  BOrrPoca  Bol{pyr  noBecTBoBaTenell  B TypreHEcKHx

poMaHax :

  a) B "Py"zHe"
 noBecTBoBaTenb  paccKa3NBaeT o 6Horpa(l)Hfix Bcex  repoeB

KpoMe  rnaBHoro  repofi  PynHHa. 06  ero  6HorpatpHH Mbl  y3HaeM H3  AnuHHblx

pa3roBopoB onHopo  H3  neticTByrouxHx  nu"  JIe)+<HeBa. .IIeMcTBy}oluee  "Huo,

rlono6Ho  JIe>KHeBy, KoTopbli{' HeOAHOKpaTHo  paccKa3blBaeT B  cBoefi  pegmieKoTo-

pylo Ba)KHylo  mlopopMaqH}o  o rnaBHoM  repoe  BMec'ro  neBecTBoBaTenll  Mbl  ilpeAna-

raeM  Ha3BaTb  
`[nPeJLcTaBHTe"eM

 lloBecTBoBaTe"H'1  B poMaHe  
"Hal{aHyHe"

 po"h
"npencTaBnTenfi

 noBecTBoBaTe"H"  MrPaeT  BepceHeB, a  B  
"OTuax

 x neTfix"-

ApKaAMva. Ho Mbi  He  HaxollHM  HWKoro,  KTo  6bl BblnonHfin  cooTBeTcTByTomyiO

ponb B 
"ABoPfiHcKoM

 rHe3ne".

  6) 3aTo B  
"ABopfiHcKoM

 rHe3ne"  Mbl  3aMegaeM,  gTo  noBecTBoBaTenb  He

paccKa3blBaeT o Bcex  co6hlTHHx  Toql{o  no  HopfinKy  H  HacTo  llpepblBaeT  clo>lceT

6"orpa(i}HgecKHMH oTycTynJeHHfiMyl.  TaKa" "MaHMfiynfillHfi

 HoBecTBoBaTenbHblM

BpeMel･IeM"  fiBHo  cBHAeTenbcTByeT  o  rocnoncTBe  B DToM  poMaHe  xapaKTepa

noBecTBoBaHvafl.
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