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よ うに 呼ばれ る もの を性欲に 還元する こ と

に よ っ て 相対化 して し ま う。 そ の 限 りで は ，

彼は トル ス トイ と戦略的に 同 じ地 点 に い

る 。 しか しな が ら ， 二 葉亭の 場 合は トル ス

トイ と違 っ て ， キ リス ト教 の 原 則を つ きつ

め て 行 こ うとして ，
こ の よ うな相対化が行

われた の で は な く， キ リス ト教の教義の 否

定の 上 に こ れ は 出て ぎて い る 。 そ の た め ，

キ リス ト教 の ロ ジ ッ クに基づ い て ， 「不犯」

を説 く トル ス トイ の 考えを ，
二 葉亭は 「伊

勢屋の 隠居 の 心学」だ と断 罪 す る の で あ

る 。

　二 葉亭に と っ て ，
ロ マ ン テ ィ ッ ク な傾向

を持つ 文学者が描 き出す 「神聖 で 高尚な」

愛が虚偽 な らば ， トル ス トイの 説 く絶対 的

貞潔の 理 想 も虚偽 なの だ 。 二 葉亭 と トル ス

トイ の 議論が か み合わ な い の は ， 二 葉亭が

精神的な 神 の 王 国 とい う理想を受け入れ て

い な い か ら で あ る 。 こ うし て ，彼は 「平

凡」 と彼が 呼ぶ境地 に 向か っ て い く。
二 葉

亭は ， 恋愛は ， そ し て 性欲は ，高尚で もな

ければ下劣で もない と い う信念に 至 るの で

あ る 。 下劣で あ る と考えた の は トル ス トイ

で あ り， 高尚で あ る と考 えた の は 若い 頃の

自分で あ り，また ， 日本の キ リ ス ト教系の

文学者 たち で あ り，西 洋近代 の ロ マ ソ 主義

文学 で あ っ た 。

　と こ ろで ， こ うして ご つ の 恋愛観 ・性愛

観を斥けた 二 蘖亭が ， 代わ りに 提示 す る恋

愛観は 何なの か 。 r平凡』の 空 人公 古 屋 が

恋す る雪江 さん を 口説 こ うとし て依拠す る

教科書は ， 『春色梅暦』 なの で ある 。

　肉欲 と愛を区別す る二 元論的発想 ， 性愛

を 宗教的な善悪の カ テ ゴ リ
ーで 考え る思考

法を明治以 前の 日本人は ほ とん ど持 っ て い

なか っ た 。 キ リ X ト教 の 教義を否定する時，

「高尚な愛」 とい う神話 も崩れ て い く。 と

こ ろが，超越的理想 へ の 希求 とい うような

モ メ ン トを 持た ず ， 直接的な快楽を肯定す

る恋愛観 ， それは とりも直さず人情本の 論

理 で あ り，「粋」の 倫理 で は な い か 。 神聖

で もなけれ ば下 劣で もな い 「平凡 な」恋愛

とい うもの を思い 描 き ， キ リ ス ト教 と結び

付い た 西洋 の 恋愛観を否定 した 時 ，
二 葉亭

は 江戸時代の 人間に と っ て の 愛に戻 っ て行

くしか なか っ た の で あ る 。

パ ス テ ル ナ ー ク の 詩集 『第二 の 誕生』 に つ い て

前　 　木　　祥　 　子

　 〈問題提起〉　 パ ス テ ル ナ
ー

ク は 1923年

に第四詩集 『主題 と変奏』 を出 した あ と ，

叙事詩に 向か っ た 。 「叙事詩は時代 の 要 求

で ある と考え る ， そ れゆえ ， 困難で は あ る

が叙事詩的思 考に 移行する 」 とま で 述べ
，

意欲的に 作品を発表 して い た が ，
20年代末

か ら抒情詩へ 回帰す る傾向がみ られ ，32年

に は 十年ぶ りで 第五詩集 『第二 の 誕生』 を

著 した 。 意識的に 叙事詩 を選択 した パ ス テ

ル ナ
ー クが ， 抒情詩に戻 っ て い っ た の は な

ぜか 。 こ の 問題に つ い て ， 第一
に詩集の 流

れか ら ， 第二 に 詩集の 題名が持つ 意味を考

察 し ， 答え を探 っ て ゆ く。

　01．詩集 『第二 の誕生』 の 流れをな して

い る の は ， ある女傑 との 出会い
， 妻 と の 別

れ ， ある女性 との 恋愛 とその 成就で ある 。
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　 02．愛の 始 ま りは，詩 『バ ラ ー ド』 に 描

か れ て い る 。
こ こ で は まだ 主人公 の 心 清は

吐露されて い ない が ，
パ ス テ ル ナ

ー
ク の 詩

に お い て 愛と深く拘 る 自然現象で あ る雨 が

全体を支配 し ， 女性 の 存在が語 られ，愛の

始ま りの 暗示 に み ちた 詩 とな っ て い る 。

　03．詩集の 流れ に そ っ て 次に み る べ き詩

は ， 『取 り乱 して は い け ない 』 で あ る 。 主

人公 は こ こ で
一

人 の 女性 に 別れ を告げ て い

る 。 「ぼ くらの 結び つ き ， ぼ くらの 名 誉 は

一
つ 屋根 の 下に あ る の で は ない 」 とい う詩

行 か らわ か る よ うに ， 相手の 女性は 主人公

の 妻 で ある 。

　04．詩 『取 り乱 して は い けない 』 を境に

新 し い 形象が次第に は っ き り現 わ れ て く

る 。 詩 『他人を愛す る の は』 で ，「きみ は

こ の うえな く美 し く／ きみ の 考えは 大気 の

よ うに私欲が ない 」 と語 られ 旨 愛の 調子 は ，

詩 『ぼ くの 美し の 人 よ』 で 最高に 達す る 。

　05． パ ス テ ル ナ
ー

ク が詩の な か で 語る愛

は ， 詩作 と密接 に 関係する とい う特徴を持

っ て い る 。 詩集 『第二 の 誕生』 に 収め られ

た 愛を主題に した 詩 に は ， 「愛 は韻の なか

に 生 ぎ， 韻の なか で よ うや く耐 えて い る」

な どの 詩行が随所に み られ ，愛 と詩 との 密

接な繋が りが顕著 で ある 。

　06．詩集の 流れ を 追 っ て ゆ くと， 主 人公

の 愛は成就 し，新 し く愛 の 対象に な っ た 女

性は 主人 公 の 「人 生その もの 1 に な っ て ゆ

く。

　07．詩集 の 流れ は ，
パ ス テ ル ナ ー ク の 伝

記 とほ ぼ正確に重 な る 。 こ の 時期 ， 詩人 は

詩 『バ ラ ー ド』 を捧げた ジ ナ イ
ーダ ・ネ イ

ガ ウ ス と恋に 陥 り， 妻 エ ヴ ゲ ニ ヤ と別れ ，

ジ ナ イ
ーダ と結ばれる 。

　 08．パ ス テ ル ナ ー ク が抒情詩に 向 っ た動

機 の
一

つ に ジ ナ イ ーダ との 恋愛に よ る創作

意欲の 高揚が考え られ る 。

　09．次に 詩集の 題名 厂第二 の 誕生」 に つ

い て 考え る 。 詩集の 流れをみ れ ぽ ， 新 しい

愛を も っ て 再び 誕生する ， と い う意味を こ

め て の 題名が つ け られた と推察で きる 。 し

か し，それ まで の パ ス テ ル ナ
ーク の 詩集の

題名が詩や 章の 名に み られ る こ とを思 うと ，

表題詩 は お ろ か ，「第二 の 誕牛」 とい う言

葉 さえ詩集の ど こ に も存在 しない 事実は 注

目すべ ぎで ある 。 した が っ て，そ の 意味す

る とこ ろ を ， た ん に 新 し い 女性 との 出発だ

けに こ とよぜ る の に は疑問が残 る 。

　10．そ こ で ， 詩集以外に 範囲を広げて ，

「第二 の 誕生」 とい う言葉を探 し てゆ くと ，

詩集 とほ ぼ同時代 に 書か れた エ
ッ セ イ 『安

全通行証』 の なか で 「こ れ は第二 の 誕生な

の で は ない か 」 とい う文 章に 突き当た る 。

エ
ッ セ イ執筆中に マ ヤ コ フ ス キ

ーが 自殺 し

た と い う事情 もあ っ て ， 多 くの 頁が マ ヤ コ

フ ス キ ーに つ い て さかれ て い る が ， 「第二

の 誕生」 もその なか に あ る 。
パ ス テ ル ナ

ー

ク は死せ る マ ヤ コ フ ス キ
ーの 顔を 「それ は

人 が人 生 を終え る の で は な く，始め る とき

の 表情だ っ た 」 と書い て い る 。
つ ま り，

こ

れ が 「第二 の 誕生」 だ と言 うの で ある 。

　 1ユ．詩集 r第二 の 誕生』 が書か れた時期 ，

パ ス テ ル ナ ーク の なか で は マ ヤ コ フ ス キ ー

の 死 と 「第二 の 誕生 」 とい う言葉は 結び っ

い て い た 。 そして ，詩集 『第二 の 誕生』 の

なか に は ，
マ ヤ コ フ ス キ

ー
の死に つ い て書

い た詩 『詩人の 死』 があ り，
こ の 詩の 世界

は 『安全通 行証』 に 書か れた 場面 に ぴ た り

と
一
致 して い る 。

　 12．詩 r詩人の 死』が ， 詩集 r第二 の 誕

生』 に 収め られた こ と で
， 「第二 の 誕生」

は 二 つ の 意味を持つ こ と に な っ た 。 す なわ

ち ， 愛の 誕生 と，
マ ヤ コ フ ス キ

ー
の 蘇 りで

あ る 。

　 〈結論〉　 新 し い 愛の 誕生 とマ ヤ コ フ ス

キ
ー

の 死が パ ス テ ル ナ
ーク を大き く動か し ，

抒情詩 へ と向わ せ た とみ る こ とが で ぎる 。
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つ ま り， 新 しい 愛を つ む ぎ，
マ ヤ コ フ ス キ

ー
を記憶の なか に 蘇 らせ るた め に ，

パ ス テ

ル ナ
ー

ク は叙事詩で は な く抒情詩を 選ん だ

の で ある 。

　詩集 『第二 の 誕生 』 を境に ，そ の あ と叙

事詩が
一

篇 も書かれ て い ない こ とをみ て も ，

こ の 抒情詩へ の 回 帰は 意味が深い 。
フ レ イ

シ ．z マ ン の よ うに ， 「『第二 の 誕生』 は 第三

詩集に 比 べ ，み る とこ ろが 少ない 」 と通 り

過ぎる べ きで は な く，
シ ニ ャ フ ス キ

ーの よ

うに ，後期に繋が る重要な 詩集 とみ て ， さ

らな る考察が 必要 とされ るだろ う。

新 し い 政 治的思 考 に っ い て

稲　 　葉 守

　第一次世 界大 戦の 勃発 と帝国宅 義戦争へ

の 第ニ イ ソ タ
ー

ナ シ n ナ ル の 加担 は ロ シ ア

革命を必然た らし め た 客観的な諸前提で あ

っ た 。 こ の 事態の 到来を戦前か ら予 測 し非

戦 ・反戦を訴え続けて い た ロ シ ア 社会民 ド

労鋤党左派 （ボ リ シ ェ ビキ）は こ の 情勢の

出現に よ り戦争の もた らす惨禍か らの 唯
一

の 活路 は 先進 諸国 に お け る プ V レ タ リ ア 社

会主義革命以 外に は ない との 確儒 を強め て

い た 。 しか もこ こ で 注意すべ き点は 帝国主

義戦争に お ける交戦国の 背景に は 資本の 膨

大な集積 と政治経済力の 集中化が生 まれて

お りこ の 条件の 下 で は 客観情勢の
一

般的な

成熟 と同時に 革命情勢の 発展 に不均衡が生

まれ るた め 世界同時革命を待たず ともある

一
国あるい は 数国に お ける プ ロ レ タ リ ア 革

命が先行的に可能で あ り， それ が また 世界

革命を切 り開 くとと もにそ れ を加速す るで

あ ろ うと思考 して い た こ とで ある。 こ れ は

レ
ー

ニ ン の 洞察で あ っ た 。
ロ シ ア 革命の 実

現は レ
ー

ニ ン の こ の 天才的な洞察に 負 うて

い る とい うこ とが で きる 。 従 っ て こ の 時以

来世界史は 二 つ の 世界 ， 二 つ の 文明，二 つ

の 価値が共存 し つ つ
， こ の 二 つ が相和 し相

戦 う世 界史過程に 入 っ た 。
こ うして社会主

義は
一

国に始 ま り発展 して やが て 世 界体制

とな っ た 。 両 体制の 存在は 今 日も依然 とし

て 厳粛な現実で ある 。 し か し存在す る矛盾

の 捌 き方 に つ い て 以前か らい ろい ろ問題が

あ っ た 。

　 ゴ ル バ チ ョ フ 政権の 登場に よ っ て 新 しい

政治的思考な る もの が 提 唱 さ れ た 。
こ の

〈新 し い 政治的 思考〉な る用語 は 新政権 の

成立 と共に ソ連の 対外政策に冠 せ られ て 用

い られ て い た が ， こ れ は 具体的 な対外政策

その もの を指す とい うよ りはむ し ろ対外政

策の 基礎 とな る独 自の 発想法を 指す もの と

解す べ きもの で あ る 。 こ こで の 〈新 しい 〉

とは ブ レ ジネ フ 政権の 対外政策を く古 く〉

な っ た もの とみ て こ れ に 対齷した 言い 方で

ある 。 ブ レ ジ ネ フ 時代 に も平和 共存は相変

わ らず唱え られ て い た が他方で は い わ ゆ る

先制防御論に 基づ い て 核開発 と配備に 力を

入れ て い た 。 これ は ア フ ガ ン 派兵や主権制

限論 とワ ソ セ ッ トの もの で あ っ た 。 新 しい

政治的思考とは そ れ らとの 絶 縁 を 意 味 す

る 。 従 っ て こ れ は ソ 連 の 対外政ee　lC と っ て

重大 な変化で あ っ た 。 それ を 促 した もの は

他な らぬ核開発の エ ス カ レ
ーシ ・ ン で あ っ

た 。 核武装は 既 に 臨界点に 達し ， こ れ以上
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