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プー シ キ ン の 作品 に み る人間形成 につ い て

　
一

タチ ヤー ナ 。ラ ー リナ とタ ジー トを中心 に 一

杉　野　ゆ　 り

　人 間心 理 の 優 れ た 洞察力の 持 ち 主で あ るプー シ キ ン は ， 成長期に お け る人 間

形成の プ ロ セ ス に深 い 関心 を抱 い て い る 。 彼 の 作品 と草稿 に は， 主人 公 の 家庭

環境や生育歴 に関す る叙述 とエ ピ ソー ドが 少 なか らず存在 して お り， それ ぞ れ

が 作者の 教育思想 の
一

端の 現れ で あ り， 主人 公の 将来の人格 と運命へ の 示 唆 ，

先行作 品 へ の レ ミ ニ ッ セ ン ス と論 争 な ど奥深 い 背 景 を宿 し て い る 。 例 え ば ，

『
オ ネ ー ギ ン 』 で は 外 国人 家庭教 師 に 向け られ た揶揄 と主人公 を生 ん だ 同時代

の 貴族社会の 教育 へ の 批判 ，

『大尉 の 娘 』 で は農奴 の 傅育係に よ る教育 を め ぐ

る フ ォ ン ヴ ィ
ー ジ ン との 隠れ た論争 ，

1
また ロ シ ア人貴族 の 女 主人公 た ち の 読

書好 きの 傾向に よ っ て 彼女 らの 自立 した精神 を示 して い る こ と な どで ある。

2

　本稿 で は ， まず 『
タ ジー ト』 の 主人 公 タ ジー トと 『オ ネ ー ギ ン 』 の 女主人公

タチ ヤー ナ が家族及 び共 同体か ら切 り離 さ れ た孤独 と疎外感の 中で 登場 し， し

か も同 じ比喩で 表 され て い る共通点 を指摘 す る 。 さ らに ， タ チ ヤ ー ナ が成育環

境 に お い て親 の 影 響 か ら遠 ざ け られ る こ とに よ り貴族 の 娘の 標準的な成長 プ ロ

セ ス を辿 っ て い な い こ と を明 らか に して ， 人 問尊厳 の 根幹で あ る個性 は社会規

範 や 制 約か ら解放 され た 自由 と主体性 の 中で 生 まれ る とい うプ ー シ キ ン の 特徴

的な 思想 を
， 両主人 公 の 人間形成 の 背後に 読み取 っ て み た い

。 加 えて
， タ ジー

トの 生 い 立 ち に里 子制 度が 適用 され て い る こ との 意味 に つ い て ， 親 の 影響力 の

排 除 とい う新 しい 解釈 を提 供す る 。

1

　最初 に ， タ ジー ト と タ チヤ ー
ナ の 家族 及 び共同体 に お ける 孤独 と疎外感 が ど

の よ うに描 か れ て い るか
， 見 て み よ う。

　旦829− 30 年に 書か れ た 未完 の 作 品 『
タ ジー ト』 か ら始め る が ， ま ず主人公 の

人物像 に つ い て 説明 して お きた い
。 物語 半ばで 中断 さ れ た 清書稿 と作者が あ ら

す じ と して 残 した 】4 項 目の プ ラ ン を比較 す る と以 下 の よ う に な る
3 一 コ ー カ

サ ス の 山岳 少数民 族 出身の 主人 公 タ ジー トは ， 13年 間 の 里 子 生 活 の 後， 生 家
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に戻 っ て くるが ， 出身社会 の 野 蛮な風習 や掟 と は異 な る思想 の 持 ち主 に育 っ て

い る 。 彼 は， 血 の 復讐 を信奉 す る父親ガ ス
ー プの 期待 に沿 っ て 兄 の 復讐 を遂 げ

る こ とが で きず ， 父親 か ら勘 当さ れ る 。 その 後 タ ジー トが 愛す る娘の 父親 に結

婚 を申し出 る場面 まで
， 即 ち第 8項 目まで が清書稿 に描か れ て い る。 娘の 父親

か ら も結婚 を拒絶 さ れ て 出身社会か ら去る第 9項 目は草稿 に 残 され て お り， 草

稿 は そ こ で 終 わ っ て い る 。 プ ラ ン の 第 2 項目
「
チ ェ ル ケ ス 人の キ リス ト教徒 」

と第 10項 目 厂宣教師」 か ら判断 して タ ジ ー
トが キ リス ト教信 者に な る とい う

仮 説 もあ るが
，

4
清 書稿 と草稿 に タ ジー

トが キ リス ト教信 者で あ る こ とを示 唆

す る箇所 は な く， タ ジー
ト即 キ リス ト教信者 とは断定で きない

。 但 し，
ハ ン ム

ル ザー
エ フ が 指摘 して い る よ うに ， 父親に 対立す る進歩的な意識の 持 ち主で あ

る タ ジー
トの 人物像 は作品で 十分明確 に 描か れ て お り，

5
彼 が ， 出身社 会 の 規

範 と は相容れ な い 思想 を持つ 故追放 され る異端者で あ る こ とは 確か で あ る。

　作 品で ， タ ジ ー トは養育者 の 老人 に 導 か れ て 初 め て 父親 と読者の 前 に現 れ る。

老人 は タ ジー トの 兄 を葬 っ て 悲 しん で い る父親 に以下 の よ うに 語 りか け る。

13年前 の こ とだ っ た ，

お まえが よ そ の部落 にや っ て来て ，

私に 弱々 しい 赤ん坊 を預 け

こ の 赤ん坊 を勇敢 なチ ェ チ ェ ン 人 に

育て るよ うに と言 っ た の は 。

お ま えは今 日
一

人 の息子 を

あ ま りに も早 く失 っ た 。

ガ ス ープ ， 運命に従順で あれ 。

も う
一

人 の 息子 を連れ て きた 。

ほ らこ の 男だ。
お まえ は

， 彼の 逞 しい 肩 に

頭 を下 げるが い い 。

お ま えの 損失 を こ の 息子 で 補 うが い い 。

私の 骨 折 りは お ま え 自身が評価すれ ばよ い
。

自慢 し よう と は思 わ ない 。 （V ，
73）

　カ フ カ
ー

ス の 山岳少数民族 の 里子制度 が作 品 に反映 して い る こ と は
， 民族学

的見 地か ら既 に 明 らか に され て い る 。

6
上 記 の 引 用で は ， 老 人 の 言葉 「私 の 骨

折 りは お ま え 自身 が 評価 す れ ば よい 」 が 曖昧で ， タ ジー トの 教育の 中身 に つ い

て 何 も伝 えて い ない こ とに注意 して ほ しい
。 後 に ガ ス ー プ は 「俺 が 息子 を見抜

けな か っ た の か
， あ るい は老人 が俺 をだ ま した の か 」 と自問 し， 老人 に よ る教
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育 の 内容 を計 りか ね て い る。 作品世界 で タジ ー
トが里 子 で あっ た こ との 必然性

に つ い て は本稿の 終わ りで 述べ る こ とに して
， 生家 に戻 っ て きて か らの タ ジー

トの 孤 独 な様子 を見 よ う。

しか しタ ジー トは

相変わ らず うち解けな い 性格 で あ っ た 。

生 まれ故郷 の部落 に い なが ら （Cpenva　poAHMoro 　a囲 a）

他人 の ようであ っ た
一

彼 は
一

日中 （OH　KaK 　qy ｝KoA ）

山 に ひ と りい て ， 黙 っ て ぶ らつ い て い る 。

家屋 で 飼わ れて い る シカ の よ うに （TaK　B　caicne　KopM 」eHblli　o」em 、）

い っ も森 を見つ めて は ， 茂 み の 中へ 入 っ てい く。 （V ， 73）

　「生 まれ故郷 の部落 に い な が ら／他人 の よ うで あ っ た 」 とい う比 喩か ら， タ

ジー トが 緊密な人 間関係 の 中 に い る よそ者で あ り， また
「家屋 で 飼 わ れ て い る

シ カ 」 とい う比喩か ら， 彼が 人々 の 中に い る動物の ように異質 な存在 で あ る こ

とが わ か る 。 タ ジ ー トは ， 出身社会 に お い て 疎外感 を抱 き ， 孤独 な存在 で あ る 。

人 々 の 中で 孤独 な タ ジー トは ， 社会 の 外側に 広 が っ て い る もっ と大 きな世界，

自然 に 心 惹 か れ る 。

彼 は絶壁 をつ た い
， 石 こ ろだ らけの 小道 を這 っ て

大声 をあ げる嵐 の音や底無 し淵 の波の うな りを

聞 くの が 好 きで あ っ た 。

彼は時々夜遅 くまで

山 を見 下 ろ しな が ら， 手 に頭 を もた せ か けて

不動の 姿勢で じ っ と遠 くを見 つ め ，

悲 し そ うに座 っ て い た
。

どん な考えが彼の 頭の 中を去来 し て い る の か ？

その と き彼は何 を望ん で い る の か ？

若者の 夢は こ の世界か ら

彼 を どこ へ 連れ 去 っ て い るの か ？…

それ は泱 して わ か ら な い こ と 。 心 の 奥底 は 見 え な い もの ，

空 を吹 く風の よう に

若者 の 瞑想 は気 ま まな もの
…… （V ，　73−74）

　タ ジー
トは ， そそ り立つ 絶壁や うな り声 を あげる嵐， 底無 し淵 の と ど ろ く波

な ど， 人 知 の 及 ば な い 闇 の 力 に 支配 され た荒 々 し くて 激 しい 自然 に惹 か れ て い
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る 。 プ ー シ キ ン は ， 若者の 心が風 の よ うに 自由で ある こ と， 心の 奥底 はわ か ら

な い こ と を歌 っ て ， タ ジ ー トが 何 を求 め
，

ど こ へ 行 こ う として い る の か 明 らか

に し て い な い
。 また ， なぜ タ ジー トが父親 と違 う価値観 を持つ に至 っ た の か も

不明 で あ り，
ベ リン ス キ

ー
が 述 べ て い る よ うに ， タ ジー トの 意識 と行動原理 は

社会生活 に よ っ て で は な く， 何 か 生 まれ つ きの 本能 に よ っ て 支配 さ れて い る か

の よ うで あ る♂

　タ ジー
トの

， 人間の 制御 を越 えた荒々 しい 自然 へ の 憧撮 は ， 異端者の 彼が 内

面 に宿 して い る激 しい 未知の 力 を象徴 して い るか の よ うで あ り， 彼 は 自然 と交

感 す る 中で 共同体社会 の 掟 や規範か ら解放 さ れ ， そ れ らを凌 駕す る世界観 を育

む の で あ る 。

　次 に ，

『オ ネ ー ギ ン 』 の 女 主人 公 タ チヤ ー ナ の 孤独 と疎外感 を見て み よ う。

グ コ フ ス キ イ とメ イ ラ フが 指摘 し て い る よ うに ， タ チ ヤ
ー

ナ は家庭 に あ っ て も

近 隣の 地主 貴族 の社会 に あ っ て も孤独 な存在で ある 。

s

　タ チ ヤ ー ナが 初 め て 登場す る場面 で ， プ
ー

シ キ ン は妹オ リガ の 美 しさ と魅力

を紹介 して か ら， 彼女 を 「どん な小説 にで も見つ か る は ず
一

そ れ は大変か わ

い い 。 か つ て は 私 も好 きだ っ た が ，
っ くつ くい や に な っ た 」 （VI ，

4D と退 け，

本命の タ チヤ
ー ナ に移 っ て い る。 広 く流布 した 女主人公 の 典型 的な タ イ プ で あ

るオ リガ との 対比 の 中で タチ ヤ
ー

ナ が 導入 さ れ る こ と に よ り， 後者の 特異性 は

効果的に 浮 き彫 りに され る 。 続 くタチヤ ー ナ の 紹 介は ， トル ビ ン が指摘 し て い

る よ うに ， すべ て ネ ガ テ ィ ヴな印象 で 始 ま り，

9
彼女 が 「人 の 目を惹 くこ とが

な い 」 娘で あ る こ とが語 られ る 。
こ の 導入 部 に 見 られ る の は ， 女主人公 の 与 え

る第
一

印象を否定的 に 描 くとい う， 従来 と は 違 っ た 逆説的 な方法で あ り， 女主

人 公の 容 貌 と性格 の 美点 を数 え上 げる の で は な く， 内面 に潜 む固有の 精神性 を

暗示す る とい う発想 の 逆転で あ る 。 オ ネー ギ ン が レ ン ス キ イ に 語 る言葉 厂僕が

君 の よ う に 詩人 だ っ た ら， タチ ヤ ー ナ を選 ぶ
。

オ リガ の 顔 に は 生 命が な い 」

（VI ， 53） と は ， 詩人 自身 の 意見表 明で もあ る 。

1 

　 とこ ろ で
， 先に 示 し た タ ジー トの 家族 及 び共同体 で の 孤独 が ，

6− 7 年 を隔 て

た 作品 で ある に もか か わ らず ， 極 め て よ く似た 表現 で
，

『
オ ネ

ー ギ ン 』 の タ チ

ヤ ー ナ に つ い て も描 か れ て い る こ とに注 目した い 。

か くして 彼女は タチヤ ーナ と呼 ばれ て い た 。

彼女 は妹の よ うに ， 美 し さ と

紅み をお びた初 々 しさに よ っ て
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人の 目を惹 くこ とが な か っ た 。

森 に住む ダマ シ カの ように 怖が りで （KaK　
，laHb 　」eCHafl　60fl3rmBa）

内気で物 悲 し く，
お と な し く

自分の 家族 の 中に あ っ て （OHa　B　ceMbe 　cBoeti　ponHofi）

もらわれ て きた 娘の よ うで あ っ た 。 （Ka3a」acb 　JLeBouKoti　qy ｝lcoti）

彼女 は 父 に も母 に も

甘 える こ とがで き なか っ た 。
（VI ， 42）

　タ ジー
トが 「家屋 で 飼わ れ て い る シ カ 」 に喩 え られ た よ うに

，
タチ ヤ ー ナ も

「森 に 住 む ダマ シ カ 」 に 喩 え られ て 人々 の 中で は異 質で あ り， タ ジー トが
「生

ま れ故郷 の 部落に い なが ら／他人 の よ うで あ っ た 」 よ うに
，

タ チ ヤー ナ も まる

で 「も らわ れ て きた 娘 」 の 如 く，
つ ま り

『
書簡体小説 の 断章』 や 『ス ペ ー ドの

女王 』 の 主人公 リー ザ た ちが養家 に あ っ て 常 に 居心地 の 悪 さ を感 じて い た よ う

に ， 家族 の 中 に あ っ て 打ち解 け な い 存在 で ある 。

「父 に も母 に も甘 えな い 子 」

で ある タチヤ ー ナ は ， 両親 との 関係か ら
一

歩身 を引 い て 孤 独感 を漂わ せ て い る 。

こ の よ うに
， タチ ヤ ー ナ の 孤独 と疎外感 は， タ ジー ト同様 ，

「
家族の な か に い

る 他人 」 及 び
「
人間集団の 中に い る 動物 」 とい う二 つ の 比 喩で表 され て お り，

両主人 公 とも， 最初の 登場 場面 で ， 家族 とい う本来親密 な は ずの 集 ま りで 孤 立

した強い 個性 と して 描 か れ て い る 。

2

　とこ ろで ， タチヤ ー ナ は ， 両親 との 間に 心理 的距離が あ る こ とに加 えて ， 世

間の し きた りが 要求 す る女 ら しさ ， 令嬢 ら し さ の 行動基準か らも遠 ざ けられ て

い る 。
こ の 点を

『オ ネ
ー ギ ン 』 か ら読 み 取 っ て み よ う 。

IL
タ チ ヤ ー ナ が ， 女性

の 日課 で あ る刺 し ゅ うに は 興味 を持た ず， 人形遊 び を しない こ とは ， 彼女の 入

間形成 の観 点か ら きわ め て 重 要で あ る 。

彼女の か ぼ そ い 指は

針 を持 っ た こ とが な か っ た ， 刺 し ゅ う台に

かが んで ， 絹糸で 布地 に

生 き生 き と した 絵 を描 くこ と もなか っ た 。

子 ど もは従順 な人 形相手 に

礼儀作法 を ， 即ち世の 掟 を

遊び なが ら身 に つ けて い くもの
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自分の母親 の お小言 を

しか め つ らし く人 形 に繰 り返 した りして

支配 し よ う とい う欲望 は現れ て くる もの 。

しか し ， その年頃 に さ えタチヤ ーナは

人 形 を手 に取 らな か っ た 。

町 の うわ さや流行 に つ い て

人 形 と話 をす る こ と もなか っ た。 （VI ，
43）

　 まず， タ チ ヤ ー ナ が刺繍 を しな い 令嬢で あ る こ とに 注 目し た い
。

プ ー シ キ ン

の 作品で は タ チ ヤー ナ以外 に も，

『
ロ ス ラ ー ヴ レ フ 』 の ポ リ

ー
ナ が 「

家で カ ン

ヴァ ス に 犬 こ ろ を刺繍す る 」 と軽蔑的 に 言 っ て ， 女性 の 忍従 の 象徴 で ある こ の

仕事 を ， ナ ポ レ オ ン 戦争 に つ い て 男性 と議論で き る 自由に 対置 さ せ て い る。

プ ー シ キ ン が 女性の人権 に 関 して どん な思想 の 持 ち主 だ っ た か は別 の 研究課題

で あ るが ， 刺 繍 を女性 の 人 格 に 関わ る本質 的な魅力 と考えて い な か っ た の は明

らか で あ り， 女 らしさ を示す
一

般的な属性で あ る 裁縫 す る姿 を
12

タチ ヤ ー ナ か

ら敢 えて 省 い て い る の は特筆 に値す る。

　 さ らに
， タ チ ヤ ー ナ が人形遊 び をしな か っ た とい う詩行 も意味深長で あ る 。

母親 の 言葉 ・振 る舞い を人形相手 に 繰 り返 しな が ら次第 に礼儀作法や 社交術 を

身 に つ けて い く人 形 遊 び とは ， 貴婦人 に な るた め の 準備教育で もある 。 貴族 の

娘 に とっ て 教育 とは， 将来の 社交界 で の デ ビ ュ
ー

に 向けた 花嫁教育 が 第一
の 目

的で あ り， 最 も身近 な生 き方 の モ デル で あ る 母親が しば し ば大 き な役割を果 た

して い る 。

　ち な み に ，

『オ ネー ギ ン 』 の タ チ ヤ ー ナ に続 くロ シ ア 人貴 族 の 娘 を女主 人 公

と す る 4 作 品
一 『ピ ョ

ー トル 大 帝の 黒 奴』
『
別荘 の 客 』

『百姓 令嬢 』
『
ドゥ プ

ロ ー
フ ス キ イ 』

一
で は ， 女主 人公 は 母親 の い な い 片親 家庭 で 育 っ て お り， 娘

の 教 育に お け る 母親 の 不 在 と い う共通 の 特徴 が あ る 。

134
作 品で ， 女 主人 公 た

ち の 考 え方や行動 で 比較的 自由裁量 が 大 きい の は
， 母親の 干渉 ・監 視が な い と

い う成育環境 に よ っ て も納得 で き る。

14
プ ー シ キ ン の 作 品で は

， 貴族 の 娘の み

な らず庶 民 の 娘で も母 親が い な い 女主 人 公 た ちが 多 い が
，

こ れ に 関 す る ペ ト

ル ー ニ ナ の 指摘 一 厂世話好 き で 要求が 多 く， 優 しい 母親 の 保護 の 欠如」
一

は ，

作 者の 創作意 図 をつ い た ， うが っ た見 方で ある 。

IS

　
『
オ ネ ー ギ ン 』 の 他上 記 4 作 品の 特徴で あ る ， 母 親 の 娘 の 教育 に 対 す る影響

力 の 排 除 に は ， 人 問の 可能性の 自由な発 展 を阻害 す る画
一

的な令嬢教育 に 対 す
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プー シ キ ン の 作品にみ る人間形成 に つ い て

る作者の 批判が 感 じ られ る 。

16
こ の 批覇 は ，

『百姓令嬢』 で 語 られ る叙情的逸

脱 に 表現 さ れ て い る 。

き れ い な空 気 と庭園の 林檎の木陰で ， 成長 して い る田舎の 令嬢た ち は，世 の 中 と人

生 の 知識 を本 か ら吸収す る 。 孤 独 と自由 と読書 は早 くか ら彼女た ちの 中に ， 注意散

漫な都会の 令嬢 に は ない 感情 と情熱 を発達 させ る 。 〈…〉 上 っ 面 し か み な い 観察者

の 冗談が
， 彼女た ちの 本質的な美点を打ち の め す こ と はで きな い

。 美点で 大事 なの

は ， 性格 の特性で あ り， 個性 な の で ある 。 ジ ャ ン ・ポー
ル の 意見 に よれ ば ， それな

くし て は人間の偉大 さ とい うもの は存在 しな い
。 都会の 女性 た ち は ， お そ ら くも っ

とよ い 教育 を受け て い るか も しれ な い が ， 世間ず れ して い る こ とが す ぐに性格を均

して しま い
， 帽子 と同 じ ように精神 を一

様 に す る （VIII ，
110− 111）。

　 こ こ で プ ー シ キ ン は ， 孤独 と 自由 と読書 に よ っ て 育て られ た 田舎の 令嬢 の 方

が よい とい う彼の 持論 を展開 しなが ら， 世 間の 慣習 が都会 の 令嬢 の 性格 を均
一

化 して し ま うこ と を嘆い て い る 。 彼は
， 人 間 一 男女 を問わ ず 一 の 尊厳 を成

して い るの は か けが えの な い 個性 で あ り， 世 間
一

般の 価値観や しきた りに合わ

せ た 標準的 な教育 は概 して 個性 の 発達 を阻害 す る もの で あ り， 個性 は， 社会規

範や 様々 な制約か ら解放 され た孤独 と 自由に よ っ て
， 即 ち 異端で あ り主体的で

あ る こ とに よ り形成 され る と考 えて い る 。

　タ チ ヤ ー ナが 両親 との 間に 心理 的距離が ある子 供 で あ り， 中で も生 き 方の モ

デ ル で あ る同性の 親 の 影響 か ら逃 れ て い る こ と は ， 彼女が貴族 の 娘 の標準化さ

れ た 成長 プ ロ セ ス を辿 っ て い な い こ とを示 唆 して い る 。 家族 か らの 心 理 的な 分

離 に よ っ て 生 じた タチヤ ー ナ の 生活 の 空白に入 っ て きた の は ， すで に何度 も指

摘 され て きた よ う に ， 自然 の 営 み と健 全 な倫理 感覚 に 基 づ くロ シ ア の民 衆文化 ，

並 び に 17−18世紀の ヨ ー
ロ ッ パ 文学 を基調 とす る豊 か な読書で あ り，

これ ら二

つ の外側 か らの要素 が ， タチ ヤ ー
ナ を凡俗 な地 主貴族 の 娘の 枠 を越 える 意識 と

精神 の 持 ち 主 へ と成長 さ せ る 。 もち ろ ん ， 古 き良 き昔の 習慣 を守 っ て い る ラ ー

リン 家の 雰囲気が ， 民衆文化 を吸収す る タ チ ヤー ナ の 魂の 成長に 寄与 した こ と

は作品 か ら読み とれ る 。 また ， 彼女 は ， 最終的に 母親 の願 い を聞 き入 れ て 周 囲

が納得す る相手 との 結婚 とい う当時の 大多数 の 女性 と同 じ運命 を選 択 して い る

が
， 後 に人 生 の 変遷 を経て 輝 きを増 した タ チ ヤ ー ナの 高潔な人間的本質 は ， そ

の 昔 ， 少女時代 に ， 叙情 的 な農村風 景 に 囲 まれ た 孤独 とそ の 中で 育 まれ た 瞑想

と読書 に端 を発 して い る こ と を， 読 者 は作品 の 流れ か ら容易 に 理 解 す る 。

　以上 の よ うに ， プー シ キ ン は ， タチ ヤ ー ナが 両親 との 問 に 心理 的距 離が ある
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こ とで 社会規範の 体現者 で あ る親 の 影響か ら免 れ ， 彼女 が属す る共同体社会 の

意識や 行動様式 の 規範か ら解放 され ， 独 自の 精神発達 を遂 げた 女性で あ る こ と

を作品 の 中で 示 して い る。

3

　 タ ジ ー トが ， タ チ ヤ ー ナ同様 ， 最初 の 登場 で 共 同体社会か ら疎外 さ れ た孤独

な存在 として 描か れ て い る の は ， 既成概念 と して 定着 した 意識 や 思想 ， 様 々 な

文化基準 を越 え る大胆 な発想 と思 考力が ， 異端者で あ る こ の 主 人 公 に不 可 欠

だ っ たか らに 他な らない
。 社会か ら距離 を置い て こ そ養わ れ る物事の 本質 を見

抜 く冷徹 な視点 と よ り広 い 世 界観 は
， 人 間の 個 の 確立 を促す 。 そ こ で ，

プ ー シ

キ ン は ， 古今東西 の 文学作品で 主人公 の状況設定が し ば し ば そ うで あ っ た よ う

に ， 世代か ら世代 へ 社会規範 を伝え て最 小単位 の 教育の 場 と な っ て い る 家庭 か

ら， タ ジ ー トを切 り離 して い る 。 タ チ ヤー ナ か ら従来描か れ た こ との な か っ た

よ うな個性的な女主人公 を創造 し， タ ジー トに 異端者を予定 して い た プ ー シ キ

ン は
，

そ れ ぞ れ の 物語 展開の 早 い 段階で
， 家族 と共同体か ら両主人 公 を切 り離

し孤 独 と疎外感 の 中に 置 い て い る 。 これ に よ り， 両主人公 が共同体の 規範や文

化的制約の 枠組を越 えて 新 しい 視点 を獲 得 し
，

そ こか ら世界 と 自己 を理解 で き

る希 有な 人格 に発 展す る こ とを作者 は暗 示 して い る 。

　以 上述べ た こ とを考慮 して ， 最後に ， 作晶世界 に お け る タ ジー
トが里子 に 出

さ れ た こ と の 意昧 を探 っ て み よ う 。 こ の 点 に つ い て触 れ て い るの は筆者の 知 る

限 りで ブ ラ ゴ イ
，

レ ル ネ ル
，

ハ ン ム ル ザ ー
エ フ の 3人 で ある

。

　ブ ラ ゴ イは 養育者の 老人 が与 えた 教育 に っ い て 次の よ うに 推論 し て い る 。

　
厂
も しタ ジー トに 無意識の うち に新 し い 性格が 生 じて い た ら

，
も ち ろ ん教師

は気 づ か ず に は い られ な か っ た だ ろ う し， もし教師が ガ ス ー プ の よ うに 思考 し

感 じる な ら， その 新 しい 性格 を抑 えて 絶 や そ う と した の は言 うま で もな い だ ろ

う。 もし そ れ に 成功 して い な か っ た ら
， 彼 は タ ジー

トの 父 親 に
， 頼 まれ た こ と

を上 首尾 に果 た した とは言い もしな か っ た だ ろ う。 父親 は タ ジー
トを見て 次第

に 心 配 を募 らせ なが ら，

『
あ るい は老人 が 俺 をだ ま した の か 』 と 自問 して い る 。

しか し ， プ ー シ キ ン の 描 い た こ の 『厳 か で 静 か な 』 老人 がペ テ ン 師 と は とて も

思 えな い
。 従 っ て ， タ ジー トが そ の よ うな人 間 と して 父親の 前 に現 れ た の は，

彼 の
『天分 』 の 生 ま れ つ き の 傾 向だ けで な く， 教育 の 結果 で もあ る こ と は疑 い

な い
。 さ らに 言 え ば，

『
チ ェ ル ケ ス 人 の キ リス ト教 徒』 を タ ジー トで は な く，
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プーシ キ ン の 作品にみ る人 間形成 に つ い て

彼の 養育者に 当て は め て い る レ ル ネル は お そ ら く正 しい だ ろ う」
且7

　ブ ラ ゴ イ が述 べ て い る よ うに
，

タ ジー トの 人格 は確か に
「生 まれ つ きの 傾向

だ けで な く， 教育の 結果で もあ る こ と は 疑 い な い 」 だ ろ う。 しか し， ブ ラゴ イ

が 言及 し て い る レ ル ネル は
， 養育 者の 老人 を

「
チ ェ ル ケ ス 人 の キ リス ト教徒」

に あて は め て い るが ， そ の 根拠 を示 して お らず ，

IX
また ， 作品 の 清書稿 と草稿

に タ ジー トあ るい は養育者が キ リス ト教徒 で あ っ た こ と を示唆 す る箇所 は な い
。

　 こ の 他 ，
ハ ン ム ル ザ ー エ フ は 「

養育者で あ る老人 の 人物像 と養育 シ ス テ ム は

謎で あ る 」 と しなが ら も， 養育 者 の 教育 が タ ジー トの 身体的発達 に貢献 した こ

と と
， 前者の 教育 の 結果 ， 後者が

「
善良で 人 間的で 進歩的な考 えの 山の 民 に 成

長 した 」 こ と を述べ て い る 。

19

　 と こ ろ で ， 里 子生 活 で タ ジー トが 受 けた教育の 中身 をプ ー シ キ ン が作 品で 一

切 不明 に して い る の は， な に か 必然性が あ っ た か らで は な い だ ろ うか 。 なぜ な

ら， 教育 の 内容を不明 に す る こ とで
，

一
つ に 限定 で き な い 無 限の 解釈の 可能性

が 生 まれ る。 養育者の 思想 は ガ ス ー プ の 思想 と同 じ と も異な っ て い た と も推測

で き る し， また養育者 の 教育 は タ ジー
トに感化 を及 ぼ した と も及 ぼ さ なか っ た

と も考 え られ る だ ろ う。 プ ー シ キ ン は里 子生活 の 中身を不 明 に す る こ とで 様々

な可能性 を含 ませ
， 結果 として で きあ が っ た タ ジー トの 人格 をそ の ま ま読者 に

認 め させ て い る。 そ して ，
プ ー シ キ ン に と っ て 大事 なの は

， タ ジー
トが 受 けた

教育の 中身で は な く， 彼が 13年間父親 ガ ス ー プ と暮 らさ な か っ た とい う出来

事の 方 だ っ た の で は な い だ ろ うか 。 B 年問 の 父 子 の 別離 は ， タ ジー
トが 父 親

と世界観 を共有 しな い 青年 に育 っ た こ とを ， 起 こ り得 る可能性 が 高 い 当然 の こ

と として 読者 に受 け入 れ させ るだ ろ う。
プー シ キ ン が

， タジー トの 生 い 立 ち に

山岳少 数民族 の 里 子制度 を適 用 した こ との 創作意図 は ， そ の 成育環 境か ら親 の

影響力 を排除 し
， 主人公が 親 と は別の 世界観の 持ち 主 に 育 っ た こ とを 自然 な筋

の流 れ とす るた め で は なか っ た だ ろ うか 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（す ぎの 　 ゆ り ・大 阪 外 国語大 学）

　プーシ キ ン の 作品の 引用 は ， 毋 毋 κ醜 A ．C ．　Ho 」H．　co6p ．　coq ．　M ．；JI．，　H3n，　AH 　CCCP
，

1937−1959 に よ り， （ ）内に ロ
ー

マ 数字 とア ラ ビ ア 数字で 巻数 と頁数を記 す 。 邦訳 は杉

野 に よ る 。 木村彰
一

訳 『エ ヴゲー ニ イ ・オ ネーギ ン 』， 福 岡星児訳
『タ ジー ト』， 神 西清

訳
『
百姓令嬢 』 （

『プー シ キ ン 全 集 』 2 （1972），
6 （1974），

4 （1972）， 河 出書房新社） を

参考 に した。 （ 〉内の ロ シ ア語引用 に 相当す る 日本語訳に 下線 を施す 。
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注
1

フ ォ ン ヴ ィ
ージン は 『

親が か り』 第 5幕第 1場で 登場人物 の ス タu ドゥ
ーム に

「
農奴

　 の 傅育係 に よ る教育 は奴隷 を二 人 作 る よ うな もの 」 と語 らせ て ， 農奴が 貴族 の 子弟教

　 育 に関わ る こ とを批判 して い る 。 他方 ， プーシ キ ン は
『
大尉の 娘 』 で傅育係 サ ヴェ

ー

　　リ K チの肯定的な人物像 を創造 して い る 。

z

浅岡宣 彦氏 は
「プーシ キ ン が 1822年 に弟 レ フ に宛て て ，

『
読書 は最高の 学問だ よ』 と

　 書い て い る よ うに ， 読書が主人公の 知的発 達に 及 ぼす影響 を大変重 要視 して い た 」 と

　 述べ て い る 。 浅岡宣彦 「プ ー シ キ ン の 作品 に見 られ る二 つ の 傾 向に つ い て 」 ， 國本 哲

　 男 ・法橋和彦編 『プー シ キ ン 生誕 180 年記念論集 』，
1981

，
53。

3
浅岡宣彦

「 『タ ジー トx を読む 」，

『
む うざ』 10 （1991）：95．−99 を参照 。

4

　五惚α30 彦 ノ乙ノτ．TBopHecK舳 nyTb 「ly田 KHHa ．．M ．
，
1967．　C ．384・395；A κκ eH κ oB ／l　B ．

　 MaTcpManbl丑JIH　6HoppacbMM　A．　C．　Hy 田 KHHa ．錘 ．
，
1984．　C ．214；KoMapoB α v　B．∬ ．　BTopaH

　 KaBKa3cKaH　rIogMa　I
−
ly田 KHHa 　／／　1］【yimくHH ： BpeMeHHHK 　HyuJKMHcKo薩　IcoMHccHM ．从．；J：L

，

　 1941．C ．226−234．
s

　Xamajtp3ae8　r．／
一
．　Oco6eHHocTH　oTpaH （eHHH 　HallHoHa ．，lbllOt−O　xapaKTePa 　roPlla 　H　nPMHIIHHbI

　 epo 　xy 五〇｝KecTBeHlloFo 　pacKpblTH兄 B ”ogMe 　A，　G ．　Hyl皿 （HHa 〈‘Ta3HT・〉 ／／A ．　C．11YLLIKMH　H

　 xy 皿o＞KecTBeHHaH 　KyJlbT ｝1）a　II［arecTaHa ．飼axaqKaJla
，
1988．　C ．33．

fi
　 Tjyρva κ uHos ／1　K　H3yL ｛eHHK ） 1］o∋Mbl　Hy［uKHHa 〈（Ta3HT♪〉 〃 PyccKaH，nmepaTy ．　pa．1962．

　 漣 LC ．42；Ko ．vaaρoBuy 　B．　YI．　BTop朋 KaBKa3cKaH　HosMa 　nyuIcMHa．　C．213
，
219；Jep κ ep

　 f’f，0 ．BH6』HoTeKa 　Be 』円KHx 　HMcaTe ”leti．1
−
ly田 KHH ．　T ．6．　Hr．

，
1915．　C．459．

7
　6e ．zuMcrcudi 、e．／

’
．　 CoqHHeH朋 AvieKcaHnpa　Hy 皿 IKMHa ．　M ．， 1969．　C．500．

8

　1：yκ060 κμ彦　F ．　A ．　fiyulKHH　H　fipo6．ieMb ］ pearHcTHqecKol
・
o　cTM ，丁兄．　M ．，　1957．　C．204；

　 ノレ1θ彦氾 ακ 正ヲ．　C．＜＜．．．cKBo3 卜 MarHqecl 〈匹｛前 KpxeTa 』n＿〉＞．　IM ．
，
1990．　C ．245・246．

9
　Typ6un　 B．〃 ．　 HogTHKa　 poMaHa　 A．　 C．「ly田 KMHa 　（（EBreH噛 　OHepHH＞〉．　 M ．： レ13皿一Bo

　 NocKoBcKoro　yHHBepcHTeTa， 199．　6．　C，80．
1【1 「

僕が君の ように詩人 だ っ た ら ， ／ タ チ ヤ ーナ を選ぶ 。 ／ オ リガ の 顔に は生命が ない 。 ／

　 ヴ ァ ン ダイ クの マ ドン ナ そ っ くりだ 」 （BucpTax 　y　O 、lbrH 照 3HH　HeT ．／Togb　B　TOHb 　B

　 BaHAHKeBOti　 Ma ！loHe） （VI ，
53） に つ い て 草稿で は ， 以 下二 つ の 案が 残 さ れ て い る 。

　 第 1案 ：BqepTax 　y　O 涯bpH　Mb ］c”Z　HeT ．／KaK　B　PaΦae』eBo 角 MaJLoHe
， ／PyM ”Hell 　na

　 HeBMHHblth 　B30p ／MHe 　HaAoeJIH 　c 瓜aBHHx 　nop ．一 ；第 2 案 ：BqepTax 　y　OflbFH　Mblc 刪

　 HeT
， ／KaK　y　Paφaena 　B　ManoHe ．／HoBepb − HeBHHHocTb 　gTo 　H31Lop ／AnpMTopHoti

　 HaMe 』b【 B30p ／MHe 　Hanee 」　M　B　PnyapncoHe （VI ，
575）．第 1 案で エ ヴゲ ーニ イ が退 け

　 て い る 女性 の 美 （pyMAI・lelL）が，
「
彼女 は妹 の よ うに ，美 しさ と／紅 み を お びた 初々

　 しさ に よ っ て ／人 の 目を惹 くこ とが なか っ た 」 （Hva　cBe ＞1｛ecTbH コ　ee 　pyMHHotl） （VI ， 41）

　 とオ リガ の 美 しさを意味 して い る こ と ， 第 正案 の MHe 　HaAoe ，IH　c　naBI｛Hx 　Hop ．一一と第

　 2 案の MHe 　Hanoen 　H　B　PHHap／lcOHe が
，

「
どん な小 説 にで も見 つ か るはず　　それ は大
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プーシ キ ン の 作晶 に み る人間形成に っ い て

　 変か わ い い
。 か っ て は私 も好 きだ っ たが

，
つ くづ くい や に な っ た 」 （1

−lo− Hanoe 」　oH　MHe

　 6e3MepHo） （Vl，
41）の 最後の 詩行 と響 きあ っ て い る こ とか ら

， 感傷 主義や ロ マ ン 主

　 義の オ リガ の よ うな 女主入公の タイ プ に批判的なプー シ キ ン の 気持ち が うか が える 。

11

第 2章 の 内容 は以下 も参照 。 杉野
「プー シ キ ン の 作品に 見 る女主人 公の 成育環 境 に つ

　 い て 」 ，

『ス ラ ヴ ィ ア
ーナ 』 11 （1996）：3−13 ； （）yeuHo 　 ft）． 1＜ Bonpocy 　 o　 cpeAe 　 H

　 BocnMTaHHH 　pepoHHb 　B　npoH3BeJleHHHx 　nylllKliHa／／The　Hannan 　Ronshu ．　Humanities ＆

　 Natural　Science．34，2，　（Sept．1998）．
E2

例えば，
　 J．」．ル ソーの

『
新 工 U イーズ 』，

　 N ．カラ ム ジン の
lf
’
哀れ な リーザ 』 と

『
貴族

　 の 娘ナ タ
ー リヤ 』 ，

マ ル リ ン ス キ イの
『U マ ン とオ リガ 』 で 女主人公 た ち の 裁縫す る

　 姿が描か れ て い る 。

13
田 辺佐保子氏 が ， プーシ キ ン の 作品に父娘家庭の 女主人公が多い こ とを指摘 してい る 。

　 田 辺 佐保 子
「「ル サ ール カ 』 の 誕 生 」， 法橋 和彦 編著

『プ ーシ キ ン 再読 』， 創 元 社，

　 1987
，　止230

14 「ピ ョ
ー トル 大帝の 黒奴 』 の 女主人公 ナター リヤ は， 文 盲で 裁縫 を 日課 と して い るが ，

　 外国嫌い の 父親 の 意向に 反 して捕虜 で 障害者の ス ウ ェ
ーデン 士官か ら ドイ ツ舞踊 を習

　　う （VIII， 19） と い う進取の 精神の 持 ち主で あ る 。

15
　UempyHaHa 　H ．　H ．　O　rloBecTH （（GTaH旺HoHHbi 員cMoTpMTeJlb ＞＞ ／／HyluKHH．　Hcc・fieAoBaHHH

　 HMaTepMaAbl ．　CH6．，1986．　T．12．　C．84．
］6 『

書簡体小 説の 断章』 で ウラ ジー ミ ル が 田 舎 の令嬢 を褒 めて 漏 らす 言葉
「結婚す る ま

　 で は母 親 に 従 い ， 結婚 し て か らは 夫 の 意 見 に 従 う似 た りよ っ た りの 都会 の美 人 」

　　（VIII， 56）は ， は か らず も， 娘 の 教育 に お ける母親 の 影響 力の 大 き さ とそ の 教育 の

　 画
・一

性 を明 らか に して い る 。

t7
　5 沼 α ∂o 彦 ノ（。ノτ．　TBopqecK盈 nyTb 　Hy田 KHHa ．　G．389・390．

ts
　ffeρiteρ H ．0 ．　B照6甜 oTeKa 　BeJIMKMx 　HMcaTeJeti ．「ly田 KHH ．　T ．6．　C．458．

正9

　Xathvayp3aee　F ．丿
［

．　Oco6cHHocTH　oTpa ｝KeHH 兄 HallMoHaJbl −101”O　xapaKTepa 　roplla … C 。30−3L

rOPM　cyrHHO

　　　 0 ΦopMHpoBaHHn 涯HqHocTH 』HTepaTypHoro 　repoH

BnpoH3Be 双eHH 只x 　A ．　C ．　ny 皿 KHHa （TaTb 月 Ha 　JlapHHa　H　Ta3HT ）

　　 Hpo且eccbl ΦopM 即 oBaH 朋 ．ilHgHocTH 　Ta3HTa　B ”egMe ＜＜Ta3 回T ＞＞ HTaT 団 Hb 【”apHHefi 　B

poMaHe ＜＜EBPeHM員 OHerHH＞＞ HMc 田 T　cxo 双cTBo 　oT 【IYM｛及eHHocTblD 　o60Hx 　FepoeB 　oT　ceMbH 　H

o6 皿 Hb 正．060 双HHoqecTBe 　Ta3MTa
，
　KoTopb 】角Bo3BpaulaeTcfl 　B　po朋 o甬 ayJI 　Hoc ・阻e 　ol〈oHuaHlifi

＜｛aTa 』blqecTBa ＞＞ （06b ］HaVa　KaBKa3cKHx 　ropUeB 　oT八aBaTb 　pe6eHKa　Ha 　BocnHTaHHe 　B 皿pyPHe

aynbl ），　rlogT　nH 田 eT ： くくHo 　Ta3HT ／Bce 丑xKocTb 　npe ）KHK ）H） xpa 四 T ／Cpe皿円 po∂膨 030
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                               vee ku v

ayna  / OH KaK  vyascou" / ... / TaK B caK"e  KOPM"eHb]li  oneHb  ! Bce B nec pJIfilkMT,> (B
HacTofi-eM  pe3}oMe Bce  KypcxBb] MOva. -  ro. CL). OTgy)KneHHocTb >Ke  TaTb"Hbl oT  ceMbM

Bblpa)KeHa  c"enyH]IuMM  o6pa3oM:  {{,[LMKa,  neua.qbHa,  Mo.ngaJMBa,  1 I<aK .2aHb  "ecHafl

6oH3rmBa, / OHa B  ceMbe  cBoefi  poOHou"  / Ka3aJacb "eBogKova trynvoth>.  KaK  6s]Jo

CKa3aHO  Bbl-e,  Ta3MT  M TaTbHHa CPaBHMBaroTCH  C UY)KHMM  CPeAH  POJIHblX H  C )KHBOTHblMH

cpeAn  .11olleth.  06a oHH  fiBna}oTcH  ldcKJrogMTeJrbHb]Mx  cymecTBaMva  B cBoeth  cpene.

    KpoMe Topo,  o6pa3oBaH"e  M BocnHTaHMe  TaTb"Hbl 3HagldTeJbHo  oTJHgaeTc"  OT

cTaHnapTHoFo  o6pa3oBaHMA  MoJoAblx  nBopfiHoK. Ha"pHMep, TaTbAHa He  3aHHMaeTc"

Lll"TbeM,  KoTopoe  cHMTaeTcfl  }}ceJal'enbHoti A"fi >i(eHuHH  pa6oToM " xapaKTepHo  nna FepoHHb

nzTepaTypbi  XVIII-HagaJia XIX  BeKoB.  JILaJiee, TaTb"Ha He "ollpa)KaeT  fioBeJLeHHio

MaTepM  B xrpe  c KyK"oEo.  IxlFpa c KyKJIofo  
-gTo

 He  ilTo  MHOe  KaK  "OasOTOBMTe"bHoe

o6pa3oBaHne,  B Hrpe  Mojlonafi  tLBoprmKa o6ygaeTefi  {{3aKollaM  cBeTa)>,  gTo6bl  cTaTb

6JapopoflHoli 6apbimHeva. TaKHM o6pa3oM,  TaTbHHa oTna"HeTc"  oT  o6LuellpMHfi:'oth

KyJtbTYP[IO"  HoPMhl  nBopflHeKeFo o6-ecTBa.

    B  HaHaJe  pa3B"TMA cK}>KeroB  HyLllKHH cTaBHT  Ta3MTa M TarrbfiHy B  noJIomeHHe

OTHY>ICJIeHHOCTM  OT  PellZTe.aeth 
-

 HOCHTe"eth  MePaJM  M  CBeTCKOva  HOPMbl  
-

 n  OT  e6-HHbl,  B

I<oTopoti  e'rx,rib ik"3HM  H o6pa3  Mblc,neva nepenaH]Tcfi  M3  HoKo"eH""  B iloKo"eHvae. Ixl TeM

CaMblM  nODT  HaMeKaeT  Ha  abOPMKPOHaHMe CaM06blTHOM  JIHHHOCTK  rePOeB  M "PeltCKa3blBaeT

Mx  Heo6blHHyro  cynb6y  B 6ynymeM. B ocHoBe  MblcJIeta I'Iy-KMHa o cPopMzpoBaHHH  rlejloBeKa

JIe)KHT MHeHne,  gTO  nYXOBHafl }Ie3aBHCHMOCTb  M He3aYPflJIHble  MMUHble  KaqCCTBa

cl)opMMpyfoTcfl  B cBo6onHoM  pa3BmHH  nymz  H yMa.

    B  JLaHHota pa6oTe Mbl cTaBMM  nepen  co6on  3anaHy  ycTaHoBMTb, c KaKoth  qenb}o

IlymlcMImcnoJb3yeT aTaJIbluecTBo  KaK  cflDco6  BocllvaTaHH"  Ta3MTa. ,IILoJIrafi  pa3JyKa FepoA

C  OTUOM  BO  BPeMfi  aTa,nbNeCTBa  HaBOIIHT  tlHTaTejT"  Ha  MblCJIb O eCTeCTBeHHOH  Pa3HXUe B

MMPOB033PeHMH  vaHOFO  Ta3MTa M ePO  OTIIa. HaM  fiPenCTaBJI"eTCfi,  
ilTO

 3a  STMM  CKPblBaeTC"

aBTOPCI<HM  3aMblCe.E  YCTPaHHTb POILMTe"bCKOe BJIli5IIIMe Ha  Ta3nTa M 
'FeM

 CaMblM  C03JlaTb

ecTecTBeHHblM  cvalkeTHblil  XOJI.
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