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　 19世紀半 ば か ら 20 世紀 の 十月革命 まで の ロ シ ア で

は，歴史小説，犯罪小説，冒険小説，女性小説 ， オ カ

ル ト小説 な ど様 々 な ジ ャ ン ル の 大衆小説 が 大量 に 書か

れ読 まれ て い た が，その 実態 は ， 現在 ， 必ず し も十分

に知 られて は い ない 。しか し，こ の 時期 の ロ シ ア の大

衆文学 は，「
分厚 い 雑誌 」 を拠点 と した知識人 の 文学

とは大 きく異なっ た特徴を持 ち非常 に興味深い
。 本稿

で は，革命前 の ロ シ ア の 大衆小説 の 実態を明らか に す

る 1 つ の 試み と して ，

「探偵小説」 に注 目し た い
。

　 ロ シ ア に
「
探偵小説」 と呼べ る ジャ ン ル が 誕生 した

の は 19世紀 の 70 年代 とい わ れ る 。 そ の 成立 に は い く

っ か の 歴史的 ・社会的な 背景 が 考え られ る 。 ま ず 且9

世紀 に お け る急速な都市化 の進行は ， 同時に犯罪 の増

大をももたらした。それ に 対応す べ く， 60年代 に は ，

司法 と 警察制度 の 改革が 進 め られ ，

2
そ れ と平行し て

当時 の新聞 ・雑誌 に は セ ン セ ーシ ョ ナル な訴訟の報道，

改革 の 是非や法律問題 を論 じた 評論 な どが多数掲載さ

れ ，

「

犯罪」 に対す る民衆の 関心 を高め た 。 そ して 都

市 や そ の下層民 を描 く手法を 開拓し た 1840年代 の

「
生理学的 ス ケ ッ チ」 や 「犯罪実録」 に 続 き， 外 国 の

探偵小説， と りわ け ドイ ル 以前の 最大 の 探偵小説作家

と さ れ る フ ラ ン ス の エ ミール ・ガ ボ リオ の作品 が 60

年代末 か らロ シ ア で 多数翻訳 さ れ ，

3
ロ シ ア に オ リ ジ

ナ ル な
「
探偵小説」 が生 まれ る土壌と な っ た 。 さ ら に

60年代 は ， 様々 な点 で 文学の 生産 ・流通
・消費 シ ス

テ ム の 転換期 で あ り， 初等教育の 普及 な どに よ る識字

層の増大 ，

「大衆紙」
「薄い 雑誌」

「無料文芸付録 」 と

い っ た 新 しい 読者大衆に 向け た メ デ ィ ア の 発達 が ，

「
探偵小説」 を含む大衆小説を ロ シ ア に 普及 さ せ る背

景 と な っ た 。
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　 ロ シ ア の探偵小説 の研究者に よれ ば ， それ まで ロ シ

ア に お い て 犯罪 を扱 っ た 文学は ，

「
手記 3a”HCKH 」 と

い う体裁，すな わ ち 記録性を標榜す るの が常だ っ た が ，

1872 年 ， 単 に 犯罪 に つ い て 記 した だ け の 3annCKH で

は な く， 犯罪 の 捜査 に つ い て 語 る
「
物語 paCCKa3」 が

登場 した。H ．ア フ シ ャ ル ーモ フ の 《KO眼 bl　B　Bony 》，

C．パ ノ ーフ の 《y6瘤 cTBo 　B　flepeBHe　MenBenMue》， そ

し て A．シ ク リャ レ フ ス キー
の 短 編 集 《PaCCKa3bI

c』 eπOBaTe 朋 》 で あ る。
5

新 聞 ・雑誌 類 に 掲載 さ れ た 作

品も含めると対象 は膨大なた め断定は難し い が ， この

時期 に ロ シ ア の 探偵小説が誕生 した とい う ロ シ ア の 研

究者の 見解に ひ と まず従 うこ と に す る。以 後 ，
こ の 種

の ジ ャ ン ル の 作 品 は ロ シ ア で 大量 に 書 か れ て ゆ く。

6

本稿 で は， 19世紀後半 の ロ シ ア を代表 す る最大の 探

偵小説作家，ア レ クサ ン ドル ・シ ク リ ャ レ フ ス キーと ，

独特 の 装丁 と体裁 を 持 っ た 20世紀初頭 の
「
分冊 シ

リ
ーズ探偵小説」 に 焦点を絞 っ て ，

ロ シ ア の 探偵小説

に つ い て 具 体的 に考察 して ゆ きた い
。
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　 ア レ ク サ ン ドル ・シ ク リャ レ フ ス キー
（1837−83）

は父が 教師の 家庭 に 生 まれ た 。 学資の 欠乏 に よ りギ ム

ナ ジ ウ ム を中退 した後 ， 警察 ・裁 判所 の 書記 ， 教師 ，

ジ ャ
ーナ リ ス ト と し て 働 き ， 1867 年，中 編

《OTneTblM＞で 小説家と し て デ ビ ュ
ーし た。初期 は 下

層民 の 生 活 を描 い た 作 品 が 主 だ っ た が
，

1872年 の 短

編集 《PaccKa3bl　c 細 oBaTe 朋 》 で ，ロ シ ア に お け る

「
探偵小説 」 の 創始者の

一人 と な り，以後
「

ロ シ ア の

ガ ボ リ オ 」 と し て 大 き な 人 気 を博 し， 死 ぬ まで こ の

ジャ ン ル の代表的な作家と して活躍するe7

　本稿 で 参照 した シ ク リャ レ フ ス キ
ー

の 作品 （長編 2，

中 ・短編 25） は ， 5 つ （ほ とん どが初期 の 作品）を除

き ，

S
す べ て が 犯罪 を扱っ た物語 で ある。 その 中で も

半分近 く （12作品 ） を，
“

予審判事
” 9

が 語 り手 と な

る作品 が 占め る。
1°

そ の 多 くは 《paccKa3　cyne6Horo

C」enOBaTeJI ”》と い う副題 が っ き，シ ク リャ レ フ ス

キーは こ の カ テ ゴ リー
の 作品 で 名 声を得 た。残 り の

10作 品 は 予 審 判 事 以 外 の 人 物 （窃 盗 事件 の 被害者，

弁護士，貧 しい 文学者な ど ， また は正 体不明の 語 り手

や 3 人称 の 語 り）が 語 り 手 と な る 作品 で ，

11
《H3
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y「o．IOBITOil　XPOH ｝tKH 》 と い う副題を持 っ 場合が多 い 。ど

ち らの カ テ ゴ リ
ー

の 作品 も，同時代 の ペ テ ル ブ ル ク ，

ま た は 地方の 主要都市を舞台 に して ， 殺人 だ け で は な

く，窃盗や自殺 をも含 む，広 い 意味 で の 犯罪 を扱い ，

そ れ を巡 る謎 を解 明 して ゆ くの が 基 本的な筋で あ る 。

物語の パ ターン は， まず冒頭 で ある犯罪 の 犠牲者 が 発

見 さ れ ， 予 審判事 が 現 場 に 駆 けつ け，捜 査 が 始 ま る。

予 審判事 は現場検証 を した り，物的証拠を手が か り に

外で 聞 き込 み を した りす る が ， 西欧 の 探偵小説 の 探偵

と は 違っ て ，そ の よ う な手段 で は 真相 を 明 ら か に す る

こ とは で きない 。実 の と こ ろ ，シ ク リ ャ レ フ ス キーの

「
探偵小説 」 で 重要なの は ，「

犯人 は誰 か 」 を解明 す る

プ ロ セ ス よ り も，む しろ 犯人 が 罪 を犯 す に 至 る過去や

心理 状態 に あ る。

　 こ の よ うな心理分析の 対象 と し て ，
シ ク リ ャ レ フ ス

キーの 作 品 で は ， 犯 人 は しば しば 20 才 か ら 30 才 ぐ ら

い の 多感な若 者 と設 定 され ， プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル な ，

また は生 ま れ つ い て の 犯罪者は ほ と ん ど登 場 し な い 。

初 め は無 垢 な 人 間 が ， 出 身，生 まれ 育 っ た環境 ，貧困，

教育 ， 社会的差別 ， 周囲の 人 々 な どの 影響 に よ り，ど

の よ う に して 道徳的 に 堕落 し て ゆ き，つ い に は 犯罪 に

手 を染 め る よ う に な る か ，あ る い は，そ もそ も犯罪 と

は縁 の 無か っ た 人間が，い か なる 内心の 情熱や偶然的

な 諸条件 な ど に 突 き 動 か さ れ て 罪 を犯 して ゆ くか

こ の よ うな問題意識 で 彼 の 作品 の 多 くは書か れ て い る 。

　 こ の 問題意識 を具 体化 す る場 が，事件の 関係者が 予

審判 事 に 対 し て 語 る証 言 や 告 白 で あ る。シ ク リ ャ レ フ

ス キーの 作品 で は ，
これ が探偵 の 捜査 以 ヒに ， 物語 の

中 で大 きな ウ ェ イ トを 占め る。そ して 興味深 い の は，

シ ク リ ャ レ フ ス キー
の 作 品 で は，証言や 告白に お い て，

重 要 な事実 を しゃ べ らな い こ とは あ っ て も明自な嘘を

つ く こ と は な い とい う暗黙 の ル
ール が 存在す る 点で あ

る 。 そ れ ゆ え，犯人 の 虚偽 の 証言 に 対 し 探偵が ア リバ

イを崩 して ゆ くとい う，西欧 の 探偵小説 に よくあ る展

開 は 彼 の 作品 に は 全 くない 。こ うして 嘘偽 りの な い 証

言や 告白が 複数語 ら れ て ゆ くうち に
， 犯 罪 者 あ る い は

犯罪者 と関係 の 深 い 人物 の
「
伝記 61iei’paφMfi」，す な

わ ち 過去 の 人生が 次第 に 明 らか に さ れ，そ の
厂
伝記」

を手が か り に 犯罪 の 真の 動機を探 り， 真犯人 を推測し

て ゆ くの が シ ク リャ レ フ ス キー
の 作 晶 に お け る推 理 の

要素で ある。

　
…

方，し ば し ぼ探偵役 と して 登 場 す る予審判事は ，

天才的探偵 と い う よ りは，通常，職務 が 要求 す る 限 り

の 観察力 と判断力 は有 す る常識的な人物 と して 描 か れ

る。シ ク リ ャ レ フ ス キーの 作品 で は
，

こ の 予審判事 が

心理分析 の 対象 と な る こ と も多 く， 彼 らは語 り手 と し

て 自らの 物語 の 中 に 自己 の 心 理 を投影 して ゆ く。予審

判事 は しば しば犯罪者 と同 じ若 く未熟 な存在 で あり，

予 審判事 とい う官僚の 顔 の 隙間か ら過 剰 に 人間 と して

の 顔 を の ぞ か せ る 。 時 に は そ の よ う な人間的感情 が 予

審判事と し て の 立 場 を完全 に 逸脱 さ せ て し ま う場合 も

あ る 。 例 えば ， 短編 《BCH ．qbH 〔〕M　 IIC｝，103peHH ”〉 の 予審

判事 は，夫 殺 し の 容疑者 と な っ て い る 女性 に 内心 恋心

を抱 い て い る た め，尋問を全 うで き な い （彼 は 最後 に

は こ の 女性 と結婚 さ えす る）。

　 こ の よ うに 多感 な 犯 人 と 探偵 が 交 わ る結 果，シ ク

リ ャ レ フ ス キーの 多 くの 作品 で は ， 勧善懲悪 的で 予定

調和的な結末 と は異 な る結末が ， しば し ば印象的な 形

で 提 示 さ れ る。例 え ば，短編 《PaCCKa3　 cyne6HOFo

CuleflOBaTe．・［n》 で は ， 鮮や か な ど ん で ん 返 し が ラ ス ト

に あ る。真犯人 の 発見に
一

安心 した 予審判事が，彼 に

婦 女 暴 行 の 濡 れ衣 を着 せ 罰 を逃 れ よ う と す る 犯 人 の 女

性の 演技に よ っ て 逆 に 苦境 に 追 い 込 まれ る の で あ る。
「私は彼女 を ひ た す ら絶望 の 眼 差 しで 見つ め，「

お 願 い

だ か ら鍵 を渡 して くだ さ い
』 と 囁 い た 。私 は 予 審判事

か ら 哀願者 に 変 わ りつ っ あっ た」。
1’

あ る い は 長編

《HOBaH 　MeT 照 》 の 結末 は，勧善懲悪 の 原理 に 則 っ た カ

タ ル シ ス を読者 に 与え な い 。探偵役 の ハ フ ス キー公 爵

は，昔親 しか っ た 女性 の 哀願 に もか か わ らず ， 己 の職

の 義務 に 従 っ て そ の 夫 で あ る殺 人 者 を有 罪 に し，無 事

事件 を 解決 さ せ るが
， 残 っ た の は後味の 悪 さで あ る 。

「
．
しか し，そ の 後 ， あ の 事件 の こ と を思 い 出す と，パ

フ ス キ
ー

公 爵 は悩 み，胸 を痛 め た。あ の 事 件 は，犯 罪

者が 良心 の 呵責に 苦 しめ られ る よ うに ， 彼 を苦 し め た

の だ 」。
B

結局彼 は最後に 自殺 と思 わ れ る形 で 死 を遂

げる 。

　 こ の よ う に，シ ク リャ レ フ ス キーの
「
探偵小説」 に

は，英米 の 古典的 な探偵小説 とは 別の 創作原理が 働 い

て い る 。 す な わ ち，英米 の 古典的 な 探偵小説 が
， 探偵

が 犯人を追 い っ め て ゆ くパ ズ ル 的な面自さ を基礎 に組

み 立 て られ て い る と す る な らば，シ ク リャ レ フ ス キー

の
「
探偵小説」 は，そ の よ うな パ ズル 的探偵小 説が 切

り捨 て て い っ た，しか し最 も根本的 な人 間 の 問題 の
一

つ ，「
な ぜ 人 は 犯罪 を 行 う の か 1 と い う問題 意識 に

沿 っ て 物語が 作ら れ て ゆ くの で あ る 。

14
こ の 問題意識

を，数 々 の作 品 の 中 で極 め て効果 的 に 追 究 す る こ とが

で きた 名人芸 こ そが ，
シ ク リャ レ フ ス キ

ーを ロ シ ア に

お け る こ の ジ ャ ン ル の 第
一

人者に した とい え る 。

　 し か し，同時代 の 知識人 た ち の 多 くは こ の よ うな シ

ク リャ レ フ ス キーの 独 自性 を認 め な か っ た 。 例え ば，

チ ェ
ーホ フ は 初期の 長編 《且paMa　 I［a　 oxOTe 》 （1884

85）で
「
わ が 国の 気の 毒 な読者た ち は ， も う とっ くに

一1〔〕6一
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革命前の ロ シ ア に お け る探偵小説の歴史か ら

ガ ボ リオ だ の シ ク リ ャ レ フ ス キ
ーだ の に飽 き飽 きして

い る」 と 登場 人 物 に 語 ら せ，
tS

エ ッ セ イ 《OCKO．IKH

MOCKOBCK 祕 NKM3HH 》 （1884）で は ，

「
殺 人 」

「
悲 劇」 な

どの 仰 々 しい タ イ トル を つ け た同時代 の 犯罪小説 の 氾

濫 を 嘆 い て い る。16
また 1881年 の

『
祖国雑記』 に お

け る 匿名の 書評 で は ，

「
思想や傾向」 の 欠如を非難さ

れ ，「
彼 は 『興 味 深 い 』 些事 を 面白 く語 り は す る が，

彼の 文学的使命は す べ て そ れ に と ど ま っ て い る 」 と冷

た く評 さ れ て い る。17 一
方，シ ク リャ レ フ ス キー

に 対

す る大 衆 の 評 価 を証 言す る直接 の 文献 は 残 さ れ て い な

い が，彼の 遺作 で 死後刊行され た長編 ／／HOBa ，n ｛e・r．ial｝

に 付 さ れ た 出版者 に よ る序文 （追悼的性格 を持 ち，作

家 の 略歴 と業績 が 記 され て い る ） の 次 の
…

節 は，知識

入の 否定的評価 が すべ て で は な い こ と を窺 わ せ る。
「
ロ シ ア 文学 に お い て ，彼 は，全 く新 しい ，彼以前 に

は 事 実 上 な か っ た 種 類 の 文 学 　 犯 罪 小 説

（yro，10BHbl曲 poMaH）や 犯罪記事 に 基 づ い た 物語 の 創 始

者で あ り，今 日に 至 る ま で ，い わ ば，わ が 国 に お け る

唯
一

の そ の 代表者で あ り 続 け て い る 」 。

1b
また 書 誌 学

者ル バ ーキ ン の 当時 の大衆読
．
者に つ い て の コ メ ン トは ，

お そ ら くシ ク リ ャ レ フ ス キ
ー

の 愛読者 に 通 じ る もの が

あっ た で あ ろ う 。

「
彼 ら は カ タ ロ グ を長 い こ と か き回

し，な るべ く恐 ろ し くて 凝 っ た タ イ トル の 本 〈…〉 を

探 す。〈
…

〉 あ る ペ ージ に 何 か
「
恐 ろ し い 』 事件 が 書

い て あ る の に 出 くわ す と ， そ の 本を 買 っ て ゆ くの

だ」
19
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一

方，
20 世紀初頭 に は ，全 く違 っ た タ イ プ の 探偵

小説
一 「

分冊 シ リーズ探偵小説 」
2° が ロ シ ア に 出現

す る。こ れ は
「
作者名 も明記 さ れ ず に 出版 され，図書

館 に もな い 独特 の 文 学」 （F ．ア ブ ラ モ
ーヴ ィ チ ）

t’1
で

あ っ た 。 主 人 公 と して 登場 す るの は，有名 な外国の 私

立 探偵 た ち で あ る。ア メ リカ の 有名な探偵社 ピ ン カー

トン 社 の 創始者をモ デ ル に した ナ ッ ト ・ピ ン カ ートン，

ダイ ム ・ノ ヴ ェ ル ズ の ヒ
ー

ロ
ー

，
ニ ッ ク ・カーター，

そ して シ ャ
ーロ ッ ク ・ホ

ーム ズが 三 大 ヒ ーロ ーで ，そ

の他 ， 日本人探偵 （OKa 畄目Ma ）， ドイ ツ人 探偵 （ppaab

CTarap．n），ロ シ ア 人 探 偵 （HyTH川 目）， 女 性 探 偵

（STe．lb　KレIHr） な どの シ リーズ もあ っ た 。

　体裁 は い ずれ も通常 の 書籍 とは 異 な り ，
32 ペ ージ

，

5 コ ペ イ カ （ナ ッ ト ・ピ ン カート ン ）， また は 48 ペ ー

ジ，7 コ ペ イ カ （ニ ッ ク ・カ
ーター

， ホーム ズ ） と

い っ た 廉価な薄 い 冊子 で ，扇情的 な 表 題 （『マ フ ィ ア

の 復讐．11
『
ホ ワ イ トハ ウ ス の 秘密 』

『
中国 の 偶像崇拝者

た ち』
『ポ ン ペ イ の 廃墟 の 黒 ミサ 』

『ピ ン カートン
， あ

の 世 に 行 く』
『猿 人 間 テ ィ ボ ・テ ィ フ 』 な ど） に ， 物

語 の
一

場面 を描 い た カ ラーの 絵 が 表紙 に あ っ て ，大 衆

の 購買意欲を そ そ っ た。各 シ リ
ーズ は 同

一
の 主 人 公

（探偵）で 統
一

さ れ ， 各分 冊 ご と に
一

話完結 の 話を収

録 し，定期的 に 刊行 され （通 常毎週），新聞 の 売 子 ，

キ オ ス ク，本屋 な ど で 販売さ れ て い た。1907年 に 刊

行が 始 ま り，1908年 に は最 高 の 発 行部 数 に 達 し，そ

の 後部数を落 と しつ つ も十月革命前 まで 発行 が 続 く♂

こ の 種 の 出版物 で 最 も有名だ っ た の が ，
ペ テ ル ブル ク

に あ っ た A．H ．ア レ ク サ ン ドロ フ の 《Pa3B．Ie・IeHHe》社

で ，

「コ

以 下 ， 同社が発行 した ピ ン カ
ー

トン
，

ニ ッ ク ・

カーター
， ホーム ズ の 冒険譚 を 中心 に 説明 して ゆ く。

　内容 の 点 で は ， 探偵の 名前 や 国籍 の 違 い は あ る も の

の ， どの シ リーズ も超人的な 知力 と体力の 探偵，若 く

て 有能 な助手，極 悪 非道 の 悪人 とい うパ タ
ー

ン は変 わ

らな い 。こ こ に は オ リジ ナ ル の 尊重 は全 くな けれ ば，

英米 の 古典的 な探偵小説 に あ る論理 的推理 の 要素 も，

シ ク リ ャ レ フ ス キ
ー

の 作 品 に あ っ た 心 理 分析的 な 要素

も な い 。基本的 に 前面 に 出て く る の は 追跡 ， 格闘 と

い っ た ア ク シ ョ ン の 要素 で あ る 。 例 え ば， 《IIIep．iOK

Xo部 1c，　HpHK．IK）ucl ｛He 　Ha 　ceBepe 》の
一場 面 を 見 て み よ

う。

「フ ラ ン ス 人 は，間髪を入れず猛獣 に 飛 び か か り ，

布 を巻 い た 左手 で相手の 喉をつ か む と，獣 の 心臓 に ナ

イ フ を何度 も突 き刺 した。熊 は何 回 か 侯爵 の 左手 を足

で 叩 い た が ， 厚 い 布の お か げで 骨 は傷 つ か なか っ た。

ほ と ん ど 続 け ざ ま に，倒 れ た 熊 を狙 う ガ リ
ー

の 2 発 の

銃声 が 聞 こ え た。し か し ， それ だ けで は な か っ た。鋭

い ，空気 を 引 き裂 く よ うな音が聞 こ え た か と思 うと，

ホ
ー

ム ズ の．正 確無比 な腕 が 投げた 投げ縄 が 獣 の 首 の 回

り を き つ く絞 め た。熊 は何度 か 痙 攣 した 挙句 ， ぐ っ た

り と体 を伸ば した 」

ユ4

　 こ の よ う に ア ク シ ョ ン を重 視 す る
「
分冊 シ リーズ 探

偵小 説」 は ，
シ ク リ ャ レ フ ス キ

ー
の よ うな 19世 紀 後

半の ロ シア の 探偵小説 の 流れを直接 に 受 け継 い だ とい

う よ り は，文 体 ・語彙 が極度 に 平易で ある こ と，表紙

に カ ラー
の 絵の あ る冊 子 と い う装丁，ま た そ の 絵が 物

語 の 説明 に な っ て い る点 な どか ら，む し ろ ロ シ ア の 伝

統的 な
’
ド層階級向 け の 文 学，い わ ゆ る

「
ル ボー

ク 文学

．（y60・IHaA ．cHTepaTypa 」
の 流 れ を 汲 む もの と い え る だ

ろ う。また 「
分冊 シ リーズ探偵小説」 の 登場 に 先行す

る 19世紀後半 の ア メ リ カで は，「
ダ イム ・ノ ヴ ェ ル ズ

dime　novels 」

三5
とい う下 層 階 級 向 けの 出版物が 大 量 に

流通 して い た 。 探偵の活
．
躍 を大 き く取 り上げた 内容 ，

表紙 に 物語 の
一

場 面 を描 い た 体裁 な ど，「
ダイ ム ・ノ

ヴ ェ ル ズ 」 は ，
ロ シ ア に お け る

「
分冊 シ リーズ 探偵 小

一ll）7．．．
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説」 の 誕生 に 大 きな 影響を与 えた と考 え られ る。だ が，

物語 の 中で ア メ リカ の 風俗 や 事情 が 説明 さ れ る場合が

あ る点 や，ロ シ ア に 当 て は ま る よ うな事情 をア メ リカ

に 当 て はめ て い る点 （例えば，ア メ リカ を舞台 に して

い る の に
， 社会 の 治安 を脅か す犯罪者 と して ロ シ ア 風

の ア ナーキ ス トや ニ ヒ リス トが 登場 す る 〉な ど を考 え

る と，ロ シ ア の
「
分冊 シ リーズ探偵小説 」 は基本的 に

は ロ シ ア人 が 書 い た オ リジ ナ ル
， ま た は 相当改 変 さ れ

た 翻案と考え る べ きで あ ろ う。

　 この よ う に
「分 冊 シ リーズ探偵小説」 は，伝統的 な

ル ボー
ク文学 を継承 し ， ダ イ ム ・ノ ヴ ェ ル ズの 影響 を

受けて 成立 した とい え るが ， そ の 独自の 特徴 を挙げれ

ば，次 の よ う に な る。

　 ダイ ム ・ノ ヴ ェ ル ズで は
．
西部 の 英雄 バ ッ フ ァ ロ

ー・

ビル や 探偵 ニ ッ ク ・カーターとい っ た 国民的 ヒーロ ー，

す な わ ち 国 民 的 な ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 象徴 の 創造 が 重

要 な 目標と な っ て い る の に 対 し，ロ シ ア の
「
分冊 シ

リーズ探偵小説」 で は，そ うした 愛国的志向 と は正反

対 の 外 国 人 私 立 探偵 の 冒険 が 優位 を 占め て い る。彼 ら

は ア メ リカ ， イ ギ リス ，
フ ラ ン ス ， イ タ リア ，

ロ シア ，

ハ ン ガ リー
， ア ル ジ ェ リア な ど を股 に 掛け ， 口本人男

爵，中国人 の 秘密結社 ， サ ハ ラ 砂漠 の べ ドウ ィ ン
， 黒

人奴隷，イ タ リア の マ フ ィ ア ，
ロ シ ア の ア ナーキ ス ト

や ニ ヒ リ ス ト と い っ た 国際色豊 か な悪役 た ち を追跡 し，

彼 ら と格闘 す る。そ こ に 見 られ る の は ロ シ ア 文学 の 伝

統 に は ほ と ん ど な い 俗悪なま で に 強烈 な エ キ ゾ チ ズ ム

で あ り，こ の 点 は ロ シ ア の フ ォ
ー

ク ロ ア や 歴史 を題材

に 好ん で 使 い ，あ る い は 題材 は 外国起源 （例 え ば騎 士

物語）で もしば しば ロ シ ア化 して しま うロ シ ア の 伝統

的 な ル ボ ーク 文 学 と も違 っ て い る評

　また従来の ル ボーク文学 と の 相違 は 科学 の 驚異 へ の

関心 とい う点 に も見 られ る。ロ シ ア 版 ホ ーム ズ は飛行

船 に 掴 ま っ て犯 罪 者 た ち を追跡 し （／／LUep，ioK　XOPMc．

TLi60・TH6，　 qe．，IOBeK 　 o6e3bHHa ／／），
ニ

ッ ク ・カーターは

レ コ
ードに 録音 さ れ た 証言 に 耳 を傾 け て悪 人 た ち を捕

ま え る （《HHK 　KapTep．　AMepHKaHcKH肩 ［Hep，，10K　X 〔｝pMc．

Φ〔）HorPact ］
・CBIIiLeTe ．lb》）。 そ の 他 ， 電話 ， 自動車 ， 電気

椅子，催眠術 な どの 当時の テ ク ノ ロ ジー
の 産 物が 小 道

具や 舞台背景 と して 用 い られ て い る こ と も多 い 。こ の

点，「
分冊 シ リーズ 探偵小説 1 は ， 科学 の 世紀 に 生 き

る 大衆の 関心 を反映 して い る とい え る だ ろ う 。

　 こ の よ うな i
．
分冊 シ リーズ探 偵 小 説」 を，当 時 の ロ

シ ア の 知識人 た ち の 多 くは 「
俗悪な もの 」 と し て 軽蔑

し，多 くの 教師や 親 た ち は学校 や 家で こ の 種 の 出版物

を読 む の を禁 止 した。

　 ロ ーザ ノ ブ
，

マ リエ ッ タ ・シ ャ ギ ニ ャ ン
，

レ フ 。ル

ン ツ な ど の 言及 も興味深 い が，
ユ7

知識人 の 中 で も正面

か ら 「
分冊 シ リーズ探偵小説」 を取 り一ヒげ論 じ た お そ

ら く最 も注 目す べ き 例 が チ ュ コ ーフ ス キーの 評 論

《HaT　HMHKepToll　 L｛ coBpeMeHHafl 川 TepaTypa 》 （1908）2s

で あ る。こ こ で彼が 「分 冊 シ リーズ 探偵小 説」 を 「都

市 の 叙事詩．亅 と表現 しつ つ
， 評 論 の前半 を映 画 論 に 費

や し て い る の は ， ほ ぼ 同時期 に 登場 した こ の 2 つ の メ

デ ィ ア の 類 似性 が 窺 え て 面 自 い （1908 年 に ロ シ ア 初

の劇映画 「ステ ン カ ・ラージ ン 』 が制作 ・
発表され て

い る）。 す なわ ち ，

「
分冊 シ リーズ探偵小説」 は，映画

と並 ん で 新 しい 時代 の 新 し い 都市 文 化 を体現 した もの

な の で あ る 。

　概 して
「分 冊 シ リーズ探偵小 説」 は ，教訓性や メ ッ

セ
ージ志向の 強か っ た革命前 の ロ シ ア 文学 の 中で は，

後 の ア メ リカ の ハ リウ ッ ド映画を思わせ る徹底 した 娯

楽性 を 最 も 強 く打 ち 出 し た も の で あ り，当時 の 大衆読

者 の 目に は極 め て 新鮮 に 映 っ た に違 い な い 。実際，彼

ら は
「
分冊 シ リーズ探偵小

．
説」 に 熱中した。「『

探偵 』

小説が ，そ れ 以 外 の 全 て の 種類 の あ りふ れ た ル ボ ーク

文学を圧倒して か ら も う 1年以 上 経 つ
。 それ は ， 通 り

や 新聞 の キ オ ス ク で ， 路面電車や 鉄道 の ．車内 で，控え

室 や 台 所 で ， 勉 学 に い そ し む息子 や 娘 の 部 屋 で，授 業

中の 学校の 教室の机の 下 で ， 学生 の手 の中で ， 時 とし

て ，大人 の ビ ジネ ス マ ン の 手の 中で ，
一

番の 愛 読書 の

位置 を 占め て い る 。 至 る と こ ろ，こ の 探偵小 説 ば か り

目 に つ く」 （H．ウ ェ リギ ン ）
N
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　 こ う し て 革命前 の ロ シ ア で は，一
方で は イ ギ リ ス ・

ア メ リカ ・フ ラ ン ス な ど の 探偵小説 の 影響 を受 け なが

ら，し か し，他方 で は独 自の 流 れ を 形成 し つ つ ，「
探

偵小 説」 が発 展 し た。こ の 流れ は
．
ト月 革命後 も形 を変

え て し ば ら く存続し た 。 そ の 1っ が ， 革命後の 1920

年 代 に ニ コ ラ イ ・ブ ハ ーリ ン が 提 唱 し た 「赤 い ピ ン

カートン 1〈paCHbiM　 MMHKePTOH」 と い う運 動 で あ る。

こ れ は ，
ブ ル ジ ョ ワ 探偵を ， 悪 の 資本家 と戦 う勇敢 で

利 凵 な労 働者た ち に 置 き換 えた 「
探偵小 説」 で，シ ャ

ギ ニ ャ ン ，カ ター
エ フ，エ レ ン ブ ル グな どが こ の 種 の

作 品 を 書 い た 。 し か し，
シ ャ ギ ニ

ャ ン の 《Mecc・

垣 e臥 》（1923．．25）以 外 は あ ま り成功 を収め ず，ネ ッ

プ期 の 終 わ り と と も に 消 えて ゆ く詳 ま た 十 月 革命 後

ロ シ アか ら亡 命 した 作家 た ち の 中 に は大衆小説作家た

ち も数多 く混 じ っ て お り）
コ 1

純粋 な娯楽小説が 書 き に

く くな っ た本 国 に 対 し，革命前 の 娯 楽 小
．
説 の 伝統 を

一

部受 け継 つ い だ の は亡命文 学 とい え る か も しれ な い 。

一108一
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革 命 前の ロ シ ア に お け る探偵小説の歴史か ら

しか し，必然的 に 読者 が 限 定 さ れ る 亡 命文学とい う舞

台で は，もは や 大衆小説は昔 日の 勢 い を取 り戻す こ と

は不 可 能 で あっ た 。
こ う して 探偵小説の 伝統は ソ連時

代に
一

旦 途絶 え，そ の 復 活 は第二 次世界大戦後を待 つ

こ と に な る の で あ る 。

　　　　　　　　　　（き ゅ うの　や す ひ こ ・放送大学）
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HaT　U耶 KepToH ，　KoPo川 ・　cblu 田 KoB ．　〔B 四 　　pc皿cT 〔｝Ha ；

　　Be、locH ”enMcT ・
”pHBMIIL

・
uHe ； B 囗oc ・le ［HHn 　 MoMeHT ；

　　FnyxoHeMo 前； 「He3 八〇　HpecT ぎIIHHKoB 　冂o几　Bono 角； 3amBoP

　　HerpoB ； 3a［
’
oBop 　叩 ec

「
rynHHKoB ； 3JoM　・lyx　Φ縄oBepl

’
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　　KaiiaToxOneU・”pecTyT！HHK ； MepTBeU 　 B　 6poHKccKoM　 I［apKe ；

　　OTpaBmeflHb【e　cTpe ．ib1； Hp 邯 雌 eHHe 　Ha 　φepMe 　Pgnep30H ；

　　冂｝
，Teu ．tecTBHe 　I［HIIKePTOHa 　Ha 　ToT 　cBeT ；　Cpe皿H　』b八〇B；

　　CaMoy6HhcTBo　SaHKHpa ；　CMepTb　B　Ka3apMax ；　CTpauユHblM

　　田 Ka Φ；TaMHCTBeHHb【M 凪 H」e幻

HHK　KapTep．　AMep” KaHcK 凾 田 cp・loK　XopMc・（B〈）Pb6a　3a　 TpoH ；
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　　Jl照 r
・JLmH）

1皿 ep 』 oK 　Xo 』 Mc．〔B、ly氷 皿ak）L瑚 e　oi1HH（，KpacHoro　6e・ooTal ｝；冫Ko川 ・

　　 πeLIHIIeMCKaH 　　CO6aKa ；　　KHTatiCKMe 　　HnO ．00HOK ．qOHHMKH ；

　　 HpHK．ua ”eH ｝1e　 Ha 　 ceHepe ； TH6 ・
・TH6 ，　 He・i・BeK 　 o6e3bHHa ；

　　 Tpai’enHfi　B ［IYCTh ］He ； （〕oK 〕3　 aHapxHcToB ；
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Uo6phia　P ．　Fe 脯 pyccKo1
馳
o ⊂blcKa 　M ・n・ilyTM．IHH ：PaccKa3bI

　 　 〔〕 ero 　noxo ＞KneH ］tHx．　KH ，　1−2．．M ．，　1990．

HaT 　l　l目HKepToH ，　Kopo，ib　cbl 皿 HK ⊂旧 ・PaccKa3b1・，M・，1994・

HaT　冂HHKepToH ，　KopoJlb　cbl 凵IMKoB ，　1
’
tte3no 　冂pecTynHHKOB　rlo皿
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　 He6eca ：　 H 〔PenPHTHoe　B （〕c叩 oH3HeneHHe 　H3naHHH 　1916 「．1．

　 注

1

筆者 の 旧稿 （久野康 彦
「

ロ シ ア σ）ホ ーム ズた ち （革命 前

　 の ロ シ ア の 探 偵 小説 に つ い て ）一．．一ア レ クサ ン ドル ・シ

　ク リ ャ レ フ ス キ
ー

と そ の 他 の 作 家 た ち 」 ，

　『SLAVIST 【KA 』 13 （1998）：1649 ） も参 照 。
こ れ は 当

　時 凵本 で 手 に 入れ る こ と の で きた 文献 の み に 基づ い て 書

　か れ た が，そ の 後ロ シ ア で 資料 を 収集 す る機 会が あ り，

　 本稿 は そ の 成果 を も と に 書か れ た。
≧
　CM，　 Abbott，　 Robert．　 Crime ．　 Police　 and 　Society　in　St・

　 Peters．burg ］866−1878 ！！Historian．1977．　November ．♪色40．

　P，70−84；Atu，ell，　Jr．，　John 　PV．　Judicial　Reform 　of　1864〃

　The　Modern　Encyclopedia 　ofRussian 　and 　Soviet　History　f

　Ed，亅osepb 　L．　 Wieczynski．　 Gulf 　 Brceze： Academic

　 Internati・ nal ，　t　980．　V ・L　15．　P．且46−150；〃Veissman，　Neil　B．

　 Police　Reft） rm 　in　Tsarist　 Russia 　／／　The 　Modern

　 Encyclopedia 　ofRussian 　and 　Soviet　History．】982．　VoL　28．

　 P，189一且95，
’

こ の 時期 の ロ シ ア に お け る 外国 の 探 偵小 説の 翻訳 に つ い

　 て は ，Pedim6n αm 　A ．八eTeKTMBHaA ．amepaTypa 　 H 　pyccKMM

　 l且HTaTe ．11，〔BT・pa・ II・．1・BHHa 　 XIX −Ha ・a．q・ XX 　 BB ・） 〃

　 KHHmHoe ／te．lo　B　PoccHM　Bo　BTopoM 　no，1〔｝BHHe 　XIX −XX 　BeKa ・

　 C60pHHK　HayHHb 匸x 　TpynoB ．　C冂6．，　1994．　Bb［［1．　7．　C．　126 ；

　 Veκ oe 　A ．∫1．冂 o．nH．　co6p ，　coq ．　H　I］Hce ”1：B30 −TH　T．　Coq．　M ．，

　 1975．T．3．　C．592 を 参照。
4CM ．　 Brooks，　 JeffreJ’．　 When　 Russia　 Learned　 to　 Read ：

　 Literacy　and 　Popular 　Literature．1861−19且7・Princeton　UP ・

　 1985； Pedim6nam　A ．　OT　BoBi・I　K　BambMoHTy．09epKH冂 Q

　 HcTopliH 　qTeF ［Msl　B　Pocc朋 BO　u
’
ropoM 　［IO・IOBHHe 　XIX　BeKa ・蝿・，

　 1991．
「
　Peim6nam 　A ．　yro．nyoBHbtM 　poMaH： Mem 皿y　npecTyHJeHHeM 　H

　 HaKa3aHHeM 〆／PyccKH葭yFo凋oBHb 頃 poMaH ．　M ．，1992．　C・5
−

　 6，
e

革命前の ロ シ ア の 探 偵小説 で は，概 し て論 理 的 な推 理 と

　 い う 要 素 が ほ とん ど重視 され て い な か っ た こ とに は注 意

　 す る必 要があ る。レ イ トブラ
ー

トは ，

「犯罪 だ けで はな く，

　　そ の 解明 も扱 い ，さ ら に 捜 査 の 過程 が，た と え そ れ が 物

　 語の 中心 で ない に し て も，作品 の 中で 重 要な 役割 を持 つ

　 文 学ジ ャ ン ル 」 とか な り広 い 意 味 で ael
・
eKTHB を 定義 し て

　　お り，当論文で も
「探偵 小説」 とい う用語 に 関 し て は 彼

　　の 定義 を 踏 襲 し て い る （f〕
θ伽 の α醒 　A．MaTePHanbl　 K

　 6H6π目orPa φHH 　PyccKol
’
o　A （）peBom 〔，uHoHHoro 皿eTeKTHBa ／／de

　　visu ・HcTopHKo −．［H’repaTypHbt 臼 H6 レ雪6」Horpa ΦHqe ⊂KHM 　HypHa ．1．

　　lgg4．3／4 〔15〕，（二．77）。また上 記文 献 に は ， 革命 前の ロ シ

　　ア の 探偵小説 の暫 定的 な リス トが 掲載 され て い る （C．78−

　　8D
。

了
シ ク リャ レ フ ス キーの 詳 し い 経 歴 に つ い て は，

　　〃 κ岬 θθ0磁 A ．A ．　 H ・ BaH 　 MeTma ・yro・nOBHbTM 　 POMaH ・

　　C 冂6．，　　1886．　C．　　且一V ；　SHuHK．qonenHuecKHti 　　c．loBaPb

　　〔BpoKray3・EφpoH ），　C「16．，　1903．　T．　78．　C ．　623−624；

　　Py ⊂cK 曲 6HorpaΦHqecK 順 c．loBapLi．　CM6 ．，191LT ・23・C・

一lo9一
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　 328−329　〔Reprint： New 　York ，19．　62）； Pea
’
m6aam 　A

　 ｛，PyccKHn　Fa60pF｛o・｝　 HMH 　yueHHK　JIoc’roeBcKoro ？　 1／

　 U工KJ 月peBcKh貢　A．　A．しITし，　TH）6y，・IH．nyo　K　y6H眞cTEyP “・1．，　1993，

　 C．5　i3；∫
〕
ei）
’
m6 ．・！am 　A．　H．［K朋 peBcK顧 A．　A．／／Pycc 甜 e

　 刪 caTe 朋 ．　 XIX 　 BeK ．　 BH6川 orPa ΦHqe ⊂ K 舶 c．loBapb ： B2 −
x

　 t
亅．fIlo4　pen．「1．　A ，　HMKo．oaelia ．2eH ：lfl．　M ．，1996．しL　2．　C．

　 423−425 を参照。
H
　（IBaPHHbKa 　 M　 ee　 cpc 八a・，， （，B　 qany ヨMUHCHtlalLHH ，），’・JLonrfl“，

　 “He 叩 o 田 ．iloel   
・
r爬 Tlil−・・の 5篇 。

り“
予 審判 事 ey，ne6Hh ］li　 c．oeAoBaTe ．lb”と は，］960年 に 従 来

　 の 問題 の 多 い 警察 に 代 わ り犯 罪 捜 査 を担 当 す る存 在 と し

　 て 新 設 さ れ た官職 で ，ロ シ ア の 初 期 の
「探偵 小 説 」 で は，

　 しば し ば探偵役 と して 登 場す る。
1［］
　 ・BcM ．ffhHoM　 noflo3pellHH ・，　 c・冫1（eHcK 餉 Tpyn ，・ （itp．　 Ha3Bal ｛He：

　 tlBepa 　 McTamuHa，｝），　 c・HcnoBe，lb　 cctsT．πbH 〔｝ilo・｝，　 ｛，　1〈aκ 漁 里目

　 冂o「H6aK 〕T？・k 　t，He4enoBcKHe，｝，｛tHepacKpbTToe 【1pecTy1 同 eH 阿 eレ｝，

　 1・Pa⊂cKa3 　 cyNe6E ｛o「c） c．leneBaTegm ，＞ taP．　 Ha3eaHHe ：

　 c・CecTpa，・〕，｛・PeKoBaF　cyab6a ・），‘，Y6MMcTBo 　MMpoB 〔＞F〔｝ cy 皿b”分，

　 ”CeKpeTHoe　c．le皿CT − te ，），　tsLITo 　no6ynH ．IU　K　y5繭 cTbyP 、）の 12

　 篇。
L1

　く，McTopMH　Z ・cKoro 　Ilomapa ，，，“KaK 　oH 冂pHHYflMJ　ce6A 　y6目Tb

　 ee：），，，　 ｛・1〈1｛H3b 　AMamaT・6eK・・，　・旧 el蜃paBFUbHh痢　 BepmIKT

　 v］PHcfiMHb［x，1，
，

・・HoBa” MeT 縄a・・，｛・PyccKM自 THu60pHo，

　 〈・y翻 cTBo 　6e3　c』e皿oB・い y 「〔1．IKFI・Tpy ［llo6Ho 「o　M 叩 a・い 》
厂
Tpo

　 noc ．ile　6a．qa）），（・111eHe．obHy．［ocb 　TellM〔〕e　qyBcTBo ，，の 10篇。
11LUM ・i”peecκ ude

’
　A ．　A ．　LITO 　 tiofiynH．，t〔｝ K　y6LtiCTBy？C．131．

1ユ
〃 k’．・mpeec κ adi 且」 、　HOBa” MeT ．肥 ．　C．301．

la

初期 の ロ シ ア の 探偵 小 説 に 強 い 影 響 を 与 え た フ ラ ン ス の

　 探偵小説 に も，こ 0）よ う な 犯罪者 の 心理 や過 去 に 対 す る

　 関心 は 強 く あ v た （そ の伝 統 は 後 の ジ ョ ル ジ ュ
・シ ム ノ

　 ン な どに も引き継 がれ て い る）。しか レ
．一’
方 で は，フ ラ ン

　 ス の 探偵小 説 は ロ マ ン ・フ ィ ユ トン と か か わ りが 深 く，

　 追跡，変装， 脱獄 な ど を盛 り込 ん だ 波 瀾万 丈 の プ ロ ッ ト

　 と情 緒的 な 語 り口 を特徴 と して い た。ロ シ ア の 探 偵 小 説

　 は こ の よ うな活 劇的要 素 は ほ と ん ど受 け継 い で い な い 。

　 19世 紀後 半の ロ シ ア の 探偵 小説 の 独 自性 は，犯罪心 理 に

　 対 す る関 心 を極 度 に 誇 大化 さ せ て 物語 を作っ て ゆ くと こ

　 ろに ある と筆 者 は 考 えて い る （ド ス トエ フ ス キ
ー

の
丁罪

　 と罰 」 （1866） は，西欧 の 探偵小 説の 観点 か ら見 る と 異質

　 で あ り，また 探 偵小説 の 枠に は 収 ま ら な い 複雑 な 作品 だ

　 が，犯罪者 の 心 理 へ の 注 目 とい う点 で は ロ シ ア の 探偵 小

　 説 の 先 駆 的 作 品 で もあ り，実 際 ドス トエ フ ス キ
ー

は シ ク

　 リ ャ レ フ ス キ
ー

な ど後 の探 偵小 説作家 た ち に 大 き な刺激

　 を与 え た ）。GM ，：松 村 喜雄 『怪 盗対 名探 偵。フ ラ ン ス ・

　 ミ ス テ リーの 歴 史．1，双 葉 文 庫，2000 ；．JIHTepa’rypttoe

　 Hac ・le皿CTBU ．　さM ．，　1973．　T．　86．　C．　429；　∫
）
edim6n α m 　A ．

　 ｛・PンCCK 陥 「
’
a60PHO ，＞ H．llH｝’veHHK ．JLOCToeBCKope？G．12．

1「
　　Uexoe 　A ．”．，IPaN・ia　Ha　ox 〔〕Te ！f　LlexoH 　A，1

．
1．1io．川 亅．　co6p ．

　 coLI．　H　HMceM ： B30 ．
TH　T．　Coq．

「
「．3．　C．244．

1t・
　YexoG　A．　ll　OcKQ』K回 M〔，cKOBcKO 藍HIM3HH （24　HQ 月6P月　1884

　 「．）〃 t
｛exoB 　A．冂．冂o．oH ．　c 〔〕6P．　co ・J．田 正HccM 　B ：30．　TH　ToMax ．

　 C 〔〕・LML
，
1975．　T ．16．　C．131−132．

卩
　 OTe，lecTBeHIJble 　3anHCKH ．1881，．Nら1，0T4，2，　C，83−84．

Is

　臨 〜即 θθσκ配遼 A ．　ノ1．　［tOBaH　MeT 、／Ta．　C．　［1．
1ワ
　∫

〕e （im6 ．iam 　　ノ生．　ノ1eTeKTHBna月　　，aMTepaTypa 　　；i　PyecKH 貢

　 q目TaTe 』b，　 C．　130 −131　よ り。
2°

こ 0）種 の 出版 物は 当時 《Bb旧 yCKゆ と呼 ばれ て い た （CM．

　 E ・ραω 6 諷 κ P ・八｝rTe 』 H，・lla〈・TaBLtLtKM ，　n。 STH ＿〃 KHHra　H

　 L
唱 TaTe 」 L，　　1900 −1917 ．　 BocHgM ｝IHa ” HH 　　同　　敢HeBHHKM

　 COBpeMeHHHK 〔匚B．｝1．，1999．　C ．135）D

ユL
ハ6pa” c）ea ・・t　 F．　B ．　BPt6川 〔〕TeKa

−−
fl．nfl　 9TeHMSt ！〃 KII囲 ・a　M

　 iJ ” TaTe ，，lb　 19（工0一亅91ア．　C ．141，
y．BrooksL ／qffreJ

’、　When 　Russia　Learned 【o　Read ．　P．366−367．
zl
　CM，　ffa．e64ifutj 　n．　日MHKepToH エ，BulHIIa 　，f／

’

　JI回TepaTyp 囗aH

　 3｝1LIHK．lolleilHH ！「t／［．　pen．　A ．　B．」【yHaqapcK凾．　M ．，1934．　T ．

　 8．C．645−649．
2a
　田 ［

・P．TOK　Xo．πMc．「IPレu（．川ouet ｛He　Ha　ceBepe ．　C，20，
ハ

2t．

tl

）呂

三り

186 〜1915 年の 問 に ア メ リカ で 発 行 され た 大衆 向け の 廉

価 な 出 版 物、CM．　Encyclopedia　ot
’
　Mystery　and 　Detection　f

Ed，　Chris　Steinbrunner　and 　Otto　Penzler 〔edilors
−in−chief ）．

London ： Routledg ¢ ＆　Kegan 　Paul、1976．　 P．125　126；

ノ〜eJ
’nolds ，ρuentin ．　Thc 　Fiction　Factory： From　Pu］p　Row

to　Quality　Street．　New 　York ： Random 　House ．1955 ；小鷹

信光 「ア メ リ カ ン ・ヒ ーロ ー伝説』，ち くま文 庫，2000．

ロ シ ア の 伝 統 的 な ル ボーク 文 学 に つ い て は，Brooks，

Jefrrey，　When 　Russia しeurned 　to　Read．　P．59．108を参照 ．

f，osa κoe 　B．　B．　 O　ce6e 　H　氷 H3HH 　CB 更，e曲．　M ．，　ユ990，　C ．274，
381 −383 ；1ノ

’
laeuκ HH ”t’f．（］．　LJemoi モeK　M　BpeM 月．　M ．，1980，　C．

405 −406 ；　．刀yκ舛 　＿’7．　ha 　：saman ！／！　」τyHu　JI．　BHe　3aKOHa ．

Tli・ecuT．　PaccKaこ3b犀．　 CTaThP1．　 CI16．，　199．1．　 C．205−．21・1．

Vyfi’o θcffad
’
κ 　HaT 冂 HHT ｛epTC 川 Ll　 c 〔〕Bl）ePt｛ettHafi ．πmepaTypa ．

M3n．2．e，，zono．1．　 H　HCIIpaH．　M ．，1910 に よる。

ノ
つ
θ彦〃z6泥α〃z　　A．　ノユeTeKT巨BHa 月　　』uHTepaTypa 　　H　　PyccKuM

UIITEITeL，lb．　 C．135 よ り。そ の 他，「

分冊 シ リーズ 探 偵 小

説 」 に 対 す る
一

般 読 者 の 反 応 に つ い て は ，1〈H｝tJ
・
aH

TIHTaTe ．1【、　1900 　［917 ．　C ．57 ，135 −137，　141　141 ；k
’
otμκ o

A ，　 φ．　OHePKil　yllo．，lnBHo ［
’
O 　MHpa 　uaPCKO銚　Pc）ce 凱H．

BOC阻〕M 月HaH 同月　6biB】1］巳ro 　Haモ1a』bl1UKa 　，N・10CKORCK
−
Oth　CblCKHO 角

　 tlOMIt［li”｛　 レ1　 ／］ELRe ，lyl｛）tllC，r ｛〕　 uccM 　　y「o、・IOBHh エM　　po3btCKOM

　 目 MfiepHH ．　M ，，1992．　T ．1．　C，54−60 を参照。
3t，

　 KpacHblli　 I［HJJKepTOH に つ い て は，　 H
’
a．・i　Eiqκ ti　u

’
　ll．

　 r
．
IHHKepToJJoBu［HHa ．　C．　648；　 Terras．　 Yicton　Detective

　 Story，・／，tt　Handbo⊂｝k 〔〕fRussian 　Literature！Ed ，　V ．　Terras．

　 New 　Haven： Yale　 UP 、1985．　 P．100； Stite，s，尺ichard，

　 Russiun　Popu！ar　Culture．　Entertainment　and 　Society 〜ince

　 t900．　Cambridge　UP ．1992，　P．4243 を参照。
コd

例 え ば，犯罪小説 （yFO．fiOBIIblM 　POMaH ＞ に 手 を染 め た作 家

　 と して は，イタ リア に 亡 命 した A ．AMφFlTeaTp 〔〕B （1862−

　 193S），ベ ル リ ン に 亡 命 し た H．卜1．　 Hpe［iTKO・5PC田 KOBCK 曲

　 （1874 ］943），リ ガ に
．
亡 命 し た Jl．　 K 〔）pM輔 （1976 ？）な

　 ど を挙 げる こ とが で き る、，

．− ll〔）一．一
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reepotuOv),7e:ts}t6eccadNstophipthi6

                                      gcyxHKo KIOHO

     "3  HCTOPHH  AeTeKTHBHOti  nHTePaTYPbl  B  nOPeBOn}OllHOHHOti  POCCHH

            (<(PyccKMth Fa6opHo,) A. -K""peBcKMth H  <{6poLuK)pbl  o cblLllMKax,> HaHa"a  XX  BeKa)

   Bo BTopon  "o"oBliHe  XIX-Ha-ane  XX  BeKa  B  Pocc"H -HpoKota  noHyJ"pHocThro  cpen"  Hmalomeg  fiy6rmKM

no"b3oBanacb  MaccoBa"  6eJ"eTpMcT"Ka (McTopHHecKMe, yro"oBHble, aBaHTropHo-np"KJIrogeHuecKMe  poMaHb[ H np,), xoTH

CePOnHfi  MHOPMe  M3 ee  aBTOPOB  nOgTH  3a6b:TbT. B HaUIen  CTaTbe  Mb[  aHa"H3MPYeM  IIP06.leMbl AeTeKTHBHOth  "MTePaTypbl

B  nopeBo"rouHoHHoM  PoccHH.

   neTeKTHBb], KoTopble  paccKa3b[BaK)T  He  To"bKo  o npecTyn.leHM",  Ho  M  o  npollecce  po3blcKa, no"BJfitoTcfl BnepBble

B  PoccHH B 1872 rofly  -  Hx  fiepBb]MM aBTopaMM  6btrm H. Ax-apyMoB, C. naHoB, A, llIKnfipeBcKuth. BcKope
                                                       U U

][poM3BeneHMA  gTope  }KaHpa  cTaHoB"Tc"  oHeHb  nofiyn"pHb]MM  B  pyccKoH  MaccoBoM  AHTepaType.

   CaMb]M "3BecTHb[M  aBTopoM  ,leTeKTHBHoM  [lpo3b[ B PoccMH Bo  BTopoM  no"oBMHe  XIX  BeKa  6b].( nHcaTe.[b

AneKcaHnp -K"HpeBcKHth (1837-1883). B  oTJMHMe  oT KtilaccHuecKHx npoM3BeneHMn  aHFJHncKoti M  aMepHKaHcKoth

.IXTePaTYPbl,  B KOTOPblX  OCHOBOta HHTPHFH  "BJfieTCfi  JOFUHeCKHth  aHanU3,  B fiPOM3BelLeHM"X  IIIKJIflPeBCKOFO YneJfieTCH

6o"bLuee BHHMaHMe  6Horpaq]HM H ncHxo"orMH  fipecTynHMKa  (gacTo M  ncHxoJorHH  caMoFo  cJenoBaTenH-paccKa3gHKa).

TeM caMhlM  oH cTpeM"TcH  oTBeTMTb  Ha  BegHbTti Bo[]pec:  noueMy  HedioBeK coBepllIaeT fipecTynJeHHe?  JIHTepaTypHaA

3JHTa,  KaK  npaBuJo,  oTHocHslacb  K ero npoH3BeneHM"M  xo-onHo,  Ho  y MaccoBopo  HHTaTe""  oH Ho"b3oBa"c"  c"aBoon

{tPyccKoro  ra6opHo}}.
   B  HayaJe  XX  BeKa  B PoccMH no"BH"cfi  HoBb]ta  THn  neTeKTHBa  

-
 {<6po-ropb]  o cbmlHKax)>.  FepoH gTMx

6potllDp -  TaKHe  M3BecTHbie  MHocTpaHHbTe  cbi-"KM,  KaK  HaT HHHKepToH, HHK KapTep, IIJep.qoK XonMc  H Ap. Ha sTM

[poM3BeAeHMA  6o"bLuue B.w"HHe  oKa3aJH  pyccKaH TpaflMuMoHHafi  ""TepaTypa  nn"  npocToro  Hapona  
-

 <tny6ogHaH

"HTepaTypa,)  
-

 H aMepHKaHcKa"  MaccoBa"  6e"JeTpMcTHKa {cdime  novels)},  onHaKo  pyccKHe 6pomuK)pb[ o  cbT-uKax

oTJHgaK)Tcfi  M  oT  nepBo",  M o'r BTopoti nHHaMvallHbTM []oBecTBoBaHHeM  (o6HJ"e cueH  c npecJeAoBaHMeM,  npaKoM  " np.),

"pKoil  gK30THKoti  H 6onbLuHM MHTepecoM  K  HoBHHKaM  
'rexHMKH.

 I'Io HauleMy  MHeHMro,  6pollmopb[ o cblLuHKax,  noAo6Ho

KHHO, KOTOPOe  nOilTM  OJLHOBPeMeHHO  nO"BMJOCb  B POCC"M, OTPaMaJM  HOBb[e TeHAeHllHH  B  FOPOJLCKOM  KYnbTYPe  POCCHH.

I<pHTMKH M nenarorH  "acTo  ynpeKanM aBTopoB  gTHx  6po[JILop B  t]ouJJocTH, Ho  MaccoBh[M  HMTaTeJh,  HaLue  Bcero

IuKonbHHKH,  yBneKaAMcb  MMH,  Bpo-ropHafi nMTePaTypa  AocTHF.la pacuBeTa B 1908 Fony,  a 3aTeM  ee  nofiyJ"pHocTb

tiecTeneHHo  yna.[a, xoTH  ny6nHKauHH  []pono">KaJ"cb  no 1917 rona.

   I'Iocne OKTfi6pbcKota peBo.qK)uHM, B  1920-x  roJLax,  TpaflHuMK}  nopeBoJK}uHoHHopo  neTeKTMBa  nponeJ)KaJ  {{KpacHblpt

l'IHHKepToH)> (Ha3BaHHbt" TaK  H. ByxapMHb[M), IIoJL Jo3yHFoM  KoTopOrO  coBeTcKHe  nMcaTeJM  nblTamMcb  nMcaTb

neTeKTMBb[, B  KOTOPblX  6YP)KYa3HOrO CbTLLIHKa 3aMeHMJH  CMeJble  H  YMHb[e  Pa60HHe. HO 9TOT  neTeKTMB  He  3aBOeBaJ

3HaHMTenbHoth  nofiyn"pHocTM,  M no  oKoHHaHHM  H3rla cKopo  "cHe3.  >l<aHp neTeKTHBa  cyLllecTBuBa.1 M B  JHTepaType

9MMFPaHTOB,  HO TPYAHa"  CMTYallHfi DMMPPaHTOB  nOMellJaJa  YCneLUHOMY Pa3BHTMK) neTeKTHBa  3a PY6eHCOM, H  PYCCKHe

nHcaTerm  nouTH  nepecTaJH  nMcaTb  neTeKTMBbl,  "oKa  He HacTylmno  Bo3pe}f(neHlie gToro  maHpa  nocje  BTopota MHpoBoM
  -BOHHbi.
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