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トゥ ル ゲ ー ネフ 『猟人 日記』 と風景面

粕 　谷　典 　子

　 ナ ボ コ フ や ク ロ ポ トキ ン は， トゥ ル ゲー
ネ フ の 作品

の 中に そ れ ぞれ絵画を見て い る 。 主要 な場面 を絵画の

一
場面 と して 視覚的に 想像 した り， 水彩 の風 景画や イ

ギリス の カ ン トリーク ラ ブ に 飾られ て い る小 さ な色 つ

き 漫 画 を 想 起 し て い る。1
こ の よ う な 見 方 を

』
軽視 す る

こ とが で き な い の は，トゥ ル ゲーネフ 自身，生涯 に わ

た っ て絵画 に 強 い 関心 を抱 きつ づ け，自 ら コ レ ク シ ョ

ン を 集め た り，若 い 画家た ちか ら作 品 に つ い て の 助 言

を求 め られ る ほ ど絵画 を見 る確か な 目を も っ て い た と

い う事実の た め で あ る 。

　 そ こ で 本論文 で は， トゥ ル ゲー
ネ フ の 絵画 と の 関 わ

り と
， ト ゥル ゲーネ フ 自身の 作品

『
猟人 日記』 に つ い

て の 分析 を通 して ，トゥ ル ゲ ー
ネフ の 作品 に い か に 深

く絵画の 方法が 取 り入 れ られ ，また そ れ が トゥ ル ゲー

ネ フ の 創作 に お い て どの よ う な意味を も っ て い た の か

を 考察 した い
。 こ こ で お も に 対 象 とな るの は，風 景 描

写 で ある。と い うの は，後述す る よ うに ，トゥ ル ゲー

ネ フ の 絵画 コ レ ク シ ョ ン の ほ とん どが風 景 画 で あ っ た

とい う こ との 重 要性 と， 風景画 が 19世紀 に な っ て 初

め て 社会的 な興 隆を 見た とい う時代的な特性が あ る た

め で あ る。ま た そ の た め，人物描写 よ りも風景描写 の

特徴の 方が 明確 で ，検討もし や すい
。 しか し， トゥ ル

ゲー
ネ フ の 作品 を解読す る と き， 人 物描 写 に つ い て も

絵画 の 方法 を用 い て 検討す る こ と は 大 き な可能性 を

もっ て お り， そ れ に 関し て も触 れ る こ と に な るだ ろ う。

1． トゥ ル ゲ ーネ フ と絵画

　トゥ ル ゲ
ー

ネ フ は 1838年，
20 歳 の こ ろ か ら頻繁 に

ヨ
ー

ロ ッ パ と ロ シ ア を行 き来した が ， そ の こ ろか ら各

地 の 美 術館 を 見 て ま わ っ て は ，ロ シ ア の 友 人 た ち に 感

想 を書き送っ て い た 。 絵画 に対 す る興味 は
，

そ の 頃 に

はす で に 明確 に な っ て い た よ うで あ る 。 しか し ， 実際

に コ レ ク シ ョ ン を 始 め た の は 経済 的 な余裕の で きた

1860年代後半 で あ っ た 。 ト ゥ ル ゲーネ フ は こ の コ レ

ク シ ョ ン を 公表せ ず ， ご く私的な集ま りの中で 身近 な

友人 た ち に 見せ る程度だっ た ため ，集 め られた絵画 の

全 て を把 握 す る こ と は 難 し い 。現 在わ か っ て い る の は

47点 ほ どで ， そ の う ち風景画が半分以上 の 30点 を占

め ， そ の 他に 人物の 背景 に 風景が 描 きこ まれた もの も

2 点 あ る。内容 は，テ オ ドール ・ル ソ
ー，カ ミ

ー
ユ ・

コ ロ ーな ど
， 当時社会的 な話題 を集 めて い たバ ル ビ ゾ

ン 派 とそ の周辺 に い た 画家 た ち や ， ドービ ニ ー
， クー

ル ベ
，

ブー
ダ ン など，バ ル ビ ゾン 派 に 続い て フ ラ ン ス

に 現 れ た 風 景 画 家，あ る い は サ ロ モ ン ・フ ァ ン ・ロ イ

ス ダール
， ダーフ ィ ッ ト ・テ ニ ール ス な ど 17世紀 オ

ラ ン ダ ・フ ラ ン ドル の 画家が 目立つ 。2 また晩年 に は，

パ リに 住 む ロ シ ア 人画家 た ち をあ つ め た ロ シ ア 人 画 家

協会 を 設立 し，精神的，経済的援助 に 努 め た り ，
パ リ

で 移動派 の 展覧会 を開 くこ と を 自ら企 画 して奔走 し ，

そ の 展 覧会 に 出品す る予定 の ク ラ ム ス コ イに，どの よ

う な絵 画 が フ ラ ン ス で は受 け入 れ ら れ る か を助言 し た

り して い た。また ， トゥ ル ゲーネ フ に 助言を仰 い だ 画

家 た ち の 証言も数多 く残 さ れ て い る。

　 こ の よ うに 生涯 を 通 じ て 絵画 と深 く関わ り続け た

トゥ ル ゲー
ネ フ だが ，

こ れ ら の 活動 は ト ゥ ル ゲーネ フ

自身の 創作活動 とつ なが っ て い た と思 わ れ る 。 トゥル

ゲーネ フ の 絵画 コ レ ク シ ョ ン を見た フ ラ ン ス の 美術評

論家 エ ミ
ール ・ベ ル ジ ェ ラ は ，

「 コ レ ク シ ョ ン の 数 は

そ れ ほ ど多 くは な い
。 しか し詩人 の理 想 の コ レ ク シ ョ

ン で あ る 。 風景画家がもっ と も多 くを占めて い る。そ

して こ れ は
， ト ゥ ル ゲーネ フ の 崇拝者 た ち に と っ て は ，

驚 くこ と で は な い だ ろ う。彼が 自然 の 風景 を描 く特別

の 才能 を もっ て い た こ と を知 っ て い るの だ か ら。∫ と

述 べ ，コ レ ク シ ョ ン の 内容 か ら即 座 に トゥ ル ゲーネ フ

自身の 創作 を連想 して い る 。 ザ ボ ーロ フ は さ ら に 具 体

的 に，「19世 紀 フ ラ ン ス 造 形 美術 の 作品の 膨大 な 奔流

の 中 か ら，ト ゥ ル ゲーネ フ は，原則 と し て ，内容や 雰

囲気 ， 手法が 自分 に 近 い もの だ け を 『選 び 出 した 』 の

で あ る。」

4
と 指摘 し ，

コ レ ク シ ョ ン の 傾 向を トゥ ル

ゲ
ー

ネ フ の 創作 の 方 法 と直 接結 び あ わ せ て 考 え て い る。

　一
方 ト ゥ ル ゲーネ フ 自身 も， 文学活動 と絵画 の 観賞

を意 識 的 に 関連付 けて い た。友人 へ 宛 て た 手紙 の 中で ，

トゥ ル ゲーネ フ は こ う述 べ て い る 。

「
文学 や ， あ ら ゆ

る芸 術 に 当て は ま る こ と は，絵画 に も当て は ま る。つ

ま り，全 て の 細部 を描写す る人 は ， 失敗す る の だ 。 た

だ 特徴的 な細部 の み を う ま くつ か め な けれ ばな らな い
。

こ の 点 に だ け才 能が あ る の だ し，創作 と 呼 ばれ る もの

さ え も，こ こ に だ け あ る の だ 。 」

5
文学と 絵画で は 同 じ

手法が 通用 し ， また同じ手法を使 っ て こ そ，どち らの
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芸術に お い て も う ま くい く と考え て い た の だ 。 こ の こ

と をもっ と具体的 に 表現 した 手紙 もあ る 。

「
居酒 屋 で

歌 くらべ が起 こ る ん だ。何人か ，独特 の 個性 を持 っ た

人た ち が い る 中で ね。ぼ くは こ の 人 た ち をテ ニ ール ス

風 に 描 き だ そ う と し た の だ 。 」 ［1−401 〜402 ］こ れ は

『
猟人 日記』 の な か の

「

歌 うた い 」 に っ い て 言 っ た も

の で あ る。トゥ ル ゲーネ フ が 小 説 を創 作 す る際 に ， 絵

画の イメ ージ を思 い 浮 か べ て い た だ け で な く， 具体的

な 画家や そ の 手法を踏 ま えた 確固たる 方法論 を頭 の 中

に もち なが ら進 め て い た こ と が わ か る。

　興 味深 い の は，こ の よ う に 文 学 と絵画 を平 行 し て 論

じ る こ とが で き る の が ， トゥ ル ゲ ーネ フ に 限 っ た こ と

で は な い と い う点 で あ る 。 マ リオ ・プ ラーツ は ，
19

世紀 ほ ど文学 と絵画が 同 じ 問題意識や 方法 論 を共 有 し

て い た 時代 は な か っ た と指摘 し ，

「
画家 た ちが 自分 の

描 く人物た ち に心 理 学的解釈 を与 え よ うと して 文学者

と競 っ たの と は逆 に，文学者た ち の 方 は何 とか絵の よ

うに 描写 し よ う と腐 心 し た。」
6

と 述べ て い る。人 物 描

写 に 限 らず，自然や室内など風景描写 に お け る細部の

精密な書き込 み や名 もない 人 々 に 着目した群衆表現な

ど に も， プ ラ
ー

ツ は 共通 点 を 見出 し て い る。トゥ ル

ゲーネ フ が 自 らの 創作 と絵画を結び つ け て 活動 して い

た こ とに は こ う した時代的 な背景 が あ り，トゥ ル ゲー

ネ フ 個 人 に お い て偶 然起 こ っ た こ とで は な い とい え よ

う。

　 また ， ト ゥル ゲー
ネ フ と絵画 と の か か わ りに は も う

ひ とつ ，当時 の 時代 を直接反映 した 特徴が ある。トゥ

ル ゲーネ フ の 絵画 コ レ ク シ ョ ン の 中心 で あ り，トゥ ル

ゲーネ フ 自身が
「
近年の フ ラ ン ス の 風景画家

一
疑 い な

く世界 で も っ と も素晴 ら しい 」 ［10
−272 ］と言 っ た バ

ル ビ ゾ ン 派 は，先述 し た よ うに，当時の フ ラ ン ス 社 会

で大 きな話題 とな っ て い た もの だ っ た 。
バ ル ビゾ ン 派

とは ， 1830年代後半 か ら フ ラ ン ス の ， 主 に バ ル ビ ゾ

ン 村 で 制作 を した 画家た ち の 総称で あ る。19世紀初

期 の イ ギ リス の 風景画家 コ ン ス タ ブ ル に 触発 さ れ ， 村

の 近 辺 で 見 られ る ご く身近 で 日常的な風景を，屋外 の

光 の 下 で ， 見 えた ま まに 忠実 に 描 こ う と した。それ 以

前，風景画 自体が 独 立 した ジ ャ ン ル と して は価値 を低

くみ な さ れ ， また 風景 はイ タ リア の もの が 理 想 で あ り ，

ア トリエ で 入念 に 構成 を練 っ て描 か れ るの が常識だっ

た こ と を ふ ま え る と，イ タ リア以 外 の 自国 の 身近 な風

景 を，写生 の よ うに 現実 に 忠実 な構成 で 描 くこ と は 画

期 的 な こ とだ っ た 。 そ の た め ，
バ ル ビ ゾン 派が 活動 を

始 め た 初期 の 頃 は ア カ デ ミーに 受 け入 れ られ ず ，
バ ル

ビ ゾ ン 派 の 中心 的存在 だ っ た テ オ ドール ・ル ソーは サ

ロ ン の
「
落選 王 」 と揶揄 され た ほ どで あ っ た 。 しか し，

時代 の 空気 を と らえた絵画 は次第 に評価 され る よ うに

な り， 1849年 に は ジ ュ
ー

ル ・デュ プ レ ，50年 に は

デ ィ ア ズ ， そ し て 52年 に は ル ソ
ー

と，バ ル ビ ゾ ン 派

の 画家た ち が 立 て 続 け に レ ジオ ン ・ドヌ
ール 賞を獲得

し て ， 社会 的な評価 が 確立 し た。トゥ ル ゲーネ フ は

1847年か ら 50 年 の 6 月まで ，年間を通 し て主 に パ リ

に 滞在 しな が ら 『
猟人 日記』 の 執筆 に 当た っ て い た 。

バ ル ビ ゾ ン 派の 動向を，ま さ に 身近 に 見知 っ て い ただ

ろ う。また ，
バ ル ビ ゾ ン派 と並 んで トゥ ル ゲーネ フ の

コ レ ク シ ョ ン の 中 心 に な っ て い た 17 世 紀 オ ラ ン ダ ・

フ ラ ン ドル 絵画 は，バ ル ビ ゾ ン 派 の 画 家 た ち が 模範と

し，模写な ど を行 っ て い た もの で ある。トゥ ル ゲーネ

フ が 方法論を研究 して い た の は，こ の よ うに ，当時 の

時 代 を牽 引 す る絵 画 だ っ た の で あ る 。

　以上 の こ と か ら， トゥ ル ゲ ーネ フ と絵画 ， トゥ ル

ゲ
ー

ネ フ 自身 の創作 と絵画 との 間 に は深 い 連関が み ら

れ る こ と が わ か っ た が，そ れ で は 具 体 的 に ，トゥ ル

ゲーネ フ の 作品の 中 に ， ト ゥ ル ゲー
ネフ が 研究 し て い

た絵画 は どの よ うに 現れ た の だ ろ うか 。 トゥ ル ゲー
ネ

フ の 作品 と トゥ ル ゲーネ フ が関心 を もっ て い た絵画 と

を 具体的 な手法 に お い て 比 較す る研究 は ， すで に ピガ

リ ョ
ーフ が 断 片 的 に 行 っ て い る♂ し か し． そ こ で は

ロ シ ア 文学 の流 れ の 中の
一

つ と して触 れ て い るに す ぎ

な い た め ，そ の よ うな 方法論が トゥ ル ゲーネ フ 自身の

創作 に と っ て どの よ うな 意味をもっ て い た の か が 明ら

か に さ れ て い な い
。 そ こ で 本論 文 で は，『

猟人 日記 』

に お け る絵画 の 手 法 を分 析す る こ とで ， ト ゥ ル ゲーネ

フ の 創作の 中 に お い て 絵画が もつ 意味 ， また時代との

結 び つ き を明 らか に して い きた い。

2．『猟人 日記』 に おけ る 風 景画 の 手法

　先 に 引用 した トゥ ル ゲーネ フ 自身 の 手紙 に もあ っ た

よ うに ，トゥ ル ゲーネ フ は 絵画 を単 な る娯楽 と して考

え て い た の で は な い
。 画家の ア トリエ で 見せ て もらっ

た り，幾度 も美術館 に足 を 運 ん で 丹 念 に研究 し た り し

て 絵画 の 方法を学び，そ れ は文学 に も生 か せ る ， 文学

で も同 じ手法 を使うべ き だ と 考え，
そ れ を実践 し よ う

と して い た 。 トゥ ル ゲーネ フ 自身 は そ れ らの 方法 に っ

い て ， 詳し く述べ て は い な い 。 そ こで こ こで は，視点

の 問 題 気 象，生 物 とい う 3 点 を取 り上 げ て 考察 した

い 。視点 の問題 は さ らに遠近法 ， 視点の移動 ， 異 な る

時間 とい う 3 つ の 方法 に 分 け る こ とが で き る。こ れ ら

の 特徴 が ， ト ゥ ル ゲ ーネ フ の 創作 と絵画 の 関係 を 明 ら

か に す る の に 役 立 つ だ ろ う。
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トゥル ゲーネフ 『猟人 口記』 と風景画

（1）視点の 問 題

i） 遠 近法

　近代的 な 風 景画 の 条件 の
一

つ は ，「
本物 ら し く」 見

え る こ と で ある。そ の た め に は，画面構成 に お い て 前

景 ， 中景 ， 後景 とい う空間の つ なが りが 自然で ， 見 る

者 に 違和 感 を与 え な い も の で な け れ ば な ら な い 。画家

た ち は，風景 を 見 る視点の 置 き 場所 を様 々 に 工 夫 し，

画面の中で視線を滑らか に移動させ て 見て い けるよ う

な 構図 を 実現 し よ う と 試 み た ♂ 遠 近 法 の 方 法 論 は現

在 で も検討 が 続 け られ て お り，一言 で 表 す の は難 しい

が ， 基 本 に あ る の は ， 画 面の 外 に あ る ， 固 定的 な視点

を もつ
一

人 の 人間 を基点 に，座標 の 網 の 目に の っ て も

の の 相 互 関係が 客観的 に 決定 さ れ る とい う点 で あ る。9

こ の 方法で は，風景 の 中 に 位置 す る対象物が 相互 比 例

的 に 縮小 さ れ て い くた め ， 前景 か ら後景 まで の 画面 の

移行 が 滑 らか に つ な が っ て い くの で あ る。美術研究家

の ケ ネ ス ・ク ラーク に よ れ ば，
バ ル ビ ゾ ン 派 の テ オ

ドール ・ル ソーは，厳格 な正面遠近法を守 っ て い る 。

（図版   ） ル ソ
ー

は ト ゥ ル ゲーネ フ が もっ と も好 ん だ

画家の
一

人 で あ る。

　 こ の よ うに 近代 の 絵画自体 に お い て 遠 近 法が 重 要 な

意 味 を も っ て い た が ，

『猟 人 日記 』 に も遠 近 法 的 な視

点 を前 提 に した 表 現 が 見 られ る。

1　CH 江e魂　M　［
’
nH 皿e．1　KpyrOM ，　 H　C調yLuaul．

私 は 座 り込 ん で あ た り を見 回 し ， 物 音 を聞 い て い た。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 「あ い びき」
田

　
「
あ い び き」 冒 頭部分 の こ の

一
節 は，白樺林 の 中に

座 り込 ん で 林 の 中で 景色が 刻 々 と 変わ る 様子 を眺 め て

い る
「
私」 に つ い て ，ご く簡潔 に 触 れ た もの だ が

， 風

景 を見 る人物の位置す る地点 が 明確 に特定 され ， 遠近

法の 基本的 な 条件 で ある視点 の 固定を表 し て い る 。こ

の 視 点 を基 準 に し て ，前 景 か ら 後 景 ま で が 区別 さ れ ，

遠近 法的視線の 移動が 可 能 とな る。こ の よ うな距離の

区別があ る線遠近法的な描写 は，『
猟人日記』 で は多

く見 られ る 。

　 BoH　3a 　po皿 e員皿epeBHfi ；BoH 　rlo几a調 bule 皿Pyra只 c6e 』o抗

uepKoBb ｝o，　BoH　6epe30Bbl画　．［ecoK 　Ha 　rGpe ；　3a　HMMH

60．ioTo ，　KyAa 　Bb ］ e 江eTe ．．．

　 ほ ら林 の 向 こ うに 村が ある 。少 し遠 くに は 白い 教会

の あ る別 の村だ。あち らに は 山の 上 に 白樺 の 小 さな森

が あ る。そ れ らの 向 こ うに は こ れ か ら行 く沼が あ る……

　　　　　　　　　　　　　　　 「
森 と草原 」 ｛383｝

　馬車で 平原 を移動 して い る
「
私」 の 目に 入 っ た もの

が，それ ぞ れ の 位置関係 を 明確 に し なが ら，前景 か ら

中景，後景 へ と視線 の 移動 に 伴 っ て 語 られ て い く。ま

た ， 遠 くの もの ほ ど輪郭 が 不 鮮明 に な り，色彩 が ぼ や

け て 見 え る とい う空 気遠 近 法 に 近 い 描 写 もあ る。

　 BoT ．laJelJhe　 TeMHeK ）T ．leca ，　 cBepKaH 〕T ”py皿bl，

H〈e．ITeKOT 皿epeBHH ；

　遠 くに 森 が 黒 く，池 が 輝 き，村が 黄色 く見 えて い る 。

　　　　
「
タ チ ヤ ーナ ・ボ リーソ ヴ ナ と そ の 甥 」 ｛199｝

　近 くで 見 れ ば黒 くは 見 えな い はず の 森 や ， 黄 色 とい

う
一

つ の 色 彩 で 統
一

され て はい な い は ずの 村 が ，遠 く

か ら見 て い るた め に
， 輪郭 は 曖昧 に な っ て そ れ ぞ れ が

ま と ま っ た 色彩 の か た ま D の よ う に 感受 され ， 色 も

木々 や建物 な どの 物 そ の もの の 色とい う よ りは ， 光な

ど の 作用 で ぼ や け て 違 っ た よ う に 見 え る感 覚 が，見 え

方 そ の ま ま に 表現 さ れ て い る 。 概念 に よ る対 象の 構築

あ るい は修 辞 を排除 した，非常 に視覚的な描写で ある。

　これ らの描写は い ずれ も ， 遠近法 の見方を踏まえて

な され た もの で ある と 同時 に，視覚的に 明確 に 想 像 さ

れ る絵 画 的 な 性 質 を も っ て い る と い え る だ ろ う 。

『猟

人 日記』 に お い て 絵画の 手法が 取 り入 れ られ た の は ，

絵画 そ の もの と して で はな く，
こ の よ うな 個々 の 描写

の 手 法 に 浸透 して い るの で ある。

ii）視点 の 移動

　遠近法 は確 か に 重要な 要素で は あ る が，『
猟人 日記』

で は ほ か に もさ まざ まな 視点 の 取 り方が 試 され て い る。

地 誌的 な 要素 の 強か っ た 17 世 紀 オ ラ ン ダ ・フ ラ ン ド

ル の 風 景 画 で 取 り入 れ られ て い た方法 も，そ の
一

つ で

あ る。17世紀 オ ラ ン ダ ・フ ラ ン ドル で は，画 家 た ち

は
一

般的 に 地図の 制作方法 を知 っ て お り ， 実際 に 測 量

技師 と協力 し て 地 図 や 図 面 を作成 す る者 も い た，ス

ヴ ェ ト ラ
ー

ナ ・ア ル パ ース は，こ の よ うな 状 況 の 中 で

画家 た ち は絵画 で も地図的 な構図や表現 を土台 に した

と指摘し ， そ の よ うな 風景画を
「
地図的風景」 と名 づ

けて い る。11
こ の 地 図 的 風 景 と は，地 図 の 制作 と 同 様，

土 地 の 姿 を測 量 す る よ う な 見方 に 基 づ き，全 世界 を 同

じ尺 度 で 測れ る計測的，数学的 な風景 で あ る 。 こ こ で

は視点 は，測量 が様 々 な地点 の 間 の 距離を測 りあ うた

め，地 点 ＝ 視 点 が風 景 の 内 部 に 取 り込 まれ，風 景 の 中

を移動 す る。つ ま り遠近法 が
一

つ の視点 を明確 に 位置

付け固定す る の に 対し ， 地図的風景 で は，風景 の 中の

複 数 の地点 に 視点が 存在 す る の で ある。『
猟人 日記』

で も こ れ らの 特徴 を持 っ た 描写 が 見 られ る 。
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粕谷 典子

　 yMHorHx　pyccKHx　peK，　Hanono6He 　Bo』r目，　onMH 　6eper

ropHblh ，　 且pyro凾　 myroBoh ；　 y　　XcTbT　 To ＞Ke ．　 ∂Ta

He60dibLuaH 　peuKa　BbeTcA 　upe3Bb 【qaMHo 　冂pHxoT』MBe
，

no 諏3eT 　3MeeH ，　 HH 　Ha 　rloJIBepcTb 【 He 　 TeqeT 　rlpHMO ，　 H 　B

HHoM 　MecTe ，　 c　 Bb ［coTb ［KpyTeFo 　xoJIMa，　BHJtHa　BepcT 　Ha

皿ec 月 Tb 　c　cBoHMH 　n．leTHHaMH ，　Hpy 皿aMH ，　MeJ ［bHHUaMH ，

oFepo 皿aMH ，　 oKpy ＞KeHHb 【MH 　 paKMTHHKoM　 M　 FycMHb 匸MH

CTanaM 目．

　 ロ シ ア の 多 くの 川 は，ヴ ォ ル ガ と 同 じ よ うに ，一
方

の岸が高く， 山 に な っ て い て ， も う
一方が 低 く， 草原

に な っ て い る。イ ス タ川 もそ うで あ る。こ の小 さな 川

は，か なり奇妙 に くね り，蛇 の よ うに 這 っ て い て，半

ヴ ェ ル ス タ も ま っ す ぐ に 流 れ な い か と 思 え ば，別 の と

こ ろ で は ， け わ しい 丘 の 上 に 登 れ ば ， 10ヴ ェ ル ス タ

ほ ど に も渡 っ て，川 に沿 っ て連 な るい くつ もの堤防 ，

池，製粉所，そ し て 柳の 茂 み や ガ チ ョ ウ の 群 れ に 取 り

囲 ま れ た 菜園 ま で 見 え る の だ。

　　　　　　　　　
「
エ ル モ ラ イと粉屋 の女房 」 ｛25｝

　 こ こ で は，測 量 で 測 れ る 計測 的，数学的特徴 が，半

ヴ ェ ル ス タ や 10ヴ ェ ル ス タ と い う具体的数値を用 い

た表現 に 現れ て い る。また イ ス タ 川 に つ い て 説 明 す る

た め に，ロ シ ア 全 土 で 共通 し て 見 られ る地形 に 触 れ て

い る が ，
こ の よ うに

一
括 し て 説明で き る 風景 も，全世

界 を 同 じ尺 度 で測 る地 図 的 風 景 の 特徴 とい え る 。 さ ら

に 視点 は，川 が蛇行す る地点や 遠 くまで 見通せ る地点

と い う よ う に，風景 の 中で 複数 の 地点 を 取 っ て い る 。

アル パ ース の
「
地図的風景」 の諸条件 をみ た す 風景 と

い え よ う。

　 さ ら に別 の 方 法 と して ，複数 の 視点 を独立 し た 点 と

して取 るの で は な く ， 風景 を見 て い る人物が 移動す る

の に した が っ て ， ひ とつ の 視点自体 が風 景 の 中を移動

し て い く こ と を反 映 し た 風景 も，『
猟 人 日記』 に は見

られ る 。

　从oJoAbie 　oT冂pb匸cKM，　eU皿e　He 　ycneB田 He 　BbTTHHYTbcH

Bb［田 e　 ap田 HHa ，　 oKpy ）Ka川 　cBoHMH 　 ToHKHMM ，　 rnaAKHMH

cTe6eJlbKaMH 　HOqepHeB 田He，　HH3KHe 町HH；＜．．．＞3eMJgHMKa

nycKaJa 　no 　HHM 　cBoH 　po30Bb【e　ycHKH； rpH6br 　 TyT 　ΣKe

TeCHO 　 CHAeJH 　 CeMbHMM ．

　 まだ 1 ア ル シ ン 以上 に 伸び て い ない 若芽 の ほ っ そ り

した な め らか な茎が ， 黒 ずん だ 低 い 切 株 を取 り巻 い て

い た。〈
…

〉 イチ ゴ が 切株 に 沿 っ て 赤 い 蔓を伸ば し て

い た。キ ノ コ はす ぐそ ば に 群生 し て び っ し りと生 え て

い た 。

　　　　
「
ク ラ シーヴ ァ ヤ ・メーチ の カ シ ヤ ン」 ｛122｝

　 こ の 部分 は，足 元 に あ る小 さ な 自然 に つ い て ， 微細

な描写が 続 く場面 で ある。主人公の
「
私」 が 森の 中を

「
長 い こ とぶ ら つ い て い た 」 と 述 べ た 後 に く る た め，

ピガ リ ョ
ー

フ は， 状 況 か ら考 えて こ の 描写 の 細密 さ は

全 く理 に か な っ て い る と指摘 して い る。IZ
長時間足 元

を眺め なが ら歩 き 回 っ て い た た め に，そ れ だ け 多 くの

事柄 が 目に 入 り， それ が 描写 に 反映 され て い る と考え

た の で あ る 。
こ の よ う な ， 視点の 持 ち主 が どの よ う に

もの を眺 め た の か と い う時間的，物理 的状況 を，描写

自体が 反映す る とい う考え方は非常に興味深 い
。 目の

前に 実際 に あ る もの か ら目 を そ ら さず，現 実 に 即 し て

描写す る と い う トゥ ル ゲーネ フ の 創作姿勢を如実 に 示

して い る か らで あ る。や は り現実 に 即 し て 風景 を 見 よ

う と した バ ル ビ ゾン 派 の 姿勢 に 通 じ る もの で あ る 。

　 こ の よ うに，『猟人 日記』 に お い て 視点 の 取 り方 は

一
つ に 限定 さ れ て い な い 。そ れ が ，風 景 を様 々 な 角度，

方法で 切 り取 る 可能性 に つ な が り，『猟人 日記』 の 多

彩な描写を生み出して い るとい えよう。

iii＞ 異 な る 時間

　 こ こ まで 同 じ風 景 の 中で の 視点の 位置 に つ い て 見て

きた が ， 別の 面 で の視点 の取り方 もあ る 。 そ れ は ， 同

じ風景 に対 して
一

日の 中で の 異 な る時間 ， あ る い は
一

年 の 異な る 季節，異 な る 天 候 の も と で 見比べ る視点で

あ る 。
こ の 見方 は，と りわ け 19世紀 の 風景画 に お い

て大 きな特徴 とな っ て い た もの で あ る 。

　 19世紀初頭，フ ラ ン ス で 最初 に 近代的 な風景画 理

論 を 唱 え た ア カ デ ミーの 教授 ヴ ァ ラ ン シ エ ン ヌ は，同

じ風景 を
一

日の 中 の異 な る時間 に描 くこ とで ， 光 が 違

うと風景 も違 っ た 見 え方をする こ とに 注意を促 し，光

の 効 果 を追 求 す る よ う に と 説 い た 。
t3

ま た イ ギ リ ス の

風景画家コ ン ス タ ブル も ， 空 に よ っ て 画面全体 の 光 と

色調 が決 定 され る た め，風 景 画 で は 空 の 役割が もっ と

も大 き い と述 べ て い る。14
コ ン ス タ ブ ル は実 際，空 と

雲 だ け の 習作 を時間や 季節 をか え て 何枚 も 描 き，カ ン

バ ス の 裏 に そ れ を描 い た 日付 と時間 を 記録す る な ど，

自然 の 移 り変わ りに こ だ わ っ た 研究を した。外光 の 下

で 見 え た風 景 に 忠 実 に 描 くこ とを 目指 した バ ル ビ ゾ ン

派 も， 時間に よ っ て変わ る光や 空気の表現 に 敏感だ っ

た 。 ル ソ
ー

は，同 じモ チ
ー

フ，構図の風景 を様々 な異

な っ た 光 の 下 で 描 き 分 け，20枚 も の 連作 に し た。

デ ュ プ レ も ， 同 じモ チー
フ で 朝 と夕暮 れ とい う異な る

時間 の連作 を描い た。（図 版   ）

　
一

方
『
猟人 日記』 で も，同 じ風景 が 時間 に よ っ て 異

な る印象を与 え る 様が 克明 に 書 き分 け られ て い る。

BHyTpeHHocTb　 poLLIH，　 BJaHHoM 　 oT 　 AoMKnH ，
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ト ゥル ゲー
ネフ 「

猟 人 日記 』 と風 景画

6ecnpecTaHH⊂） H3MeHH ．laCE，
，
　cMOTPH 　rl〔〕 T〔〕My

，
　cBeTHJo ．IM

co ．flHL工e　MvlH　3aKpblBa ．locb 　o6 ．iaKoM ；oHa 　TD 　o3apH ．lacb 　Bc 月，

cJloBHD　B皿pyF　B　He前　Bce 　y．lbT6HyJIOCb：　〈．．．＞　To　B且pyF

o 冂slTh 　 Bce 　 KpYrOM 　 c“lerKa 　 cLIHe ．［｛〕：

　林 の 中は ， 雨 で 湿 っ て い た が
， 太 陽 が 出 て い るか

，

雲で 隠 れ て い るか で ， 絶 え ず変化 し て い た 。 あ る と き

は 全 体 が 照 ら さ れ て，ま る で 林 の 中 の す べ て が 急 に 微

笑 ん だ か の よ うだ っ た 。 〈…〉 また あ る と き は ， 急 に

周 りの す べ て が再び青ず ん だ よ うに なっ た。

　　　　　　　　　　　　　　　
「
あい び き」 ｛260｝

　他 に も 「べ 一ジ ン 草原 」 で 同 じ草原 の 夜 と朝 の 景 色

を対比 させ て描 き分 け た り，「
森 と草原」 で

一
年 の 季

節 ご と の 自然 の 変化 を追 うな ど，時間や 天 候 に よ っ て

変 わ る 風景 は
『
猟人 日記』 に 多 い 。19世紀風景画家

た ちが 試 み た の と 同 じ もの を，トゥ ル ゲー
ネフ もまた

追 っ て い た の で あ る。

（2）気象

　作為的 な 構築 を 排除 し て，目 に 見 え た ま ま を 描 く と

い っ て も， 風景画家た ち は単純に そ れ が 可能だ とは考

えて い な か っ た 。見 えた もの を正 確 に 描 き 写 す に は ，

様 々 な現 象 を 見分 け る正 確 な知 識 が 必 要 だ と考 え て い

た の で ある。空 の 習作を繰 り返 した コ ン ス タ ブ ル は，

元来気象学 に 興味を持 っ て お り，1820年 に 出版 さ れ

た ル
ーク ・ハ ワ

ードの 著書
『

ロ ン ドン の 気候』 を愛読

して い た 。 知 覚 だ け に 頼らず ， 客観的な 知識を も踏 ま

え て絵画 を制作 して い た の だ 。

　 「猟 人 日 記 』 で も，気象 に 関 す る トゥ ル ゲーネ フ の

知識 は風景描写 の 随所 に 現れ て い る。

　 BTaKHe 皿HM 氷 ap 　6b［BaeT 　HH 〔〕「皿a　BecbMa 　cH．leH
，
　HHor 皿a

双a 岡Ke 　（（rlapHT 》＞ no 　cKaTaM 　Ho 』 eM ； H 〔〕　BeTeP 　Pa3roHHeT ，

pa3）IBHraeT 　 HaKollMBIIIMHcH 　3HoH ，目 BHxpH 　KpyroBopoTb 【

−
HeCOMHCHHb 【H 「ipH3HaK 冂OCTe 月 HHOH 「i〔，「O．lb匸一Bb 【COKHNU ｛

6e』b1MH　cTo 』6aMH　「yり1只卜oT　冂o　nopo 「aM 　gepe3 　HauIHIO ．

　 こ ん な 日 に は，暑 さ が か な り強 くな る こ とが あ り，

時 に は野原 の 斜面 を 「
蒸 し焼 き に 」 し さ えす る 。 しか

し風 が ， ど ん よ り した 熱気 を追 い 散 ら して 吹 き払 っ て

くれ，渦巻 くつ む じ風が
一

こ れ は天気が安定す る と き

の 紛 れ もな い 兆 候 な の だ一高 く白 い 柱 と な っ て，畑 地

を渡 る道 に 沿 っ て動 い て い く。　 （下 線引用 者〉

　　　　　　　　　　　　　
「べ 一ジ ン 草原」 ｛93｝

　気候 に つ い て 継続的に 観察 し，研究す る こ とで ， 目

の 前 で 起 こ っ て い る現象が どの よ うな状態で 何 を表 し

て い るの か を ， 正 確 に 把 握 して い る描 写で あ る 。 観念

的な操作 をせ ず に 目の 前 の 風景 を描写す る に は ， こ の

よ うな客観的な知識 が 必要 と され た の で ある。

（3）生 物

　気象 と同 じ く， 動植物 の 種類 や 生態 に関 して も，風

景 画 家 は知 っ て い な け れ ば な ら な か っ た。tg 世 紀初

頭，当時若手画家 の 登龍門 だ っ た V 一マ 賞 に 歴史風景

画部門が 設立 さ れた 際，試験 に は 毎回，樹木 と植物 に

関す る知 識 を 問 う問 題 が 課 さ れ た 。 ま た マ リ オ ・プ

ラー
ツ が 19 世 紀 の 文 学 と絵 画 に 共 通 の 手 法 と し て細

密 な 描 写 を 指摘 し た 際 に も，膨 大 な 種類 の 植物 を 緻密

に 描 き分けた ジ ョ ン ・ブ レ ッ トの 絵
厂
石割 る 少年」 を

例 に あ げ て い る ♂

　 ト ゥ ル ゲーネ フ も， 作 品 の 中で 動 植 物 に 関す る 詳 細

な 知識 を 用 い た 。

「
猟 人 日 記』 に お け る描写 で は ，

個 々 の 種類が 頻繁 に 名指 し され ， もの そ の もの の 具 体

的 な姿 を想 像 させ る う え，それ ぞ れ の 種 類 ご と の 生 態

の 違 い を綿密に 書 き分 けて い る。

　 BTpaBe，　oKome 　 Bb ［coKHx 　 MypaBethHHKOB ，　 H〔〕n ．lerK （）両

TeHbH 〕 Bb ］Pe3Hb【x　KpacHBblx ．IHCTbeB 　nanopoTHHKa ，　 IIBc．ZH

φ目a』 K目 H ．，laH ）IL【lll［｛，　poc ．IH　 cL 【poe ＞KKH ，　Bo．肛B只 HKH ，　rpy3 皿H，

皿y60BHKH，　KPa ⊂ Hble 　MyxoMoPb 【； Ha 　mymataKax
，　Me 爿K丑y

【IIHpoKMMH 　KycTaMH ，　 aJe．la　 3eM ．”sTHHKa ＿

　草 む らで は，高 い 蟻塚 の まわ り，シ ダの，美 し く彫

り上げられ た 葉の ほ の か な陰 に，ス ミ レ と ス ズ ラ ン が

咲 き，ベ ニ タ ケ ，カ ラ ハ ツ ダ ケ，チ チ タ ケ ，ウ ラ ベ ニ

イ ロ ガ ワ リ，ベ ニ テ ン グ タ ケ が 生 え て い た 。 ぽ っ か り

と木 の 途切 れ た 草地 に は，生 い 茂 っ た低木の 間か ら，

イ チ ゴ が 赤 々 との ぞ い て い た…　 　 　 　
「

死 」 ｛213 ｝

　 キ ノ コ を キ ノ コ と して
一

括 せ ず，個 々 の 種類 を ひ と

つ ひ と つ 並 べ 挙げて 曖昧 な イ メ
ー

ジ を排除 し て い る。

他 に も 「 リゴ フ 」 で 池 に 群 れ る 鴨 の 種 類 を 5種 類 以 上

列挙 した り，「
エ ル モ ラ イ と粉屋 の 女房 」 で 8 種類 の

鳥が鳴き声 で 区別 され，生 態 ご とに 活動 す る時間 を見

分 けた 描 写 が あ る。こ れ ら はみ な，描 写 の 対 象 に 対 し

て 客観的 な知識 を持 っ て い るた め に 可 能 と な っ た，具

体的で 緻密な描写で あ る。それが 「
猟人 日記』 の 生き

生 き と し た 自然 の 姿 に っ な が っ て い る と い え る だ ろ う。

　こ の よ う に ，

『猟人 口記』 の描写 と トゥ ル ゲーネ フ

が 熱心 に 研究 して い た 風景画 と は，根本的な手法の 部

分 で 共 通 す る 点が 多 くあ っ た。様 々 な視点 の 取 り方 は

即 ち様々 な風景 の 見方を提示 し，気象や 生物 の 客観的
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粕谷典子

な知識 に 裏付けられ た描写 は ， 具体的 で 視覚的 に 明瞭

な像 を生 み 出 した 。
バ ル ビ ゾン 派や 17世紀オ ラ ン ダ

の 風 景 画家 た ちが 自然 の 写 生 を基 に して い た の と同 様，
『猟 人 日 記』 の こ れ らの 表現 も，風景 を

「
見 る」 と い

う行為 へ の 執着を感 じさ せ る 。 トゥ ル ゲー
ネ フ は絵画

を研究 す る こ とで 自分自身の 問題意識 を 明確 に し，そ

れを表現す る手法 を分 か ち 合 っ た の で あ る 。

3． トゥ ル ゲ ーネ フ の創作 に おけ る絵画の意味

　 こ こ まで 風景描写 を中心 に 考察 して きた が ， さ ら に

トゥ ル ゲーネ フ 自身 の 創 作 に お け る絵画 の役割を明 確

に す るた め に ，こ こ で 人 物描写 に つ い て 少 し触れ た い 。

1で も述べ た よ うに
， ト ゥ ル ゲーネ フ は 人物 に つ い て

も絵画を念頭 に お い て 造形 し て い た 。 こ の 点 に つ い て ，

エ トム ン ト ・ハ イ ア
ー

は，当時 ヨ ー
ロ ッ パ と ロ シ ア で

流行 して い た とい う観相学 と結 び付 け て ， 興 味深 い 考

察を して い る 。 そ れ に よれ ば， トゥ ル ゲーネ フ は観相

学の 方法 を 応 用 し て ， あ る 遊び を 考 え 出 し た。ま ず

トゥ ル ゲーネ フ が 何 ら か の 性格 を もっ た 人 物 を 想像 し

なが らそ の 顔を絵 に 描 く。 友人達 は それを見 て，どの

よ うな 人物 な の か を想像 し て 言 い 当て る とい う もの で

あ る 。 トゥ ル ゲーネ フ は そ の ス ケ ッ チ を全て 保存 し ，

い つ か 作品 に 使 お う と 考 え て い た と い う。ハ イ アーは
，

トゥ ル ゲーネ フ は人 物 の 造形 に は ， 生 き生 き と 目に見

える形 で 描写す る こ と が 大切 だ と考え，その 人物 を表

現 す る 際 に は 内面 の 感情 を直接説明す る の で は な く，

容貌 ， 身 な りの 他仕草 ， 表情 ， 経歴 な ど， 外的 な事柄

に よっ て作り上 げ る方 を好 ん だ と指摘し ， トゥ ル ゲー

ネ フ は常 に，絵画 の 方法 を文学 に 適 用 し よ う と し て い

た と 述 べ て い る。こ の 指摘 は
『
猟人 日記』 に も十分 に

当て は ま る もの で あ り， トゥル ゲーネ フ の 創作 の 本質

を 見事に 突 い て い る とい え よ う。また この 論文 の 中で

は，観相学 者 の ラーヴ ァ
ーターと物理 学者 リ ヒ テ ン ベ

ル ク が それ ぞ れ，観相学の 分析 に は あ らゆ る微細 な 点

も視野 に 入れ る必要が あ る とい う考 え と， 各人格 を明

らか に す る 大 まか な特徴だ け を つ か め ばよ い とす る考

え とで 論争 に な っ た こ と に 触れ られ て い るが ， 後者 の

意 見 は，1で 引 用 した トゥ ル ゲーネ フ の
「
特徴的 な細

部 の み をうま くつ か め なけ れ ばならない 」 と い う言葉

を想起 さ せ る。 ト ゥ ル ゲ ーネ フ は こ の 論争 を知 っ て い

た 可能性が あ る とい う 。
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　ハ イ アーは トゥ ル ゲーネ フ の作品 の構成 に つ い て も，

特 に 筋や 動 きが あ るわ け で は な く，む し ろ絵画の 連作

で あ る と指摘 し て い る。こ れ は ナ ボ コ フ が， ト ゥル

ゲーネ フ の小説 は ほ とん ど登場人物の 紹介 に 終始 し て

い る と述 べ た こ ど
7

， ま た グ ロ ス マ ン が 『
猟 人 日 記 』

の うち 1852年 まで に ま とめ て書 か れ た 22 編 は
「
人物

の 肖像 と風 景 の つ な ぎ あ わ せ 」 で で き て お り，や は り

動 きの ない
「
静か な絵画 」 だ と指摘 して い るの と同 じ

こ とで ある 。

LX
つ ま り ， トゥ ル ゲーネ フ の 小 説自体が ，

絵画 の 要 素 を取 り入 れ や す い 構成 を持 っ て い た の で あ

る 。

　 こ こ で再 び風景画 に戻 りた い 。2 に お い て
『
猟人 日

記』 と風景画 の 手法 が 共有して い た もの を見 て き た が，

そ れ ら を総括 す る と，現実 に 目の 前 に あ る 風 景 を ， 見

る もの の 作為 を で き るだ け加えずに見 えた ま ま の形を

写す ， とい う こ とに行 き着 く。ル ーブ ル 美術館学芸員

の ヴ ァ ン サ ン ・ポ マ レ
ー

ド は，19世紀風景画 の こ の

よ うな特徴 を総括 した うえ で，本質的 な こ と は，「主

題 を放棄す る」 こ と だ っ た と述 べ て い る 。

］9
こ れ は

ト ゥ ル ゲーネ フ 自身 の 創 作の 本質 に も深 く関 わ る もの

で あ る 。

　 トゥ ル ゲーネ フ は 友人 へ の 手紙 の 中で ロ シ ア の絵画

に つ い て 不満 を洩 ら して，ロ シ ア は 100年以上前 か ら

芸術 の 凋落 の 時代 に あ り，「
そ れ は も う純粋 な普通 の

絵 で は な い
。 哲学 で あ り， 詩 で あ り， 宗教 だ 。 」 ［3−

230］と述 べ て い る 。 また レ ーピ ン に 関 し て 「筋立 て

よ り も悪 い もの をぼ くは絵画 に思 い つ くこ とが で きな

い 」 ［9
−244］ と も言っ て い る。さ ら に 晩年，ク ラ ム ス

コ イ に宛 て た手紙 の 中で，思想を押 し付 け る絵画 は 若

くて 未熟 な こ との 現 れ で ，フ ラ ン ス で は重苦 しい 後進

的思 考 と し て 煙 た が ら れ る と 助 言 し て い る 。 ［13．2−

121］目に 見 え る 形 以 上 の 意味や 思 想 を ， トゥ ル ゲー

ネ フ も また 排除 し よ う と した の で あ る。こ れ は文学 に

お い て も同様 で あ っ た 。「
誰 か に つ い て ，あ る い は 何

か の こ と に つ い て 書 くた め に は ， わ た し は見 な け れ ば

な らな い の で す ， は っ き り と見 な け れ ば， ち ょ う どい

ま私があなた を見 て い る よ うに…頭 の 中で 考え出す こ

と はで き ませ ん。筋 も登場人 物 も，私 は い っ も実生活

か ら 取 っ て き て い る の で す。」
2°

こ れ は 常 に ト ゥ ル

ゲーネ フ の 創作 の 基本だ っ た 。 トゥ ル ゲーネ フ に とっ

て ロ マ ン 主義的な 主観的 ， 観念的な 自然の 風景 は
「
虚

偽 の 手法」 で あ り ，
ユ ゴ ーを 「至 る と こ ろ で自然の代

わ りに 作者が 見 え る」 と 非難 した 。IL 人物 で も風景 で

も，トゥ ル ゲーネ フ は外的 に 見 える形 こ そ を表現 の 目

的 と し ， そ の 裏に 形 その もの を 忘 れ させ る よ うな 意 味

や 思 想 を暗示 させ る こ とを嫌 っ た の で あ る。

　 「猟人 日記』 に お い て も，絵画 の もつ
「
形」 自体 が

表現 の 目 的で あ っ た 。もの そ の もの か ら意識 をそ ら し

て い くよ うな 思 想的 な意味 を で き る 限 り排 除 し ， 現 実

に 目に 見え る形 と して の 風景 ， 人物 を追求 した の で あ
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トゥ ル ゲー
ネ フ 『猟人 日記』 と風景画

る。こ の 姿勢 の 結果 ，
ベ リン ス キーや 画家 の ボ ゴ

リ ュ
ーボ ブ ら が，『

猟 人 日 記』 の 風 景 を
“
BePHo

”「
確

か 」 だ と評す る こ とに な っ た 。 作者はあ くま で形 を書

い て い るの で あ っ て，風景 に意味 を読 み 込 む作業 は読

者 に ゆだ ね られ て い る 。

　
『
猟人 日 記 』 は ト ゥ ル ゲー

ネ フ に と っ て，生 理 学 も

の の 人 物描写 の 方法論 を風 景 描写 に 応 用 し，人 間 と そ

れ を 取 り巻 く自然＝社 会 の 両方 を書 く方法 を獲得して

い っ た過程 と も い え ， 作家 と して の 出発点で もあっ た。
22 『猟 人 日記 s 以 降，トゥ ル ゲーネ フ の 作 品 に お い

て 人間 と 自然の 関係 は よ り緊密 に な り，バ ール ス コ ワ

が 指摘 した よ うな心理 的パ ラ レ リズ ム が顕著 に なっ て

くる 。

2コ

しか し こ の よ う な予定調和の 自然 で は ， 自然

現 象 そ の もの の 生命力，ト ゥ ル ゲ ーネ フ が ル ソ ーの 作

品 に 見出 した
「
第
一

印象の 詩的な瑞 々 しさ と力」 ［13．

226 ］ は感 じ る こ とが で きな い 。人 間 の 意図 を排除 し

た 自然現象そ の もの の 形，主 題 を放棄 した形 を追求 し

た 『
猟 人 日記』 に お い て こ そ ， トゥ ル ゲーネ フ は何 よ

り も気 に 入 っ て い た ル ソー
の 風 景画 を言 葉 の 上 で実現

し え た の で あ る。

　　　　　　　 （か すや 　の りこ ・早稲 田大学大学院）

　 注

　 ピ ョ
ー

トル
・

ク ロ ポ トキ ン
『

ロ シ ア 文学 の 理 想 と現 実

　 （上 ）」 高 杉
一

郎 訳，岩 波書 店，tg84，165−166頁，ウ ラ

　 ジ
ー

ミル ・ナ ボ コ フ
『
ロ シ ア文 学講義』 小笠 原豊樹 訳，

　 TBS ブ リ タ ニ カ ，1992，82−83 頁，88−89 頁．
21878

年 に オ
ー

ク シ ョ ン に か け られ た もの を中心 に 現 在わ

　 か っ て い る トゥ ル ゲ
ー

ネ フ の か つ て の コ レ ク シ ョ ン ：

　 ジ ョ ル ジ ュ
・ミ シ ェ ル 2 点，カ ミ

ー
ユ ・コ ロ

ー1 点，

　 ジ 1 一ル ・デ ュ プ レ 1点，ナ ル シ ス ・ヴィ ル ジ ル ・ディ

　 ア ズ ・ド ・ラ ・ペ ーニ
ャ 3点，シ ャ ル ル ；フ ラ ン ソ ワ ・

　 ドービ ニ ー2 点，ギ ュ ス ターブ ・クール ベ 1点，ウ

　 ジ ェ
ーヌ ・ル イ ・ブーダ ン 1 点，シ ャ ル ル ＝エ ミール ・

　 ジ ャ ッ ク 2 点，ア ン トゥ ア ン ・シ ェ ン ト レ
ール 1点，エ

　 チ エ ン ヌ ＝
マ ク シ ム ・ヴ ァ レ

ー3 点，テ オ ド
ー

ル ・ル

　 ソ
ー1 点，（以

一．
ド全 て 1点 ずつ ） ア ド リア

ー
ン ・フ ァ ン ・

　 オ ス タ
ーデ， ア

ール ト ・フ ァ ン ・デ ル ・
ネ
ール ，サ ロ モ

　 ン ・フ ァ ン ・ロ イ ス ダール ，コ ル ネ リ ス ・デ ッ ケ ル ，

　 シ
ー

モ ン
・
デ

・
フ リ

ー
ヘ ル ，コ ル ネ リス

・
ユ イ ス マ ン ス ，

　 ダー
フ ィ ッ ト

・
テ ニ

ー
ル ス ，ヘ リッ ト

・
フ ァ ン

。ゴ ン ゴ

　 ル ス ト，作者不明
「

トロ イの 火 」，パ ウル ・ポ ッ テル ，以

　 上 は注 （3） （4）の 文献 に よ る．
3

　LIHT．　 冂o：　 ／7a2apeθ　　∫f．　 PyccKaH　．［HTePaTypa 　　H

　 H306pa3HTe ．TbHoe 　 HcKyccTBo ．　M ．： HayKa，1972．　 C．94．
4
　3a60ρoe ／7．　 P ．　 M．　 G．　 TypreHeB　 H　 3aHanH 〔）eBpo 【ieMcK 〔le

　 H3 〔｝6pa3HTeJbH〔〕e　回cKyccTB 〔｝　ff　PyccKaH　川 TepaTypa 　レ1

　 3aPy6e ＞KH 〔〕e　 HcKyccTBo ，　JL，1986．　C．151．
sT

」tPeeκ eθ bl．　 C ．　Ho ．i．　ce6 ．　coq ．　H　 ”目ceM 　B 　28T．　I　IHc；IMa．　JI．：

　AH 　CCCP
，
1968　T．13，　K，2，　C，38．トゥ ル ゲーネ フの 書

　 簡 は 以 下 ［ ］内 に 巻数 ，
ペ ージ 数の み 記 す．

6
マ リオ

・プ ラ
ーツ 『ム ネモ シ ュ ネー文学 と絵画 の 平行 現

　 象』 高山宏訳，あ りな書房，1999，220頁．
7

注 （3）参照．
S

ケ ネス ・
ク ラ

ー
ク

『風 景画論 」 佐々 木英 也訳，岩 崎美術

　 社，1998，53−68頁．
“

宇佐 美圭司
「『

山水画 」 に 絶 望 を見 る、『
現 代 思想 」，1977

　 年 5 月 号，129頁．
1／／

T）・P2eHe6　／f．　C ．　r
．
lo．n．　co6 ．　cou ．・H　 nHceN ｛・B 　28T．　CoHHHeHH ”．

　 T ．4．Jl．： AH 　CCCP ，1963．　C．260 ， 以
．
ド

「
猟 人 日記 』 の

　 引用は ｛　 1内 に ペ ージ数 の み 記す．
1「

ス ヴ ェ トラ ーナ ・ア ル パ ース 『描写 の 芸術 　十七 世紀 の

　 オ ラ ン ダ絵 画 』 幸 福 輝 訳，あ りな 書 房，1993，238−239

　 頁．
12

〃uea ρe6　k
’
．　PyccKa 月　．，IHTePaT ｝

「
pa　H　H306pa3 ｝1Te」bHoe

　 目CKyCCTBO ．　C．84．
1コ「

ミレ
ー

とバ ル ビ ン ゾン 派の画家た ち 」 毎日新聞社 ， 1996，
　 馬渕 明子 「美の ヤ ヌ ス 」 ス カ イ ドア ，1992 参 照．
］4
　11uaape6　K ．　PyccKa 珂　．IMTepaTypa 　H　H306Pa3HTc ，肛bHoe

　 HCKyCCTBO ．　C．　S5− 8ア．
L」

マ リオ ・プ ラ ーツ 『ム ネ モ シ ュ ネ　 文学 と絵画 の 平行

　 現 象』，
222−223 頁．

16

本稿 で 触 れ た ハ イア ーの 論 は 全 て 以 トに よ る 。Heier、　 E，

　 Literary　Portraiture　in　Nineteenth−Century　Russian　Prese，

　 K61n ： B6hlau 　Verlag，　 t993．　P．126一且52．
11

ウ ラ ジー
ミル

・
ナ ボ コ フ 『

ロ シ ア文学講 義』，92 頁．
Is
　f’pocc．” aH ”t．∬．　Llex　nepa ．　M ．：Arpaφ，

2000．　C．172．
1り『

バ ル ビ ゾ ン の 発見』 朝 日新聞社，1995，125頁．
2°IIHT．　 Ho ： 60e∂aκv6 　E ，　B．　OP．，10BcKHti　 Kpait　B 　 t，3an｝acKax

　 〔｝xoTH 甑 a ゆ M ．　C．　Typrct｛eBa ／／，，3anMcKM　oxoTT ｛HKa
“
H ．　C ．

　 TypreHeBa ．　Ope ．1：0p．loBcKa 月　npaBna ，　1955．　C ．281 ，
！IEa60perco

　A ．　It
’
．（，3anMcKH　exoTHHKa ”　

／

1
〆TBopgecTi］c〕M．　C ．

　 TypreHeBa．　M ，，1959．　C．18．
こ’

拙稿
「 『猟 人 目 記」 の 手 法」

『ロ シ ア 文化 研 究」 第 10号

　 （2003）： 14−26 頁 参 照．
u

　Baρcκ oea 　O ．it’i．06pa3　M ’HUbl 臼 叩 03e 　M．　C．　TypreHeBa／〆

　 PyccKa π peqb．2002 ．ζNち2．　C．22曽28，．MoT ｝IB　TyMaHa 　B　npo3c

　 T｝
．
P「eHeBa 　f，／ P｝

’
ccKa π peHb，2002．　J＼室3．　C．21−29　NoT目B

　 cTHxHH 　B 叩 03e 　TypreHeBa／f　PyccKafi　peqb．2002．」丶弖4．　C．
　 9−1606pa3　BoJLHOrO 　npocTpaJdcTBa 　B　npo ”3Be 皿eHH 月x　M ．（〕．

　 TyprcHeBa ／！Pyc ⊂Ka 月 pe・lh．2002 ．泅弖5．　C ．3−8．
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  テ オ ドール ・ル ソ ー 「バ ル ビゾン の R 場」

千葉 県立 美 術館

  ジ ュ
ール ・デ ュ プ レ 「朝」

「タ暮 れ」

ナ ン ト美術 館

HOPMKO　KAcyg

（・3aHHcKH　oxoTHMKa ＞〉 レ1．　C ．　TypFeHeBa　H　He 両3a｝K

　　　　Hcc』eAoBaTe 川 　9acTo 　【lpoBo 朋 T 　napa 』皿e朋 　Me 凪 ∬y　囗po｝13Be 皿eHMAMH 　目．　 C ．　 TypreHeBa　H　HHBonHcbH 〕，　 qTo

3aKoHoMePHo ，冂ocKo 』bKy 　 oH　 caM 　 cTapaTe 』bHo 　 H3yqa 』 NIHBonHcb 　 H　 co6Hpa 訂 Ko 川 e 田 エ目K） KapTHH ．　 B　 gToM 　 cTaTbe 　 H

PaccMaTPMBaK）B朋 月HHe 凪 HBo 跏 c円 Ha　rIpoH3Be 皿eHHe 　TypreHeBa （｛3a刪 cKH 　 oxoTH ｝1Ka》〉，

　　　　T｝つreHeB 　HcHo 諏b3yeT ［lpHeMbl 　lk目Bo 冂 HcM 且朋 oH月caH ｝1H 叩Hponbl　B 川 TepaTypHoM 　TeKcTe ・HaH60』ee　xapaKTepHblMH

且朋 　ero 　neM3axKeA 　HB 朋 K｝Tc 月　oH 珂caH 目月　noro 五 b【，＞KMBoTHoro 　M　pacTHTe ．lbHol’o　MHpa ．　 Bce　∋TH　ollHcaH 旧 　目 MeH 〕T

φH3Ho 調orHqecK 目画 xapaKTep
，
　TaKo 茴 ｝Ke

，
　KaK 　y　3a 冂a皿Ho ・eBponeticKMx 冫KHBoHHcUeB ，　KapT 剛 b匸KoTopblx 　TypreHeB　Bb 【coKo

ロ eHH 』　目　co6 ｝Ipa，川．

　　　　BsTo 直 cTaTbe 　H　paccMaTpHBafo　TpH　nonxona 　K　co3flaHHK）KapT ｝lHb【期 H　Tp阿 xyfloMKecTBeHHb ］x 冂pHeMa．　OAHHM 目3

rlpHeMoB ）KHBonHcH 　 Toro 　BpeMeHH 　6bMa　 rlepcneKTHBa ，　 KoTopaH 　臼BJIHeTc 只　ocHoBHbiM 　yQIoBHeM　eBporle 曲cKoro 　ne 両3a ＞Ka

HoBoro　 BpeMeHH ．　C 双pyro葭 cTopoHb 【，　xapaKTepHoM 　qepToh 　HH丑ep．1aH 且cKoro 　ne 角3a 刀｛a　XVII 　 BeKa 　6bmo　 Mcno ・lb30BaHHe

reorpa φHHecKHx 　npHeMoB ，　Kor 皿a　rleti3a嵐 pMcoBa 調cA　KaK　reorpaφHqecKaH 　KapTa ．　E田 e　o双HH 　npMeM ，　KoT ⊂）pblM　Hcno 』 b30Ba ・IH

冫KHBorMcubl
，
3aK 』 H）9aJcH 　B　ToM ，　qTo 　o皿Ho 月 To 　M｛e　MecTo 　pHcoBadiocb　B　Pa3Hoe　BpeMH 　cyToK 円』 H　B　pa3Hble　BpeMeHa 　ro双a：

npM 　gToM
，
　 HanpHMep

，
　Bc只 KapTHHa 　H3MeH 月eTcH 　6，laroJLapH　M3MeHeHHK ）UBeTa 　He6a ．∂ToT φeHoMeH 　B　HKHBonHc 目 6blJI　oTKpb1T

To．lbKo 　B　HagaJe 　XIX 　BeKa ．

　　　　Bce ∋TH 　HpH3HaKH 　roBop 只 T 　o　ToM ，9To 　TypreHeB　HayqH 凋cH 　npHeMaM 　H306paM 〈eH 朋 ne 曲3ax （eh 　y 　xy 且o氷 HHKoB 目 冂ePe 巨cc

Hx 　B　JmTepaTypy ．　OH　cTpeMHJcH 目306Pa ）KaTb 　ne茴3a）K ，　He　r［pH且aBaH　oHMcaHHK ） H3MepeHHA
，　To 　ecTb 　H306pa ）Ka ・1 冂p目po皿y

TaKo 向，　KaK 　oHa 　ecTb ．　TypreHeB　KaK・To　cKa3a 』 onetl3a ｝Ke 　Teo八〇pa　Pycco ，
　qTo 　oH 冂epe 丑aeT

‘‘
BcH ） nogTMqecKYH 〕 cBe 氷 ecTb

Hc 剛 y　rlepBoro 　B3 「』觚 a
，，，∂TH 　cJoBa 　c　HoJIHbM 　IlpaBoM　Mo ）KHO 　oTHecTH 　H　K

‘‘3aHHcKaM　oxoTHHKa
，，
　caMoro 　nHcaTe 諏兄
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