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プ ー シ キ ン
『
エ ル ズル ム紀行』　　　　　　　に

テ ク ス ト空間 とし て の
「

ア ジア 」

お けるパ ロ デ ィ
ー とリア リズム
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1 「
ロ シ ァ 」 の 内 と外

　 ロ シ ア文化 に と っ て の
「
オ リエ ン ト」 とは ど こ か ，

あ る い は 誰 か 。近年盛 ん な ロ シ ア文 学 の オ リエ ン タ リ

ズ ム をめ ぐる議論 に は ， 実 は こ の 前提 に 関す る コ ン セ

ン サ ス が 欠 け て い る。な か で も注 目 を浴 び た の は 19

世紀前半 の カ フ カ ス （コ ーカ サ ス ） 表 象 で あ っ た が，

帝国に よ る侵略 と文学 を単純に平 行 させ る類 の 論 は厳

しい 批判 に 晒 さ れ た。『
ロ シ ア 文学 と帝国 』 の 著者 S．

レ イ ト ン が 強調 す る の は，ロ シ ア人 に と っ て ， カ フ カ

ス ひ い て は ア ジ ア が 単 に征服す べ き 「
他者 」 で は な

か っ た と い う こ とだ。イ ギ リス や フ ラ ン ス と異 な り，

ロ シ ア は地 つ づ き の 地 域 へ 拡 張 し て い っ た 「
陸 の 帝

国 」 で あ っ た 。 さ ら に ロ シ ア そ の もの が ヨ ー
ロ ッ パ の

後進国で，西 欧 か ら は
一
種の

「
オ リエ ン ト」 と み な さ

れ て きた 経緯 が あ る。レ イ ト ン は ， 〈ロ シ ア 自体 の 半

ア ジ ア 的ア イ デ ン テ ィ テ ィ 〉 を指摘 し次の よ うに 言 う 。

〈
「
わ れ わ れ 」 と

「
オ リエ ン ト人 」 の 文 化的

・心 理 的分

割 が 強固で な い と す れ ば，帝国 主 義 を文 明 化 の 使命 と

し て道徳的 に正 当化す る こ とは で き な くな る 。 プー
シ

キ ン や ベ ス ト ゥ
ージ ェ フ ＝

マ ル リ ン ス キー，レ ー
ル モ

ン トフ は ， よか れ 悪 し か れ ，
ロ シ ア とア ジア の 境界 を

溶解す る こ と に よ り， さ ま ざ まな 方法 で こ の 混沌 を明

るみ に 出 した の だ 〉。

i

　 ア ジ ア は ロ シ ア に とっ て ま っ た き外部 と は 言 え ぬ 両

義的 な対象で あ り ， そ の 点 で 英仏 に とっ て の
「オ リエ

ン ト」 とは 異 な る。ア ジ ア の 外部性 ・他者性 を相対化

す る こ う した 視点 か ら，レ イ トン は，ロ シ ア 文 学 に お

け る コ サ ッ ク の イ メージ 史 を 追 っ た J，D ，コ ーン ブ

ラ ッ トの 次の よ うな 所見 を 批判す る。

多 くの 基準 に 照 ら して コ サ ッ ク は，文明化 された ロ シ ア か

ら地理的距 離以上 の もの に よ り引 き離 され た生活 を送 る，
エ キ ゾチ ッ ク な 登 場 人 物 で あ る 。 〔

…
〕こ の 点 で わ れ わ れ

の コ サ ッ ク 像 は ，プーシ キ ン の ジ プ シ ーや ，マ ル リ ン ス

キ
ー，レ

ー
ル モ ン トフ と い っ た 作 家の 山岳民 と実 質 的 に 変

わ らな い 〔…〕 しか しコ サ ッ ク は，究極的 に は 他 の エ キ ゾ

チ ッ ク な 登場人 物 た ち と は と りか えが き か ない 。〔…｝彼

ら は異 人 ，

「他者」， 明 確か つ 絶対 に ロ シ ア人 で な い もの と

して描 か れ て い る。一
方，コ サ ッ ク は ロ シ ア 人 で あ る。実

際，彼 ら は
「

他 者 」 で あ る と と も に ま さ し く
「
自己 」 で も

あ る の だ ♂

　 コ
ー

ン ブ ラ ッ トの コ サ ッ ク像が ，
レ イ トン の カ フ カ

ス 像 と きわ め て 近 い こ と は明 らか だ ろ う。 そ れ に 対 し

レ イ ト ン は，カ フ カ ス の 山 岳民 が ロ シ ア人 に
「
他者」

と して の み 捉えられ た とい う事実 は な く， む しろ 〈カ

フ カ ス もの の 文脈 で は，コ サ ッ ク が ロ シ ア 人 の 想像力

に 轟か せ た伝説的雷鳴 は ，大部分 が 部族民 に 掠 め と ら

れ て し ま っ た。ロ シ ア の 国境守備兵 と して厳密に概念

化 され た コ サ ッ ク は，まっ た き
「
自由 な人間 1 と して

の 魅力 を失 っ た ＞
1

と主張す る 。

　 ロ シ ア文化 に お け るオ リエ ン タ リズ ム や エ キ ゾチ シ

ズ ム の 対象 が，内 に し て 外，「
自己」 に し て

「
他者 」

とい う両義性 を孕 ん で い た ，と い う議論 の ひ と つ の 帰

結 が こ こ に は表れ て い る。こ うした 議論 は そ れ らの 対

象 の 所在 を 曖昧化 し，さ らに は研究者間 に
「
オ リエ ン

ト」 の 正 統権争 い の ご と き事態 ま で 惹起 し て し ま うの

だ 。 A．エ トキ ン トに な る と，〈世界 の あ ち こ ち の 辺境

に 海外植民地 を もっ て い た 古典的帝国 に お ける植民地

化 とち が い ，ロ シ ア の 植民地化 は 求心的性格 を有 し て

い た 。
ロ シ ア の 植民地化 の 主な道筋 は ，宗主国の 外部

で は な く内部 に 向か う も の だ っ た〉 と い う，「
内的植

民 地 化 」 の 理 論 を唱 え る。彼 に よ れ ば，ロ シ ア文学に
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ナ ロ

　
ド

お け るオ リエ ン タ リズ ム の 主要な対象 は国内の民衆 で

あ っ た。〈実際，そ の 語 の 伝統的意味 に お ける オ リエ

ン タ リズム の 古典 は，大 ロ シ ア の 散文 に は 比 較的乏 し

い
。 〔…〕 ロ シ ア の 古典 に とっ て ， 西洋 と東洋 の 関係

　 　 　 　 　 ヲ ロ　ド

は ， 国 家 と民衆の 関係 よ り も本質的 に わ ずか な意義 し

か もた な か っ た 〉。4

　三 者の 意 見 を受 け い れ る と，
モ ス ク ワ か ら南下 し て

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ナ ロ　ド

い くル ートに は ，
ロ シ ア の民衆，コ サ ッ ク，そ して カ

フ カ ス の 山 岳 民 とい う
「

自己 に して 他者 」 が 順 に 並 ぶ

こ と に な る。「
ロ シ ア 、」 の 内 と外 を 隔 て る 文化的境 界

線が ど こ に 引 か れ る の か ， そ の 所在 は 研究者 の 視点 に

よ っ て 大 き く左右 さ れ る と言 え よ う。

　 プー
シ キ ン が 1829 年 の 南方旅行 を元 に 著 した 『エ

ル ズ ル ム 紀行 」 （1836） は ， こ う した 問題構成 と対置
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して み る と興 味深い 。次節で 見 る よ うに ， 彼 は 自分 が

旅す るア ジ ア を ロ シ ア の 内 と み な す が，そ の 意味合い

は こ こ で 概観 し た 議論 と は や や 異 な っ て い る。『
エ ル

ズル ム 紀行』 は 記述 の 断片性 や パ ロ デ ィ
ー
性 を特微 と

して お り，そ の ア ジ ア 表象 に つ い て ，

「
自己 」 か

「
他

者」 か と い っ た 判定 を
一

概 に 下 す の は難 しい 。そ こ に

は，自作
『
カ フ カ ス の 捕虜』 （1822 ）以 来ロ シ ア で 流

行 した ア ジ ア 表象 へ の 反省 が あ る 。 本稿で は ，

『
エ ル

ズ ル ム 紀行』 と
『
カ フ カ ス の 捕虜』 を ， 両 者が 書 か れ

た メ デ ィ ア環境 に 特 に 注目 して 比 較 す る 。 両者 の 重要

な差異 は，そ の ア ジ ア 表象 の 性格 （
「

自己 」 か
「
他者」

か，差別的か 否 か な ど）以 上 に ， ア ジ ア が 表 象 さ れ る

と きの 環境 や 条件 に あ り，

『エ ル ズ ル ム 紀行 』 は そ の

条件性 へ の 問 い を含 む よ うに 思 え る か らだ。こ う した

問 い か け を通 じ，

「
ロ シ ア」 の 内 と 外 を め ぐ る 議論 を

別 の 角度 か ら捉 え か え した い
。

2　テ ク ス ト空間 と して の
「
ア ジ ァ 」

　カ フ カ ス か らグル ジ ア ， ア ル メ ニ ア ， さ ら に露土両

軍 が 交 戦中の 国境 地 帯 へ と向か い ，『
エ ル ズ ル ム 紀行』

の プーシ キ ン は幾重 もの 境界線 を 越 え て い く。〈ヨ ー

ロ ッ パ か ら ア ジア へ の移行 が，刻
一

刻 と感 じ られ る よ

う に な る〉 ［446］
i
＜カ フ カ ス は そ の 聖域 に わ れ わ れ を

迎 え い れ た 〉 ［450］〈恐 ろ し い カ フ カ ス か ら 愛 ら し い

グル ジ ア へ
， 瞬 く間の 移行 は す ば ら し い 〉 ［454］ ＜私

はベ ゾブ ダル 山 を登 りは じ め た 。グル ジア と，古 き ア

ル メ ニ ア を隔 て る 山で あ る 〉 ［460］＜低 い 山越 え が 控

え て い た。カ ル ス ・パ シ ャ 領 の 自然の 境界だ〉 ［462］

〈ア ル パ チ ャ イ 川 ！　 わ れ らが 国 境 1〉 ［463］。ロ シ ア

とオ ス マ ン 帝国 を分 け る こ の 川 に 到 っ て，プーシ キ ン

は 次の よ う に述懐す る。

私 は
一

度 も他 国 の 土 地 を見 た こ と が な い 。国 境 は，私 に

と っ て 何か 神秘 的 な も の を もっ て い た。幼 時か ら，旅 は私

の 大 好 き な夢想 だ っ た の だ。そ の 後，私 は 長 い あい だ流浪

の人 生 を送 り，南や ら北 や ら さ ま よ っ た が ，無窮 の ロ シ ア

の境界 を飛 び出 した こ とは
一

度 もなか っ た。私 は 陽気 に 禁

断の 川 へ と乗 りい れ，駿馬 が 私 を トル コ の 岸辺 へ 運 んで く

れた。だ が そ の 岸 はす で に 征服 さ れ て い た。私 は い まだ ロ

シ ア に い た の で あ る。［463］

　 こ の 皮肉 な場面 で，「
国境」 は 第

一
義 に は 軍事 ・行

政 上 の もの で あ り，カ フ カ ス や グル ジ ア は そ の 意味 で

ロ シ ア に 包含 さ れ て い る 。 しか し， 多 くの 地 理 的境界

を 呑 み こ み拡 大 す る
「
ロ シ ア」 の 領土 に関 して ，別様

の 解釈 も可能 だ。W ．ト ッ ド は 次 の よ う に 言 う。

＜プーシ キ ン の 旅行記 の 途 上 ， 彼 は 自分 の 文化 の 約束

事を使 い 試 しつ づ け る 。 そ の うち の どれ か ひ と つ の 支

配，例 え ば ロ マ ン 主義的 な紀行ジ ャ ン ル か らの 自由は ，

社会的な 場 に お い て 彼が 宣 言 した 自由 の 類似物 と な る

〔
…

〕 し か し な が ら彼 は約束事の 領域 内 に と ど ま る 。

ち ょ う ど彼が 旅 の な か で ， 拡大す る ロ シ ア 帝国 の 国境

か ら決 し て 逃 れ ら れ な い よ う に 〉♂ トッ ド は
「

ロ シ

ア 」 の 領域 を ロ シ ア文化 の 約束事 と平行 させ る の だ。

　 トッ ドが 例 に 挙げて い る よ う に ， プーシ キ ン の紀行

を 拘束す る 最大の 文 化 的 約束事 は ， 旅 行 記 な ど過去の

テ ク ス ト群 で あ る 。 旅行記だ けで な く ， 古今の詩行が

引用 さ れ （ル イ レ ー
エ フ ，C ，ウ ル フ ， ホ メ ロ ス ，　 T ．

ム
ー

ア，ホ ラ テ ィ ウ ス ）， ま た オ ル ロ フ ス キー，レ ン

ブ ラ ン ト， S，ロ ーザ と い っ た 画 家 が 想起 さ れ た。あ

ま つ さ え，プー
シ キ ン は旅先 で

II
’
カ フ カ ス の 捕虜』 の

写本 を見 つ けて 再読 す る。さびれ た ミナ レ ッ トに 登 れ

ば，〈虚栄心の 強 い 旅 人 が 煉瓦 の 上 に引っ か い た い く

つ か の 見知 ら ぬ 名 〉 ［448］ に 出会 う 。 プーシ キ ン が 旅

す る の は ，す で に ロ シ ア 文 化 （ロ シ ア 語 に 限 らず ロ シ

ア 知識人 が 共有 した 文化） の 体系内へ と り こ まれ ， そ

の 所有物 と 化 し た 「
ア ジ ア 」 な の だ 。 す っ か り整備 さ

れ た カ フ カ ス の 鉱 泉 を前 に し て ， 彼 は く以 前 の 野 蛮 な

状況〉 ［447］を惜 し まず に は い られ な い
。

　先行 テ ク ス トへ の 言及 ・引用 自体 は ， 当時の 文学的

紀行 に つ き もの の 約束事 で あ っ た。だ が 「エ ル ズ ル ム

紀行』 に は ， 同時 に そ の 文学的紀行ジ ャ ン ル を パ ロ

デ ィ
ー

化す る 姿勢が指摘され て きた 。 さ ら に ， 詩人 自

身 の ロ マ ン 主 義的 カ フ カス 表 象 が パ ロ デ ィ
ー化 さ れ た

と言われ る 。 自己 パ ロ デ ィ
ー
化 の 例 と して 最 も明白な

の は ，第 1章 に お け る カ ル ム イ ク 人 の 娘 との や り と り

だ ろ う。詩
1「
．
カ ル ム イ ク の 娘 に 』 （1829） で ， 〈お ま え

の まな ざ し と野性 の 美 が ／ ぼ くの 頭 と心 を満た した ／

友 よ ！　 な ん の ち が い が あ ろ うか ？／無為 の 魂 に わ れ

を忘 れ る の に ／ ま ば ゆ い ホ ール で も，流 行 の ボ ッ ク ス

席で も／遊牧民 の 天 幕 で も ？＞
1

と謳 わ れ た 当 の 娘が ，

　 　 　 　 　 　 　 ナ ロ 　ド

こ こ で は 〈他 の 民 族 の 料 理 が こ れ よ り胸糞わ る い もの

を つ く り出せ る と は思 わ な い 〉 ［447］ と い う料 理 で

プ ー
シ キ ン を辟易 させ る。さ らに 第 2 章 で は，こ の 詩

の 原稿 が ，
ロ シ ア 語 の 読 め な い 現地士官 へ 旅券代 わ り

に 提 示 さ れ た ［465］。

　 M 、グ リーン リーフ に した が え ば ， 〈オ リエ ン トの 旅

は，際 立 っ て他 の テ クス ト的権威 か らの 引用 の シ ス テ

ム だ っ た 〉 の で あ り，「
エ ル ズ ル ム 紀行 』 は く旅行文

学 の 人 口 過 密 な 空 間 に，自分 の 紀 行 の た め の 空 間 を あ

け よ う と す る 〔…〕試 み を 表す 〉♂ プ ーシ キ ン は ，自

身 を含 め た ロ シ ア 文化 に よ っ て す で に テ ク ス ト化 され
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プーシ キ ン
『
エ ル ズ ル ム 紀行 g に お けるパ ロ ディ

ー
と リア リズム

た （そ の 意味 で
「
ロ シ ア」 の 内と化 した ）

「
ア ジ ア 」

に あっ て，パ ロ デ ィ
ーとい う方法 で そ の 外部 を探 し 求

め る よ うだ。

3　
『カ フ カ ス の 捕虜 』 の

「
リア リズ ム 」 と

　 先行 テ ク ス ト

　
『
エ ル ズ ル ム 紀行 』 の パ ロ デ ィ

ー
性 は ， 通例 ， セ ン

チ メ ン タ リズ ム や ロ マ ン 主義 か ら リア リズ ム へ の 移行

と して 位置 づ け られ て きた。例 え ば B．」［．コ マ ロ
ー

ヴ ィ チは ，『
エ ル ズ ル ム 紀行 』 を くリア リズ ム の 名 に

お ける
「
セ ン チ メ ン タ ル ・ジャ

ーニ ー
」 の ジ ャ ン ル と

の 闘 い ソ と 規定 す る。当時 の 文 学 的 紀 行 を 渉 猟 し た

R ．K ．ウ ィ ル ソ ン も ， 〈そ の 論争的側面 に お い て ，『
エ

ル ズ ル ム 』 は カ ラ ム ジ ン 的 な セ ン チ メ ン タ ル ・ジ ャ
ー

ニ ーへ の 批判的 回答 を 明 白 に 意 図 して い る 〉 と言 う。

〈セ ン チ メ ン タ リズ ム の衰 退 と と も に ， そ の ジ ャ ン ル

は，遠隔地 の 情報 を伝え る と い う本来 の よ り恒久的 な

役割 へ 撤退 し た 〉。
1°

　 こ の よ うな 整理 に は，一
定の 慎重 さが 必 要だ と思 わ

れ る。少な くと も，プーシ キ ン 個人 に お け るア ジア の

表象 を 追 う と き，「
遠 隔地 の 情 報 を 伝 え る 」 と い う

「
リア リズ ム 」 的志向は ， 最晩年の 『エ ル ズ ル ム紀行』

で と つ ぜ ん現 れ た もの で は な い か らだ 。 しば しば参照

さ れ る ゴ ル チ ャ コ フ 宛書簡
．

（1822 年 10−ll 月 ） で ，

彼 は
『
カ フ カ ス の 捕虜 』 に つ い て くチ ェ ル ケ ス 人 と そ

の 習慣 ・習俗 は，ぼ くの 物語の 大 き くか つ 優 れ た 部 分

を 占め て い ま す 〉
］］

と 述 べ て い る。習 俗描写 は と りわ

け第 1部 の 後半 で 目立 ち，くだが ヨ ーロ ッ パ 人 の あ ら
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ナロ　ド

ゆ る注意 を／ こ の 妙な る民族 が 惹 きつ け た。／山岳民

の あい だ で 捕虜 は 観 察 し た ／ そ の 信仰，習 俗，教育

を＞
L2

とい う
一

節 に 続 き ，
120行 に わ た っ て 山岳 民 の

暮 ら しぶ りが 叙述 さ れ た。先 に 触 れ た と お り，『
エ ル

ズ ル ム 紀行』 の 旅中 プーシ キ ン は 『カ フ カ ス の 捕虜 』

の 写本 と 出会 い ，〈大 き な満 足 を も っ て 再 読 し た 〉

［451］の だ が ， 紀行 の 元 とな っ た 旅行時 の ノ
ー

トで は，

〈遠 くか ら眺 め た 習俗 や 自然 を，弱々 しい と は い え，

どの よ う に か く も正確 に 描 き えた の か わ れ な が らわ か

らな い 〉 ［1040］ と，

「
満足 」 の 所以 は習俗

・
自然描写

に 特定 さ れ て い る。

　 こ う した描 写 部分 の 独 立 性 は ， 作 品 執筆 の 過 程 か ら

説明 さ れ て きた 。 B，ス テ フ ァ
ーノ ヴ ィ チ に よ れ ば ，

〈物語詩 の 草稿 を研究 す る と，〔ゴ ル チ ャ コ フ 宛書簡 で

い う〕
「
大 き くか つ 優 れ た 部分．］ は 〔

…
〕最 も早期 の

もの で あ っ た こ とが確証 され る 。 物語詩 に 属 す る初期

テ クス トの 断片群 は，ま さ に
「
カ フ カ ス 」 に 捧げ られ

て い た 〉♂
『
カ フ カ ス の 捕虜』 は，当初

『
カ フ カ ス 』

と題 す る長編詩 と し て 構想 さ れ た の で あ り， ｝O ．M ．ロ

トマ ン は そ こ に
「
叙景詩 （onMcaTe ．，lbHaFl　fiO3Ma）」 の

ジ ャ ン ル の 影響を指摘す る。〈
『
カ フ カ ス 』 の 構想 に は

叙景 詩 との 結 び つ きが は っ き り 目に つ く。そ し て こ の

層 は ， プ ロ ッ トがバ イ ロ ン ふ うに 変 え られ て も消 え は

しな か っ た 〔
…

〕叙景詩 の 影響 は こ こ で ， 地理学的 ・

民 俗学的正 確 さ へ の 志向，テ ク ス トの
一

種 の
「
学問

性 」 へ の 志 向 に 特 に 表れ た 〉。
］4

　叙 景 詩 は 18 世紀以来 の ジ ャ ン ル で ，ロ トマ ン に よ

れ ば ， ア ル ザ マ ス 会 の 詩人 た ちが 長編詩を目指す に あ

た り改 め て 注 目 を集 め て い た も の だ が，こ こ で 確認 し

た い の は ，

『カ フ カ ス の 捕虜』 に お ける
「
リア リズ ム 」

的志向が，ひ とつ の ジ ャ ン ル の 約束事 に 従 うもの だ っ

た とい う点 で あ る 。 も ち ろ ん プー
シ キ ン は そ れ を 単純

に もち こ ん だ わ け で は な く，
バ イロ ン ふ うの プ ロ ッ ト

や エ レ ジー的要素が組み あ わ され，断片的 と評 され る

複雑 な テ ク ス トに 仕 上 が っ た。とは い え 『カ フ カ ス の

捕虜 』 の
「
リア リズ ム 」 が

， 先行 す る ジ ャ ン ル や 流派

の 外部 に 見出 され た もの で な い こ とは た しか だ ろ う 。

　
『
カ フ カ ス の 捕虜 』 に は さ らに 12 の 後 注 が 付 され ，

「
ア ウ ル （集落）」

「
シ ャ

ーシ カ （剣）」 な ど ， カ フ カ ス

を舞台 と した ロ シ ア の 文学作品で そ の 後お 馴染み と な

る 現 地語が 解説 され て い る。しか し際 立 っ て 目立 つ の

は，カ フ カ ス を描 い た デ ル ジ ャ
ーヴ ィ ン と ジ ュ コ フ ス

キ
ー

の 詩を引用した 注 8 で あ り，両者 の 語彙 ・韻律 は

『
カ フ カ ス の 補虜』 本編 で 踏 ま え ら れ た と され る。ほ

か に も，ベ シ ト ゥ 山 を解説 し た 注 1 は 〈わ が 国の 歴史

で 有名 で あ る＞
t」

と付言 し，注 12 は カ ラ ム ジ ン の ロ

シ ア 国史 を参照 さ せ る とい うよ うに，後注 は
「
遠隔地

の 情報 」 に よ っ て 異国情緒 を高 め つ つ も，カ フ カ ス を

既存 の ロ シ ア 文化 の 体系 と 積極 的 に 結び つ け る。K ．

ホ カ ン ソ ン に よ れ ば，カ フ カ ス と い う場所が ロ シ ア 文

学で 脚光 を浴 び た の は
『
カ フ カ ス の 捕虜』 が 端緒 だ っ

た に も か か わ らず ， 〈カ フ カ ス と関係 した ロ シ ア の 過

去 の 歴 史的 ・文学的 な 出来事に 訴 え る こ とで，プー
シ

キ ン は 〔…〕彼 の 詩 が，カ フ カ ス を め ぐ る詩 作 品 の 長

い 伝統の最新版 にす ぎな い と論証 す る よ う だ〉。

IC’

　 こ の よ うに ，『
カ フ カ ス の 捕虜』 に も

「
遠 隔地 の 情

報 を 伝 え る 」 と い う
「
リア リズ ム 」 的志 向 は存在 す る

が，そ れ は 先行 テ ク ス トや ジ ャ ン ル の 約束事 へ 反 抗 し

そ の 外部 に 見出 され る もの で は な い 。む し ろ そ れ は，

既 存 の ジ ャ ン ル に よ っ て 条件づ け られ た 約束事 と し て

実践 さ れ て お り ， カ フ カ ス とい う場所 と先行 テ クス ト

の 結びつ き を
．
誇示 し，そ の 体系内 に位置づ け よ う と す

る。
Ll
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乗松亨平

4 序 文に お け る対立 とメデ ィ ア の場

　そ れ に対 し ，

『エ ル ズ ル ム 紀行 』 は 先行 テ ク ス ト と

の 対決姿勢 を あ らわ に す る，序文 で 説か れ る出版 の 動

機 に も そ れ は 明 ら か だ 。1834年 に 出 た フ ラ ン ス 人

フ ォ ン タ ニ エ の 旅行記中，＜際 立 っ た 想像力 を もつ あ

る詩人 は，その 目で 見 た 多 くの 功業 〔ロ シ ア 軍 の エ ル

ズ ル ム 攻略〕 に 詩 で は な く諷刺 の 題材 を見出 した 〉

［443］ と い うみ ず か らへ 触れ た一
節 に 驚 き ， 自分 が 軍

の 風刺 な ど 意図 した こ と は な い 証拠 と し て ， 〈旅 の

ノ
ー

ト〉 ［444］ の 出版 を決意 し た と プー
シ キ ン は 言 う。

序文 か ら，「
ア ジ ア 」 は 諸 テ ク ス トの 抗争 す る 空 間 と

して 現 れ る の だ 。

「ヤ ジード派 に つ い て の 記事」 と い

う，フ ラ ン ス を代表 す る 東洋学者サ シ が 訳 した テ ク ス

トを巻 末 に 付 す 計 画 も ， 実 現 は し な か っ た が 同様 の 趣

旨 に 基 づ い て い る 。 この イ ス ラ ム 教 の
一

派 が 悪魔信仰

を も つ と い う記事の 報告は ，

『エ ル ズ ル ム 紀行』 本文

で 本人 た ち か ら の 聴 取 に よ り否 定 さ れ た ［468］。

　序文 は 冒頭 で ，

「
フ ラ ン ス 政府の命に よ り行 わ れ た

る オ リエ ン トの 旅』 とい う フ ォ ン タ ニ エ の 著書 の 表題

を引 い て お り ， そ れ との 抗 争 は，プ ーシ キ ン 個 人 を越

えた 国家の対立 と重 ね られ る ふ う だ。著書の 表題 ・引

用 は仏語原文 で 挿 入 さ れ る。「
ヤ ジード派 に つ い て の

記事 」 もそ うで ，フ ラ ン ス 語 と ロ シ ア語 が ア ジ ア を め

ぐ り知 を競 い あう （そ れ に対 し，「
記事 」 に よ れ ばヤ

ジー
ド派 は 読 み 書 きの 習慣をもた ない ［484］。 彼 らは

あ く まで も書 か れ る 対象 で あ る ）。序文 と 付録 は，ア

ジ ア に お け る列強 の対立をテ ク ス ト上 で 体現す る よ う

だ。

　 も っ と も実際 に は ，プーシ キ ン は 紀行執筆 に あた り

仏語 の 旅行記 に 多 くを負 っ て い る。
IH

ロ シ ア 軍 が 誤解

か ら 〈数羽 の ア ル メ ニ ア人 の 鶏 の 命 を救 うた め 40 露

里 の 回 り道 を し た 〉 ［473］さ まが描か れ る な ど ， 紀行

は功業 を称 え る もの と は程遠 く， 序文 ・付録 は 本文 の

カ モ フ ラージ ュ と も考 え られ る 。 さ らに 序文 で も， 話

が 当時 の ロ シ ア 軍長官パ ス ケーヴ ィ チ との 関係 に 及 ぶ

と，
プ ーシ キ ン は く権力者の保護 を 必 要 と し な い 人

間〉 ［444］と 自称 す る （彼の無許可 の 南方旅行 に対 し ，

パ ス ケ
ー

ヴ ィ チ が 政府か ら監督 を依頼 さ れ た と い う）。

露 仏 の テ ク ス ト抗争 の 裏 に は ，プー
シ キ ン と国家権力

の 緊張関係 が 読 み とれ る の だ 。

　序文 は また，プーシ キ ン が か つ て 浴びた くロ シ ア の

雑誌 の 罵詈 〉 ［443］に も触 れ て い る。序文の 草稿 の ひ

と つ は そ れ に 関 し詳 述 し て い た。

〔エ ル ズ ル ム か ら の 〕帰 還 後，私 は 3年 ほ ど 前 に 書 い た

「
エ ヴゲ

ー
ニ
ー・

オ ネ
ーギ ン 』 の ある 章 を印刷 し た。『

北方

の 蜜蜂』 で は，ア リス タル フ 某が 大 真面 目に 私 を 罵 っ た 。

い わ く，われわれ は 『エ ヴゲーニ
ー・オ ネ

ーギン
』 で は な

く，エ ル ズ ル ム 攻略 の 叙事詩 を期待 して い た の だ と e 尊敬

す べ き
『

ヨ ーロ ッ パ 通 報 』 も，わ が 軍 の 成功 を謳 わ ぬ 歌 い

手 た ち に つ い て こ ぼ して い た。

　 こ れ は み なか な り奇妙 な こ と で あ っ た 。私 の 旅行が 彼 ら

に な んの 関係が あ る の だ ［と 私 は 怒 りを も っ て 考 えた ］，

そ して ジ ャ
ーナ リス トが ［私 に ］命 じ る ま さ に そ れ を，

き っ と書か ね ばな らなか っ た の か ？　 ロ シ ア の 作家は な ん

と不幸 な人々 だ ろ う。彼 らだ け は検 閲規約の 外に い る の だ 。

わ れ わ れ の 私生 活 は公 開 さ れ て し ま う。［1022］（［ ］内

は 原文 ）

　序文 の 別の 草稿 は，〈こ れ らの ノ
ー

トは 少数 の 人 に

の み 面白い もの で あ り，特別 な理 由が 私 をか きた て な

けれ ば決 し て 印刷 さ れ な か っ た は ず だ 〉 ［1024］と書

き 出 し た うえ で ，＜作家 の 私生 活 は ，す べ て の 市民 と

同様，公開 さ れ る べ き もの で は な い 〉 ［1024−1025］ と

述 べ る。実際に は，紀行 は旅行時 の ノ
ートに 大幅 な 加

筆修正 を施 し て お り，「
私生 活 」 を そ の ま ま 公開 した

もの で は な い が，「
少数 の 人 に の み 面白い

」
「
私生 活 」

を語 る テ ク ス トと ，

「
検閲規約 1 に 従 うべ き ジ ャ

ーナ

リズ ム と の 対立 が，こ こ で は 明確 に 打 ち 出 さ れ て い る。

　紀行 は 帰路 ヴ ラ ジ カ フ カ ス で ， ＜私 と私 の 詩 に あ ら

ゆ る 罵詈 を 浴 び せ た 〉 ［483］雑誌 の 記事 （ナ デージ

デ ィ ン に よ る 「ボ ル タ ワ 』 批判 と され る）を プー
シ キ

ン が 読 む 場面 で 終 わ る 。 〈親愛 な る 祖国 で 私 が 受 け た

最初 の 挨拶 は そ の よ うな もの で あっ た 〉 ［483］。 こ の

よ うに 敵対的 ジ ャ
ー

ナ リズ ム に 席巻 さ れ た 祖国 に 対 し，

ア ジア に は プー
シ キ ン に とっ て 親 し い 思 い 出 と人 々 が

い た 。 〈か つ て こ こ に 私 は A．ラ エ フ ス キーと腰 か け

て ， 水 の 調 べ に 聴 きい っ た もの だ 〉 ［447 ］。 】820 年の

ラ エ フ ス キー一
家 と の 旅 行 は の ち に も想 起 さ れ る

［452］。『カ フ カ ス の捕虜 』 は そ の とき の 印象 を元 に 書

か れ，冒頭 に ラ エ フ ス キー家 の 次男 ニ コ ラ イへ の 献詩

が 掲 げら れ た の だ っ た。彼へ の 優 し い 呼 び か け を連 ね

た そ の 献詩 と，『
エ ル ズ ル ム 紀行』 の 戦闘的 な序文 は

ま さ に 対照的だ。

　 こ の 対照 は お そ ら く偶 然 で は な い 。両作品 を と り ま

くメ デ ィ ア環境 の 差が そ こ に 窺 え る の だ 。
プーシ キ ン

の作家活動 の期間，ロ シ ア で は活字 メ デ ィ ア の 商業化

が 進 ん だ。文学 を担 うメ デ ィ ア は，サ ロ ン で 回覧 さ れ

る 文 集 や ア ル バ ム か ら ， 営 利 目 的 の 雑 誌 へ 移行 し て

い っ た の で あ る 。周 知 の よ う に，プーシ キ ン は こ の 移

行 に 際 し い ち 早 く職業作家的 な意識 を 高 め る
一

方 で
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プー
シ キ ン

『
エ ル ズル ム 紀行』 に お け るパ ロ デ ィ

ー
と リア リズ ム

（『エ ル ズ ル ム 紀行』 は彼 自身 の雑 誌 『
同時代人 』 の 創

刊号 に 掲載 さ れ た ），ブ ル ガ
ー

リン ら新 進 ジ ャ
ー

ナ リ

ス トと は激 し く対 立 した 。19
ナ デ ージ デ ィ ン も そ の ひ

と りで あ り， 聖 職者 の 息子 と い うサ ロ ン 文化 とは 異質

の 出自を もつ
。 対話形式 で 書か れ た 批判 記 事 の 登 場 人

物 を，プ ーシ キ ン が 〈堂務 者 と 聖 パ ン 焼 き の 女〉

［483］と改竄 し て い る の は そ れ へ の あて つ けだ ろ う。

　9 年前の 旅 を想起 し つ つ ，プーシ キ ン は ニ コ ラ イ ・

ラ エ フ ス キ
ーが 将校 と し て 服務 す る軍 の 駐屯地 を 目指

す 。 そ こ に は デ カ ブ リス トの乱 に連座 した 旧友 た ち も

い た。ア ジ ア へ の 旅 は，か つ て の 親密圏へ の 旅 で もあ

る の だ。だ が，テ ク ス ト空間 と し て の
「ア ジ ア 」 の 性

質 は か つ て と同 じ で は な い 。前節で 論 じ た よ う に，
「
カ フ カ ス の 捕虜』 に お け る カ フ カ ス は ， ア ル ザ マ ス

会 員 の 知 る 叙景詩 の ジ ャ ン ル に 則 り描写 さ れ ， デ ル

ジ ャ
ーヴ ィ ン，ジ ュ コ フ ス キー

， カ ラ ム ジ ン と い う

プー
シ キ ン が 直接面

．
識 の あ っ た人 々 の テ ク ス トと関係

づ け られ た 。そ れ に 対 し，

『エ ル ズ ル ム 紀行』 が 参照

す る テ ク ス トは 時代 も言 語 も は る か に 広範囲 に 及 び，
「
ア ジ ア 」 は よ り広 い 公 共 性 に ひ らか れ た 空 間 と し て

表象 さ れ て い る 。

　序文 の 完成稿 は ， ジャ
ーナ リズ ム へ の 苦言 を ほ ぼ 削

除 し て フ ォ ン タニ エ との 対 立 に 絞 り ， ＜フ ラ ン ス 人 旅

行家 の これ ら の 文章 は 〔…〕ロ シ ア の 雑誌 の 罵詈 よ り

もず っ と腹立 た しか っ た 〉 ［443］と述べ る 。 私生 活 と

ジ ャ
ー

ナ リズ ム の 対立 は，国 家権力 との そ れ と同 じ く

露仏 の 抗争 の 下 に 糊塗 され た 。 序文 の 諸稿 に は ， 国家，

ジ ャ
ーナ リズム

， サ ロ ン 的親密圏 とい う，社会的 な場

の 紛糾 が 表 れ て い る と言 え よ う 。 プー
シ キ ン が 再訪 し

た カ フ カ ス の 鉱泉は整 備 さ れ ， ＜浴場 の 壁 に は 警察 の

指示書が 貼 られ て い る〉 ［447］。 国家権力 が，か つ て

の 親密な 場所 を侵 して い る の だ。い まや ， 作家 が 親密

圏 の 内で の み 生 き る こ と は で きな い
。

プ ーシ キ ン 自身 ，

フ ォ ン タニ エ や サ シ と対立 す る際 に は ロ シ ア 国家とあ

る 程度重 な り，雑誌 の 発 行 に よ っ て ジ ャ
ーナ リズ ム に

加わ り もす る の だ。

5　 テ ク ス ト空 間の 限界性

　第 2節
．
で 論 じた よ うに，『

エ ル ズ ル ム 紀行』 は ， 古

今 の 芸術家や 旅行記 の 引用 ・言 及 に よ り
「
ア ジ ア 」 を

テ ク ス ト空 間 と し て 提 示 し つ つ ，カ ラ ム ジ ン に 代表 さ

れ る文学的紀行 ジ ャ ン ル や ， か つ て の 自 身 の カ フ カ ス

表．象 をパ ロ デ ィ
ー

化す る。こ こ で パ ロ デ ィ
ー

化 の 対象

と な る テ ク ス トは，本来 は サ ロ ン 的親密圏で 生 産 さ れ

た も の だ 。カ ラ ム ジ ン 『ロ シ ア 人 旅行 者 の 手紙 』

（1791
−92） の 書簡体 は サ ロ ン の 会話 を想 定 した とさ れ

る し
，

『カ フ カ ス の 捕虜 』 が 親密圏内 の テ ク ス トを 積

極的 に 参照 す る こ と はす で に 見た。

　 しか し
『
カ フ カ ス の 捕虜』 以 後，ア ジ ア の エ キ ゾ チ

シ ズ ム は 有象無象の テ ク ス トに 濫費 さ れ た。なか で も

捕虜 の モ チーフ は人 気 で あ っ た 。

2° 『
エ ル ズ ル ム 紀行』

で も捕虜 が 何度 か 描 か れ る が，そ れ は ロ マ ン 主義 に

は っ き り背を向けて い る 。

『
カ フ カ ス の 捕虜』 の 主 人

公 と は ち が い
， 脱走叶 わ ず く奴隷 の ま ま年老 い て し

ま っ た 〔…〕ロ シ ア 人 〉 ［448］，逆 に ロ シ ア 軍 に 夫 を

捕虜に と られ た 赤貧 の オ セ ッ ト人 の 妻 と娘，人 質 に さ

れ た 少 年 た ち ［450］。 ま た 『パ フ チ サ ラ イ の 泉』

（1824）が 舞台 と し た ハ
ーレ ム も，占領後 の エ ル ズ ル

ム の そ れ が 訪問 さ れ るの だ が ， 〈彼女 らは み な 感 じ の

い い 顔 を し て い た も の の ， 美 人 は ひ と り も い な か っ

た〉 ［481］。ハ ーレ ム の 卑俗 な 実態 を 報 じ た あ と で ，

プーシ キ ン は 〈諸君 が 東洋小説 を 書 く材料 に した ま

え〉 ［481］と皮肉 る 。

　 こ の よ うな
「

卑俗 な 実態」 の 描写 が，「
エ ル ズ ル ム

紀行 』 を
「
リア リズ ム

」 と して 位置 づ ける根拠 と な っ

て きた。A ．オ ル コ ッ トに よ れ ば ， ＜『
紀行 』 は リア リ

ズ ム の 明瞭 な感覚 を伝 え て い る 。 そ れ は つ ま り，『
紀

行』 が も っ ぱ ら 口常的な細部や ， そ れ ゆ え しば しば 不

快 で 低俗な細部 を描 く とい う こ とだ 〉。 そ う した 細部

の 描写 は，〈後代 の リ ア リ ス テ ィ ッ ク な カ フ カ ス の 描

写 に 驚 くほ ど 似 て い る ソ
1

と い う 。 た しか に
『エ ル ズ

ル ム 紀行 』 は，まず い 食事 や 風雨 ， 悪 路 ， 疲 労 な ど ，

旅中 の プー
シ キ ン を見舞 う日常的細部を 詳述す る 。 し

か し オ ル コ ッ トの よ う に
， それ をの ち の 自然派 の 先駆

と み な す こ とは妥当だ ろ うか 。

　fi．　JI．レ フ コ ヴィ チ は，前節
．
で 参照 した 序文 草稿の

記述 に 基 づ き，紀行 の 元 と な っ た ノ ートに つ い て 次の

よ うに 推測 し て い る。＜旅行時 に 記 さ れ た ノートを ，

彼 〔プー
シ キ ン 〕 は 自分 の 私生活 の 現 れ と 考 え て い た。

ノ
ー

ト は 知人 ・友人 の 近 し い 仲 間 うち で の み
「
面 白

い
」 もの で あ り，そ れ は，親密 な仲間 うち で 読 ま れ近

し い 知人 に 書写 さ れ た 詩人 の 書簡 が ，彼 ら に とっ て

「

面 白 い
」 も の で あ っ た の と 同様 だ っ た 〉。

12

レ フ コ

ヴ ィ チ が こ こ で 言及 して い るの は，アル ザマ ス 会員 の

あ い だ で 流行 した 「
友情 の 手紙 （，lpyXKeCKMe 　nHCbMa ）」

で あ る。私的 な書簡 で あ り な が ら，後年 の 公 開 を意識

し
一・

種 の 文 学作 品 と し て書 か れ た とい う そ れ らの 手紙

に つ い て ， ト ッ ドは 詳細 に 研究 した ♂
’

旅行時 の ノ ー

トは ， 少 な くと も現存 す る か ぎ り，完成稿 で 第 1章 に

相当す る部 分 しか ほ ぼ 記 さ れ て い な い 。だ が，日常 の

具体的細部 の 記述，自己 へ の ア イ ロ ニ ー
， 文 学テ ク ス
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乗松亨平

トの パ ロ デ ィ
ー

， 話 題 ・感情の 頻繁な転換 な ど，「
友

情 の 手紙」 の 多くの 特徴 が
『
エ ル ズ ル ム 紀行』 の 広い

範囲 に あて は ま る 。

　第 2節 で は ，

『
エ ル ズル ム 紀行 』 の パ ロ デ ィ

ー
性 を ，

テ ク ス ト空間と して の
「
ア ジ ア 」 の 外部 を求 め る試 み

と規定 した 。 しか し ，
ロ マ ン 主義 の パ ロ デ ィ

ー
化，H

常的細部 の 記述 とい っ た紀行の
「
リア リズ ム 」 的志向

は ，「
友情 の 手紙 」 とい う既存 の ジ ャ ン ル に 由来す る

可能性が あ る の だ 。 親密 な読者を想定 し た 旅行記 と い

う形式 は ，

『
’
ロ シ ア人 旅行者 の 手紙』 以来 の 流行 に ほ

か な らな い 。

　も っ と も， 完成稿 と ノ ート に は 種 々 の 異同が あ る 。

先述 した カ ル ム イ ク人 の 娘 と の 場面で は ， プーシ キ ン

が娘に キ ス を迫 り，拒絶 さ れバ ラ ラ イカ に 似 た 楽器 で

殴 られ る とい う ノ ートの 記述が 削除 さ れ た。ま た鉱泉

の 変貌 に 落胆 す る と こ ろ で は，くこ ん なふ うに ，憐 れ

な若 い 暴 れ ん坊 も時 と と もに 分別臭 い 常識人 とな り，

以前 の 人 好 きの よ さ を失 うの だ 〉 匚1030］云 々 と い う

叙情性 の 強 い くだ りが 削 られ て い る。津久井定雄 に し

た が え ば，〈直接的 ・具体的 ・快楽的 な 記述 が，削除

を経 て
，

一
般的 ・抽象的 ・客観的 な記述 に 変化 し て い

る〉。14 彼 の 指摘 す る と お り，露 土 両軍 の 衝突 を記録

した 第 3 ・4 章 は と りわ け そ う し た 性格 が 強 い
。 〈彼

〔プーシ キ ン 〕 の 声 は ，ノ
ートか ら 『

紀行 』 へ の 移 行

で概 して 親密性を減 じて い る ＞
ls

と 1，　 M ．ヘ ル フ ァ ン

トは 分析す る。親密圏が そ の ま ま公共圏で あ っ た よ う

な ，

「
友情の 手紙」 の メ デ ィ ア 環境 は す で に な い （序

文草稿 に お け る
「
私生活」 の 公開 に 対す る 反発 と比較

せ よ〉。『
エ ル ズ ル ム 紀行』 の

「 リア リズ ム 」 が 「
友情

の 手紙」 に 基 づ くと して も，『
カ フ カ ス の 捕 虜 」 の そ

れ が 叙景詩 に 基 づ い て い た よ うに は い か な い はず だ 。

　 ア ル パ チ ャ イ 川 の 場面 で プー
シ キ ン は ，

ロ シ ア の領

域 の 無窮 を嘆 い て い た 。 だ が 実 際 に は ， 旅 が 進 む に つ

れ，ロ シ ア の 影響力の 低 さが 感 じ られ る よ う に な る。

そ れ は，ロ シ ア語 が 通 じな い とい う事実 に端的 に表 れ

た。＜私 を 案内 した の は若 い トル コ 人 だ っ た が ，恐 ろ

しい お 喋 りで あ っ た 。 彼 は 道中 トル コ 語 で 喋 りつ づ け，

私 が 理 解し て い る か な ど意 に 介 さ な か っ た 〉 ［463］

〈私 の ほ う に トル コ 人 の 長 が や っ て き た。理 解 で きな

い 彼 の 言葉 に 私 は み な 同 じ 答 え を し た 。 ヴ ェ ル バ ナ
・

ア ト （馬 を 出せ ）。 トル コ 人 た ち は 同 意 し な か っ た 〉

［464 ］。プーシ キ ン は，「
ア ジ ア 」 をロ シ ア 文化 の テ ク

ス ト空 間 と し て 提示 し な が ら，そ れ ら の テ ク ス トの 言

語 と は無縁 の ア ジ ア の 人 々 に 触 れ あ っ て もい た 。 だ が

彼 は彼 ら の 言 う こ とを理 解で き な い 。プーシ キ ン が ア

ジ ア を理 解 で き る の は ，彼の 知 る 言語 と その テ ク ス ト

の 限界内で な の だ。上 記 の トル コ 人 との 齟 齬 の 直後，

〈か な り き れ い な ロ シ ア 語〉 ［464］を 話 す ア ル メ ニ ア

人 の 家 で は，彼 は 〈料理 術 の 極致 に 思 えた 〉 ［465 ］と

い う歓待を供 さ れ る。

　第 5 章 で 〈イ ェ ニ チ ェ リ兵 ア ミン ＝オ ル グ作の諷 刺

詩 〉 ［478］と称 し 引用 さ れ る テ ク ス トは，こ う した ア

ジ ア 理解の 限界性 へ の ア イ ロ ニ
ー

と解せ よ う 。 そ の 詩

は，プーシ キ ン 自身が 1830年 に 書 い た もの の 改作 な

の だ 。
ロ シ ア 人 の ア ジア 理 解 は ，あ く ま で ロ シ ア 文化

の 枠内に 帰着す る 。 イ ス タ ン ブール と エ ル ズ ル ム を対

比 した こ の 詩の 引用 に 際 し，プー
シ キ ン は 〈エ ル ズ ル

ム とコ ン ス タ ン チ ノ
ープ ル の あい だ に は，カ ザ ン とモ

ス ク ワ の よ う な 競争が ある 〉 ［478ユ と い う意 図 の は っ

き りせ ぬ コ メ ン トを付 して お り，さ ま ざ まに 解釈 さ れ

て きた。だ が こ の コ メ ン トは ，ア ジア を ロ シ ア 文化 に

還 元 して 理 解す る こ と を ， 故意 に 意味不明 の 対 比 に

よ っ て 揶揄 した皮肉 だ と思わ れ る。

　 ロ シ ア か ら出 る こ とが で き な い ，と い うア ル パ チ ャ

イ 川 で の 嘆 き は ， そ ん な 自己 へ の ア イ ロ ニ ーの よ うに

とれ る。『
エ ル ズ ル ム 紀行』 の

「
リア リズ ム 」 も，「

友

情 の 手 紙 」 とい う先行 ジ ャ ン ル に 発 し た も の か も し れ

な い
。 だ が そ れ に 伴 うア イ ロ ニ ーは，親密圏の テ ク ス

トの な か に カ フ カ ス を位置づ け躊躇 しな か っ た 「カ フ

カ ス の 捕虜』 と は ち が っ て い る。親密圏の 自足性 は す

で に破 られ ， テ ク ス ト空間 と し て の
「
ア ジア 」

へ の 旅

は ， とき に は 異質 な 出自を もつ テ ク ス トと の 抗争 を意

味 す る よ うに な っ た。こ れ は メ デ ィ ア が 単 に 拡大 し た

とい う以 上 の 出来事で あ り， サ ロ ン 的親密圏 の さ ま ざ

まな約束事 が 変化 を 迫 られ た の で ある。こ こ で の プー

シ キ ン の ア イ ロ ニ
ー

に は，サ ロ ン 的親密圏の み な ら ず，

文化
一

般 の 約束事性 へ の 認識 が 読 み と れ る よ うに 思わ

れ る。拡大 した 公共圏 と，そ れが 構成す る テ ク ス ト空

間 と して の
「
ア ジ ア 」 も ま た，ひ と つ の 約束事 の 体系

に す ぎな い だ ろ う。だ が 彼が その 外 へ 出 る こ とは 叶わ

な い 。

　
『
エ ル ズ ル ム 紀行』 に お い て ，「

ロ シ ア 」 の 内 と 外 を

分 け る 境界線 は ど こ に 引か れ て い る の か 。 だ が こ の 問

い は，第 1節で 考えた もの と は意味 を変 え て い る 。 そ

こ で 見 た 研究者 た ち は，ロ シ ア 文 化 が 諸 々 の 対 象 を

「自 己 」 と
「他 者 」 い ず れ と して 表 象 す る か に つ い て

議論 して い た。『
エ ル ズ ル ム 紀行 』 の プー

シ キ ン は，

ロ シ ア 語 の 通 じぬ 土 地 を 旅 し な が ら ， 自分 が 決 し て

「
ロ シ ア 」 の 外 へ 出 な い と嘆 じ る。そ れ は，ロ シ ア 語

を用 い ロ シ ア文 化 の 圏内 で 表象す る か ぎ り，ア ジ ア は

「
ロ シ ア 」 の 外部 に な りえな い と い う こ とだ 。

「
自己 」

や 「
他者 」 とい っ た 表 象 の 性格 で は な く， 表象行 為 そ
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プ
ー

シ キ ン
『

エ ル ズル ム 紀行』 に お け るパ ロ デ ィ
ー

と リア リズム

の もの の 限界性や あ る い は暴力性 が，そ こ で は認識 さ

れ て い る。お そ ら くそ の よ う な 限界性 の 認識 に よ っ て

の み ，「
ロ シ ア 」 の 外部 の 存在 が 感知 さ れ う る の で は

な い だ ろ うか。

　　　　　　（の りま つ 　 き ょ うへ い ，東京大学大学院）

注

匚
ム α蝉 o η S．Russian　Literature　and 　Emplre ： Conquest 　ofthe

　 Cuucasus 　from　Pushkin　to　Tolstoy．　Cambridge ： Cambridge

　 UP ．！994，　P．10．
≧

　Kornbiatt　J．　D ．　The　Cossuck　Hero　in　Russian　Literature：A

　 Study 　ln　Cultural　 Mythology ．　 Madison： The　U 　of

　 Wiscensin 　P，1992．　P．15−L6．強
．
調原文，〔 〕内 は筆者。

　 以 下 同様。
．l
　 Layton　 S．　 Nineteenth−Century 　 Russian　 Mythologies 　 of

　 Caucasian　Savagery　f’f　Brower 　l）．　R 、，　Lazzerini　E．」．（eds ．）

　 Russia’s．　Orient： Imperial　Borderlands　and 　Peoples，1700

　 tgt7．　Bloomington ＆ Indianapo［ig．： ［ndiana 　UP ，200T．　P．

　 91．コ ーン ブ ラ ッ ト は 以 下 で レ イ トン に反 論 して い る。
　 Komblatt　 J．　 D ，　 Cossacks 　 and 　Women ； Creation　 with （》ut

　 Reproduction　in　GogoPs 　Cossack 　Myth 〃 C 厂θ θη 忽 ブ M ．，

　 Moeller−Satl）’S．（eds 、）Russian　Subjec 匸s： Empire ，　Nation ，

　 and 　the　Culture　of 　the 　Go 且den 　Age ．　Evanston ：

　 Northwestern　UP ．1998．　P．178．
49mk ’

u ”∂　A ．　 PyccKaH　．oHTepaTypa ，　 XIX 　BeK ： PoMa［I

　 BHyTpeHHe 臼　　Ko ．，tOHH3aUHM 　　／f　　HoBoe　　』随TepaTypHoe

　 o603pcHHe ．撞 59
，
2003 ．　C ．109，115．こ うした 主張 の 含 み

　 う る イ デ オ ロ ギー的危 険性 に は こ こ で は 立 ち い ら な い 。

　 以 下 の 批 判 的 検 討 を参 照 。κ雇g加 1V．　Was 　Russia　Its　Own

　 OrieRt？　Reflecti〔》ns 　 on 　the　ContributiDns　of　Etkind　and

　 Schimmelpenninck 　 to　 the　Debate 　 on 　 Orjentalism〆／Ab

　 lmperie．2002．　No ．1．
5

『エ ル ズル ム 紀行 』 か らの 引川 は 草稿 も含 め て 以
．
ドに よ り，

　 頁数 の み を本文 中 に 示す。πy鷹 α κ A ．C ．冂 0 』，　 CO6 ．　COr ．

　 T．8，Klt．1−2．　M ．−JL ：AHCCCP ，1948，1940 ．
’．
　Todd 〃l　PV．　M ．　Fiction　and 　Society　inthe　Age 　ofPushkin ：

　 Ideology、且nstltutions ，　 and 　 Narrative、　 Cambridge，　 Mass ，

　 and 　Lo 冂don ； Harvard 　UP ．1986．　 P、110．
1

　fiJ・，tU κtiH 　A ．　C．　KaJIMb1・1Ke ／f　I
．
［o，，［．　c 〔｝6．　cog ．　T ．3、　KH．1．1M．

　 一．n．： AHCCCP ，1948．　 C．159．
H

　areenieaf 　M ．　Pushkin 　and 　Romantic 　Fashion ； Fragment，

　 Elcgy，　Orienl，［rony ．　Stanford ； Stanford　UP ，1994．　P．146、
　 147，
v

　Ko議tαpo θi一 　正象　ノ7．　K　BoMPocY 　o　＞KaHpe 　
‘‘
HyTe 山 ecTBMs ｛　B

　 Ap3pyM”〃 冂y山 K出 1：BpeMeHHHK　Hy ［H刪 HcKo 薩 Kopt｛liCCMH ．　T．

　 3，　1937．C ．333．
1°

〃 跏 θ η R ．K ．　 The 　Literary　Travelogue ： AComparative

　 Study　 wi 【h　Special　Relevance　to　Russian　 Literature　from

　 Fonvizin 　 to　Pushkin ．　The 　Hague ： Martinus 　Nijhoff，　 t973．
　 P．！04．102．
LL

πyzμκ繝 A ，　 C．囗 o．1．　co6 ．　 co・L　T．13．　M ．・JL：A日CCCP ，
　 1937 ．G ．52．

匚2
／1ytttffaH　A ．　 c，　KaBKa3CKHth　ll』eHHM ［｛ 〃 冂o』，　co6 ．　coq，　T ．

　 4．M ．・刀 ．： AHCCCP ，1937．　C．99．
1．t
　C 〃legSaHoBuv 　B ．　レ13　Mc

’
rop 澀 M 　

“KaBKa3cKovo 　ll．（eHHMKa ”

　 「lyullKHHa！f　J7ttκ caHoe 　H ．　U ．〔pen．）TBopqecKafi　Hc
’
ropHA ．

　 Mcc ・・［enc ）BaHHfi 冂o　 PYCCKota ．amepaTypc ．　 M ．： HPIKHTHH⊂ KHe

　 cy660THHKH ，　192 ア．（⊃．12．
ia
　／／owwaH 〜IO．　M ．・・Ca皿bD  

「lemH．1”　B　nepcBo ！le　BoetiKQBa　H　Mx

　 MecTo 　B　p｝
「
ccKoM ．［HTepaTypc ／／　O 　n ｛〕9Max 　M　qos3HH ．　Cl　16．：

　 目cKyc ⊂TBo ・CHB ，1996 ．　C ．484．
Ifi

ノ
’
f”ソムurCUH ．　KaEKa3CK”厳 1団 eHH 珂K．　C．　I　l5．

Ifi
　 Hokanson κ，　 Literary　 Imperialism．　 Narodnost’and

　 Pushkin
’
s 　lnvention　or 匸he　Caucasus　〃　The　Russian

　 Review ．　Vol ．53，　no ，3．1994．　P．345、
冂『

カ フ カ ス の 捕虜』 を含 む 当時 の カ フ カ ス もの 文 学 に お け

　 る
「
リア リズ ム 」 性 に っ い て は 以 下 で も論 じ た。乗 松 亨

　 平 「
トル ス ト イ

『
コ サ ッ ク 』 に お け る カ フ カ ス 表 象 の

　
「現実性 」 」，

「
ス ラ ヴ研 究」 51 （2004）．

Is
ポ ト ツ キ，ガ ン バ な ど 。

　 TfdHflHoa　ft｝．0 雨 yTeuユeCTBHH 　B

　 Ap3pyM ゆ 〃 L’lcTopHA」IH ’repaTyphl ．1〈pHTHKa．　G［
−
L6．：A36yKa・

　 K』accHKa ，2001 ，C ．239 −241．
19

トッ ドは 当 時 の メ デ ィ ア 環境 を，帝 室 ・国家 に よ るパ ト

　 ロ ン 制，サ ロ ン を 中心 と した 貫族 の 親 密圏，そ して 職 業

　 的 ジャ
ー

ナ リズ ム の 混 合体 と し て 分析 す る 。Todd 　llL

　 Op ．　cit ．　Ch ．2．読者層の 拡大 と，そ れ に 対 す る プーシ キ ン

　 の 反 応 に つ い て は 以 下 を参 照 。
DebreCienJ・P．　 Secial

　 Functions　 Qf 　Literature：A ［exander 　 Pushkin 　 and 　Russi且n

　 Cultu「e．　StanR）「d ：Stantbrd　UP ，　t997．　P．96−123．以
．．
ドは 当

　 時 の メ デ ィ ア 環 境 の 諸側 面 に つ い て 豊富 な 資料 を 提供 し

　 て い る。Pea
’
m6 ．iam 　A ．〃 ．　 KaK 「lyTl1KHH　 Bblu」e．q　 B 　I

・
eH ｝IM．

　 レlcTopFtKo・coTl 目o．叮 erp − ecKHe 　　o’lcpKM ．　　M ．：　　HoBoe

　．叮HTepaTypHoe 　o603pettHe ．2001 ．
川
　Austin　　P．　 M ，　 The　 Exotic　 Prisoner 　 in　　Russian

　 R 〔｝manticism 〃 Russian　Li【erature ．　XVi ，1984．　P ．246ff．
t’LOIc

θtt　A ．　ParQdy 　as　Rea［ism：The　Journe／・　to ／drzrum 〃

　 Russian　Literature　T1・iquarte！’ly．＃10．1974．　P．246．
”

　 Jleercoeu・t　 1．∬ ．　 ABT。6Hol・paabHHecT〈fl” 冂P。3a　 H　 nHcbMa

　 冂y田 KHLta．　JL： Ha ｝
．Ka

，　1988．　C．　ll6．
こ3Todd

　M 　Va／．　M ．　The　Fanコi］iar　Letter　as 　a 　Literary　Genre 　in

　 thc 　Age 　 or 　Pushkin 、　 Evanston ：Northwestevn　UP 、1999、
コa

津 久井 定雄
L

八 二 九 年．の 遠
．
征 時 の ア ル ズ ル

ー
ム 旅 行

tt

，

　木 村 彰
一

編
『
ロ シ ア

・西 欧 ・
日本』 朝 日出 版 社 ，1976，

　 195．
1s
　Helflant　 I．　 M ．　 Sじ ulpting 　a 　Persona： The 　Path　fbm

　 Pu．shkin ’
s　Caucasian 　Journal　to　 Puteshestvie　 v　A 泥 厂 μ”τ ／〆

　 The 　Russian　Review ．　Vol ．56，　No ．3，　t997．　P．378．
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ftzag\

Kexsti HOPMMAllY

"aponHA  H  pea"H3M

                ("A3Mfi"B
 <<HyTemecTBHH  B  Ap3pyM,>  HymKHHa

KaK  TeKcToBoe  rlpocTpaHcTBo)

   B  arlyTe-ecTBMM  B  Ap3pyM)) (1836) ny-KMH oTKpb]BaeT  cBoro  MeuTy  Bb]ilTH  3a rpaHMlly  PoccHM, Ho  sTa MegTa

OKa3a"aCb  Ha"PaCHOta,  3fleCb Pellb HneT  O "OJIMTMHeCKOM  TePPHTOPMM  CTPaTlbl,  HO  MOHHO  nPHHSITb  ee  M 3a  KY.lbTYPHYro,

rlYIIJKHH, CCb].IaS[Cb  Ha  MHOFHX  XYnOMIHMKOB  H HYTeLUeCTBeHHHKOB,  r[PeJLCTaB.["eT  a3HaTCKYn  06JaCTb  HMIIePMM  KaK

npocTpaHcTBo,  accouHMpoBaHTIoe  c  
'reKcTaMM

 pyccKoM  KyJIhTypb[. .MHoFogMcneHHbTe uHTaTb]  6blJH o6-en  yepToM  H<aHpa

POMaTITHi{eCKOPO  nYTeLUeCTBHfi, HO  B  <tFIYTell[eCTBMH,>  3aMeTI[a  IlaPOJIMfi Ha  STOT  ]IaHP,  Ka}KeTC", UTO  II09T  nblTaeTCH
  u u
BbtHTX  M3  TeKCTUBOFO  nPOCTPaHCTBa  PYCCKOH KYJliTYPbl  C  tlOMOLLLbro  RaPOnMH.

   11aponMH B {`I'IyTe-ecTBHM}>  yac'ro cuMTaeTcfl  cTpeMmeHHeM  K  pean"3My,  Ho yH(e B paHHeth sK3oTHHccKota  nogMe

<,I<aBKa3cKMth  nJeHHHK,}  (1822> cy-ecTByeT  peanHcTMgecKoe ullHcaHHe  ropueB,  BocxoA"tllee  K  
"o"HcaTeJbHota

 fiosMe",

MaHPY  KJaCCHllM3Ma.  LLMTMP}," CTMXOTBOPeHH"  neP>KaBH[Ia M >KYKOBCKOFO B IIPMMeqaHMX,  aBTOP  II03MTMBHO  nOKa3biBaeT

CBOK}  CB"3b  C []PeJLb[nY-HMM  TeKCTaMH.

   
"Pea.(H3M"

 B  gnYTeMeCTBHM}>  TOXKe  HMeeT  HCTOgHHK  
-

 
"flPY)KeCKMe

 nHCbMa",  .(K)6MMblM ]KaHP  aP3aMaCUeB.

HecKoJbKo "pM3HaKoB  sToFo  maHpa  (naponH", om{caHMe  [loBcenHeBHblx  AeTaJ[ets H  T.n.)  cocTaBJ"K)T  To, -To Ha3blBaeTcF[
"pea.IH3beloM"

 B a['IyTe-ecTBHM)>.  BfipogeM, B oT.oHHHe oT <{KaBKa3cKoFo  fimeHHMKa,},  {{HyTellIecTB"e"  fiBHo  npoTHBocToMT

nPenblnYUHM  TeKCTaM,  OJIHOta M3  nPMHHH  9TOf･O  "Bn"K}TCH  H3MeHeHM"  B nY6JX-HOth  Cq)ePe TOrO  BPeMeHM,  Ee  I[eHTP

t]epexoflM"  oT ca.qoHHoro  o6-ecTBa  flBop"H, rne  cogHHH"Mcb  o][Mca'renbHb]e llosMb] H npyMlecKMe  
nMcbMa,

 
K
 
KobeIMep-ecKMM

>KypHa"apt{.  CaM  ny-KHH  HcKJvaHaeT  H3 <(IiyTeu]ecTBwl,>  MH'rHl{Hb[M  ToH,  npMcylltH-  caJIoHHoM KyxbType,

   B <`nYTeUIeCTBHH,),  HanMCaHHOM  nOC.[e TaTCMX M3MeHeHnM,  06HaPYM{MBaeTC"  OC03HaHMe  aBTUPOM  YCti10BHOCTH KYJbTYPb],

He TO,fi1.KO CaJOHHOti,  a JD60li,  I'IYLIjKMII, HPe,ICTB,n"fl  A3Hn  KaK  TeKCTOBOe  nPOCTPallCTBO  PYCCKOll KY"bTYPbl,  B TO  NKe

BPeM"  OI]HCblBaeT  MeeTHble  HaPOnbl,  KOTOPble  He nOHHMa}OT  PYCCKMth fl3blK. FIeST CaM  3Ha.1,  HTO  eFO  nPenCTaHMeHHe  

"A3HH"

.IMLub yc.loBFTblM o6pa3,

-8-


