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アル セ ー ニ ー ・ タル コ フ ス キ ー の 詩にお け る
「
私」

　　　　　　　　
一 「

通 りす が り」 の 形象を中心 に
一

坂 　庭　淳　史

は じ め に

　 ア ル セ ーニ ー。タ ル コ フ ス キー （1907−1989） に つ

い て ，現 在多 くの 伝 記 や 回 想 が 刊 行 さ れ て い る。1
戦

争 で 片足 を失 い ，詩集 は 1962年 まで 発 刊 さ れ ず ， 息

子 ア ン ドレ イ （1932−1986） は彼 よ り先 に 世 を去 っ た。

彼 は ま た ，旧 ソ 連 の 諸民族 の 詩 を数多 く翻 訳 し，作家

協会 の 詩人 養成 所 で 教 鞭 を執 り，ア フ マ ートヴ ァ

（1889−】966）や ツ ヴ ェ タ
ー

エ ヴ ァ （1892−1941） と

い っ た 詩人 た ち の 息吹 を新 た な 世代 へ 伝 え た。ソ連時

代 を生 き抜 い た 彼 に 関す る記述 は ， ソ連 の歴 史や社会

と文学者 の 関係を考 える た め の 資料 と し て も価値が あ

る。

　 しか し，タル コ フ ス キ
ー2

の 詩 の独 自性 を解 き明 か

す よ うな研究 は，こ れ ま で 十分 に な さ れ て きて い る と

は 言 え な い ♂ 本論 考 は ，特 に
「
私」 や 人 間 の 自己意

識 の 描 き方 に 注目 しつ つ ，詩 の 特徴 を明 らか に し，ロ

シ ア 文化
・
文学史 の 中 に こ の 詩人 を位置づ けて い くも

の で あ る。

1．「
人 間中心 主義 」

　考察の 前 に ， まず は彼 の 詩の 基本的 な思想 を理解 し

て お く必 要 が あ る。 詩
「
世界の 真 ん 中 （HocpeJMHe　MMpa ）」

（1958 ） （1−172） は こ れ まで に も し ば しば言 及 さ れ て

き た が
，

こ こ で は 3連構成 の第 1連 を引用 す る 。

分 9e 諏oBeK ，　fl　nocpe 且HHe 　MHpa ，
3a　MHOH ） MHpHa 皿b【 HH Φy30PHM，
且
．
［epeAo 　MHo 田 MHpHa 皿b【 3Be3 八．

FI　 MemAy 卜田 M ” ．le］’Bo 　 Becb 　 cBo 齢PDcT 一

ノ［互Ba 　6epera　 CB 只3yK ）しL匚ee 　 MOpe ，
皿Ea 　 KOCMOCa 　 COenHHHB 田 同貢 MOCT ．

私 は 人 間，私 は 世 界 の 真 ん 中

私の う しろ に ．無数 の 滴虫類，
私の ま え に ，無数 の星 々。

その あい だで ，私 は大 の 字 に な っ た 一

二 つ の 岸 を結 ぶ 海，
二 っ の宇宙 を つ な い だ橋。

　第 2 連 に は
「

私 は ネ ス トル ，中世 の 年代記作者，／

来 る べ き時代 の ， 私 は エ レ ミア 」 とあ るが ， 彼 は基本

的な テー
マ と して 人 間の 存在 そ の もの に 着目 して い る。

代 表 作 で あ る こ の 詩 で は，「
私」 と い う 「人 間」 は

時 ・空間の 中心 に お り， 確固 た る 自己 意識が 現 れ て い

る。批評家 チ ュ プ リ ニ ン は ， タ ル コ フ ス キー
の 詩

「
呼

び出 し音 （3yMMep）」 （1961） に あ る
「

私 は 不 死 だ ，

私 が 死 な な い か ぎ り」 とい う詩句を ， 詩人 の
「
詩的信

条 」，「
時間 の概念の 核心」 と し ， さ ら に こ の詩

「

世界

の 真 ん 中」 に つ い て は，頌 詩
「
神 （Bo「）1 （1784 ） で

「
自然 の 中心 で あ る私」， そ して 「

私 は ツ ァ
ーリ ， 私 は

奴隷 ， 私 は虫 け ら ， 私は神」 と歌 っ た デル ジ ャ
ーヴ ィ

ン 以 来 の 伝統 を継 承 して い る と言 及 し て い る ♂ こ こ

で ，タ ル コ フ ス キーが 自身の
「
人 間」 観を述 べ た イ ン

タヴュ
ー

に つ い て 検討す る こ と に し よ う。

　 マ ク ロ ，ミ ク ロ の 世界 に 関 して ，人 間 は 中心 的な位

置 を 占め て い ます 。 現代 の 機械 は 人 間が 大きな世界，

そ して 小 さ な世界 を観察す るの を可 能 に し て くれ ま す。

［……
］ こ こか ら，人 間中心主 義 （aHTpono ロeHTpH3M ）

が 生 まれ て きた の で す 。 人間 の 理性 は ，その 領域内 に

宇宙 を 取 り込 ん で い ま す。で す か ら，私 に は，人 間を

世 界 創 造 の 中 の と る に 足 らぬ 砂粒 の よ うに み な す考 え

方 は 正 し くな い よ うに 思 え ます 。 ［……］人 間の 自己

意識に 関す る 歴史主義 は，わ が 国 の 詩 に 伝統的な も の

で す （「こ の 世 界 を ， そ の 運 命 の と き に 訪 れ る もの は

幸 い で あ る …
」 〔チ ュ ッ チ ェ フ の 詩 「キ ケ ロ

（UHuePOH）」〕）。私 た ち は ま さ に 世界 の
「
運命 の と き」

を 生 き て い ま す。一
般的 に 言 っ て，人 間，自民 族 ，

人 々 ，自然へ の 愛情 は ， 時間 と空間 に お い て 中心 的 形

象 と され る 人間の 自己 意識 に有益 な影響 を与 え て い る ，

そ う私 は 確信 し て い ま す。5 （強調 は 引 用 者）

　彼 は ま た ，

『
私 が 詩 に っ い て 理 解 し て い る こ と

（qTo　BxonMT 　B　Moe 冂oHHMaHMe 　m ∋3HH＞』 と題 した 文 章

で は ，「
詩 は 芸術 で あ り，ま た 認識 に 関す る もの で あ

る」 （II− 201） と規定 し て い る 。 タ ル コ フ ス キ
ー

は 自

己 を認 識す る こ と ， 自己 を知 る こ と （自己 意 識 ） を求

め て い た。そ して こ の
「
人 間 中 心 主 義」 が ，彼 の 詩 に
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お け る 基 本的 な 思 想 とな っ て い る 。

　ロ シ ア に は い わ ゆ る 「
哲学的抒情詩」 の 歴史が あ る

が ， タ ル コ フ ス キーは そ の 思 想 ， そ して 奇 を て らわ な

い オーソ ド ッ ク ス な形 式 と あ い ま っ て ，
こ の 伝 統 の 末

裔 と され て き て い る 。 この 伝統 に 属す詩人 た ち の 中で ，

彼 は 「
私 の 好 き な詩人 た ち」 の

一
人 と して ， チ ュ ッ

チ ェ フ （1803−1873） の 名 を挙 げて い る （III−242）。デ

ル ジ ャ
ーヴ ィ ン を 「

哲学的抒情詩」 の 始祖とす るな ら

ば，そ れ を 発展 させ た の が 19世紀前半の 愛智会 の 詩

人 た ち や チ ュ ッ チ ェ フ で あ っ た。愛 智会 の リーダーで

あ っ た ヴ ェ ネ ヴ ィ チ ノ ブ は ， ドイ ツ哲学 の影 響 の も と

に
「
哲学 と詩」 の 結合 を 大 き な 目標 と し，同時 に

「
自

己 を知 る こ と」 を追求 した。そ れ を受 け継 ぐよ うに し

て
「
自然 と私の 合

一
」 を描 い た の が チ ュ ッ チ ェ フ で あ

る。6 タ ル コ フ ス キーとチ ュ ッ チ ェ フ の 類縁性 は す で

に 言 及 さ れ て い る
7
が，本論考 で は，お も に 人 間 の

「自己 意識」 に関す る二 人 の詩 人 の 思 想 の 違 い に注 目

し て い く。

　 チ ュ ッ チ ェ フ は，妻 へ の 書簡 で
「
人 間 に と っ て の 二

人 の暴 君 と迫害者，す な わ ち時間 と空間 を前 に して ，

自分 の 卑小 さ を私 ほ ど強 く感 じ て い る者 は い ない と 思

い ま す」

S
と 記 し た 。ま た，詩

「一
瞬 の き ら め き

（Hpo6 』 eCK ）」 （1825）で は，人間 の 精神 は 天空 の 高 み

まで 上 る が，そ こ で
「
私 た ち」 人間 はす ぐに 力尽 きて

し ま う。なぜ な ら，人間 は
「
と る に 足 らぬ 塵芥」 で あ

り，「
神 の 火」 に 堪えられ ない か らだ。そ の 他 に も多

くの 作品で
「
人間 と して の 私」 の 超 え られぬ 限界 が 描

か れ て い る。チ ュ ッ チ ェ フ は こ の よ うに 人間 の 卑小 さ

をつ ね に 感 じて い た が，こ れ は タル コ フ ス キ
ーが 前述

の イ ン タ ヴ ュ
ー

で
「正 し くな い よ う に 思 え」 る と した

「人 間 を 世界 創 造 の 中の とる に 足 ら ぬ 砂粒 の よ う に み

な す考 え方」 で あ る 。 チ ュ ッ チ ェ フ は こ の 思考を 出発

点 と し ， そ の克服 を 目指 した。「
自己 意識」 を テーマ

とす る こ とに お い て ， チ ュ ッ チ ェ フ は タ ル コ フ ス キー

の 先駆 と 言 え る が
， 時 ・空間 を前 に 慄くチ ュ ッ チ ェ フ

の詩 の
「
私」 と比較 す る と ， タ ル コ フ ス キーの

「
人間

中心主義」 と
「
私」 の意識 の 力強 さ は際立 っ て い る。

　 こ の よ う に
， タ ル コ フ ス キーの 詩 に お い て

「
人 間中

心主義 」 は主要な特徴 で あ る。しか し，哲学的な力強

い
「
私 」 と同時 に，彼 の 詩 に は よ り現実 に 近 い

「
私」

の 要 素 が あ る。本 論 考 で は，先 行 研 究 で も注 目 さ れ て

き て い な い こ の も う
一

つ の
「
私」 の 要素 に 着 目 し た い 。

2．「通 りすが り」 と して の 「私 」

タル コ フ ス キ
ー

と の 語 らい を 回想 し なが ら ミ
ー

チナ

は ， 現 代 詩 人 パ フ ィ ト ・ケ ン ジ ェ
ーエ フ の 詩 「ア ル

セ ーニ ー・タ ル コ フ ス キーの 思 い 出 に （HaM ｝ITH

ApceH朋 TapKoBcKoro）」 を 引用 し，こ の 詩 に お い て タ

ル コ フ ス キー
の 孤 独 を見 抜 い た ケ ン ジ ェ

ーエ フ の 慧眼

ぶ り を指摘し て い る 。

9
しか し ， タ ル コ フ ス キーの 作

品 全体を 見渡す な ら ば， そ こ に 漂 う人 間の 孤独感 や 弱

さ は す ぐ に 理 解 で き る はず な の だ。彼 の
「人 間 中心 主

義」 に は ，
こ れ まで あ ま り言及 さ れ て き て い な い 要素

が 結びつ い て い る の で あ る。

　 タ ル コ フ ス キーの 創作活 動 は 60 年 に 及 ぶ が ，そ の

作風 は 19世紀 の チ ュ ッ チ ェ フ や フ ェ
ートの よ うに

一

貫 し て い る。［o
そ して ，くりか え し 現れ て くる の が

「
通 りす が り （［1poxomntl ）」 の 形象 で あ る。ま ず，詩

「
ゆ り か ご （Ko 」 bT6e ．ib）」 （1933） （1−29，30）の 冒頭

を引用す る。

　 OIIa：
しITo　BcK ） Hoqb 　He 　cqHLub ，　 qPoxoN ｛Hti，
qTエ〕 6penemh　− He 　no6peAei亅lb，
FoBoPH田 b　o皿Ho 　H　To ）Ke ，
C 冂 aTb 　pe6eHKy　He 　皿ae 田 b？

KTO 　Te6fl　eLue 　yc』 b匸u」HT ？

しITO　Te6e 　／le，：HTb 　CO 　MHOti？

OH，　KaK 　6e』bl貢　「o』y6b，　nbt山 MT

BKO 調b ［6eJH．ly6 月Hoh ．

　彼 女 ：

通 りすが りの あなた ，なぜ 夜 どお し 眠 らず，

あて な く歩 き続 けて ，

同 じ言葉 を繰 り返 して ，

赤ん坊 を寝か せ て くれ な い の ？

も う話 を聞い て くれ る 人 は い な い の ？

私 と何 を分か ち あお うと い うの ？

白い 鳩 の よ う に ，あの 子 はす や すや，

樹皮 の ゆ りか ご の な か。

　 こ れ に 続 くの は
「
水 を飲 ませ て くれ な い か ？ 」 と い

う
「
通 りす が り」 の

「
彼」 の 台詞 で あ り， さ ら に

「
彼

女」 は 眠 りに つ い た ばか りの
「
赤 ん 坊か ら目を離せ な

い 」 こ と を理由に 男の 頼 み を断 っ て い る。男女 の 会話

を模 した こ の 作品 は，ア ン ドレ イ の 自伝的 な映画
『
鏡

（3ePKa．［o）』 （1975） の 冒頭 ， 通 りす が りの 医師 が 母

の 前 に 現 れ る 場 面 を髣 髴 させ る。実 際 に ア ン ドレ イ に

宛 て ら れ て い る こ の 詩の 自伝的 な 要素 は 否 定 で き な い

が ， まず は
「

ロ シ ア 詩」 と して 俎．．ヒに の せ た い 。男女

の 会 話 に よ っ て展開 され る詩 は タ ル コ フ ス キー
以前 に

も見 られ るが，そ の
一

つ に レ ール モ ン トフ の 長 詩 『悪

魔 （皿eMoH ）』 （1829−1839）が あ る。『悪 魔』 で は
， 花

婿 を戦場 で 殺 され 僧院 に 入 っ た ヒ ロ イ ン，タ マ
ー

ラ の
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ア ル セ ーニ ー・
タル コ フ ス キ

ーの 詩 に お け る
「
私」

庵室 へ 悪魔 が 安 らぎ と 愛 を求 め て や っ て く る。「
お れ

は何も か も ， 地 上 の もの す べ て を お ま え に 与 え よ う

　 ／ お れ を 愛 し て くれ ！…」

11
と い う悪 魔 の 台詞 の

あ と
， タ マ ーラ が 悪魔の 愛 を 受 け入 れ て 二 人 は 口 づ け

し，そ れ に よ っ て彼女 は死 を迎 え る。一
方 ， タ ル コ フ

ス キ
ー

の 水 を め ぐる 男女 の ドア こ しの 会話 は以 下 の よ

うな 「
彼 」 の 嘆願 で 終 え ら れ て い る。

　 OH ：

丿ユBePb 　oTBopH 　MHe ，　 Bb 「臼八H，　 Ro3bMH 　y　MeHH 　LITo 　xoZIC
，
UJTi−

CBeT　BeqepH 岻 KoBI 亅I　MelloBbl 肖，　TpaBy 　llon叩 ollHHK ＿

彼 ：

ドア を開 け て くれ，出 て来 て，何 で も欲 しい も の を私 か ら

と れ ば い い

夕 べ の あか り，カ エ デの 柄 灼 オオ バ コ の 草
…

　タ ル コ フ ス キー
の 詩 は ，

「

彼」 の 最後の 言葉 に も見

られ る よ うに ，『悪 魔』 と類 似 し た構 造 が あ る。だ が ，

決定的 な違 い は
「
彼」 と

「

彼女 」 の 間 に は何も起 こ ら

な い こ と で あ り，「
彼 」 の 呼 びか け が

「
彼女」 に 届 か

な い こ と を予感 さ せ つ つ 詩 は 終 わ っ て い る。ドア こ し

の 会話 の み で ドラ マ チ ッ ク なコ ミュニ ケ
ー

シ ョ ン も な

く， 与え る もの も な い 「
通 りす が り」 の

「
彼 」 の 孤独

感や 絶望 だ け が そ こ に あ る 。 こ の よ うに，力強 い 「人

間 中心 主 義」
か ら は か け 離れ た ， も う…・つ の

「
私 」 が

存在 す る の で あ る。

3。詩 「狩 り」 に お け る 二 つ の 「私 」

　
「
通 りすが り」 の 形象をさ らに 深 く考察す る うえで，タ

ル コ フ ス キ ーの 基本思想で あ る
「
人 間中心 主義」 に つ い

て も よ り詳細 に 理解 して お か な け れ ば な ら ない 。詩 「
狩

り （OxOTa）」 （1944） （1−136） に は，彼 の 作品世界 に お

け る
「

人 間 中心 主 義 」 の 深 遠 さ ， 複 雑 さ が表 れ て い る 。

OxOTa　KOHqaeTC 月．

八〜eH月　3aTpaB 円』”．

Bop3a月　BHc 【4T　y　MeHH 　Ha 　6e皿pe，

3a刪 Hy 』 河 ro凋 oBy 　TaK ，　 qTD 　polla　y【lcp」IHcb 　B 縄orlaTKレL

Tpy6 ，nm ．
冂o皿pc3aiOT　MHc 　CYxo ”くH 」 L 月，
Byxo 　 Tb 円 yT　Py流 e 臼Hb1M 　 CTB 〔珊 M ．

［Ia且aeT 　Ha 　6〔〕K，　 Ue 匸T．［HHclコP〔｝raMH 　3a 　MoKpbIe 　冂PyT卜月．
BHHy 爿 TycMoe 　 oKo 　 c　 KaKoM −To 　Ha 甜 u 田 eM 　 TpaBMHKC 〕M．
し｛epHoe ，　 oKocTel5eBLuee 　月6．［oKo 　6e3　0Tpa 勃（eH 回面．
H 〔，rM 　 cB ｝IMYT ，　 H　LLIecT 　 Ttp 〔｝旦eHyT ，　 BcK 目 HyT 　 Ha 　 ILTeqH ．．，

狩 りが 終わ ろ うと して い る。
私 は と らえ られ た。
ボ ル ゾ イ犬 が 太腿 に 樋 み つ い て い る。

私は頭 を そ ら した，角 が 肩 に あた る ほ ど に 。

合図の 笛 を吹 く。

私の 腱 が 切 り裂 か れ て い る 。

耳が 銃 身 で 突 か れ て い る。

濡 れ た枝 に角 を か らめ，横 向 きに 倒 れ て い る。
私 は見 る，澱 ん だ瞳，そ こ に は D つ い た 草。

動 か な い ，もう何 も映 し だ す こ との ない 黒 い 瞳。

足 を縛 られ，さお に 通 され，肩 に 担が れて …

　 こ の 詩 は，「
私」 に 注意 して 読 ま な けれ ばな らな い 。

第 1連 で の
「
私 」 は ， 狩猟 で 捕 え られ た鹿 と み られ る

動物 で あ る。第 2 連 も ， 2，3 行 目の
「
私」 は 鹿 で あ

るが
，

1行 目で 合図 の 笛 を 吹 く 「
私 」 は 鹿で は な く，

獲物 を し と め た猟 師で あ ろ う 。
二 つ の

「
私 」 が 存在 し ，

互 い を見つ め る二 つ の 視点 が あ る の だ 。 こ の 作品 の 注

釈 （1−428，
429） か ら， タ ル コ フ ス キーは 二 つ の

「
私 」 に っ い て，ギ リ シ ャ 神話 に登 場 す る ア ク テ ィ オ

ン か ら着想 を得 て い る こ と が わ か る。好色 な猟師 の ア

ク テ ィ オ ン は，全 裸 で 水 浴 び を し て い る 女神 ア ル テ ミ

ス を 見た た め に ， 姿 を鹿 に 変 え られ た 。

「
ア ク テ ィ オ

ン 」 とい う題 で作品 を 読 み解 くな らば，提 示 さ れ た

「
私 」 （鹿，猟 師） に は様 々 な解 釈 の 余 地 が 残 され る 。

し か し ， タル コ フ ス キーは最終的 な 題 を 「
狩 り」 と し

て ，「
ア ク テ ィ オ ン 」 に は言及 して い な い

。 そ の 結果，

異 な る二 つ の
「
私」の 存在 が 浮 き上 が るの で あ る。19世

紀 に お い て ，「
私   」 と

「
私た ち （rlbl ＞」 との 視点 を

し ば しば 共有 さ せ ，詩
「
私 た ち の時代 （Halli　 BeK ）」

（185］） の よ う に，個人 を
「
私 た ち 」 と い う 集団 に 結

び つ け よ う と した チ ュ ッ チ ェ フ と は 対照 的 で あ る。

　 タル コ フ ス キー
の 詩 に お い て ， 視点 は必ず し も一

つ

に 収 束 し て い か な い 。詩
「
ゆ り か ご」 で の

「
彼 」 と

「
彼女」 の 会話 の 形式 に も また ，同 じ考 え 方 が 反 映 さ

れ て い る よ うに 思 わ れ る。「
人間中 心 主義」 と合 わ せ

て 考 え る な ら ば，「
世界 の 真 ん 中」 と い う自己意識 を

持 っ た複数の
「
私」 が一

つ の 作品 に 登場 し て きて い る

と言 え る だ ろ う。「
人間中心主義」 は た だ一

人の
「
私 」

の た め の 思 想 で は な い の で あ る 。

4．多元 的 な世界

　誰 もが
「
世界 の 真ん 中」 と い う 自己 意識 を持 っ

「
人

間中心主 義 」 は，「
通 りす が り」 の 形象 に も影響 を 及

ぼ し，タ ル コ フ ス キ
ー

の 入 間観 は よ り特徴的 な もの に
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坂 庭淳 史

な る 。 詩
「
通 りす が り （rIpox鰥 H茴）」 （1931 ） （1 −28）

で は ， 文字通 り
「
通 りす が り」 が 主題 とな っ て い る。

［
．
［POXOMteMy− KaKoe 皿e』o，
9TO　 KTO

−
TO 　 BCJIe双 3a 　H回M 　 H双eT，

LITC
） MHe 　 TO 」KaTbCH 　 HaAOe ．IO，

CTy．　 HaTbcH 　y　 qy ＞KHX 　 BOPOT ？

レIHHKO 「O　He　3aMeHaeT ，
M6e 」b【函　x 』e6 　B　pyKax 　HeceT ，
C 皿ocy 凪 HM 　 BeTepKoM 　阿「paeT，
CTyq 目Tc 月 yMoHx 　BopoT ．

通 りす が D に は，ど うで もい い こ とだ，
彼 の あ と を誰 がつ い てい こ うと も，

よ そ の 家 の 扉 を押 した り，た た い た りす る こ と に

私 が 疲れて しまお う と も。

誰 に も気づ か ず に，

白い パ ン を手 に 抱 え，

無 為の 風 と戯 れ なが ら，
わ が 家の 扉 を た た い てい る。

　こ こで は 4連構成の 第 2連 まで を引用 した。第 4連

に は ， 家 か ら出 て きた 女性 の ，「
ど う して また うち へ

くる の ？」
「

夜毎 に 扉 を た た くの ？」 と い う ， 詩
「
ゆ

りか ご」 を思 わ せ る よ うな言葉 が ある。だが，こ の詩

に お い て 特筆す べ き なの は，「
通 りすが り」 の 形象 が

特定の
一

人 に付与 さ れ て い る わ けで は な い こ と で あ る。

詩 の 冒頭 に は
「
通 りすが り」 を見て い る

「
私」 が い る 。

さ ら に，読者 は そ の
「
私」 も また 「よ そ の 家の 扉 を押

した り，た た い た りす る こ と」 に 疲 れ て し ま っ た
「

通

りす が り」 で あ る こ と を 知 る 。 私 も， 私 を 取 り巻 く

人 々 も， そ れ ぞ れ が
「
通 りす が り」 な の だ。こ こ に お

い て
「
通 りす が り」 は 自伝的枠組 み を乗 り越 え，普遍

的な 広が り を見せ て い る。タ ル コ フ ス キ
ー

の 詩の 世界

と は，「
通 りすが り」 が 複数存在す る ， 多元的 な 世界

な の で あ る。

　 タ ル コ フ ス キー
の

「通 りす が り」 は彷徨 し続 け る。

例 え ば ， 詩
「 ト ビ リ シ の 雨 （且o顯 bBT6M 」MCH ）」

（1945） （1
−52 ） で は，恋 い 慕 う女性の 住 む

「
ロ シ ア で

は な い 」 町 の坂 の上 り下 りを主人 公 は歩 き続 け，家 を

や っ と見 つ け て も彼女 に 会 う こ と は な い
。

「
君 の 住 む

路地／ あ い に くだ な，／私 は　　 た だ の 通 りす が り，／

冷 た い 雨が 降 っ て い る 」 と あり，主 人公 は
「
通 りす が

り」 で あ る。そ して ， 主 人 公 の そ ば を ， 車 の
「

前 照

灯 」 が 駆 け抜 け ， また
「
雨宿 りす る 場 所 の な い 恋人 た

ち 」 が 過 ぎて い く。 彼 ら に は ， 雨滴 を しの ぐ 「
場所」

が な い 。こ の 詩 に も複数の
「
通 りす が り」 が描 か れ て

い る と言 え る だ ろ う。

　 こ こ で ，

「
人間中心 主 義」 の 思 想 を ふ ま え て タ ル コ

フ ス キ
ー

の
「
私 」 に つ い て 整理 して お こ う。タ ル コ フ

ス キー
の 詩 に は 二 つ の レ ベ ル の 「私」，す な わ ち

「
世

界 の 真 ん中で あ る私」 と
「
通 りす が りの 私」 があ る。

そ し て ，

「
世界 の 真 ん 中」 と い う自己意 識 を持 っ た

「
私」 は複数存在 し，多元 的な 世界 を形成 し て い る。

しか し，そ うした
「
私」 同士の コ ミ ュニ ケ

ー
シ ョ ン が

な りた た ない た め ，人間相互の 関係性 に お い て
「
通 り

す が り」 と し て の 孤独 な 「
私」 が 生 み だ され る の だ 。

　二 つ の
「
私 」 は一

人 の 詩人か ら発 せ られ た 「
私 」 で

あ り， 切 り離 して 考 え る こ と は で きな い
。 そ の た め ，

そ こ に
「
私 」 に つ い て の ね じれ が 生 じて き て い るの が

わ か る 。

5．「
通 りすが り」 と

「
家」，

「
異郷 」

　 タル コ フ ス キ
ー

の詩 の
「
私」 の 不安定な生を支え得

る もの と して ，空間 に お い て は 「
家 」，時間 に お い て

は
「
少年時代」 が あ る 。

「

家 」 を 主 題 とす る彼 の 作 品

の う ち ， 例 え ば ，
3 篇 の 詩 か ら な る

「
生 命， 生 命

QKM3Hb，　N（M3Hb ）」 （1965） （1−242）で は ， 第 1 の詩 に

お い て
「
私 」 は不 死 を 高 らか に 宣 言 す る。詩

「
世 界 の

真 ん 中」 に あ る よ う な確 固 た る 自己 意識が 現 れ て い る。

そ し て，不 死 の 根拠 を 示 す か の よ うに ，第 2 の 詩 は

「
家 の な か で 暮 ら して くだ さ い ，　 そ うす れ ば 家 は 倒

れ な い か ら」 と 始 ま る。そ し て，「
私 と と もに あな た

が た の 子供 た ち 」，「
妻 た ち 」，「

祖先 」，「
子孫」 が一

つ

の テ
ーブ ル に つ い て お り，「

家」 は 過 去，そ し て 未来

へ と伸 び る人 類 の 時 間軸 の 中 心 点 とな っ て い る。

　 と こ ろ が ， タ ル コ フ ス キーの 詩 に 登 場 す る多 く の

「
家」 に は，「

住人」 が い な い の で あ る。例 え ば，詩

「
向 か い の 家 似 oM ｝［a 【lpエ）TMH ）」 （1958）で は ，古 い 木

造 の 家 が壊 され る場面 か ら始 ま り，か つ て そ こ か ら出

て 行 っ た老人 の ，家 に 視線 を投げか ける 最後 の 姿が 描

か れ て い る 。ま た，詩
「
住人 の い な い 家 は 眠 りに っ い

た，そ し て 夢 を 見 て い な い …
（且OM 　6e3 ）KM ．llbllOB

3acHy 』 目 CllOB 【le　BHnMT ．．．）」 （1967） で も ， 家 は住 人 の

帰 りを じっ と待ち続け て い る 。
こ の よ う に ， タ ル コ フ

ス キ
ー

は 住人 の い な い 家 を，あ る い は
「
家」 と

「
私 」

（そ こ に 暮 ら し て い た 人 間〉の 離 れ て い く さ ま を し ば

しば題材 と した。詩
「
生命，生命」 の 第 2 の 詩 で も ，

「
家の な か で 暮 ら 1 す こ と は 望 ま れ て い る に 過 ぎ な い 。

詩 「 ゆ りか ご 」 で も詩 「通 りす が り」 で も，家 の ドア

は 開 か な い し，詩
「
トビ リ シ の 雨 」 で は，「

私 」 は 彼

女 の 家 の 前 で 立 ち 止 ま っ て い る 。 主 人公た ち は 行 き場
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ア ル セ ーニ ー・タ ル コ フ ス キ ーの 詩 に お け る 「私」

を失 っ て い るが ゆ え に
「
通 りす が り」 な の だ。

　 そ し て，彼 の 詩 で は，「
家」 と

「
少年時代 」 が 融合

し た と き 至 福 が 訪 れ る。詩
「
白い 日 （Benbili　 AeHb ）」

（1942）（1−302） に は，「ジ ャ ス ミ ン の 傍 ら に 石 が あ

る，／石 の した に は 宝 が あ る。／父 は 小道 に 立 っ て い

る 。／ 白い ，白い 日 1 と，楽園の よ うな 世界が 広が り，

私 に と っ て
「
あの と き ほ ど幸 せ だ っ た こ と は な い

」。

だ が ， 最終連 で は ，

「あ の と きへ は帰 れ な い 」 と 閉 じ

られ ，
こ の 至 福 の 世界 が過 去 の 追想で しか な い こ と が

悲哀 を感 じ させ る 。 ア ン ドレ イ の 映画
『
鏡 』 が ， シ ナ

リ オ の 段 階 で は 『
白 い

， 白 い 日 …
（Be。lbTil，6e．ibTM

neHb ＿）』 と題 さ れ て い た よ う に ，こ の 作 品 は タ ル コ

フ ス キー
父子 の 創作 を結 び つ けて もい る が，ア ル セ

ー

ニ ー
の 周 辺 の 詩 人 で は ， 彼 が 慕 っ て い た ア フ マ

ート

ヴ ァ の 詩集 『白 い 群 れ （Se 」a” CTa ア1）』 （］917）で の

「
白」 の 羅列 が あ る 。 ア フ マ ートヴ ァ は 「

白い
」 と い

う言葉で 大切 な尊 い もの を表し て い た 。

］2
しか し ， 詩

「
あ な た の 白 い 家 と し ず か な 庭 を 捨 て て 行 こ う…

（
’
rBoM　6e河 b1敢 oM 　M 　THxHil 　ca ／1　ecTaB 。・1ro＿）」 （1913 ） で ，

ア フマ ートヴ ァ が 大切 に して い た 家 を お い て前へ 進 む

の に 対 し， タ ル コ フ ス キーは家 へ の 憧憬 を捨 て 去 れ ず ，

行 き場 を失 い な が ら
「
通 りす が り」

と して あ て も な く

歩 き続 け るの で あ る。

　 ま た，彼 の 詩 で 際立 っ て い る の は，「
私 」 が 現在 い

る そ の 場所 を
「
異郷 （yym6m 【a）」 と感 じ て い る こ とで

あ る。こ の 感覚 は
「

ロ シ ア で は ない 」，そ して
「

ロ シ ア

語 で は な い 会話」 の 聞 こ える ト ビ リシ の 町 （詩
「
ト ビ

リ シ の 雨」） に お い て 最 も先鋭化 し て お り， ト ビ リ シ

の 情景 は
「
通 りすが り」 の 心 とパ ラ レ ル に なっ て い る。

　詩人 べ 一
ク は，タル コ フ ス キ

ー
の

「「
植物 と動物』

に つ い て の 詩 の 中で も二 つ の 傑作 」 と し て ，詩
「
サ ボ

テ ン （KaKTyc）」 （1948） と 詩
「
ラ ク ダ （Bep6．− on ）」

（1947） を 挙 げ て い る。例 え ば，サ ボ テ ン は 「
緯 度 も

経度 も故郷 か ら離 れ て 」
「わ が 家 の 窓 辺 で 生 き て 」

い

る ，

「
異郷 で た え しの ぶ も らい 子」 （1

−77） で あ る 。
こ

れ らの 詩 は タ ル コ フ ス キー自身 の お 気 に 入 りで も あ っ

た とい う。13
動 植 物 に 限 らず ， 彼 の 作 品 に は ゴ ッ ホ や

ク レ ーな ど時代 に 理解され な か っ た 芸 術家 た ち の 詩 的

ポートレ ートもあ る が ， タル コ フ ス キーの
「
異郷 」 に

生 き る もの た ち へ の 愛 着 に は，「
家 」 か ら離 れ た 人 間

の 意識 が 影 響 して い る よ う に 思 わ れ る 。

　彼 の 理 解 に お い て は ，人間 は み な そ れ ぞ れ に と っ て

の
「
異郷 」 に 暮 ら し て お り，そ れ ぞ れ に

「通 り す が

り」 な の で あ る。個 々 の そ う した 感 覚 が 逆 説 的 な親 近

感 を生 み 出 し，描写 の 対象 と して の彼 ら と タ ル コ フ ス

キ
ーと を結 び つ け て い る の で あ る 。

6．タ ル コ フ ス キ ーの ロ シ ア 文学史上 で の 位 置

　　と 「通 りすが り」

　先行研究 で 言及 さ れ て き た タル コ フ ス キー
の 確固 た

る 自己意識 を持 っ た
「
私」 の 他 に，本論考 で は も う

一

つ の
「
私 」 と して ，「

通 りす が り」 の 形象 に 着目 した。

ま た，「
誰 もが 通 りす が りで あ る 」 と い うこ の 詩人 の

特徴的 な人 間観 を明 らか に し て き た 。こ う し た 点 を ふ

ま え て ，タ ル コ フ ス キ
ー

の 文学史上 の 位置 に つ い て 考

え て お きた い 。

　人間の 自己意識 に 関す る
「
哲学的抒情詩」 の 系譜 に

お い て チ ュ ッ チ ェ フ と タル コ フ ス キ
ー

を比較 した が，

二 人 の 詩人 の 間 に は，19世紀末 か ら 20 世紀初頭 に か

け て の ウ ル バ ニ ズ ム の 時代 が あ る。リデ ィ ア ・ギ ン ズ

ブ ル ク は，フ ェ
ー

ト と ア ン ネ ン ス キ
ー

を取 り上 げなが

ら ， 世紀 の 狭間の 詩人 た ち の 見解 の 違 い に つ い て 触 れ ，

ア ン ネ ン ス キーが
「 19世紀 ロ シ ア 抒情詩 の 荘園的 な

自然 を保持」 し な が ら も，

「
現代 の 人 間 は　 都市 に

生 き る人 間 で あ る」 こ とを す で に 知 っ て い た と指摘 し

て い る。1419
世紀 の 哲学的抒情詩 の

「

私」 は
「

自然」

との つ なが りに お い て 「自己 意識」 を模索 した が ，
20

世紀 の
「

私」 に とっ て は
「

都市」 との つ な が りが 大 き

な 意味 を持 っ て く る。確 か に ，19世紀 に チ ュ ッ チ ェ

フ が 描 い た よ う な 自然 は
， タ ル コ フ ス キーで は や や後

退 して い る し，詩
「
ゆ りか ご」 の

「
彼」 の最後 の 言葉

に あ る
「
夕べ の あか り，カ エ デの 柄灼，オ オ バ コ の 草

…
」 と い っ た 自然 の 事物 は 価値 を 失 っ て い る。工 業

化 ・都市化 が 急速 に 進 ん だ こ の 時代 は，文学 に お い て

「
都市 （や 群衆） の 中で の 孤独 」 と い うテ

ー
マ を作 り

出 し た 。し か し，タ ル コ フ ス キ
ー

の
「
通 り す が り」 は ，

こ の テ
ー

マ に 収 まりき っ て は い ない 。哲学的抒情詩 の

伝統 とウ ル バ ニ ズ ム を 背景 に，「
誰 もが 通 りすが D で

あ る 」 とい う多元 的 な世界 を提示 した こ とに 彼 の 独 自

性 が あ る だ ろ う。

　また ，
こ れ ま で

「

哲学 的 抒情詩」 の伝統に お い て通

時 的 に 考 察 して きた が ， タ ル コ フ ス キーと同 時 代 の 詩

人 た ち と の 共 時的 な つ な が りに つ い て も考え て お く必

要 が あ る。

　 映 画 学 者 ポ ジ ョ
ーヴ ィ チ は，タ ル コ フ ス キ

ー
父 子 の

作 品 に お け る
「
イ メ ージ の 多義性」 に 着 目 し ，

「
真 の

芸術家が 本能的 に ［
……

］
一

義性 を回避 し よ う とす る

の は，個 人 と い う も の は 他人 とは
一

致 す る こ との な い

『自分 の 』 宇宙 の 中 心 で あ る と感 じて い る か ら な の で

あ る．」LS
と，さ ま ざ ま な解釈 の 許容 と 芸術 に お け る個

人 の 尊 重 に つ い て 述 べ て い る 。 だ が ，

「イ メ
ージ の 多
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坂庭淳 史

義性 」 は こ の 詩人 だ け に 限 られ た もの で は な く，例 え

ば，ア ン ネ ン ス キ
ーや マ ン デ リシ タム らの

「
連想 の 詩

学 （nOSTMKa 　 aCCOIIHaLLMtl ）」 と 言 わ れ る ，読者 に 解釈

を ゆ だ ね る よ う な手法 と も重 ね て 考 え る こ とが で き る 。

ア フ マ ートヴ ァ の 詩 に 見 られ る よ うな 断片性 も含 め て ，

タ ル コ フ ス キーは 同時代 の 詩人 た ち とい くつ か の 手 法

を共 有 し て い る。ポ ジ ョ
ーヴ ィ チ は ， タル コ フ ス キー

の
一

つ の 手法 を直感的 に理解し なが ら も ， そ の裏に あ

る多元 的 な世界 と
「
通 りす が り」 と して の

「
私 」 とい

う思 想 を見 出 し て は い な か っ た。む し ろ，ポ ジ ョ
ー

ヴ ィ チ の 言及 は そ の ま ま ， タ ル コ フ ス キー
の 詩 に 見 ら

れ る
「

私」 （
「

世界 の 真 ん 中で あ る私」 と
「
通 りす が り

の 私 」） に つ い て の ね じれ を説 明 す る の に 有効 で あ る

と言 え るだ ろ う。

終 わ り に

　 チ ュ ッ チェ フ は 自己意識 の 問題 を 1850年代 の 恋愛

詩 に お い て 解決 し て い る が ，タ ル コ フ ス キーは 恋愛詩

で も
「
通 りす が り」 の ま ま で あ り，自己意識 の 根拠 と

して
「
家」 を描 い た もの の，そ れ は永遠 に 戻れ な い 場

所 で あ っ た。で は，「
誰 もが 通 りす が りで あ る 」 こ と

を提示 した タル コ フ ス キ
ー

の 思想 の 潮流 は ど こ へ 向

か っ て い る の だ ろ うか 。

　 ケ ン ジ ェ
ー

エ フ は前述 の 詩
「
ア ル セ ー

ニ
ー・タ ル コ

フ ス キー
の 思 い 出 に 」 の 中 で ， タル コ フ ス キーを 「

国

を追 わ れ た 片足 の ツ ァ
ーリ」

16
と呼 ん だ 。

こ の 形 象は ，

本論考 で こ れ まで 考察 して き た 二 つ の
「

私」 と もそ の

性質 が よ く似て い る 。
つ ま り， 確固 た る自己 意識 を持

ち な が ら （
「
ツ ァ

ーリ」／
「

世界 の 真 ん中」，

「
人 間中心

主義」），本来 の 居場所 を 離 れ て （
「
国 を 追 わ れ た」／

「
通 りす が り」，「

異郷 」）孤独 を 引 き ずっ て い る の だ 。
「
通 りすが り」 に つ い て の 言及 は な い が，こ の 現代詩

人 は タ ル コ フ ス キ
ー

の 詩 の 本質 の
一

側面 を見抜 い て い

る。ケ ン ジ ェ
ー

エ フ 自身 も，例 え ば 詩
「 1991年 8 月

17 日 （r7　 aBryclla 　 1991　 L ）」 で は ， 荒廃 し た 都 会 に

暮 らす人 々 それ ぞ れ の 孤 独 を歌 っ て い る。

　 ま た ， タル コ フ ス キー
の 詩人 養成所 で の 教 え子 で あ

る ラ リーサ ・ミ レ ル は ， ゲ オ ル ギー・イ ヴ ァ
ー

ノ ブ の

詩 を 引用 し なが ら，共 通 の 言 葉 を 失 っ た人 々 を結 び つ

け る の は
「
相互 に 理 解 し得 な い 」 と い う理 解 そ の も の

で あ る ， とい う逆 説 的 な 言 及 を加 え て い る ♂

　 そ して ， ア ン ドレ イ 。タ ル コ フ ス キー
に つ い て も触

れ ぬ わ けに は い か な い 。 もち ろ ん ，類縁性 を感 じ さ せ

る現 代詩 人 も い る が ， ア ル セ ー
ニ
ー

の 精神 の 最大 の 後

継者 は や は りア ン ド レ イ よ り他 に い な い か ら だ 。「
誰

もが 通 りすが りで あ る 」 と い うモ チー
フ は ，映画

『
ノ

ス タル ジ ア （HOCTa．ibrM 兄）』 （1983） に 最 も強 く現 れ て

お り，主 要な 登 場人物 で あ る ゴ ル チ ャ コ フ と ドメ ニ コ

は そ れ ぞ れ 言い 尽 くせ ぬ 孤 独 を抱 え て お り，

「通 りす

が り」 を髣髴 させ る 。 ク ラ イ マ ッ ク ス に あ る ドメ ニ コ

の ロ
ー

マ で の 演説の 場 面 で は ， ば ら ば らに な りす ぎた

世 界 に 死 を 賭 し て警 告 す る彼 に 対 し ， 耳 を傾 け て い る

（聞い て い るの か さ え よ く分 か ら な い ）人 々 は各 々 が

さ ま ざま な ポーズを と っ て 互 い に 寄 り添 うこ と もな い 。

油 をか ぶ っ た ドメ ニ コ が 火 ダル マ に な っ て も，人 々 は

無感動 で微勤 だ に せ ず ， ドメ ニ コ の 鳴咽 め い た 叫び と

道化 の よ うに 駆 け 回 る男 ， 警察官の 動 きが それ を さ ら

に 浮 き立 た せ る。コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン の な い 人 間 関 係

は父 子 の作 品 にお い て 響 き あ い
， ア ル セ ーニ ーの詩 に

お け る多元的な 世界 は，ア ン ドレ イ の 映画の
「
ロ ーマ

の 人 々 」 に よ っ て 不 気味 な ま で に 誇 張 さ れ て い るの で

あ る。そ れ で もア ン ドレ イ は，こ の 作品で ドメニ コ と

ゴル チ ャ コ フ と い う，ア ン ドレ イ 本人 が 言う と こ ろ の

「
仲間 （e 川 HoMb 【IIMeHHHK ）」

］s
を 生 み 出 し た 。 ド メ ニ コ

の 部屋 の 壁 に は 落書 の よ うに，だが 力強 く
「1＋ 1＝・1」

と書 か れ て い る。こ の メ ッ セ
ージ を体現す る か の よ う

に，ゴ ル チ ャ コ フ と ドメ ニ コ は 互 い の 死 を 通 し て 結 び

つ く。こ の 映画を
「
父の 探求 に 対す る，息子の

一
つ の

答 え 」 と考 え る こ とが で き る だ ろ う。

　 ア ル セ
ー

ニ
ー・タ ル コ フ ス キ

ー
に お い て，「

通 りす

が り」 は彷徨 を続 け る 。 だ が ， 人間 の 相互 理 解が 求 め

られ る限 り， この 形 象 の 持つ 意味 は失せ な い はず で あ

る 。

　　　　　　　　　（さか に わ　 あつ し ， 早稲 田 大学）

　 注

　 例 え ば，Tapκ o θ cuaH 　M ．　OcKo．IKH 　3epKa 冴 a．　M ．： Ae皿aJyc ，

　 1999 ；vVa6pu κ A ．
，
　fle∂uffoHe 　ff．　OTeTl　H　cb 旧 ／／K）HocTb ．

　 1993．♪Nr！ 1，2，4，5；BoA κoea 　ff．2τ．　ApceH順 TapKoBcKHM．

　 ＞KH3Hb　H　ceMbH 　 H　HcTopMfi 　poJ　a．　NL： 1］o皿KoBa ，2002．
こ

本 論 考 で 「
．
タ ル コ フ ス キ

ー
」 と記 した 場 合 に は，ア ル

　 セ ーニ ー・タ ル コ フ ス キーを示 す。詩 作 品 の 引 用 は，

　 Tapffo6crcatl　A ．　Co6PaHHe　coLIHHcllMth　B　Tpex 　T〔〕Max ．　M ．：

　 Xyll〔〕コ（ecTBeHHaH 胴 TepaTypa ，1991−1993．に よ り，　（　 ）

　 内 に巻数 と頁 数 を記 す。訳 詩 は坂 庭 に よ る。
コ

日 本 に お い て は ，沼野 充義
「
ス ラ ヴ の 真 空』 自由国 民 社，

　 tg93，
　 t62−172 ；工 藤正 広 『

ロ シ ア ・詩 的言語の 未来 を読

　 む 』 北海 道大 学 図書 刊 行会，1993，25−32 の よ う な タ ル

　 コ フ ス キーの 詩 へ の 示 唆 に 富ん だ 言及 が あ る 。
“ 「

！ynρaHttH 　C ．　BcT｝・nHTe ．lbHafl　 c
’
ra
’
rb｝1 〃 τψ κo θoκ磁 A ．

　 S ・lar〔〕c，叮oBeHHb 匸員 cBeT ．　C冂6．：CeBepo −3afian，1993．　C ．15．ま

　 た 上記の 論文 を 引用 して ft
’
oea ．lb∂an・a 　 ff．　 BCTx，nM’renbHaH

　 cTaTb ｝1　，／／
t
　Taprcoecrcudi　A ．　Ce6paHHe　coHHEleHH 前　B　Tpex
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ア ル セ ーニ ー・
タル コ フ ス キ

ー
の 詩 に お け る

「私」

　 TOMax ．　T．1．C ，14，で も
「
中世的な世界観」 に つ い て 言及

　 さ れ て い る 。他 に ，Cmena κ oe 　 H ．1
’
los3HH　 6ecmKO 自H曲

　 MtsTc．［H 〃 ，MecKBa ．196 ア．ムM ．　C．211 −212 ．
s

　τ員ρκ08 σκα産　A ．B　TBopuecKo 前　MacTepcKo 前　〃　Boupocbt

　 tlHTePaTYPbl ．　1991 ．♪C24．　C，　199．
et

愛 智会 と チ ュ ッ チ ェ フ に っ い て は，拙 論
「
ロ シ ア 詩 に よ

　 る シ ェ リン グ哲学 の 受容 」 ，

「比較文 学』 44 （2002）：83−

　 98 を参照 されたい 。
7

沼 野 充 義
『
ス ラ ヴ の 真空 』，165．また，近 年 の 研 究 と し

　 て は 5ρ砿 尻 説 ακ 　C． MHP ，　 Me 朋 lo田 哺 06 』四 be ．．．

　（CTHxoTBoPeHHe　　Apcet［HA 　　TapKoBcKorQ　　‘・LTLom 皿b））〕　　／／

　 Boi
’
Jpocbi ．，IHTepaTypbl ．2001．ム弖4．　C．317−324．

Ht858

年 7 月 26 日 付 の 書 簡 は，　 ffom．naH 　10．　 M ．

　 冂osTHvecKMM 　MMP 　TwoTHeHa〃 0 冂〔｝sTax 　 H　Ho33H “．　C冂6．：

　 McKyccTBo−C冂6
，
1996．　C．580 よ D引用。

v

　itfanzuHa 　C．　M3　6ecen　c　ApcettHeM　TapKoBcKMM　／／

　 McKyccTBo　KHH 〔〕．　1992．♪鳧　10．（二．　18．
】° 一・．

貫 し た 作 風 の 評 価 に つ い て ffoeanbOorea　U ．

　 BcTy 【1HTe ．［hHaH 　cTaT 団 ．　C．9 に詳 し い 言及 が あ る。
11

漉 ρ踊 o κ 〃zo σ M ．　IO．［
．
lo，IH 〔〕e　co6paHHe 　cTMxoTBepeHM 貢：B2 ・

　 xT ，　JI．：C 〔｝B．刪 caTe 』b，1989．　T．2．　C．460 ．訳詩 は レ ール

　 モ ン トフ 「
悪 魔」 池 田健太郎 ・大橋千 明訳，「

レ ール モ ン

　 トフ 選集 1 』，光和 堂，1974，370 −371 を参照 させ て い た

　 だ い た 。

12
詩 「白い 家 　Be．［h ］tt　 AOM 」 （1914）， 詩 「空 は細か い 雨 をふ

　 り撒 い て い る
…He60 　Me ，IKMti 　no ”（nHK 　ceeT ＿」 （1915） な ど。

　 な お ，ア フ マ
ー

ト ヴ ァ の 詩 に つ い て は，ア ン ナ
・
ア フ

　 マ
ー

トヴ ァ
『
ア フ マ

ー
トヴ ァ詩 集』 木下晴世 訳，群 像社，

　 2003 とそ の 注釈 を 参考 に させ て い た だ い た。
LI
　Eerc　 T．　 JIK）flH− KaKTycbl − Bep6 ”wonbT，　 M」H 以yMa 月 06

　 ApceiTHH　TapKoBcKoM〃 且pyH6a 　HapoAoB ．1997．．N…6．　C．
　 202．
14

　LttH36ypz　vV ．　ff．　O　皿HpHKe ．　M ．： MHTpana
，　1997，　C．312．

Ifi

　b
’
oPfcoBuv 　B ．　rlesTHqecKoe　c．10Bo 　H　gKPaHHblM 　MHp 　AH∠Lpe月

　 TapKoBcKopo〃 MHp 　H　q］M．lbMb 【AH，zpefi　TapKoBcKoro：CocT．

　 A．，M ．　CaHn，lep．　M ．： klcKyccTBo，1990．　C．219，訳文 は，
　 ヴィ ク トル ・ポ ジ ョ

ーヴィ チ 「詩 的 言語 と ア ン ドレ イ
・

　 タル コ フ ス キ
ー

の 映像 世界 」 宇佐 見 森吉訳，ア ネ ッ タ
・

　 ミハ イ ロ ヴ ナ ・サ ン ドレ ル 編 『タ ル コ フ ス キ ーの 世 界』

　 沼 野 充義監 修，キ ネ マ 旬報社，1995，290。
Itt
　 Keκ．7rceee　E ．　CTHxeTBopeHma．　M ．： 冂AN ，1995．　C．22 ．

／1Mun ．・tep ∬ E ．瓢oTHB ： KHHra　 cTMxoB ．　K　 ce6e ，　 oT　 ce6 π：

　PaccKa3bJ，　cTaThH ，　gcce ．　M ．： ArpaΦ，2002．　C．142−143．
196

ω xAt α H　 L 　 O　 npHponc 　 HocTamb 「 HH ／〆 目 cKyccTBo 　 KHHo ．
　 1989，」迄 2．C．　133．

A ロyCH 　CAKAHHBA

06pa3 ＜＜npoxO ｝KerO ＞＞ Bno33HH 　ApceHH 月 TapKoBcKOrO

　　1
’
lpo6neMa　c｝iLuecTBoBaHM 月 HemoBeKa 　KaK　 oT皿e』 bHo 前 川 qHocTH 　− 　o皿Ha 　M3 　0cHoBHblx 　TeM 　B　冂oD3HH 　ApceHMH

TapKoBcKoro 〔1907−1989）．　B　ero 冂 ogTHHecKoM 　 MHpe 　Mo ＞KHo 　 Ha 甬TM 汲Ba 　 T 回rIa　 cy − ecTBoBaHMH 　 qe 』 oBeKa ，且Ba 　 T目 Ha 〈（fi｝｝，

　　HepBb面 T目 H，明 ル KaK 　ueHTp 　MMpa ．　HaIlpHMep
，
　B　cTHxoTBopeHMM （tl

’
locpeJtHHe　M叩 a ，｝ （1958＞＜／fl）＞ Haxo 皿MTc 月 BcaMoM

旺eHTpe 　BpcMeHH 　M　rlpocTpaHcTBa ．　CaMoco3HaH匿e　1
「
epofi　oHeHb 　cH』bHo　Bb【pa冫KeHo ，　repo 前　ocTPo 　gyBcTByeT 　ce69

cy 山 ecTByK 〕山 HM ．∂To （（aHTPonolleHTPM3M ゆ
一 KaK 　oH　cKa3a ．q　B　o皿HoM 　MHTePBbK 〕．　B　19・oM　BeKe Φ，　H．　TK）TqeB （o皿HH 目3

caMb 【x 　．iTK）6HMblx　I【03ToB 　TapKoBcKoro）　Bcer 且a　ocTpo 　HyBcTBoBan 　HMHToNKecTHo 　qe ．IoBeKa 　rlepe 丑　BpeMeHeM 　H

HpocTpaHcTBoM ．　B　gToM 　rlyHKTe　gT 目 皿Ba 　1
．
【QgTa 　pacxo皿HTc 月．　TapKoBcK曲 皿yMaeT ，　qTo 　Ka ＞KJLb【員 HeJoBeK 　ecTb 　ueHTp 　MHpa ．

BcTHxoTBopeHMH（（QxoTa｝〉 （1944）∋ToT 　o6pa3 　nepe 且aeTcH 几ByM ，I　r匸poT｝1Bo 冂o』o 冫KHblMH 　B3r 』月皿aMH 〔oJleHH 凵 oxoTH 腔Ka ），

　　KoHeqHo，ぐ，aHTponoueHTpM3M ，｝ ecTb 　oT，川 i
｛HTe 。1bHasI 　qepTa 冂o∋ 3HH 　ApceHHH　TapKoBcKoro　H　o6 ∋ToM 　HacTo 　y［

’
］oMHHaioT ，

Ho　ec 』円 06pa 耻 aTb　BHHMaHHe 　ToJlbKo 　Ha 〔〕皿Hy 　gTY 　HePT ＞
，，　Mb 【 MoNKeM 　He 　3aMeTHTb 且pyr阿x 　Ba ）KHb 【x　qePT 　eFo φ目』ocoabcKota

JHPMKH ．

　　KpoMe 　ocTpo 夏
｛yBcTByK 〕皿leFo　ce6 月 cyulecTByD − MM （⊂只，｝，　cyLUecTByeT 　BTopoA 　THn ，06pa3 　c．Ia60Fo 目 3a6PoLueHHQro 〈（月 ン〉，

〔∋To 　o6pa3 〈‘f’］poxo氷 e 「o｝〉
，
　KoToPb 【凾Bcer 皿a　yyBcTByeT 　ce6H 　KaK 　6b］ Ha 　qyMK6 目He 　H．JfM　He　Mo 氷 eT　Ha甬TH　Au叮5｛ce6 只 MecTa 伝oM ）．

レ19ToT 　 o6Pa3 「IPo ｝IB』 HeTc 月 He 　 To ・CbKo 　 aBTo6MorPa φHHecKM
，
　 HaHp 回Mep

，
　 B　 cTHxoTBopeHMM （tKo 』 b且6eπ b ，》 （1933）．　 B

cTHxoTBopeHHK （（1］poxomMn ，〉 （1931）閉 aBHb ］M　repo 前B 叫 HT （‘npoxo ｝f（ePo ｝♪，　M　caM 　oH 　To ＞Ke （（11poxoM ｛Mtl｝〉．　TaK　B 冂osTHHecKoM

MHpe 　TapKoBcKoro 回 〈tH 冫〉，回 JIK〕朋 oKpyMlaK ）巳1目e （（月 ン＞ HB 凋兄K）Tc ，i くくIlpoxo
’
diHMH ｝〉．

　　∂TH 皿Ba 　pa3Hb匸x 　o6pa3a （‘月・〉 （（‘別 》 KaK 　UeHTp　M 回pa　H ぐ（H ）＞ KaK ＜・冂poxo＞K 繭 ｝｝）Heoue 川 Mb 【皿pyr 　oT 丑pyra ．　B　nosTMqecKoM

M 同pe　TapKoBcKorD　cy 山 ecTByK ）T　M 卜【orHe 　caMOCTOHTeLlbHble （⊆鋤 ） KaK 　UeHTPb［MHpa ，　cocTaB ．fi只H〕ロ民目e 臼JPopa 」IHcTHqecKMh 　MHp

co 　MHo 「MMM 　ueHTpaM 目．　Ho　Me 氷 且y　HMMH 　oTcyTcTByeT 　rlpoqHa 只 cB 月 3b ．　HogToMy　oHM −
〈（冂poxolKHe ｝〉．

　　B ∋To 熱 cTaTbe ，冂PoaHa．，IM3MPoBaB 　 eFo 　 cTHxoTBopeHHfl 　 BMecTe 　 c　 npoH3Be 皿cHH 月 MM 　 Ho3ToB 　l9−ro 　 BeKa ，　 coBPeMeH 日b 【x

IlogTOB 目 diH．（hMaMH 　 e【
・
o　 cb 且Ha 　 AH皿peH　TapKoBcKoro，　 fl　 oTMeTH 」I　oco6b 【角 xapaKTep 冂og3HH 　 ApceH朋 TapKoBcKoFo 目

llo【］Po60Ba．（ o 正【pe双e』日Tb 　ero　MecTo 　 B　McTopHM 　pyccKo茴』回TepaTypbl 　H　pyccKotl　Ky。IbTypb1．
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