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7 ピサ ロ ，jレー ア fレ，
二十一年 だ‘ っ た か亡 命 ロ シ ア 人が未来派，

「比時代の 大変動 の 前 に 既 に 日 本の美術館 に は 数点の セ ザ ン ヌ ，
立体チ ス 等があ っ た 。 千九百二十年 だ‘ っ た か，

派の絵画約五百点 を 東京で展観 し た 。 日 本人 は持前の飽 く こ と を 知 ら ぬ暴食 性か ら こ の形
成性の作品 に 同感 し て し ま っ た 。」7

1923年（大正12 年 ） 秋のサ ロ ン ・ ド一ト ン ヌ に は パ リ 滞在 中 の石井柏亭 ら の尽力 で 日 本
部の室が言空 け ら れて二 科会の作品が陳列 さ れた 。 上の引用 文 は パ リ の新聞 九紙の短評 を 税

こ の箇所で所篤二が総括 し た訳文の一節であ る 。 寄せ集めの文章で全 く 一貫 性 は な い が，
イ ン ド の美術か ら 学中 国，は， 絹地の 日 本画 に夢の よ う な雰囲気 を 感ず る と 述べ， 朝鮮，

ん で神秘な 日 本絵画 を創造 し た伝統に従わずに西洋 を 模倣 し て 何 も 創作 し な い 日 本の洋画
を批判 し，「 フ ェノ ロ サの仲間， 及び美術協会が無 く な る と 同 時 に 画家 と し て 其処に 残 っ

立体派， 構成派の画家達であ っ た と 言ふ。 情 け な い こ と だ！ 我 々た の は 印象派， 点描派，
は新古典派であ る と 思 っ て ゐ る の に 。」 と 嘆 じ て冒頭の引用 文 に 続 く わ けで あ る 。

工芸美術 な ど約500点が棟列前年 4 月 パ リ の 日 仏交換美術展 に 日 本の現代絵画， 彫刻，
eta－訓H凋’

ill，
e

さ れた がE， 新 し い， 非 ア カ デミ ッ ク な作品の交流展 は上記の二 科作品 の陳列 が最初であ
ろ う 。 フ ラ ン ス 側 の こ の短評 は 日 本の伝統 と 西洋模倣につ い て そ の後の一般的通念の萌芽

立体派， 構成派につい て は， す で に パ リ は 新古典派であ る の に，を 示 し て お り ， 未来派，
と い う 見解 を と っ て い る 。

こ こ に 亡命 ロ シ ア 人 と あ る の は ダ ヴ イ ッ ド ・ ブル リ ュ ー ク の こ と で あ る 。 彼 の 名 が 日 本
の新聞 に現れ る の は 1920 （大正 9 ） 年10 月 2 日 であ る 。 朝 日 新聞 は 「露国未来派画家来朝
一革命の作品 な ど三 百余点 を 携へて」 と い う 見出 しで次の よ う に 報 じ て い る 。

「露国未来派の父 と称せ ら る るダピッ ト ・ ブル リ ュック氏（三 七）は未来派の画家パ リ モ フ
午前十時発の列車で上京 した。 ブ氏はと 共に一 日 御用船筑前丸で浦潮か ら敦賀着
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見 る か らに芸術家 ら し い緑色幅広のネク タ イ を蝶々に結び， フ ロックコー トに シ ルクハッ ト ，
『軟かい山 と清 ら かな空気， 明 る い国』 と詩人 ら し く 瞬いて快よ く 語る 。『私の来朝 は露国
代表面家の作 品 を 日 本に紹介す る傍 ら 日 本の絵画 を研究 し， 日 本 と露国の文化的諒解 と結合
と を図 り た い た めであ る 。 携へてきた作品 は未来派， 写実派取交ぜ三百余点， その う ち私の
重いた莫斯科の革命だけで も廿一点ある 。〔敦賀特電〕」

同 日 の名古屋新聞 は
「革命後浦塩に避難 し た露国未来派画家の大立物で又詩人であるブリュール（三 七） と 同

派のパリモノフ（三 四） は 同地美術協会 を代表 し同派の作 品展覧会 を 日 本で開催 し兼て 日 本
美術研究 の 目 的で〔来 日〕....・H・－途中沼津にて年来憧慣 して居る富士の雄姿に接 し た る 上東
京に入 る予定」 と 報 じて い る 。
と こ ろカf, 9 月 30 日 の東海道沿線 は台風で死者数十名 の被害 を出 し， 10 月 1 日 も 大船戸

塚間 は不通 と 新聞 は報 じてい る 。
岸田劉生夫妻 は 9 月 30 日 雨 中 を 鵠招か ら 鎌倉の長奥善郎宅 を 訪 れ， 百 『耶蘇』 を 新 し き

村出版部か ら 刊行 し た ばか り の武者小路実篤 ら と 歓談す る が， 出水で上下線 と も 不通 と な
り ， いずれ も 鎌倉 に一泊 し て い る 。 ブル リ ュ ー ク ら が入京す る の は 10 月 2 日 の夕方であ る 。

こ の 日 エ ロ シ ェ ン コ は 明治 会館の第 7 回 日 本エ スペ ラ ン ト 大会普及講演会で ロ シ ア民謡
を う た いz， さ ら に 10万盲人 を 慰め る点字本刊行の資金集め の家庭音楽会 （神 田 三 崎会館 ）

こ の 「 さ す ら ひの露国 の盲青年」，「亡びた る 国 を 脱れ骨 肉 の生死 も 知 ら ぬ異国 の盲青で，
年」 は 「見 え ぬ眼 に 笑を湛へて抱 き た る ギ タ ー を か き な ら しつ つ 」「 ウ ォ ル ガ を 渡 る さ す
ら ひ の心J5 を 歌い， バ ラ ラ イ カ で母国 の民謡 を 唄 っ た 。

そ の こ ろ 二 つ のエ ロ シェ ン コ 像が第 2 回帝展 に搬入 さ れ よ う と し て い た 。 シ ベ リ ア か ら
帰 っ て き た鶴田吾郎が初秋の 目 白駅で「 フ サ フ サ と し た 金灰色の髪の毛が輝 き ， 黒のマ ン
ト を 肩か らつ る し て，バ ラ ラ イ カ を 手 に し た 一 人 の盲 目 の ロ シ ア 人」に 会い， 中村勢 と い っ
しょに 「エ ロ さ んJの像 を 描 い た い き さ つ は よ く 知 ら れて い る い中村葬 は 「生 き た 人 間
の感情や思想が包 ま れ， 神秘性 ま で う かがわ れ る 」 こ のモデル に 興奮 し， 「素 的 だ， 素晴
しい， と 無意識 に 感動の声 を あ げ」 な が ら 描 い た 。 興奮の 6 日 の後， 鶴田 は い ま に も 血 を
吐 き そ う な葬の制作 を や め さ せ た 。 そ の 9 月 14 日 の夜発熱 し た葬は再び病臥の 身 と な っ た 。

エ ロ シ ェ ン コ は 翌大正 10 年の 5 月 2 8 日「危険 性 を おびた思想団体 と 密接 な 交渉 を も ち ，社
会主義 も し く は無政府主義の宣伝 を 実行す る 」 か どで 日 本か ら 追放 さ れ た 。 「亡び る 国 を
脱れ」 て き た 「 さ す ら ひの盲青年」 は一転 し て危険人物 と し て 退去 を 命令 さ れ た 。 彼がウ
ラ ジ オ ス ト ッ ク か ら チ タ を 経て 中 国 に移 っ た こ ろ の 7 月 秋田雨雀編に よ る 彼の創作集『 夜
明 け前の歌』が， 12 月 に は 第二創作集『最後の溜息Jが叢文閣か ら 出版 さ れ た 。
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エ ロ シェ ン コ 像の帝展搬入の こ ろ ， ブル リ ュ ー ク 入京の 10 月 2 日 ， 葬 は福田久道あ て の
手紙 に 次 の よ う に 書 く す一一 “「エ ロ シェ ン コ 」の 肖像 につ い て （ あ の絵で は 色数 を 出 来
る だ け節約 し殆ん ど二三色でかい た ）「方法 と 材料 と は 簡単 な 程い い。 思想が充 ち ， 効果
を 見 る 眼が明 か に な り ， 腕が相当 に熟練 し て 来 さ へすれ ば， 方法や 材料 は 如何に簡単で も
充分雄弁 に ， 且つ 「堅牢不壊」の感じ を 与へ得 る も のであ る 」ー一一正 し き 方法 を頑固に守
る 事， そ し て そ れ を 極度 に ま で生か し充実せ し め て， 全 く 「 自 己の も の と な し き る 」事，

可喝 そ こ に 画家の真の道があ る 。”
こ の文章 を 知 ら ず と も ， 葬の『エ ロ シェ ン コ 像』は油絵の技法 を わが も の と し た一つ の

極点 と い う 印象 を 人 は も っ 。 モデル の 人 間 に対す る 画家の感動がみご と に技法 と 一体化 し
た作品 と い う 感銘 を う け る 。 「思想が充 ち 」「 自 己の も の と な し き る J と い う 言葉 は画家 自
身がこ の充実の体験 を 表明 し た も のであ ろ う 。

帝展 に発表 さ れた勢の『エ ロ シェ ン コ 氏の肖像Jが大 き な反響 と 声価 を得 たこ と は 無論
であ る が， こ の作 品 は前述の 1922 年 4 月 のパ リ の 日 仏交換美術展 に 出 品 さ れ て 高 い評価 を
受 け た 。 そ し て劉生の作品 は あ ま り 評価 さ れな か っ た と い わ れて い る 。

最近あ いつ い で、 中村葬展 と 鶴田吾郎展 に接 し て， 筆者は葬 の 作 品 の すぐれたマチエール
に 改 め て 強 い 印 象 を 覚 え る と と も に， 葬 のエ ロ シェ ン コ 像の かげに か く れて し ま っ た鶴田
のエ ロ シェ ン コ 像が彼の生涯の仕事の な かで桁外れに上質の も の で あ る こ と を 再確認す る
経験 を も っ た 。 エ ロ シェ ン コ をモデル に し た葬 の画室での二 人 の制作がい か に 感情 の 高 ま
り の な かで行わ れ た か想像に難 く な い。

1908 （明治 4 1 ） 年荻原守衛 は新宿中村屋裏の離れ を 改造 し た ア ト リ エ に住 ま わせて も ら
う が， 彼 の死後 そ の様 山館 に柳敬助が し ば ら く 住ん だ後， 隣接の ア ト リ エ に 中村葬 が 4 年
間暮 し た 。繋が相馬黒光の娘俊子 と の恋愛事件でそ こ を 飛び出 し た 後へ イ ン ド独立の闘士

ウ司事 ラ ス ・ ピハ リ ・ ボース がか く ま わ れた。 彼が別 の か く れ家に移っ た と き ， こ の葬 の ア ト リ
エ に 入 っ た のがエ ロ シェ ン コ だ、 っ た 。 大正5 年 シ ャ ム に旅立 ち ， ピルマ を 経て イ ン ド か ら
追放 さ れた エ ロ シ ェ ン コ が大正 8 年 7 月 初め東京 に 戻 っ た と き ， こ の ア ト リ エ に住 ん で い
た の は ア ル メ ニ ア 生 れの ロ シ ア 青年ニ ン ツァであ っ た。

ロ シ ア の 自 然 と ロ シ ア 人 に ひかれて 大正 6 年 6 月 東京 を 旅立 っ た鶴田吾郎 は す で に 2 月
革命後で邦人引揚げが始 ま っ て い た ロ シ ア情勢 を 見守 っ て 大連 に留 ま り ， そ の後ハルピ ン
に滞在 中 の大正 8 年5 月 東露公司経営の元代議士 白｝｜｜か ら 反革命の隊長 セ メ ョ ーノ フ の肖
像 を 頼 ま れ， 絵具 を 取揃 え に 大連へ行 っ た と き ニンツァに再会 し た 。 ニ ンツァ は 革命後モ
ス ク ワ を 飛び出 し た後， 洗面具 と シ ャ ツ を 入 れた鞄一つ で世界 を 放浪し， 前 年 に 大連 で鶴
固に 会 っ た の ち 上 海へ行 っ て い た。 大連 に 戻 っ て 鶴田か ら 友人高野正哉への紹介状 を も
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ら っ てニ ン ツァは東京へ向 い， 鶴田 は セ メ ョ ーノ フ の駐屯地チ タ に 向 っ た 。
東京に 着 い たニ ン ツァは 中村屋に連れて ゆ かれ， 相馬黒光の世話 に な っ た 。 大正 8 年 の

夏中村葬 は茨城県湊町で療養生活 を 送 っ たが， その留守の 聞 の 下落合の ア ト リ エで 中 原悌
二郎 はニ ン ツァ をモデル に し て『若 き カ フ カ ス 人』 を 制作 し， 9 月 の 第 6 回 院展 に出品 し
た 。 こ の頭像 は荻原守衛の感化 に よ る ロ ダ ン の柔かなモデ リ ン グ よ り は む し ろ ブルーデル
に 近 い ア ル カ イ 7 ク な 造形 を 感 じ さ せ る 。 キ ュ ピス ム で は な いがキ ュ ピ ッ ク な感 じ の こ の
勤惇な首は大正彫刻 の代表的作品 と な っ たが， 同 じ画室で一年後 に葬 と シ ベ リ ア 帰 り の鶴
田がエ ロ シ ェ ンコをモデル に 感動的 な作品 を 生み出 し た。 歴史が織 り な す不思議な綾 と い
う ほ か な い 。

そ し て 二つのエ ロ シェ ン コ像が出品 さ れた 大正 9 年 10 月 の帝展 に ピ ョ ート ル ・ イ リ ー ン
の『霧西亜の春の夕 日 』が入選 し た 。 10 月 4 日 の朝 日 新聞 は そ の 日 ， 帝展 に二点づっ出品
搬入す る イ リ ー ン 兄弟の イ ン タ ビ ュ ー記事 を掲載 し， 弟 グ レーヴ と そ の作品『ヴォル ガの
唄Jの写真 を かかげ， さ ら に 10 月 13 日 版は兄ピ ョ ートルの入選 を 伝 え， 10 月 17 日 版 は 入選
作の写真 を 載せて い る 。

雑誌「中央美術」 の 1 1 月 号 も こ の入選作の写真 を 入 れて い る が， 取立て て 問題にす る ま
で も な い 白樺の木立の風景画であ る 。 春 に 来 日 し て麻布 に住 ま っ た こ の兄弟一家の こ と は
直 ち に 朝 日 新 聞 に 報ぜ ら れ，「中央美術」 7 月 号は佐藤孝任の兄弟訪問記を 二 人の作品 の
写真入 り で出 し て い る 。 こ う し た扱 い に は亡命者 と い う こ の一家の境遇への興味 と ， お そ
ら く は兄弟の端正 な風景画 を 好 ま し く 思 っ た であ ろ う 石井柏亭の意向が働 い て い た で あ ろ
う 。 兄弟 は革命 を嫌 っ てペテ ロ グ ラ ー ド か ら カ ザ ン ， オ ム ス ク ， チ タ を 経て 日 本に来 た 。
そ し て ボ リ シェヴ ィ キ は芸術 を 破壊 し た と 非難 し て い る 。

そ の こ ろ革命 と 内戦で一時的 に も せ よ 日 本に滞在 し た ロ シ ア の画家 は 少 な く な か っ た 。
柏亭 自 身大正 8 年 1 月 号の 「中央美術」 に谷中桜木町の ジェ レニェ ウ ス キ ー を 訪 ね た 記

事 を 書 い て い る 。 こ の画家は ポー ラ ン ド系であ るが， 1888年 シ ベ リ ア のトム ス ク に 生 れ，
西欧の各地で絵 を 学び， 1917年 に故郷に帰るが， 父を 失い， 翌年10 月 に 来 日 し た 。 時 と 場
所の状況か ら 推 し て ブル リ ュ ー ク と 同 じ よ う に 内戦で シ ベ リ ア を 東 に逃れて き た の で あ ろ
つ 。

柏亭の助言で彼 は 1 月 末に上野竹之台陳列館で国民美術協会主催の個展 を聞い た 。 そ の
評 を 斎藤与里が 「中央美術」 3 月 号に寄せて， 絵は生硬で コ ナ れて い な いが， 伸び伸ぴ し
た 明快 さ は 日 本の洋蘭界の薬に な る と 書 き ， その画風 を 普通の 自 然派， も し く は 後期印象
派風の も の と 評 し て い る 。 彼の作品『椅子 に 究 る 男』の カ ラ ー図版 は 同誌大正 8 年 1 月 号
を 飾 っ て い る 。
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彼 は 大正 9 年 9 月 の二 科展に出品 し，小出槍重 と 共に二科賞 を 受 け て 会友に挙 げ ら れ た 。
こ の年 の 一 月 末， 柏亭は 大森の望翠楼に ロ シ ア 人画家た ち を 訪 れ た （「中央美術J 4 月

号 石井柏亭 「若 き露人の群」）。 こ こ に現れ る の はニエ ダ シ コ フ ス キ ー と シェ ル パ コ フ
で， 二人 は 共 に ウ ク ラ イ ナに生 れ， ハ リ コ フ で絵 を修業 し た 。 柏亭は大正 7 年の冬に桜木
町の ジェ レ ニェ ウ ス キー訪問の折ニエ ダ シ コ フ ス キーに会 っ て い る 。

シ ェ ル パ コ フ の『 大島の秋』は 原色図版で 中央美術（大正 9 月 3 月 号）に紹介 さ れ た が，
そ れ は錦絵風の紅葉の風景で，柏亭 は そ の画風 を 日 本版画 と キ ュ ピス ム の影響 と 見て い る 。

大正 9 年の二科展に は ジェ レ ニェ ウ ス キー と 共に シ ェ ルパ コ フ の『大島の秋』やニエ ダ シ
コ フ ス キ ー の作品が並べ ら れた 。 こ の二人の ロ シ ア 画家は翌年 3 月 末か ら 4 上旬に京橋玉
木屋楼上で小笠原 を 主題 と し た作品展 を聞い た が， 同 じ 4 月 1 日 か ら 4 日 ま で東京 日 日 新
聞楼上 でプル リ ュ ー ク と フ ィ ア ラ が小笠原滞留記念展覧会 を 聞 い た 。 こ の小笠原旅行 は
シェルパ コ フ ら がブル リ ュ ー ク と フ イ ア ラ ら を さ そ っ た の か も し れ な い 。

そ の ほ か ロ シ ア 画家に は， 中 国経由で一時 日 本に滞在 し て 大正 8 年秋 フ ラ ン ス に去 っ た
ヤ コ ブ レ フ ， 築地精養軒に泊 っ て い たサ カ ロ フ と ア ラ ト フ ら がい た 。 ま た，「中央美術」
大正 9 年 6 月 号に は「露国画家 フ レーノ フ 氏， 有楽町の フ リ ジヤノ フ ス キー方に滞在」 と
い う 記事があ る 。 こ の こ ろ 日 本に流れて き た ロ シ ア 人 た ち の 多 く は 日露倶楽部 を 頼 り に し
た よ う で あ る 。

大正 9 年 9 月 10 日 か ら 15 日 ま で万山緑舎主催に よ る ハ ン ガ リ ー 画家 フ ラ ン ソ7 ・ イ ム レ
個展が上野松坂屋で聞かれた。 国立高等工芸学校の教 師 だ っ たが彼 は オー ス ト リ ア 軍兵士
と し て ガ リ シ ア 戦 で露軍の捕虜 と な り ， シ ベ リ ア で5 年 を 送 っ た 後， 来 日 し， そ の シ ベ リ
ア 産 の作品 が展示 さ れた わ けであ る 。 柏亭の文 と 推測 さ れる 「みづゑ」 の評 は「現実的形
態 と 唐草模様 と の連結にお い て 充分で な い」 が， そ の根気 と 用 意 を 学ぶべ き であ る と し，
二科 に陳列 さ れた シェル パ コ フ 氏 と い い， イ ム レァ氏 と い い，「 日 本に見馴れぬ形式の画
風 を も た ら し た る は欧洲大戦の結果であ る J と 書い て い る 。

こ の フ ェ レ ン ツ ・ イ ム レ は 1930年に ダ ッ ト ン 社か ら 刊行 し た 著書『血 と 氷 を 通 っ て』の
な かで ウ ラ ジ オ ス ト ッ ク の捕虜時代 を 語 っ て い る い 彼 は 捕虜の と き プル リ ュ ー ク に会い，
ロ シ ア 芸術家協会の会員に し て も ら っ て展覧会に出品 し， 絵 も 売れ， 注文 も く る よ う に な
り ， ウ ラ ジ オ ス ト ッ ク の港の風景 を描いて窮乏 を し のぐ こ と がで き た 。

最 近 の 新 聞 に山崎友宏氏 の「親 日 派 ポー ラ ン ド 人 の死j と い う 文章があ る （朝 日 新 聞
1 984年 1 1 月 15 日 ）。 こ の新聞記者で 日 本文化研究者の パピ ン ス キ は 大正 7 年パ イ カ ル湖付
近で オ ー ス ト リ ア 軍の捕虜 と し て シ ベ リ ア 出兵の 日 本兵 と 接 し て 日 本文化に興味 を 持 ち ，
日 本語 を 勉強 し て帰国後60年 間 日 本文化 を 多面的に紹介 し て き た と い う 。
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大正 9 年 10 月 ， プル リ ュ ー ク が来 日 し た こ ろ の 国民新聞 に， 「ポー ラ ン ド伯爵エ ス ・ ル
ピエ ン ス キー氏画業に転ず る 」 と い う 記事があ っ て， 大正12 年 4 月 に は資生堂で ルビエ ン
ス キー第 4 回 個 展 が聞かれて い る 。 そ れ ばか り か， 震災後初 め て 聞 か れ た 展覧会 と い う
“ Anti ism 展” に は村 山 知義， 尾形亀之助， 高見沢路直 （回河水泡）， 佐藤吉次 と 並 ん で

ルピエ ン ス キーが参加 し て い る のであ る 。
世界大戦， 革命， 内戦， 干渉戦 と い う 動乱の な かでそ の歴史の奔流に 巻 き こ ま れた 人 び

と の行路の変転 は さ ま ざ ま であ る が， ブル リ ュ ー ク は どの よ う に し て 日 本に た ど り 着 い た
の か。

ブル リ ュ ー ク の先祖 は ク リ ミ ア 半島か ら ウ ク ラ イ ナ のハ リ コ フ 近在 の リ ャ ブ シ ュ キ村に
移 り 住ん だ コ サ ッ ク 系 の農民で， 祖父の代に は 広い土地 を も っ富農 と な っ た 。

ダ ヴ イ ッ ド ・ ダ ヴ ィ ド ヴ イ ッ チ ・ ブル リ ュ ー ク は 1882 年 7 月 22 日 に こ の豊かな農村で生
ま れた 。 少年 の彼 は父の狩 り の勢子 と な っ て狐や兎 を 追 い 回 し た 。 16歳の と き ， 母のすす
めで風景画家 シー シ ュ キ ン の弟子 コ レ ソ ヴァ夫人 に絵の指導 を 受 け る 。 翌年画家 を 志 し て
カ ザ ン の美術学校に 入学， さ ら に 翌日00年 に はオデ ッ サの美術学校 に籍 を 移す。 妹 リ ュ ド
ミ ラ がベ テ ル ス ブル グの美術 ア カ デミーに合格す る 一方で， 不合格 と な っ た ダ ヴ イ ッ ド は
同 じ く 絵の勉強 を 始め た弟 ヴ ラ ジーミル を 伴 っ て 1902年ミ ュ ン ヘ ン 美術学校で学 び， 翌 々
年， 兄弟 はパ リ 美術学校で コ ルモ ン の指導 を受け る こ と と な る 。 そ の こ ろ 日 本人留学生 た
ち の画法に深い印象 を 覚 え る が，そ れ はヨー ロ ッ パ人の火 山 の よ う な 表現 と は対照的 に「開
花す る花」 の よ う に 思 わ れた と い う E。

1905年帰国 し た兄弟 は黒海沿岸のヘ ル ソ ン で最初の作品展 を聞い た 。 さ ら に 1907 年に は
妹 を含め た兄弟展がモス ク ワ と ペテ ル ス ブル グで開かれ， 兄弟 は 「 ロ シ ア 芸術家協 会」 展
や「世界美術」 展 に 出 品 し た 。 こ の年 3 月 ， 兄弟は ラ リ オーノ フ や ゴ ン チ ャ ロ ー ヴァ ら と
「花冠」 展 を 開催す る が， こ の こ ろ 彼 ら の作 品 は新 し い ロ シ ア ・ プ リ ミテ ィ ヴ イ ズ ム の傾
向 を 見せ る 。 そ れ は「花冠」 展 に陳列 さ れたマテ ィ ス ， ブ ラ ッ ク ， ヴ ラ マ ン ク ， ド ラ ン な
ど フ ォー ヴ ィ ス ム作品 に 呼応す る動 き だ‘ っ た 。

1909年 イ ズ デブ ス キーが組織 し た「国際サ ロ ン 」 展 に はパ リ と ミ ュ ン ヘ ン （ カ ン デ イ ン
ス キー ら ） か ら 新傾向の作品が大量 に持ち 込 ま れたが， ブル リ ュ ー ク 兄弟 は20点づっ 出 品
し て い る 。

翌年 に は 第 2 回 国際サ ロ ン 展 ばか り で な く ， ラ リ オーノ フ ら と 「青年同盟」展 に， マ レー
ヴ イ ッ チ ら と 「 ダ イ ヤの ジ ャ ッ ク 」展 に 出 品 し た ブル リ ュ ー ク 兄弟 は文学の分野で も 詩人
フ レープニ コ フ と 『裁判官の飼育場』を刊行 し て未来派への道 を 切 り 開 い て い る 。 カ メ ン
ス キー と エ レーナ ・ グ ロ を 加えた こ の詩人 グ ループはブルリ ュ ー ク 兄弟の住むヘ ル ソ ン の
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古名 「ギ レ イ ヤJ を 名 乗 っ て い た 。 そ の こ ろ 考古発掘 を 手伝 っ た り し て い た 兄弟の ア ル カ
イ ッ ク 志向が反映 し た も の と 思 わ れ る 。 以後，「 ロ シ ア 未来派の父Jを 自 任す る ダ ヴ イ ッ ド ・
プル リ ュ ー ク の活動が始 ま る が， そ れ は神話を秘め る 原始的生命 に 愛着す る 未来派であ っ
た 。

19 1 1年モ ス ク ワ美術学校でマヤコ フ ス キー と 知 り 合 っ たプル リ ュ ー ク は こ の若 き 画学生
の う ち に天才詩人 を 発見 し， そ の詩才の た め に物心の援助 を惜 ま ぬ こ と と な る 。 翌年の末，
プル リ ュ ー ク 兄弟， フ レープニ コ フ ， ク ル チ ョ ー ヌ イ フ ， マ ヤ コ フ ス キー ら の未来派文集
『社会の趣味への平手打 ち』が刊行 さ れ， D. プル リ ュ ー ク は キ ュ ピズ ム 論 も 寄稿 し た 。

プル リ ュ ー ク 兄弟はミ ュ ン ヘ ン の 1910年の「新芸術家協会」展， 翌年 の カ ン デ イ ン ス キー
ら の「青騎士」展 に 出 品 し， 兄プル リ ュ ー ク は 1912年の青騎士年鑑誌に ロ シ ア ・ プ リ ミテ ィ
ヴ イ ズ ム 論 を 寄せて い る 。

美術分野にせ よ ， 詩の世界 にせ よ ， D. プル リ ュ ー ク は 立体未来派運動の鼓吹者 と し て ，
組織者 と し て の役割 を 演 じ た 。 彼 はマヤコ フ ス キー と 1913-14年の期間新 し い 芸術運動 の
講演旅行 を 行い， モ ス ク ワか ら 南 はトピ リ シ ま で， 東 は カ ザ ン か ら 西 は キ シ ニ ョ フ ま で2 7
の都市 を 巡 回 し た と い う （Dreier, Ibid. P. 73 ）。

父の死 に続い て 大戦が起 り ， 才能に め ぐ ま れた弟 ヴ ラ ジーミ ル はサ ロ ニ カ 戦線で， 下 の
弟ニ コ ラ イ も ルーマニ ア 戦線で命 を 失 っ た 。 ダ ヴ イ ッ ド は長男 の た め 兵役 を 免か れ， ウ フ ァ
に 近 い ウ ラ ル 山 中 の妻 の実家で義父 と 共 に軍隊の た め の干草集荷 と 輸送 の 仕事 に 従事 し
た 。 そ の 間， 彼 は 大量の絵 を 描 き ， 1917年 ま で と き ど き モ ス ク ワやペト ロ グ ラ ー ド を を 訪
れ， 10 月 革命直後の 「 ダ イ ヤの ジ ャ ッ ク J展 に参加 し， マヤコ フ ス キー， カ メ ン ス キー ら
と 「未来主義の ク リ ス マス J を 開催 し た 。

プル リ ュ ー ク は フ ロ ッ ク コ ートに シ ル ク ハ ッ ト， 頬に は絵具で鳥 を 描 い た り し て 詩の朗
読 を し た と 言 わ れ る が， 革命後の こ の冬， エ レ ンプル グ はモス ク ワの「詩人の カ フ ェ」で，
片手 に オ ペ ラ グ ラ ス を も っ た厚化粧のプル リ ュ ー ク が高座に のぼ り ， 「あ た し の 好 き な の
は苧み男……Jな ど と や っ て い た， と 記 し て い る 白。

1918年 3 月 ， プル リ ュ ー ク ， カ メ ン ス キー， マヤコ フ ス キー共同編集 の 「未来派新聞」
第一号が刊行 さ れた 。 そ し て 5 月 ， 10 月 革命後初めてモス ク ワの メ ーデーは 未来派 と シ ュ
プ レマテ イ ズ ム の絵で飾 り た て ら れた 。

し か し， 1918年 に 入 る と ， ウ ラ ル に い た ブル リ ュ ー ク 一家 は 内 戦の た め すべて を 捨て て
東へ逃れね ばな ら な か っ た 。 貨車に寝泊 り し て チ エ リ アピ ン ス ク 在 の ズ ラ タ ウ ス ト（ ウ ラ
ル東麓）に た ど り 着 く 。 ほほ 自 伝 と み な さ れ る katherine S. Dreier: Burliukの記述 に よ れ ば，
1918年春， 彼 は家族 を そ こ に残 し， 生活の資 を う る た め新 し い芸術 と 詩 を 説 く 講演旅行に
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出発 し た 。 と こ ろ が， 史書で見 る 通 り ， 5 月 14 日 チエ リ アビ ン ス ク で ウ ラ ジ オ ス ト ッ ク へ
向 けて輸送 中 の チェコ 軍 と 西方へ送 ら れ る ド イ ツ軍捕虜の衝突 し た事件 を き っ か け と し て
シ ベ リ ア鉄道沿線 でチェ コ 軍 と ボル シェヴ ィ キ は戦闘状態に な っ た。 ウ ラ ル以東 に 次 々 に
反革命政権が樹立 さ れ， 日 ， 米， 英な どの シ ベ リ ア 出兵が続い た 。

プル リ ュ ー ク は動乱の シ ベ リ ア を東行 し， チエ リ アビ ン ス ク ， オ ム ス ク ， ト ム ス ク な ど
沿線 都市で， と き に は炭坑で講演 し な が ら 1919年 6 月 に ウ ラ ジ オ ス ト ッ ク に 着 く 。 鶴田吾
郎がセ メ ヨーノ フ の肖像 を 描 き に チ タ に 向 っ た こ ろ に当 る 。

ウ ラ ジ オ ス ト ッ ク か ら 家族 を 迎 え に ウ ラ ル に 向 っ たプル リ ュ ー ク は 内 戦の な か 1ヶ 月 か
か っ て チエ リ ア ピ ン ス ク に 着 く 。 義父の葬式 を す ま せ た ばか り の家族 と 共 に再び避難民で
満員の貨車 に 乗 っ て 東行す る 店。 ウ ラ ジ オ ス ト ッ ク の手前の ウ ス リ ー ス ク で腸チ フ ス に か
か っ た彼 は晩秋 ま で療養生活 を 送 る こ と と な る 。 ウ ラ ジ オ ス ト ッ ク で は ナ イ ト ク ラ ブの支
配人 と し て働 き ， 地方新聞 に寄稿 しつつ も 多 く の絵 を 描 く 。 芸術家協会 を 設立 し， 展覧会
を 組織 し たが， そ こ に は亡命 ロ シ ア 人や フ ェ レ ン ツ ・ イ ム レ の よ う な ド イ ツ軍捕虜の作品
も 陳列 さ れた 。

来 日 の便宜 を 与 え た の は浦塩派遣軍政務部長松平’恒雄i2 （の ち の駐米， 駐英大使， ロ ン
ド ン 軍縮会議全権 ） と ミ ロ ス タ ミ（ ロ シ ア 通信社 ） であ る 。 同 じ こ ろマヤコ フ ス キー はモ
ス ク ワの ミ ロ ス タ ミ で働 い て い た 。 果 して極東 と モス ク ワ と の連絡 は あ っ た の だ ろ う か。

大正 9 年10 月 2 日 夜東京 に着 い た ブル リ ュ ー ク と パ リ モフ は翌 日 に は東京 日 日 新聞 を 訪
れ， 近 く 展覧会 を聞 く ， と 語 っ て い る 。 展示300余点の 中味は未来派 4 割， 印象派 3 割5
分，写実派 2 割 5 分。 ブ氏自 く「北斎， 広重， 豊田， 歌麿 を 持 っ て ゐ る 日 本の芸術 を 憧れて
ゐ る の は 私詐 り で は無 い， 六十年前仏国 の ゴ ン ク ー ル が画家 に 与 え た 日 本の 芸術 を 更 に
我々 は継承 し た の だか ら孫がお先祖の国へ来 た や う な も の だ」。 車窓か ら 見 た 実 り の秋の
日 本 を 「幸福な 国」 と 呼 ぴ，「顔に犬 を画い て 町 を歩い て い い か」 な ど と 頗 る 元気で は あ
る が家や 同胞財産 の行方か ら 全 く 絶縁 さ れた「故郷jの事 を 訊 く と 暗い顔 を し た， と 記事
は伝え て い る 。 （東京 日 日 新聞 大正 9 年10 月 4 日 ）

展覧会 を 前 に し た ブ氏 は語 る ，「15年 も 物 の写生 を や っ た か ら今は記憶 と 感覚で描 い て
ゐ る 。 露西亜の未来派 は伊太利 の未来派の主張や カ ン ジ ン ス キー一派の主義或 は象徴派立
体派等 を 総て合 し た も のであ る j と 。 （国民新聞 10 月 10 日 ）

東京 日 日 の大竹記者の世話で ブル リ ュ ー ク た ち は石井柏亭 を 訪れて助力 を 頼 ん で い る 。
10 月 7 日 星製薬三階会場の準備中 の作品 を柏亭は東郷育児 と い っ しょに見たが， 9 日 に も
会場へ 出 か け てプル リ ュ ー ク ら が作品 に 筆 を 加 え て い る 様子 を 記 し て い る ら。

中学生 の斉藤義重氏が出 か け た と き ， 会場 に観客は な く ， 二 人の ロ シ ア 人が絵の手直 し
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を し て い て， ロ シ ア 語で何か言われたが， いて も よいと言 っ て い る 風だ っ た の で そ の仕事
ぶ り と作 品 に接 し て非常な衝撃をうけ たという話 を筆者 は伺 っ た こ とがあ る 。 そ れ ま で
や っ て い た絵が描 け な く な り ， 当分 はS F風の小説 を 書い た り し て ， 何年かの ち 絵が描 け
る ようにな っ た そうで あ る 。 以後の氏の強靭な造形の歩み は こ のと き の「芸術 の あ り 方」
の 問 い か けに端 を 発 し て い る わ けであ る 。 60余年 を経て いまだに若気 を湛えて 新 し い感覚
を 刺激す る ような空間 を展開す る 斉藤芸術を見れ ば こ の ロ シ ア画展 は ブ ル リ ュ ー ク ら の
作品 の評価 を こ えて， 日 本の現代美術に良質の種子が ま かれ る 機会を与えたと言えよう。

ブルリ ュ ー ク ら の そ の後の足跡を尋ねよう。 10月13 日 の招待 日 を皮切 り に30 日 ま で聞か
れた こ の ロ シ ア画展に続いて星製薬 3階で は 1 1月にポーラ ン ド画家ス タ ニ ス ラ フ ・ ボチェ
ハ展（65点）' 12月初旬にハ ン ガリー展（ ストリーハ ・ シ ア ン ド ル， マリア シ ・ ミ ク ロ ー シ ，
キー シ ・ ラヨー シ ら 3 名 ） が催 さ れた。

「みづゑJ 192 号によれ ば， 大阪ホテルで聞かれた 第 I 回 未来 派美術協会大阪展には ブ
ルリ ュ ー ク とパリモ フ の作品 も 陳列 さ れたとあ る 。

大正 9 年末 か ら 翌年にか けて の冬期にブルリ ュ ー ク とそ の妹の夫 ヴァ ツ ラ フ ・ フ イ アラ
とパリモ フ は小笠原に滞在 し， 神戸に戻 っ た。 パリモ フ の作品70余点 は上野竹之台で国民
美術協会の特陳と し て 並べ ら れた （大正10年 4 月 1 日 一24 日 ）。

ブルリ ュ ー ク と フ ィ アラの小笠原滞留記念展 は 4 月 1 日 か ら 4 日 ま で東京 日 日 新聞楼上
で開催。

日 光や富士の風景が捕かれる の は そ の 後の ことであ ろう。 そ し て ブルリ ュ ー ク が京都高
島屋や横浜で作品 展 を 催す の も 大正10年の ことと思 わ れ る 。

大正10年9 月の二科展には ブルリ ュ ー ク と フ ィ アラの作 品 が展示 さ れ， 続 い て 第 2 回 未
来 派美術協会展（上野公園下 青陽楼 10月15-28 日 ） に は ブ ルリ ュ ー ク (16点）， パリ
モ フ （ 2 点）， フ ィ アラ（ 5 点）， パルス ラパ ン （ 1 点）， リ ュ パル ス キー( 1 点） の出品
があ っ た。 こ の 第二 回 の 大阪展 は橋詰の織物組合の二階で聞かれた （1 1月13-17 日 ）。

こ の 第 二 回 展 は 続 い て 名 古屋の愛知県商品陳列館で開催 さ れた （il月24-2 9 日 ）。 同 時
にブルリュ ー ク は 名 古屋の十一屋呉服店で個展 を聞い て い る （ 1 1月2 1-23 日 ）。

翌大正1 1年1 月24 日 か ら 30 日 まで京都大丸呉服店で ブルリ ュ ー ク 個展。 大阪の三越 で も
作品を展示 し たよ う で あ る が， 期 日 は不明で、あ る 。

大正1 1年2 月 8 日 福岡を訪れた ブルリュ ー ク は県物産陳列所で個展 を 聞 く （ 2 月1 1～15
日 ）。

さ ら に5 月10 日 か ら 14 日 ま で大阪白木屋で200 余点に及ぶ ブルリ ュ ー ク 個展が聞かれて
い る 。
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詳細 につ い て は 後述 に ゆ ず る が， 大正10年日 月 ブル リ ュ ー ク と い っ しょに 名 古城 を 描 い
た鵜城繁氏の紹介で筆者 は昨年秋， 後藤重弘氏宅 を 訪れ， 所蔵のプル リ ュ ー ク の風景画 を
見 る こ と がで き た 。

ま た 3 年前 に は門田 秀雄， 星野勝成の両氏 と 同行 し て太田典礼氏が福岡の個展で購入 さ
れた作品二点に も 接す る こ と がで き た 。 ま た小野寺和子 さ ん所蔵の作品 も 御父君か有岡の
個展で入手 さ れた も の と 思 われ る 。 （未完）

注

1 . みづゑ 大正13年 3 月 号 P.30
2 . 日 仏交換展 は仏国の意向 を小倉右一郎が帰朝 して黒田清輝に伝え， 二人が正木美術学校長

や文部省 と協議 して仏国国民美術協会（会長ノル ト ロメオ） と 交渉の上実現 し た も のであ
る。
日 本か ら は久米桂一 郎， 和田英作 らが渡仏 し， 五盲点の作品がソシエテ ・ ナショナル ・ デ ・
ボーザールの会場の特別展 と し て 4 月 20 日 か ら 6 月 30日まで展示 された。 古美術参考品約
百点。 三 分のーが 日 本画で， 竹内栖鳳， 山元春挙 ら の水墨画 も 出品 された。
フ ラ ン ス現代美術展 は 同 じ大正11年 5 月 に農商務省商 品陳列所で， 6 月 に は大阪府立商 品
陳列所で開催 された。 作品 は ルノワール， シ スレー， ルド ン， ドニ， ロダ ン， プールデ ル
な ど絵画280点， 彫刻70点でエルマ ン ・ デルスニスが集 めて将 来 した も のであ る 。
翌1923年11～12月 のサロ ン ・ ドード ンヌの二科会出品のな かでは正 宗 得 三郎， 有島生馬，
古賀春江 ら が上記短評の対象に な っ て い る 。 この交流展の際， 同 じ柏亭 ら の努力 で第10回
二科展特陳用にパ リ か ら はマテイス， ピカソ， ド ラ ン， プ ラック， デュ フィ， ロー ト ， ピッ
シエール ら の作品40余点、が送 られてきたが ， 二科展初 日 が 大震災で東京展は一 日 だけで中
止 され， 京都， 大阪， 福岡で展示 された。

3 . 岸田劉生 「鵠招 日 記J建設社 昭和23年 P.238-240
一 日 も欠か さず書い たこの 日 記 を 見て も劉生は10月 に 京橋の星製薬楼上で聞かれたプ ル
リ ュークの展覧会 を訪れて は い な い。 このころ数え30歳の彼は数え 7歳の麗子や村娘お松
の像 を描い て い る 。

4 . 高杉一郎 「夜あ け前の歌一一盲 目 詩人エロ シェ ンコの生涯一一岩波書房 1982年 P. 
226 

5 . 国民新聞 大正 9 年10月 3 日 エロ シェ ンコはこの とき30歳で， 彼が最初に 日 本に 来たの
は大正 3 年 4 月 であ り ， 祖国の戦争 も革命 も 知 ら ないわけであ る が， この新聞の感傷的な
文章 はま る で彼 を革命か ら の亡命者に仕立て て い る 。

6 . 鶴田吾 郎 「エロ シェ ンコ と中村発jエロ シェ ンコ全集 月 報1 みすず書房
昭和34年， お よび鶴田吾郎「半世紀の素描」中公美術社。

7 . 中村勢 「芸術の無限感J岩波書房 大正15年 P.369
8 .  Burliuk by Katherine S. Dreier, The Societe Anonyme, Inc. New York, 1944, P. 85-86 
9 .  Ibid., P. 41 
10. エレ ンプル グ 木村浩訳 「わが回想」1 朝 日 新聞社 P.334.
1 1. 内戦の記録 を調べる と ， 当時ウ ラ ル は反革命コルチャック寧 と赤軍の戦場であ り ， 一 家が

出発 した 7 月 27 日 の翌 日チエ リ アピ ン スクは赤箪が占領 し て い る 。
12. 近年， 五十殿利治氏が入手 された星製薬のロ シア画展覧会カ タ ロ グに よれば， 松平恒雄 と
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並んで、渡辺領事， 大竹1専古（東京日日�i'iJfc員）の名が挙げられている。（五十殿氏および

カタログのコピーを送って下さった斎藤義重氏にお礼申し上げる。）

13. 石井柏亭： 「日本に於ける最初の露国画展覧会」 中央美術 大正9年11月号。

図2 パリモフ （ 人力車 ） 大正9年10月3日

（ 東京日日新聞にて ）

図3 フルリ ュ ーク （右） とパリ モ フ 星製薬にて

（ 大正lO'iflO月9日 ）
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図4 ブルリューク 日傘させる女 大正JO年
.-. 

図6 ブルリューク 魚を商う男 大兄10j1:
未来派ti"i 21111!1�：九日
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図5 フルリューク 陽光下の女 大正10年
三科会i村！日

図7 フィアラ 御飯 大正10年
米米iR第21叫）民H-\,'il',
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図9 名古屋城を描くフルリ ューク
後藤重弘氏tfii彩 （大正10年 1 1月 ）
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図11 図10の作品の裏
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