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タ ス 』 を訳 了 し て い る と の こ と な の で 出 版 が 待 た れ る。

　『セ ル ゲ イ ・キ タ
ー

エ フ と第二 の 故 郷 日本 』 （石 垣 香

津）で 紹介 さ れ る 口本美 術 の 収集家 キ ターエ フ の 生涯

は 痛 ま し く も美 し い 。海軍 将校 と して 口本 に 寄港す る

度 に 浮 世絵 を 中 心 と した美 術 品 を収集 し た キ タ
ー

エ フ

は ， 単 な る コ レ ク ターで は な く，岡倉天心 と も親交 を

結ん だ 学究肌の 人物 だ っ た 。だ か ら こ そ そ の 日本美術

を見 る 目 は 確 か で ，比較的名前を知 られ る こ との な い

絵師 の作品や 団扇絵 まで もふ くむ ジ ャ ン ル の 広 さ が 特

徴だ とい う。 ル ミ ャ ン ツ ェ フ 美術館 に保管 され た 収蔵

品 も革命 の 混 乱 で 購 入 され ず じ ま い で ，1918年 に 日

本 に 家族 と と もに た ど り着い た 彼の
， 晩年に つ い て は

こ れ まで謎 に包 まれ て い た が ，著者 は そ れ を当時 の 新

聞や 聞 き書 き に よ っ て 解明 して い く。美 の 狩入 と して

第二 の 故郷 を 再訪 し た もの の ，日本 は か つ て の 日本 で

は なか っ た。瀰漫す る成金 趣 味 ， そ れ に 追い 打 ち を か

け る よ う な詐欺事件 に あ い
， 1922年 58 歳 で彼 は発狂

し，青山病院，松 沢 病 院 で 晩 年 を送 る こ と に な る。翌

年 の 震災後 ， 家族 も米 国 に 去 っ て し ま うが ，皮肉な こ

とに 精神病院 で 彼 は，日本精神医学 の 先駆者呉秀 三 と

で あ い ，そ の 学 識 に よ っ て シ
ーボ ル トの 翻訳 に 協力す

る こ と に な る の で あ る。そ れ か ら 70 年近 く経 っ て ，
「
帰 っ て き た 秘蔵浮世絵展」 が 日本 で 開か れ る の は ，

感動的で す ら あ る。

　 『
ヤ ン コ

ー
フ ス キー家 の 人 々 』 （滝波秀子 ） は ポ ーラ

ン ド貴族 と し て 1863年 の 反 乱 に加 わ り，シ ベ リア 流

刑 に あ っ た
一

族 の 三 代 に わ た る 年代記で あ り，こ の
一．・

族 が 移 り住 ん だ 沿海州の シ ジ ミ，北朝鮮 の ノ ヴ ィ ナ が ，

亡命 ロ シ ア人 の 文化サ ロ ン と な り，H本 ， ア メ リカ
，

ソ連 の あい だで
一

族の 運命 が 交錯 し て い くさ まが ， 少

な い 枚数 の な か で ，立 体的に 描 き出さ れ て お り，読者

の想像力をか き た て る 。

　 また ノ ヴ ォ シ ビール ス ク で 毎月 発 行 され て い る旧ハ

ル ビ ン 在住者 の 情報紙
『
満州の 丘 に て 』 を は じめ て 紹

介 した 松村都 の 論文 も，
い ま な お 亡 命文化が 生 き て い

る こ とを教 えて くれ て 新鮮で ある 。

　 民 衆史 と して の 圧巻 は ，農奴 の 身分で ク リ ミ ア戦争

に 参 加 ， 解放後 日本 に 住み つ き，幕 末 の 箱 館 を拠 点 に

貿易活動 を展開，ニ コ ラ イ の 協力者 と して ロ シ ア正 教

の 布教 に 貢献 し た ア レ クセ ーエ フ の 生涯 を再現 し て 見

せ た故 左 近 毅 論 文
『
存在 の 証明』 で あ る。左 近 氏 は絶

筆 と な っ た こ の 論文で ，横浜 の 外 人 墓 地 に 寄 せ 棟家屋

型 の 墓碑 を残 す 元 農奴 の 生 きざ ま を とお して ナ ロ
ード

の 実 像 を甦 らせ て くれ た。こ こ に 氏 の 全仕事 の 投 影 を

見 る思 い が す る 。

　　　　　　　 （わ た な べ 　ま さ じ ・東京外国語大 学 ）

靆
田 　中　継 根

　木下豊房氏 の
「
序 に か え て 」 に よれ ば， 本書 は 安藤

厚氏 を研究代表者 と す る 科学研 究 費 補 助 金 に よ る共 同

研究 （平成 8 年〜’
ド成 10 年） の 報告書 『ド ス トエ フ

ス キーと現代社会 』 に ま とめ られ た 論文 が基礎 と なっ

て い る。執筆者 26 名 ， 論 文 数 40 本 と い う壮大な 規模

の 論文集 とな っ て い る。全体 は 論文 の 内容 ・体裁 な ど

か ら
「
作品 分析」，「

比較 ・対比研究」，「パ フ チ ン の 視

点 を め ぐっ て 」，「
精神分析

・
宗教的視点 か ら 1，

「
研究

ノ
ー

ト」 の 5部 に 分 け られ て い る。

　40 本 の 論文全部 に つ い て 紹介 ・批 評 す る こ と は紙

数 の 制約上，も ち ろ ん不 可能 で あ る の で，評者 の 価値

基 準か らあ るい は好 み か ら何編 か を選 ん で 紹介 ・批評

し ， 最後 に こ の 論集全体 につ い て コ メ ン トさ せ て い た

だ く こ とに す る。

　 芦 川 進
一

氏 の
「『

罪 と罰』，隠 さ れ た 女 神た ち
一 ラ

ス コ ーリニ コ フ の 下宿 空 間 を め ぐ っ て 　 」 は ，
ラ ス

コ
ーリニ コ フ の か つ て の 婚約者 ナ ターリア に焦点 を当

て た 論文 で ，ナ ターリア は そ の 性格 ・外貌 ・行動 か ら

判断 して ， 作者 か ら
「
福音書的磁場 」 を 持 た さ れ て い

る の は 明 ら か で，ソーニ ャ に つ なが る
「
隠 さ れ た 女

神」 で ある と論 じて い る。従来，ほ とん ど注 目され て

こ な か っ た と思 わ れ る ナ タ
ーリア に 着 目 した好 論 文 で

あ る。

　 L
’
お と な しい 女』 論が 3編収録 さ れ て い る。い ず れ

も 力作 で あ る 。 先ず ， 木 下 豊 房 氏 の
「「

お と な し い 女 1

論
一 主 人 公 の

「
不 幸 な意識」 を め ぐ っ て 　 」 は，

『お と な しい 女』 の 主人公 の 原型 を 『
地下 室 の 手 記 』

の 主 人 公 に 求め ，そ の，無限の 悪 循環 に 陥 っ た 不 幸 な

意識 に つ い て 論 じ て い る 。 氏 に よ れ ば，『お と な し い

女』 の 主人公 は ，

F地 下 室 の 手 記 r，の リーザ，『
罪 と

罰 』 の ソ
ー

ニ ャ と い っ た ， 同情 の 眼差 し を注 い で くれ

る 存在 を持 た ず ， そ れ 故，結末 は 暗澹た る もの に な っ

て い るが ， 主 人 公 に と っ て は そ の 絶望 す ら歓 喜 と な っ

て い る。そ の 意味 で ， 同 じ 『作 家 の 日記』 の
「
お か し

な 人 間の 夢』 は 『
お とな しい 女』 の 室 人公

・地 下室 的

人 間の 袋 小 路 か ら の 出 口 と な っ て い る と指 摘 し て い る

が，けだ し卓見 で あろ う。

　 ヴ ラ ジーミル ・ジ ダーノ ブ氏 と鈴木淳
一氏 の 共著 論

文
「
ロ
ー

セ ブ の シ ン ボ ル 論 と ドス トエ フ ス キ
ー

の 短編
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「お と な しい 女 』」 は ， ドス トエ フ ス キーの 作品 に お け

る シ ン ボ ル 化 は 群 を 抜 い て い る こ と，ドス トエ フ ス

キ
ー

を理 解 す る こ と は そ の 作 品 に ち り ば め ら れ た シ ン

ボル 群 を探求 し
， そ の 機能 と本質 を明 らか に する こ と

で あ る と の 前提 に 立 っ て作 品論 を試 み た もの で あ る 。

著者た ち に よれ ば，．真の シ ン ボ ル とは，外部 （一意 味

す る も の ） と内 部 （＝意味 さ れ る も の ） と が 差 異 を有

し て 対 立 しつ つ
， どち らが どち らと も判別 し難 く絡 ま

り合 っ た 対立 的 統合関係 の こ とで あ る。そ の よ う な意

味 で の シ ン ボ ル が ， 主 人 公 に 対 し て，ま た
「
お と な し

い 女 」 に 対 し て 作 品 中に ち りば め られ て お り，そ れ ら

を総括的 に 解釈 す る こ とが必 要 で あ る とい う。結論 と

し て
「

現存す る 世 界 秩序 と妥 協 す る こ と を知 らず，そ

れ を た だ 軽蔑 し，人 工 的 な 観念 や原 理 原 則 を恣 意的 に

組 み 合 わ せ る こ と に よ っ て 真理 ，調和 ， 幸 福 の 達 成 を

目指せ ば，そ の 道 は 必 ずや 破滅 へ と至 1）着 く とい う こ

と」 が 明 らか に な る とい う。そ の 結
．
論 自体 は 特 に 目新

し い もの と は思 え な い が ， 多彩 な シ ン ボ ル を分析 して

そ こ に 至 る過程は ま こ とに 見事 と 言 うべ き で あ ろ う、

　 望 月 哲
．
男 氏 の

「
ドス トエ フ ス キ

ー
の 小 説

『
お と な し

い 女』 に み る時間 意 識 」 は ， 主 人 公兼語 り手の 時間に

対す る態度 と い う観点 か らの 作 品 分 析 で あ る。氏 に よ

れ ば，例 え ば，1
質 屋 と い う職 業 」 ，ぼ フ ァ ウ ス ト』 の

モ チー
フ 」 （

「
時間 よ止 ま れ，汝 は 美 し い 」），

「
復 讐と

い う ス トーリー
」 な どの 観点 を分析すれ ば 主人公 の 時

間意識が 明 らか に な る が ， そ こ に 顕 著 に 現 れ て い る の

は
1
一
現 在 と の 乖離」 で あ り，

「
現実 との 距離 」 で あ る。

更 に ，語 り手 と して の主人 公 の 同様 の 時間意
．
識 ， 主 人

公 に と っ て の 語 る と い う行為 の 意義 も また作品 の 重．要

な 要素 と し て 組 み 込 ま れ て い る と 論 じ ，

「 こ う して 小

説 は 主人公 に とっ て 現在 の 二 重の 空虚 さ を描 い て い る 。

それ こ そ が 最終部 に 現れ る よそ よ そ し い 時間 イ メ
ージ

の 意 味 と思 わ れ る の で あ る 」 と し て い る （168頁）。

ま た
，

こ の よ う な 1
一
現 在か らの 乖離」 が 「

空想家 」 と

共通 す る もの で あ る と し て い る。 11
’
お とな しい 女 』 に

対 す る こ の よ う な 分 析 自体，大
．
変 魅 力 的 な もの と評者

に は 思 わ れ る が，氏 は 更 に，ロ シ ア 全体と して の 時間

か ら の 疎外意識 ， 近代的個人 の 普遍的問題 に論 を進 め

て い る。最後 に 氏 は，ドス トエ フ ス キ
ー

の 作 品 が 持 つ

時 間 と い う もの の 様々 の 特徴 を総合的 に 観察 す る こ と

の 必 要 と， 個 々 の 作 品 を そ の よ うな観察全体 と 照 ら し

合 わ せ て 時間 とい う切 り口 で 分 析 す る こ と の 必要 を説

い て い る が ，評者
．
も ま た 意．見 を同 じ くす る もの で あ る。

　萩原 俊 治 氏 の 論文 は 4 編 が収録 さ れ て い るが，そ の

う ち，「
わ が 隣人 ドス トエ フ ス キー　 模倣 の 欲望 を

め ぐ っ て 　
．

亅 が，評者 に と っ て 最 も興 味 深 く，ま た ，

本書全体 で 最 も刺激的で あ っ た。氏 は，ル ネ ・ジ ラ
ー

ル の
「
模倣 の 欲望 1 論 を紹 介 し， な ぜ ドス ト エ フ ス

キーが 他 の 作家 と違 っ て 模倣 の 欲 望 に 気づ く こ とが で

き， そ して そ れ を解明す る こ と が で きた の か とい う問

い に （ジ ラール を補 う形 で ）十分 な 説得力 を持 っ て 答

え て い る。模倣 の 欲 望 とは ， 簡単に い え ば，強烈 な 自

尊心 を持つ 人間 が 挫折 を経験 した と きに 生 じ る，優 れ

た 他者 へ の 模倣 の 欲望，時 と して 分 身幻覚 を伴 う ほ ど

の 激 しい 欲望 で あ る。ジ ラ ール に よ れ ば ， 大 半の 人 間

は 自尊心 を利己主義 と同
一

視 し ， 深 く考 え よ う と しな

い 。ドス トエ フ ス キーもま た 馳 下室 の 手記」 を書 く

頃 ま で は，お の れ の 強 烈 な 自尊心 に 気 づ か ず，作 品 中

で も 自尊心 の 強 い
， そ れ で い て そ れ に 気 づ い て い な い

人物 の み を描 い た。だ が 結局 ドス トエ フ ス キー
は 余人

と違 っ て そ れを利 己主義 に す りか え る こ と をせ ず，逆

に そ れ を 「
極端

．
に ま で 押 し 進 め た」 （『地 下室 の 手記』

の 主 人 公 の 言葉）。 そ の 理由 の 解 明 が 本論 文 の 主 眼 と

な っ て い る 。 氏 に よれ ば，理 由の
一・

つ は，他者 との 至

適距 離 を短 く取 りす ぎて 容易 に 相手 の 自尊心 と接触 し

て し ま う と い う ドス トエ フ ス キ
ー

の 個人的気質 で あ り，

他 の
一

つ は ， 白尊 心 が 制御可能 な もの か ら制御不可能

な もの に 変貌 して い っ た 近 代 の
「

文 化 的時空 間構造 」，

す わ な ち，神 あ る い は 神性 の 消 滅 で あ る 。

『
地下室 の

手記』 に い た っ て 初め て ，自尊心 と模倣 の 欲 望 が ドス

トエ フ ス キ
ー

に と っ て 解明 す べ き テ
ー

マ と な り，彼 は

あ らゆ る物 を支 配 し よ う とす る 自分 の 自尊心 に 強 い 疑

い の 目 を 向 け始 め る 。 そ して ， こ の あ と，彼 は 様々 な

試行錯誤を繰 り返 しな が ら，次 第 に模倣 の 欲望 を 解明

し て い く。強烈 な 自尊 心 とそれ に 由 来 す る 模倣 の 欲望

をキ
ー

ワ
ー

ドに ドス トエ フ ス キーを分 析 した こ の 萩原

氏 の 論文 は ，現在 の H本 の ，そ して また 世界 レ ベ ル の

第
一

級 の 価値 を 有 す る もの と考 え られ る。

　 評者が 特 に 感銘を受 け た 論文 を数本挙 げる と以 ヒの

よ う な こ とに な るが ， 紹介 した い 論文 は他 に も多数 あ

るの で あ っ て ， 以 ド，そ れ ら を簡単 に紹介す る。情 報

の
「
伝聞化」 と い う観点 か ら 『

白痴』 を論 じた小 田 島

太郎氏の
「
ドス トエ フ ス キー文 学 に お け る イメ

ージ と

想念 の 多重性 に っ い て 　
1「
白痴．エ を題 材 に 　 」，物

語詩 『
大審問官』 を プーシ キ ン の

「
エ ジ プ トの 夜」 の

続編 と と ら えた 郡伸哉氏 の
「「

大審問官」 とプー
シ キ

ン
」，漱石 の 創作態度 の 中 に パ フ チ ン の ボ リ フ ォ ニ

ー

小 説 と共 通 す る もの を見 よ う と す る木下豊 房 氏 の
「ポ

リ フ ォ ニ ー小 説 の 概 念 を め ぐっ て 　　漱石
．
か ら ドス ト

エ フ ス キ
ーを 見 る

一
」，ラ ス コ ーリニ コ フ の

「
超人

理 論．亅 の 中に
「
甘 え ．1 を 見 る 清 水 孝 純 氏 の

「

ドス トエ

フ ス キーの 文 学 に お け る 甘 え の 構造
．
　 ラ ス コ ーリニ
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コ フ の 場 合　　」 な どで あ る。

　収録 され て い る 全論文 を読 み 終 えた 今 ， 評 者 は さ わ

や か な 疲労感 と満足感 を味 わ っ て い る 。 疲 労感 とは も

ち ろ ん ，内容 の 充実 した 論文 を多数読 ん だ こ と に よ る

もの で ある。安藤厚 氏 が 「あ とが き」 で，今 や ，日 本

人研究者 は 国際舞台で も欠 か せ な い 存在 に なっ て い る

と 書い て い る が，こ の 論文集 を読 ん で 全 くそ の 通 りで

あ ろ う と納 得 で き る。そ し て ，現代 日本 の ドス トエ フ

ス キー研 究者 の 質 の高 さ と層の 厚 さ に驚 か さ れ る思 い

で ある。また ，若 い 研究者 の 論文 も相 当数 収録 され て

い る が ，い ずれ も将来 を期待させ る レ ベ ル に 達 して い

る と思 わ れ る 。

　 「
研究 の プ リズ ム 」 と い う副題 は，恐 ら く，ドス ト

エ フ ス キーとい う希有で 巨大な現象 を も とに して 様々

の 研究 の 光 が 発 す る……と い っ た よ うな意 味で あ ろ う。

確 か に ， 様々 の切 り口 ・ア プ ロ
ーチ の 研究が それ ぞ れ

に 鮮 や か な輝 き を放 っ て い る よ うで あ る 。 だ が ， 評 者

に は
， 物語論 か ら の ア プ ロ

ーチ が もっ と あ っ て も よ

か っ た の で は な い か ， ま た ，
ジ ェ ン ダー論的 な ア プ

ロ
ーチ も必 要 で はな い の か と感 じ られ る。い ず れ に せ

よ ，
こ う い う機 会 で もな けれ ば全部 を読 み 通す こ と は

な か っ た で あ ろ うか ら，書評 の 場 を与 えて くだ さっ た

学会誌編集委員会 に 大 い に感謝申 し．ヒげる次第で あ る。

　　　　　　　　　　 （た な か 　つ ぐね ・東北大学）

鑽
斉 藤 毅

　わ が 国で外国の 詩人 が紹介 され る と き，作品自体 よ

り も，そ の 詩 人 に つ い て の 言説の 方 が重視 さ れ が ち な

空 気が あ る よ う に 思 え る。た と え ば，詩 人 の 作 品 が さ

ほ ど翻 訳 され て い る わ けで は な い の に ， そ の 詩人 に つ

い て の 研究書が 刊行 さ れ る よ うな場 合で あ る。そ れ が

悪 い こ と だ と 言 い た い の で は まっ た くな い が，散文作

家 の 場合，こ う した事態 は あ ま り考え られ な い と い う

の も ま た 確か で あ る 。 そ して こ の こ とは，わ が 国で 詩

が 置 か れ て い る位 置 の 脆 弱 さ　　訳 詩 だ け で は あ ま り

に 弱々 し く見 え る た め，それ を支 える 言説 が 必要 とさ

れ る とい うよ うな　　を示 して い る の で は な い か。今

回刊行 さ れ た マ ン デ リシ ュ ターム に 関 す る 2 著作を読

ん で ，以上 の よ うな こ と を改 め て 考 え た。

　中平氏 の 著作 は ，

『
読本』 とい うス タ イ ル を と る こ

と に よ り，詩 人 の 作品 と生涯 を
一

望 で き る よ うに 配慮

され た 大作 で あ り， 特に こ れ ま で 僅 か し か 日本語訳 の

な か っ た 1930年代 の 詩篇 が こ こ で ま と め て 読 め る よ

う に な っ た こ との 意義 は大 き い 。こ の よ う な大 作 を書

き上 げ られ た 著者 の ご熱意 に は 敬服 す る。し か しな が

ら
「
読本 』 に 収 め られ た訳詩 に お い て は ， 総 じ て 原文

の 持 つ 強靱 さが 失 わ れ て い る とい う感が，私 に は ど う

し て も否 め な か っ た。語 の 浮 き彫 りや シ ン タ ッ ク ス の

捉 え 方が 的確で な い た め
， 詩人独特の 意味 の 屈 折 が 平

板化 さ れ た．Lで 日本語 に 移 さ れ て い る場合 が 多い よ う

に 思 え る。一
例 だ け 挙 げ る な ら，1935年 の 詩篇

「
黒

土 」 の 中の
一

行，　 ｛IKaK 　 Ha ．qeMex 叩 MflTeH 氷 叩 H 謡

tl，，laCTI ＞が，こ こ で は 「
犂 で 起 こ さ れ た 肥沃 な 耕土 の

な ん と気持 ち よ さ そ うな こ と よ」 （367） と 訳 さ れ て い

る 。しか し こ れ は ｛｛”PHH
・
rHb 旧 Ha 　o 阻 yllh・〉 （触 り心 地 が

よ い ） の よ う な 言 い 回 し を 下敷 き に し て ，

「犂 の 刃

，fieMex 」 を耕土 に 当 て る際 の 感触 を表現 した もの で あ

り，さ らに その 心 地 よ さ が く・｝KPIPHb1M ，）と い う形容詞 に

も共鳴 して い る の で は な い だ ろ うか 。こ れ を，原 文 の

リズ ム を保 ち つ つ い か に して 日本語 に 移す か と い う点

に，こ の 詩 行 の 翻 訳 はか か っ て い る。

　 だ か ら こ こ で 問題 な の は，翻 訳 の 技 と い うよ りは，
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