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　 ドス トエ フ ス キ ー の 創作過程にお け る

《3miHze　3跏 em π 0 ．leTHvax 　 BI・ewaT ．leHvaflx》

　　　　　　　　の 意義 に っ い て

沓 　 　 掛　 　 良 彦

（D

　
一般的に い っ て ， ドス トエ フ ス キ ー の 文学が語 られ る際 に ， シ ベ リア 流 刑 に

よ る約 10年問 の 中断 をは さん で 20 数年間に 及 ぶ 創作活動を展 開 した こ の f乍家

が ， その 創作活動の 一時期 に 生 ん だ あ る作品 を契機 と して ， 作家 ， 思想 家 と し

大 き く脱皮 し ， 飛 躍的 な成長 を 遂げ るに い た っ た ， とい うこ とは ， こ れ まで に

も多 くの 研究家，批 評家に よ っ て 指摘 されて い る と こ ろ で あ る 。 そ の 作品 と は ，

ア ン ドレ ・ ジ ッ ドに よ っ て 「ドス トエ フ ス キ ーの 芸術 を解 く鍵」 と まで い わ れ ，

ドス トエ フ ス キ ーの 創作が 発展 ， 成 長 して ゆ く過程 に お い て 特別の 意義 を担 っ

て い る もの と見な され て い る r地下生 活者の 手記』 に ほ か な らな い 。 1864年 に

発表 され た こ の 作品 こ そ は ， 処女作 r貧 しき人 々 』 の 華 々 しい 成功 に よ っ て ，

「第二 の ゴ ー ゴ リ」 と して 熱狂的に ロ シ ア の 文壇に 迎 え られ た ドス トエ フ ス キ

ーが ， 人道主義 ， 心理 主 義を 基 調 と した 作品 の 作者か ら ，ベ ル ジ ャ
ー ニ フ の い

う形而上 学者 ， す なわ ち r罪と 罰 」 を嚆矢 とす る後年の 壮大な思 想的 ， 哲学的

観 念を盛 っ た 作品 の 作者 へ と 成長 して ゆ く過程を 示す決定的な指標で あ る ， と

見る解釈 は きわ め て 有力で あ る 。 換言すれば ， こ の r地 下生活者 の 手記』 とい

う作品 は ，
「ドス トエ フ ス キ ー の 思 想上 の 決定的な分岐点」

〔1）で あ り， 「ドス トエ

フ ス キ ー の 芸術活動に お け る鮮 明 な分 界線」
〔2｝で あ る とす る見解 ， こ こ に 彼の 文

学 の い お ば質的転換点を 認め る見解は ， 今 日で は ドス ト エ フ ス キ ・一研究家た ち

の 問 で は 支配的 で あ っ て ， ほ ぼ定説 化 して い る もの と見て 大過なか ろ う調 しか

しなが ら ， ドス トエ フ ス キ ーの 作品の 世界が ，い わ ば ゴ ー ゴ リの エ ピ ゴ ー ネ ソ ，

あ るい は 「ゴ ー ゴ リ と ホ フ マ ン の 巧 み な模倣者」（the　clever 　imitator　of 　Gogoi

and 　Hoffmann ）（E．　H ．カ ー）の 世界か ら ，　 r罪 と罰 』 以 後の ロ マ ン に 見 られ る

彼独 自の 形而上 学的 な作晶の 世界 へ と発展 して ゆ く契機を ， 彼の 作品 に 飛躍的

な深化 ， 壮 大化 を もた らす に 至 っ た 要素は 何か ， とい う観点か ら再 考 して み る
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と， r地 下生活者の 手記』 を こ の 作家の 創作過程に お け る 決定的な 転換 点 と

す る こ の 通 念 に は い まだ 検討の 余地 が あ る もの と思 われ るの で あ る 。 確 か に

r地下 生 活者の 手記』 以降の ドス ト エ フ ス キ ーの 作品 の 世界が ，そ れ 以前の も

の に 比 して 一
段 と作 品 と して の ス ケ

ール も大 き くな り， そ こ に 扱 われ て い る哲

学的 ， 倫理 的問題 もこ の 作品 以前の もの に 比 すれ ば飛躍 的に 次元 の 深い もの と

な っ て い る こ とは ， 彼 の 文学 の 発展 の プ ロ セ ス を辿れば 明瞭 に 感 じられ る事実

で あ る調 で は そ の 後 の ドス トエ フ ス キ ーの 作 品に 壮大 さを もた ら し ， 彼の 作

品 を格段に 次元 の 深い もの とな ら しめ た ， い わ ば彼の 作品 の 世界に 質的転換を

もた ら した 要素は 何か とい え ば ， それ は 何 よ りまず ， 彼の 作 品の うち に 西 欧 と

い う理 念 ， 西 欧 的理 念そ の もの ， さ らに は ロ シ ア対 西欧 （ヨ ー μ ッ
パ ）（1）occxfi

H3aHall ） とい う問題意識が登 場 した こ とに ある の で は ない か ， とい うの が筆

者の 解釈で あ る 。 すな わ ち こ の 問題意識 の 登 場 こ そが 彼 の 創作過程を分つ 重な

モ メ ン トで ある と見る の で ある 。 ドス トエ フ ス キ ーの 文学 に お け る質的転換点

は ，
ペ テ ル ブル グ的 ，

ゴ ー ゴ リ的 世界 の うち に 作品 を築い て い た こ の 作 家が ，

西 欧お よび西 欧的理 念 とい うもの を 創作の うちに 招 じ入 れ る こ とに よ っ て ， そ

の 生み だす作品 の 世界を ，
ロ シ ア 的理 念 と西 欧的理念 とが 重 な り合い ， 対立 し

複雑 な葛藤 と展開を 見せ る世界 へ と押 し広げ深化 させ て ゆ くとこ ろに まず 求め

られ る の で は ない か ， と筆者 は 考え る 。 こ の 観点か らすれば ， ドス トエ フ ス キ

ーがそ の 創作過程 に お い て ひ とつ の 大 きな転機を も っ た の は ， 換言 すれ ば彼の

文学が
一

種 の 質的転換を 遂 げた と見 られ る の は ，
r地 下生 活者 の 手記』 よ りも ，

む しろ西 欧 とい うもの が 初め て 意識的に と り上 げ られ ， その 主題をな して い る

1863年 の 作品 《3PiMHIie　3aMeTI 〈H　o 刀eTHHx 　BneqaT ・rreHl・lfix》 r夏の 印象に つ い

て の 冬 の 記録』 （以下 く＜3PIMHme　3aMe
’
rKH ＞＞と略 称） に お い て で あ る ， と解釈す

る こ と も可 能な の で は ない か ， とい うの が筆者が提起 した い 第
一

の 問題点で あ

る 。 さ らに また ， こ の く＜3HMHvae　3aMeTKn 》 な る作 品 の うちに は ， 後述す る通

り ， こ の 作品の 直後に 書か れた r地下生活者の 手記』を 濫觴とす る 後期 の 作品

群に お け る重要 なテ ー マ が ， 未 だ 萠芽 の 形 に お い て で は あ るが ， すで に 明確に

そ の 姿を あ らわ して い る こ と も見逃 して は な らぬ点で あ り ， こ の 面か らもこ の

作品 を再 考す る必 要が あ ろ うか と 思わ れ る 。 「ドス ト エ フ ス キ ーの 芸術 活動 に

お け る一 つ の 大 ぎな転機を しる しづ け る輝 か しい 標識」 （米川正 夫）と して r地

下生活者の 手記』 に つ い て は 多 くが 語 られ ， ドス ト エ フ ス キ ー の 創作過程に お

け る こ の 作 品 の 意義 もすで に 多 くが論 じられ て き た 。 こ れに 比 し ， 《3HMHHe
3aMeTKM ＞＞は ，　 E ．H ．カ ーに よ っ て 「彼 の 作品の うちで もも っ とも退屈 な作品
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の ひ とつ 洞 と酷評 され て い る通 り ， そ の 芸術性 ， 文学性 の 低 さ故に 論 じられ

る こ と も少い が ， す くな くと も，
ゴ ー ゴ リ風 の 作家 と して 創作活動を 開始 し ，

シ ベ リ ア 流 刑後創作活動 を 再開 して か ら もなお ， 全休 と して は ゴ ー ゴ リ的世 界

の うち に 留 っ て い た と見 られ る ドス ト エ フ ス キ ーが ，〔6〕r罪 と罰』 を端 緒 とす る

独 自の 壮大 な哲学的 ロ マ ン の 領域 へ と踏込ん で ゆ く， そ の 文学的世 界の 広が り

と深 ま りを考え る上 で も ， 初 め て 西欧お よ び 西 欧的理 念 と い うもの を主 題 と し

て と り上 げた 《3KMHHe　3aMeTKH 》な る 作品 が創作過 程 全 体に お い て 担 っ て い

る意義 は ， r地 下生 活者の 手記』 に 劣 らず重要な もの で あ る ， と筆者は 見 る 。

蓋 し ， 後述す る通 り ， こ の 作品に お い て 初め て 姿を現わ した 西 欧お よび西 欧的

理 念 ， さ らに ox　pt シ ア 対西 欧 （POCCI・lfl　H　3ana」1）とい う閙題 意識 は ， こ れ以 後

の 作品に 必 ずその 反映を読 み と る こ とが 出来 る の み か ， こ れ 自休が 作 品に お け

る重 要 な テ ー マ を なす ， と考え られ るか らで あ る 。 こ の 意昧に お い て 《〈3HMHue

3a：　leTKH ＞＞こ そ は ドス ト エ フ ス キ ー の 創作過程 に お け る大 きな転換点 を なす作

品 で あ り ，
r地 下生活者の 手記』は ， む しろ そ の 転換が 生ん だ最初 の 芸術的結品

で ある ， と解釈す る ほ うが よ り 自然 で は な か ろ うか 。 以 下 《3HMHHe　3aMeTKId 》

以 前の ドス ト エ フ ス キ ー
の 作品 を 通観 し ， さ らに こ の 作品 自体を検討す る こ と

に よ っ て ， こ の 知 られ る こ との 少い 作品が ， 後期の 壮大 な ロ マ ソ の 世 界 が形成

され る一ヒで きわ め て大 きな意義を担 っ て い る こ とを 明か に し ， こ の 見解を論証

す る こ とに した い
。

（2 ）

　初期 の ド ス トエ フ ス キ ー
， す な わ ち1846年の r貧 しき人 々 』 を もっ て は じま

り ， 1849年の ペ トラ シ ェ フ ス キ ー事件 へ の 連座 に よ っ て 筆を折 る迄 の ド ス トエ

フ ス キ ー の 作品 を通 観 して い え る こ とは ， すで に 多 くの 研究家に よ っ て 指摘さ

れ ， 明 らか に され て い る通 り ， それ ら の 作 品が きわ め て ゴ ー ゴ リ的 な色彩 に 色

濃 くお お わ れ て い る ， とい うこ とで ある 。 グ P ッ ス マ ン の 言葉 を 借 り れ ば ，

「彼の 初期の 作品は ，か な りの 程度 に お い て ，
ゴ ー ゴ リの ペ テ ル ブル グ もの を

習得 しわ が もの と した 作 品で あ る」 とい うこ とに な る 。 こ れ ら の 作品の 舞台は

ほ とん どペ テ ル ブ ル グに 限 られ て お り ， 処 女作 r貧 しき人 々 』 の 如 くきわ め て

人道主義的 な色彩 の 濃い ， 自然 派 （HaTypa．qbHaff　li11〈O」la）風 の 作品 を は じめ ，

r分身』 の 如 く人間の 悲劇的な 自己 分裂 ，二 重人格 の 心 理 を描い た 幻想的な作

品 ，ある い は r白夜』 rペ テ ル ブ ル グ年代記』 等 ホ フ マ ン 的な きわ め て フ ァ ン

タ ス テ ィ ッ ク な作 品 ， rプ ロ ハ ル チ ン 氏 』 の 如 く明らか に ゴ ー ゴ リの r外套』
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を模 した と見 られ る もの ， 同 じ く rお か み さん 』 の 如 く浪漫的香 りの 漂 うもの ，

等い ずれの 作 品を と っ て も ， 全体 と して こ の 時期 の ドス トエ フ ス キ ーを 「ゴ ー

ゴ リ的 」 と名付け る こ とに 鑄躇 を覚 え させ ぬ 作品 が ほ と ん どあ る と い っ て よ

い
。
ω 肝心 な こ と は ， こ の 時期の 作品に あ っ て は ， 彼の 作品の 世界 を深化 しお

し広 げる 要素と な る襾 欧的理念 な らび に ロ シ ア と西 欧 とい う問題意識が作 品の

上 に 未 だ ま っ た くそ の 姿を現わ して い な い ， とい うこ とで あ る 。 こ の こ とは ，

シ ベ リア 流刑 に よ る約 10年 間の 中断を へ て 再 び 創作活動を開始 して か らの 作品

に つ い て もい え る の で あ っ て ， 1859年 の 作品 r伯父の 夢』， rス チ ェ
パ ン チ コ ヴ

ォ 村 とそ の 住人』 な どは ， 流刑 以前に 書か れた 最後の 作品 rネ ー ト チ カ ・ ネ ズ

ヴ ァ
ー ノ ワ 』 な ど よ りも ， む し ろ きわ 立 っ て ゴ ー ゴ リ風 の 作 品で あ る こ とは ，

ス ロ ー ニ ム ，
ロ ーゼ ン ブ リ ュ

ー ム 等 の 指摘す る通 りで あ る 。
〔8）（こ の あ と1860年

に シ ベ リ ア で の 獄中生 活を題 材 と した 傑作 r死の 家の 記録』 が 書か れ ， 61年に

は r虐げられ し人 々 』 が書か れ て い る が ， こ れ らの 作 品 に お い て も未 だ 西欧的

理念は 反映を 見せ るに は 至 っ て い な い 。 ） い ずれ に して も ， こ の 時期 まで に 書

か れ た ドス トエ フ ス キ ーの 作品 の 世界は ，
ペ テ ル ブ ル グ ，

ロ シ ア ， とい う嘩一

の 空 間 の うち に 成 り立 っ て お り ， ＜＜3HMHHe　3aMeTI 〈H＞＞以後の 作品 に 見 られ る哲

学的形而 上学的 な展 開を こ れ らの 作品 の うち に 読み 取 る こ とは 困難で あ る 。 す

な わ ち こ の 時期 まで の ドス トエ フ ス キ ーは ， 彼独 白の 作 品の 世界を 徐々 に 築い

て ゆ きつ つ も ， そ の 創作過程 に お い て は 作風 全体が変貌す る ほ どの 大 きな転機

を も っ た とは 認 め られず ， なお 全体 と して は ゴ ー ゴ リの 気分に 浸 っ て い る もの

と見 られ る 。

（3 ）

　 さて ， い わ ば こ の 「ゴ ー ゴ リ的 」 ドス ト エ フ ス キ ーの 世界 が ， r地下生活者

の 手 記』 以 後の 作品 の うちに 見 られ る哲学的 ， 倫理 的 ， 形 而上 的世界 へ と飛躍

的 な発展を遂 げ る上 で 最 も大 き く作用 して い るの は ， 西 欧お よび 西 欧的 理 念 と

い うもの ， さ らに は 「ロ シ ア 対西 欧」 と い う問題意識 の 登場 ， とい う要素で あ

る とい う見解は す で に 述 べ た 。 また こ の 要素は 初期及 び 再 出発期の ド ス トエ フ

ス キ ーの 作品の うち に は ほ とん ど認 め られ ぬ もの で あ り ， ＜＜3PIMHne　 3aMeTK 励

に お い て初 め て その 姿 を 現わ した もの で あ る こ と も一L述 した 通 りで ある 。 で は ，

こ の 作品 に お い て は ， 西 欧お よび西 欧的理 念 とい うもの が どの よ うに と り上 げ

られ ， 論 じられ て い るか 。 作品の 内容を 概観 しつ つ 若干 の 考察 を加えて 見 よ う

と思 う。
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　 こ の 作品は ， 1862年長年 の 夢か な っ て よ うや く最初の ヨ ー ロ
ッ

パ 旅 行 の 旅 に

上 っ た ドス トエ フ ス キ ーが ， そ の 旅行の 印象記を友人 ，知人 に あて た 書簡の 形

を 借 りて 語 る ， と い う体裁を と っ て お り ， 旅 行 の 翌年 ， 1863年 に rヴ tr・一 ミ

ャ 』 誌 上 に 発表 され た もの で あ る 。 旅 行の 印象記 ， とい う形で 書か れ て は い る

が ， そ の 実 こ れは モ チ ュ
ール ス キ ーの 指摘す る通 り ， 歴史哲学的 な論交 （trait6

historico−philosophique ）〔9｝ と もい うべ き もの で ある 。 こ こ で 展開 され て い る

の は ， 後 に r作家の 日記』 に お い て 大 きな位置を 占め る こ とに な る ，
ロ シ ア と

西 欧 ， とい う問題 を め ぐる
一

種の 文明論で ある が ， そ の 中枢を なす も の は ， ド

ス トエ フ ス キ ーの 眼 に 西 欧社会を支配 して い る理念 と映 じた 合理 的功利主 義 ，

社会主 義 ， 個人主 義 を論 じた 哲学 的論評 で あ る とい い うる 。
モ チ ＝

一 ル ス キ ー

の 言 を再 び 借 りれ ば ， ドス トエ フ ス キ ーは こ の 哲学的 エ ッ セ イに お い て 「四欧

の 理 念を 把握 し よ うと して い る」
圃 の で あ り ， こ の 西 欧社会を 支配す る理 念が ，

個人 と社会 （全体）， 理 性 と 自由意志 と い っ た問題を め ぐっ て 論 じられ ，批判 ，

弾劾 され て い るの で ある 。 先の E ．H ．カ ーの 酷評 を待つ 迄 もな く， こ の 作品は

全体に 過度に 饒舌で ， 構成 に 緊 密さを欠 き ， 内容 に お い て もまた 雑駁 な点が 多

く， そ の 輝 きを 欠い た 文体 と も相 ま っ て ， 芸術作 品 と して の 価値は 決 して 高い

とは い い 難い 。 そ の 限 りに お い て は ， ドス ト エ フ ス キ ー作品 中に あ っ て は 二 次

的位 置を 占め うる もの に す ぎない
。 こ の 作品が 重視さ るべ き点は ， そ の 文学作

品 と して の 価値如何に あ る の で は な く， そ こ に 扱 われ て い る テ ー マ の うち に あ

る とい わ ねば な らな い 。

　こ の 作品 の テ ー マ は 二 つ あ る もの と考え られ る。 そ の ひ とつ は ， 第一 章か ら

第 四 章に わ た っ て 展 開され て い る ， ロ シ ア と西 欧 ， と い うテ ー マ で あ り ， 他 は

続 く第五 章か ら最後の 第八章に わ た る後半部で 展 開 され て い る ， 功利的 合理 主

義 に 支配 され て い る西 欧 の 運命 ， とい うテ ー マ で あ る。 先ず ， 前半 に お い て 論

じられ て い る ロ シ ア と西欧 ， とい うテ ー マ で あるが ， 作者は 「な ぜ ヨ ー P ッ
パ

は ， 誰に もせ よわ れ わ れ （ロ シ ア 人）に ， か くも強烈 な ， 魔 力を 帯び た ，呼 び

招 くが如 き印象 を与え るの だ ろ うか 」圓 とい う問題 を提起 し， ロ シ ア に お け る

科学 ， 文化 ， 芸術 ， 人 間性等がすべ て 西 欧か ら来 て い る こ と を認め た 後 ， さ ら

に 次の よ うに い っ て い る 。
「わ た しが 思 索 した の は ま さに こ うい う問題に っ い

て で あ る 。 す なわ ち ， どん な風 に して わが 国の 上 に ヨ ー ロ ッ
パ は 様 々 な時期 に

そ の 影 響の あとを 見せ ， また そ の 文 明を も っ て わ が 国 に 押 し入 っ て 来た か ，わ

れ わ れ ロ シ ア 人は どの 程 度 まで 文 明化 し得た か ， わ れ わ れ の うちに 丈 明化を遂

げ得た者が どれほ どい る の か ？」圓 こ の よ うに して ，
ロ シ ア の 西 欧化 とい う角
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度か ら こ の テ ー一マ を と り一1二げた 作者は ， 第三 章に お い て 「わ れ われ は 今で は も

は や完全に ヨ ー ロ ッ
パ 人で あ り ， 十分に 成長 を 遂げた の で あ る 。 」

個 と断 じて ，

お よそ次の よ うな結論 に 達 して い る 。 西欧 （ヨ ・・一　 P ッ パ ）は た しか に わ が 国が

国民的発達を遂げ る上 で 多大 の 貢献を な して 来た 。 だ が今で は わ が ロ シ ア 人 は

立 派 に 文 明化 し終え て ， もは や 襾 欧文明に 依存す る必要 もな くな っ た 。 それ ど

こ ろか ， 西 欧文明ぱ 今 やわ が 岡に と っ て 有害で す らある 。 西 欧社会 自体に お い

て も こ の 文明は 頽廃 し ， 進歩 を阻害す る もの とな っ て い る 。 西 欧そ の もの が行

きづ ま り ， 終末の 様 相を 呈 して い る か らで あ る 調

　第一 章か ら第 四 章に わ た る前半 に お い て 論 じられ て い る ，
ロ シ ア と西 欧 ， と

い う問題は ，お よそ こ の よ うな結論 を見て い る の で あ るが ， 作者 の 意図は 合理

主 義 ， 功利主義の 支配 して い る 西 欧の 行 きづ ま りと頽 廃を 強調す る とこ ろ に あ

る の は 明 らか で あ っ て ， こ の 作品 の 中心 部を なす第Tt章 Baa，n （「バ ー ル 神」），

お よ び第六章 ， 七 章 OnblT　O　6yp）Kya （1ブ ル ジ ョ ア 試論」）は ， い わ ば こ の 結

論を論証 して い る もの とい い うる 。 これ ら後半部に お い て は ， 作者の 眼に 決定

的な終焉を迎 えて い る と映 じた西 欧丈明 とそ の 支配理 念 とを ，
パ リと ロ ン ドン

で の 見聞 ， 体験を 通 じて ， 揶揄 と皮 肉を ま じえた辛辣な 日 調で 批判 し弾劾す る ，

とい う形で 第二 の テ ー マ
， す なわ ち 功利的合理 主 義の 麦配す る酉 欧 ， が展 開 さ

れて い るの で ある 。

　まず第五 章 の 「バ ー
ル 神」 （Baa・i） に ゴ君 い て は 次の よ うに ， 発達の 極 み に 達

して 息づ ま る よ うな停滞の うち に あ る パ リ ， 物質主義 に 支配 され 一 つ の 「蟻

塚 」 （MYpaBettHHI 〈） と化 して い る ロ ン ド ン ， とい う二 つ の 西欧社会の 姿が描か

れ て い る 。
「私 は パ リに 定義を下 した 。

パ リに
一

つ の 形容 （エ ピ セ ッ ト）を 与 え

て ， こ れ の 正 しさを主 張す る の だ 。 すな わ ち パ リは 全地 球上 で 最 も道徳的 な ，

最 も善行に 富ん だ都市で ある 。 なん と秩序整然 と して い る こ とか ！　 なん と分

別 を わ き まえ ， な ん と定 ま り決 っ た ， 確 固た る関係 の うち に ある こ とか ！　 な

ん と何 もか も保証 され ， 区 分け され て い る こ とか ！　 な ん と また誰 もか もが 満

足 し き っ て ， 完全 な幸福に ひ た っ て い る こ とか ！　 そ して ， なん と また ， すべ

て の 人 々 が力 を 尽 くした 結果 ， 自分 た ちが 満足 して い て 完全な幸福の うち に あ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　 　ロ　　 　　　　　　 　　　　 　　　■　 　　■　　　 ロ　　　　　 　　コ　　　 　

る な ど と ， 自分臼身信 じ込む事態に な っ た もの か ！　 そ して … …
そ こ で 停止 し

　　 　 ロ　 　 コ　 　 ロ　 　 ロ　 　 ロ　 　 ロ　 　 じ　 　 　　 　 ゆ　 　 ロ　 　 　　　 　 　 　 　　 　 　　 　 　　 　 e 　 　 ゆ　 　 の　 　 ■　 　 e 　 　 リ　 　 ロ　　 　　 　 り　 　 　　 　 コ　 　 o 　 　 ■　 　 e 　 　 の　 　 ■　 　 　　 　 コ
て 安住 して しま っ た とは ！　 そ こ か ら先 へ は もは や 行 くべ き道 が ない の だ ！」

（傍 点筆者廻

　さ らに つ づ い て ロ ン ドソ に つ い て ほ ， 「と こ ろで ， こ こ で もや は り執拗な ，

漠 と して ， 冂立 た ち は しない ，それ で い て すで に 古 くよ り続 い て い る 闘争が 行
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わ れて い る の だ 。 それ は 西 欧一 般を支配 して い る個人主義的表 素 と ， なん と か

して一 緒に 暮 さなけれ ばな ら ない ， な ん とか して 共 同体を 形成 し ， ひ とつ の 蟻

塚 の うち に お さま らね ばな らない ， とい うや む を え ない 必要性 との 死 闘な の だ 。

た とえ蟻塚 と化 す こ とに な ろ うとも ， お 互 い に 共喰い をせ ず ， そ こ へ お さ ま る

こ とが で きさえす れ ば よい 。 さ もな い と人喰い 人種 と化 して し ま うだ ろ う ！

こ れ と同 じこ とが ，

一
方に お い て ，

パ リに お い て も認 め られ る 。
つ ま りそ れは ，

Status　quo （現状維持）に 留 ま る こ とへ の 絶望 か ら ， わ れ とわ が 身の 肉 をむ し り

取 る思 い で い っ さい の 願 望 と 希望 とを む し り取 り， 恐 ら くは 進歩（プ ロ グ レ ス ）

の 指導者た ち 自身 で さえ大 して 信 じて は い ない 自分た ち の 未来 を呪 っ て ，
パ ー

ル 神に 跪拝 し よ うとす る絶望的な努 力なの で あ る 。」
圜 こ の よ うに ， 西欧 は 今や

進歩 と発展 の 極み を過 ぎて そ の 終焉 に 臨み つ つ あ る ， とい う西欧 の 終末 観は ，

卩 ン ドン で の 見聞 ， こ とに そ こ で 開催され て い た世界博覧会を 目の あた りに し

て一
層強固な もの とな る 。 ドス トエ フ ス キ ーは こ の 資本主 義の 権化 ともい うべ

き都 の うち に ， 物 神崇拝に 陥 り理 想を見失 っ た 西 欧 ブル ジ コ ア社 会の 究極的な

到達 と死 を見 て と っ て い るの で あ る 。
「諸君 は こ こで 何か が最終的に 成就 され ，

成就 されて その 終焉を 迎えた の だ ， と感 じられ るで あ ろ う。 」〔te）

　こ うして い わ ば西 欧社会 に 対 して 死 の 宣 告を
’．
ドした 作者は ， 続 く第六 章 1

ー
ブ

ル ジ ョ ア 試論」 に お い て ， 西 欧社会に 停滞 と死を もた らす に 至 っ た その 支配的

理 念を め ぐっ て ， 哲学的 ， 倫理 的な問題を論 じて い るの で あ るが ， こ こ に こ そ

《3HMHHe　3aMeTKM ＞＞とい うこ の 作品 に お け る作者 の 中心 的な 意図が お か れ て い

る もの と考え られ る 。 こ とに そ の 中枢 とい うべ き部分は ， フ ラ ン ス ・ブル ジ ョ

ア社 会の 神聖 な る ス ロ ーガ ソ た る libert6， 6galit6，
　fraternit6とい う観念を 論

じて く り展 げられ て い る ， 個人 ，
エ ゴ ，個性の 発達等に 関す る旗学的 ，倫理 的

主 張 ， お よび 社会主義者の 唱 え る ， 功利主義 に 基 く合 理 的社会 の 建設 ， とい う

理 想を排 して 個人 の 自由意志の 絶対的優位を説 く，い わ ば理 性 に対す る 自由意

志優位の 哲学 ， の うち に ある ， とい っ て よか ろ う。 ドス ト ェ フ ス キ ー の 作品に ，

こ の よ うな 形而上 的 ， 哲学的 な問題 が 姿を現わ した こ と こ そ ， 先 の ロ シ ア と西

欧 ， とい うテ ー マ の 登場 と と もに ， 彼の 作品の 世界が飛躍的 に 次元 の 深い もの

に 転化 して ゆ く決定的な端緒で あ り ， 彼 の 文学 の 質的転換点は ま さに こ の 点 に

こ そ求め らる るべ ぎで あ る ， とい う主 張 を筆者は あ らた め て もこ こで 述べ て お

きたい 。 中で も r地 下生 活者 の 手 記 』 の うち に その 最初 の 結実を 見せ ， 『罪 と

罰』 を経て 『カ ラ マ ー ゾ フ の 兄弟』 に お け る 「大 審問 官の 伝 説 」に まで 発展す

る ， 理 性 （pa．3yM ） に 対す る個 人 の 自由意 志 （co6CTBellHafi 　BO ・afl）の 絶対的優
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位の 哲学 ， を説い て い る 個所 ， い わ ば水品宮 （xpyc
’
ranbHbltl 　 nBopeLL ） へ の 反

逆を宣 言 して い る個所 は ， 後期 の ド ス トユ フ ス キ ーの 文学 の 重 要 な テ ー マ を な

す もの で あるの で 若干 引用 して お く。 すなわ ち 同胞 愛 （6paTCTBO）が見 出され

な い こ とに 絶 望 した社 会主義 者は ， 理 性 と利 審に 基 く合理 主義的社会を建設 し

よ うとす る 。 こ れ に 紺 して ドス ト エ フ ス キ ーは 次 の よ うな解答を与え る。 rた

とえ 同胞愛 に よ らず と も ， 純理 性的な基盤 に 立 っ て 生活す る こ とが で きる 。 つ

ま り，み ん な が 自分の 保証を して くれ ，要求され る もの とい っ た ら た だ 労働 と

意 見の
一

致 だけ だ ， とす れ ば それ で 十分 で は ない か ， とい うの で あ る 。 だ が ，

こ こ で また こ うい う疑 閧 が 生 じて くる 。 た とえば ある人間が 完全に 保証され て ，

飲 み 食い もち ゃ ん とさせ て や る し ， 仕事 も与 えて や ろ う ， た だ その 代償 と して ，

公共 の 福祉 の た め に ほ ん の わ ず か の 個人 の 自由を さ しHiせ ， と要求 され るに す

ぎな い の だ 。 だ が ， そ うは い か な い 。 人間は こ うい う打算に 基 い て 生 きる こ と

を 欲 しは しな い の だ 。 た とえほ ん の わず か で も， それ を さ し出す の は 苦痛 なの

だ 。 人問は や は り愚か に も ， そ うい うの は 牢獄 だ ， 自分で 好 きな よ うに して い

るほ うが い い ， 何 とい っ て も完全 な 自由意志 があ るの だか ら ， とい う考え方を

す る もの なの だ 。 それで い て ， 人間は 自由の 身で い れば な ぐられ た り， 仕事に

あ りつ けなか っ た り ， 飢 えで 死 に か け た りして ， 自由なん て もの は 少 しもあ り

は しな い とい うの に 。 それ で もや っ ぱ り厭な の だ 。 凡 人 に と っ て は 自分の 意志

の ほ うが い い の だ Q 」圃

　 こ こ に 見 られ る 功利的 合理 主 菰へ の 反逆 ， 理性に 対す る 自由意志 の 優位を説

く哲学が ， こ れ に 続 く作品 r地下生活者 の 手記』 に お い て 反合理主義 ， 反功利

主 義を 高唱 し ， 個人 の 意志の 理 性 へ の 隷属を拒否 し ， その 絶対的 な 自由を叫ぶ

地 下生活者 の 声とな っ て 結実す る の で あ る 。 い わ ば 地 下生活者 は ， ＜＜3HMHHe

3aMeTI 〈1｛》に お い て 展 開 され て い る哲学の incarnatiOnと もい うべ き存在で あ

り ， そ の 口 を通 じて 語 られ る 主張 も ， す で に くく3Hr！｛Hue 　3aMeTKPI 》 に お い て 明

確 な形を と っ て 姿を現わ して い る の で あ る譜 「人は 誰に もせ よ ， 時 と場所 とを

問わ ず ， 自分 の 欲す る ま まに 行動す る の が 好 きなの で あ っ て ， 理 性や 利益の 命

ず る よ うに 行動 し よ うとは しな い もの だ 。 欲 す る とい うこ とは 自己の 利益に 反

して もで きる ば か りか ， 時 と して は 断然そ うしなけれ ば な らない こ と もある の

だ 。 （こ れは も う私の 思想 な の だ 。 ） 自分 自身の ， 肉由意志に 基 く自由な 意欲 ，

た とえ奇怪 きわ ま る気 ま ぐれ に もせ よ ， 白分 白身の 空想， まさに こ うい っ た い

っ さい の もの が ， 普通 見の が され て い る最 も有利 な利益 な の だ 。 これは い か な

る分類に も属さぬ もの で あ っ て ， こ の た め に い っ さい の 体系や理 論が 砕け散 っ
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て し ま うの で ある 。押 「諸君 ， 理 性は た しか 結構な もの だ 。 それは 争 う余地の

な い と こ ろ だ 。 だが ，理 性 は 単に 理 性 に すぎない もの で あ っ て 人問の 理 性的能

力を満足 させ る もの に す ぎない 。
一 方意欲は 全 生活 の 現われ で あ っ て ， 理性 も

い ろ い ろ の 生理 現象を も含む 人 間 の 全 生活 の 現わ れ な の だ 。 押

　以上 の 如 く，＜＜3HMH　ple　3aMeTI 〈H＞＞と ， これ に 続 く r地 下生 活者の 手記』 とに

表 出 され て い る主要思 想を比較 した だ けで も ， ドス トエ フ ス キ ーが作家 ， 思想

家 と して飛 躍的 な成 長を遂げた とされ て い る後者は ， 実は 前 者の 芸術 的結 晶で

ある こ とが 知られ る の で あ る 。 ドス トエ フ ス キ ーの 交学が一種 の 変貌を 遂げた

と い うこ と ， 換言す れば 彼の 作品が質的転換を遂 げた とい うこ とは ， 何 よ b も

先ず，そ の 作品 が形而上 的，哲学的な色彩を 帯び る に至 っ た こ との うち に ある ，

と筆者は 解す る 。
こ の こ とは 彼の 作品 の うち に 西 欧 とい うもの が登場 した こ と

と不 可分 の 関係 に あ る とい い うるの で あ っ て ， い わ ば く：（31・IMHHe 　3aMeTI 〈H》は

彼 0）作晶が形而 E化 ， 哲学化 して ゆ く端緒を なす作品で あ る と考え られ ， そ の

意味に お い て こ の 作品を ドス トエ フ ス キ ーの 創f乍過程 に おけ る転換点 とす る解

釈 も又 成 り立 ち うる こ とを くり返 し主張 した い 。 蓋 し，〈（3xMHue　3aMeTKPI ＞＞に

お い て 西 欧 とい うもの の 理 念を考察す る こ とに よ っ て 彼の 作 品 の 形 而 上化 ， 哲

学化 が始 まるか らで あ り， こ の 1乍品 を踏 まえた Eで 初め て ， 西欧的合理 主義を

担 っ た形象た る ラ ス コ ー リ ニ コ フ ， さ らに は イ ワ ン ・ カ ラ マ ー ゾ フ も存在 しう

る の で あ る 。
こ れ に つ い て は こ の 小論 で 詳述す る 暇は な い が ， ＜＜3Hi　｛Hi・ie

3aMeTMH ＞＞か ら r地下生活者の 手記』 を経 て r罪 と罰 』 の ラ ス コ ー リ ニ コ フ へ

と発展 してゆ く西 欧的合理 主義 の 問題を 考えれ ば 明 らか で あ ろ う。 ド ス ト エ フ

ス キ ーの 形而上 的 ， 哲学的 ロ マ ン の 濫觴を なす こ の 作 品 は ，西 欧的合理 主 義 の

観念に 憑か れた ， ラス コ ー リ ニ コ フ とい う形象を通 じて 行われ る
一

つ ぴ）観念の

実験で あ り ， こ の 形象の うち に 体現 され て い る西欧的理 念を極端 な と こ ろ まで

押 しつ め て ゆ きそ の 破産 を 宣告 して い る ， と解釈する こ と も出来 よ う。 何れに

して も ラ ス コ ー リ ニ コ フ とい う形 象 は ， ＜＜3XMHMe　3aMeTl 〈M＞＞に お い て 初め て と

り一Lげられ ， 否定 された 西欧的理 念の incarnation で あ り，　 r罪 と罰』 は ， 前

者に 萠芽 の 形 で 現わ れ て い る思想 を ，壮大 な虚構形式の うちに 発展 させ ， 深化

させ た もの と筆者は 見 る 。 さ らに また付言 す れば ， ドス ト エ フ ス キ ーが 到達 し

た 思想の 頂点 を示 す もの と見做 され、て い る 「大 審問官の 伝説 」 も ， 理 性 と 自由

意志 の 問題 を 扱 っ た 《3HMHHe　3aMeTKH 》 c・L） ・節の うち に すで に そ の 骨子 が 存

在す る もの とい い うる 。

　こ の よ うな観点か らすれ ば ，
「＜＜3PIMHple　3aMeTKH 》（・

’
k ， わ れわ れを ドス ト エ
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フ ス キ ーの 哲学的溝成の 領域 へ と踏み 込 ませ る もの で あ る。 こ の 哲学的構成は

『地 下生活 ：者の ／記』 に お い て 結実 し ，
1
一
大搴問官の 伝説 」の うち に そ の 完成

を見 るの で あ る 。 」e
；）とい うモ チ ＝

一ル ス キ ーの 評 は まさに 至 言で あ っ て ， こ の

作品を 「流刑後の ドス トエ フ ス キ ーの 全芸術作品 へ の プ rr レ ゴ メ ナ （序言）」 と

呼ぶ ド リー ニ ン の 形容 もまた当を得た もの とい い 得 よ う。

　 くり返 しい えぱ ， ド ス トエ フ ス キ ーの 創作過程 の 発展 とい う問題を 考え る上

で ， 彼の 文学に 一一種 の 質的転換 を もた ら した 作品 と して ， ＜＜3HMI−ll・le　3aMeTKH 》

の 意義は r地 下生活者 の 手記』 に 劣 らぬ もの で ある ， と筆 者の 眼に は 映 じる の

で あ る 。 ドス ト エ フ ス キ ーの 夊 学を語 る際に 問題 とされ る こ と の 少 い こ の 作品

も， こ の よ うな観点か ら冊読，再考 さ るべ き点を含 ん で い る もの と思わ れ る D

注（1）　 W ．Giusti：　 Dostojevskij　 e　il　mondo 　russo 　delr　 800
，
　 p．87．

　（2） 米川正夫 r ドス トエ フ ス キ ー全集」 解説 p．401．

　（3）　 『地 下生活者の 手記』 の うちに ドス トエ フ ス キ
ーの 餬 乍過程 に おけ る決定 rfi｛’丿とも

　　い うべ き大 ぎな転機を認め る態度は ， ドス トエ フ ス キ
ーを神秘化す る傾 ぎきの あ る

　　ベ ル ジ ャ
ー

エ フ か ら， こ れ と は 対極的な客観的 ， 冷静な立 場に 立 つ E ，H ．カ ーに 至

　　る まで ，多 くの ドス トエ フ ス キ
ー
研究者の うち に ひ とし く見 られ る とこ ろで ある 。

　（4）　 ドス トエ フ ス キ
ー

は 『地 下生 活者の 手記』 を発 表 した 後に も 『鰐』 とい う， ゴ ー

　　ゴ リ の 『鼻』を模した短篇を書い て い るが， こ の 作晶は 彼自らい う通 り，思い つ き

　　に よ り仕上 げた 軽い 作品で あ っ て， 『地下生活者』 以前の ゴ ー ゴ リ的 ドス トエ フ ス

　　キ ーの 気分的残像に 過 ぎな い もの で あ り， 『罪 と罰』 へ と発展 し て ゆ く創作過程 を

　　間題 とす る際に は 無視 して もよい と筆者は 見 る 。

　（5）　E．H ，　Carr ：　Dostoevsky
，
　p．74．

　  　シ ベ リ ア 流刑 後の 創作活動 再開期に 生 ん だ四fl三品 の うち に
， 『地 下生活者の 乎記』

　　以後の 作品群へ の 発展 の 連続挫 を見い 出そ うとす る 解 釈 は ， 中村健之介氏の 論文

　　 r醇出発期の ドス トエ フ ス キ ーの 四 作晶 」 （1比 ［1交文学研究」 14号）の うちに 見 られ

　 　る o

（7）　ドス ト エ フ ス キ
ーが ゴ・一ゴ リの 影響 の もとに 創作活動に 入 り 「ゴ ー ゴ リ風」 の 作

　　品を君い た， とい っ て も，無論彼 の 作品が ゴ ーゴ リ の 忠実な摸倣だ っ た と い う訳で

　 は ない 。 こ れ ら両 作家の 資質の 相違は ， ドス ト エ フ ス キ
・一

の 友人 と し て 知 られ る ヴ

　　ァ レ リ ァ ン ・ マ ィ コ フ に よ っ て ，創作活動 の 初期に お い てすで に 振摘 され て い る 。

　 （こ れに 聞 して は tl．　FpoccMaH ： 皿（，cToeBc1 ｛三｛負，　cTp ．9C−9ユ に お い て 触 れ られ て

　 い る 。）

　　 また ， こ の 小論に お い て は ， ドス トエ フ ス ヤ
ー

の 文学の 質的転換， とい う言葉を

　 用 い た が，そ れは 飽 く迄相 対的な意味に お い て で ある 。 或る作家が，作家 として成

　 長，発展 して ゆ く過程に お い て 断絶を もち ，一
つ の 作品を契機 として 全 く異 質な作

　 iTil：の 世界を形成するに 至 る ， と い うこ とは あ り得ぬ こ とで あ り，上述 の 初期の 作品

　 に お い て も， ＜＜3PIMH｝le　3aMeTE 〈H ＞＞JI後の 大作の 胚チが潜ん で い る こ とは ， グ ロ
ッ ス
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　 マ ン をは じ め 多 くの 研究家の 指摘する 通 りで ある 。

（8） E ．H ，カ ー
は 50年代の 終 りに至 る迄 ，

ゴ ー ゴ リ の 文体が ドス i・エ フ ス キ
ーに 圧 倒

　的な影響を もち つ づ け た こ とも指摘 して い る 。 （E．HL　 Carr ： Dostoevsky
，
　 p．66．）

（g）　Motchoulski ：　Dosto茎evski
，
　p，190．

  　ド ス トエ フ ス キ ーは 西欧 （3ailaAHaH　EBPOflaある い は 3anaA） とい う言葉を用

　い ず． ヨ ー 卩
ッ

パ （EBpoma ） と い う言葉を用 い て い るが ，
　 EBporia とい う言葉は

　19世紀 ロ シ ア に お い ては 実質上 西欧 （3aHaAH册 EBPona ） を 指
丶

して用い られ て い

　た 。 ダ ニ レ フ ス キ ーの 著 『ロ シ ア と コ ー ロ ッ
パ 』（POCCIiH　PI　EBPOHa ）に お い て も

　 EBpona とい う言葉は や は り西欧を指 して 用い られて い る。 ドx トエ フ ス キ
ー

に あ

　 っ て も EBpona と い う言葉は ， や は リ ロ シ ア 及び ス ラ ヴ世 界に 対立す る世界 とし

　て の 西欧 を念頭 に お い て い る こ とは 明 らか で あ る 。
こ の 小論に お い て は EBPOfia

　に 対 して r西欧 」 とい う言葉を用 い る こ と とす る 。 な お ， ダ ニ レ フ ス キ ーの r　Pt シ

　ア と ヨ ー ロ
ッ

パ 』が ドス トエ フ ス キ ーの 西欧観に か な り大きな影響を与えた こ とは

　E ．H ，カ ー等に よ っ て 指 摘され て お り， ドス トエ フ ス キ ーの 書簡 か らもそれは うか

　が え るが ， こ こで は 詳述 しな い で お くQ

QD　Motchoulski ： Dostoievsld，　 p．191．

吻　西欧 とい うもの が後年の ドス トエ フ ス キ ーの 人お よび 作品 の うちに 占め て い た 比

　重 の 大 きさに は 驚 くべ きもの があ る 。
こ の こ とは ， 『罪 と罰』 をは じめ とする 後期

　の 五 大長篇 とな らんで ， ドス トエ フ キ ーの 後年の 創作に お い て大 きな位置を 占め て

　い る作品で あ り， 作家 ドス トエ フ ス キ ーの 思想を知 る上 で の 欠か せ ぬ 資 料 で あ る

　 『作家の Fl記』 の 大半が， ス ラ ヴ主義 と西欧主 義との か か わ りに お い て 卩 シ ア と両

　欧， とい う問題を論 じた もの で ある こ とか らも知 られ る 。 後述す る と うり， こ の 西

　欧 （お よび西欧的理念） とい う問題は ，〈（3MMHMe 　3aMeTKPI 》以後の 作品 に お い て ，

　作品中 の 人物 の 形象を通 じ て ， あ る い は こ れ ら人物た ち の 口 を通 じて 様 々 の 形 で 姿

　を現 わ し，時 に は 主要テ ーマ をな し て い る の で あるが ， 西欧 とい うもの が ドス トエ

　 フ ス キ ーに と っ て 何で あ っ たか ， を彼 自ら語 っ て い る言葉を二 ，三 引jl！して お ぎた

　い 。
「わ れわ れ μ シ ア 人 に は 故郷が二 つ ある 。 すなわ ち ロ シ ア と ヨ ー P

ッ
パ で あ っ

　て，われわ れが ス ラ ヴ主 義と呼ばれ る 場合で さえ も， こ の 事実に かわ りは な い
。／

　（「作家の ll記』「ジ u ル ジ ェ
・サ ン ドの 死⊃ ＜＜AiieB｝mK 　m 正caTe 朋 》，　YMCA 　Press，

　 TOM 　II，　CTP ，230）

　　 「ヨ ー μ
ッ

パ は 『鑒な る奇蹟の 国』 なの だ （li
．
1略 ） ヨ ー一

μ
ッ

パ は オっれ わ れ に と っ

　て ロ シ ア
』
と同様 に 母親な の で ある 。 「（＜＜瓜．n ．＞＞TOM 　III，　CTP ．608）

　　 「ヨ ー ロ
ッ

パ ー だ が これ は恐ろ し くもあ りまた 神聖 な る もの で は な い か ， ヨ ー

　 ロ
ッ

パ は ！　 お お諸君は 知 っ て い る の か ， こ の 他な らぬ ヨ ー rn ッ
パ ， こ の 『聖 な る

　奇蹟 の 国』 が わ れわ れ空 想家の ス ラ ヴ主義者，諸君 の い う ヨ ー m
ッ

パ 憎悪者に と っ

　て い か に 貴い もの で ある か を ！」 （r作家の ll記』 「ス ラ ヅ主 義者の 告白」 ＜＜瓜．　H ．》，

　TOM 　 III
，
　 CTP ．274）

　　こ れ らは ドス トエ フ ス キ
ーの 対西欧意識が ， い わ ぽ虚構を 離れた形で 吐露 された

　 もの と見 られ るが ， 後年 の 長篇 「未成年』 に お い て ヴ ェ ル シ ー ロ フ が語 る黄金 時 代
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　 の 夢 に お い て も， 『カ ラ
’・’　一一ゾ フ の 兄弟』 に お い て イ ソ ソ が語る言葉の うちに も ，

　 そ の 芸術的結晶を見せ て い る 。

　　 「ロ シ ア 人に と っ て ，
ヨ ー v

ッ
パ は ロ シ ア と同じ くら い 大 切なの だ 。 そ こ に ある

　 ものは た とえ石ひ とつ で も懐し く貴い の だ 。
ヨ ’一・　T・

ッ
パ は 卩 シ ア 岡様 われ われ の 祖

　 国だ っ た の だ 。
い や 祖 国以上 の もの だ 。 （中略） お お ロ シ

ー1’人に と っ て こ の 占い 世

　界の 古い 石，様 々 の 奇蹟， これ ら聖な る奇蹟の 破 片が貴い の だ 。 彼ら自身に と っ て

　 よ りも貴 く感じ られ るほ どな の だ 。」 （『未成年 』《Ho 八pocToK＞＞，
　cTp ．517）

　　 「ア リ ョ
ーシ ャ ， 僕は ヨ t・一　P ッ

パ へ 行きた い ん だ 。 こ こ か らす ぐに も出か ける つ

　 もりだ 。 だが，僕は 自分の むか っ てゆ くと こ ろが た だ の 墓揚に すぎな い とい うこ と

　 も十 分に 知 っ て い る 。 だ が．そ の 墓場 は 貴い ， こ の 上 な く貴 い 墓場なの だ 。 そ こ に

　 は 貴い 死者た ち が眠 っ て い る の だ 。 彼 らの 上に 立 て られた墓石 の 一つ
一

つ が ， 熱烈

　な過 ぎし ［1の 生活を物語 っ て い る。 自分の 行為， 白分の 真理 ， 白分の 戦い ．自分の

　科学等へ の 燃 えた つ よ うな信仰を物語 っ て い るの だ 。 だ か ら今か らも うわか っ て い

　 る こ とだが，僕は 地に 倒れ伏 してそ の 墓石 に 接吻 して ，それ らに 涙を そそ ぐこ とだ

　ろ う。 こ れが もうとうの 昔か ら墓場で あ っ て ， それ 以上の 何物で もない ， と胸 の う

　ちに 十分の 確信を得て い て もなお か つ そ うなの だ 。
「（「カ ラ

ー
？・一ゾ フ 兄弟』＜＜Bpa 「rb兄

　KapaMa30Bbl》，　cTp ・297）

（1＄　〈（3HMHHe　 3aMeTKH 》rn・II，　cTp ．68・

a4）　TaM ＞Ke ，　rJI・II，　CTP ．73、

  　　TaM 冫Ke ，　IM ．　 III，　 CTP ・77・

  　A ．C ．ド リ・一一　＝ L ン は ， こ の よ うな ， 西欧の 投落 ， あ る い は 終未観，すなわち，功

　利酌合理主義の 支配す る西欧 ブル ジ ュ ア 祉会は ， もは やその 発達の 最後の 段階を越

　えて頽廃 と衰退に 向 っ て い る ， とす る思想が ドス トエ フ ス t−　一一独 自の もの で は な

　 く， 彼が ロ ン ドン で 会 っ た ゲ ル ツ ェ ン の 決定的な影響の もとに 生れ た もの で あ り，

　ゲ ル ツ ェ
ン の 西欧観その もの で ある，と主張 して い る 。 （A．C．瓜omlHm −1　： 瓜OCTO −

　CBCK 曲 II　I
’
ePKeH ） ド リ

ー
ニ ン は こ の 主張を ， ゲ ル ツ ェ ソ の 『終焉 と始ま り』 お

　よび 『フ ラ ン ス ，イ タ リ ア よ りの 鬻：簡．］，『彼岸よ り』 等の 著作 と くく3Hi　iHme 　3IIMe−

　TK 魴 とを詳；緬に 比較す る こ と に よ っ て淪 ｝1「11し，＜＜3H “・！ime 　3aMeT ［〈VI＞＞7うミ全篇ゲ ル ツ

　 ェ ン の 西 欧観 ， 思想に 貫かれて い る ， と結論を下 し て い るが ， E ．H ．カ ーは こ の 様

　な見解を駁し て，ゲ ル ツ ェ
ン の ドス トエ フ ス キ ーに 対 す る影響は 皮相な もの に す ぎ

　な い ， と解 し て い る （E ・　II・Carr； Dostoevsky ，　P．75）。 カ ーに よ れば，こ の よ う

　な 西欧観は ， 当時に あ っ て は ご くあ りふ れた もの で あ っ た 。 （事実 ス ラ ヴ主義者の

　間で は 「西 欧 の 腐朽 1 （rHcHxe 　3ailaAa）とい う言葉が好ん で 川い られて い た c
一

　筆者）また，影響云 々 を問題 とせ ずこ の 時期に おい て ゲ ル ツ ェ ソ と ドス トエ フ キ ー

　は ，共通 の 西欧観を抱い てい た ， とする見解 も あ る 。 （D ，Arban ： Dosto
’
ievski

　par　lui．m 色me
，
　p．115） ド リー ニ ン の 資料 に よ る限 りで は ，た しか に ゲ ル ツ ェ ン の

　影響は 著し い もの と思われ るが， こ の 問題 に 関して は ，こ れ以上 の 詳述 は 避 け た

　 い oa7

）　〈（3｝エMHHe 　 3aMcTI ｛H ＞＞，
　rn ・V，　cTp ・91．
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  　TaM　H〈e ，1・・1・．　V ，　CTP ・92・

　　な お ，こ の 亭：に お い て は ，後年の 作晶に お い て ドス トエ 7 ス キ ーが 社会主 義 の イ

　メ ージ と して川い て い る 「水晶宮」 （XpycTa．nbHbli ：l　nBopell ）， お よび 「蟻塚」

　 （晦 p肥 e齢 IIく）とい う二 つ の 書葉が初 め て 用 い られて い る こ とも注 目すべ きで あ

　 ろ う。

（L9）　TaM 冫Ke ，　 rn ．　V ，　 CTP ・93・

  　TaM ｝Ke ，　r，］1．　VI，　c
’
rP．　109・

  　＜＜3HMI−IHe 　 3aMeTK ｝1》が， こ れ ま で 研究者の 関心 を 引い て来た の は専 らこ の関わ

　 りに お い て で ある と い え る 。 す な わ ち これ が 『地下生活者の 手記』 の 出現を予告す

　る作晶 で ある ， と い う点で は 多くの 研究者が
一

致 して これを認め て い るが， こ の 作

　品の うちに 彼の 文学が大 き
．
〈質的転換を遂げる決定的な モ メ ン トを 見出そ うとす る

　態．度は 見 られ ない o

　　 なお ， ドリ
ー

ニ ン は ， 『地
一
ド生 活者 の 手記』 が 《3HM 踞 e　 3aMeTKH ＞＞と同時 に そ

　の 構想が浮ん だか
， 或は これ と同時に 着手 された の で は ない か ， と い う興味ある 見

　解を述べ て い る 。 （双ocToeBcK 雌 HFepqeii ，　cTp ．230）

  《3anMCKH 肥 nonno ，nbff＞＞，　CTP ・390−．91・

衂　TaM 　M〈e．，　CTP ．393．

劬　Motchoulslζi； Dostoievski
，　p．195．

  八〇，nMHI ・IH ： πocToeBc 正くH 益 1・l　replXell，　c
’
rp・230・
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