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　今 日で は 小説 に 序文 が付 くこ とは め っ た に ない
。 そ れ が多 く見 られた の は ，

散文小説が 新ジ ャ ン ル と して 成熱 して い っ た 時期で ある
。

ロ シ ア で も同 じ現象

が生 じた 。

一 見英文学や 仏文学 の 影響が これ に 与 っ て い る よ うに 思われ る が ，

それ だ け で は すべ て を説 明で きない 。
こ の 特定 の 文学史的時空間に は ， 序文を

生み だ した 共通の 内在的要因 が あ り， そ の 作用 の 結果 と して ，
P シ ア 文学 に も

先行す る ヨ ー ロ ッ パ 諸文学 と同様 の 現象が起 こ っ た の で あ る 。

　当時の 作家た ち は 実生活を 縦横に 再 現 で きる散文小説に 大 ぎな可能性を予知

した 。 と こ ろ がか れ らの 前に
， 絵空事に 馴れ た 同時代 の 読者が 立 ち は だ か っ

た 。 序文で は しば しば ，実際に あ っ た こ とを1禺然知 りえ た 「実在」 の 人物が ，

読者に そ の ま ま の 形 で 情報を伝 え る とい う断 りが な され る 。
つ ま り， 散文小説

で は 創作の 虚構性 を
一

応 疑わ ずに 読まね ば な らない
， とい うル ール を読者に 了

解 させ よ うとい うの で ある 。
こ れ は 本来作 品 の 中 tlこ構造化 さ れ て い な ければ な

らない こ とで な の で ある 。 そ れ が序文 と して 独立 した の は ， 当時 の 文学状況に

様 々 の 制約が あ っ た か らに 他な らない 。 こ の 制約 が解 け ， 読者 との 問に 散文小

説の 基本的 な約束 ご とが成立 した とき， 序文 は 必要 な くな っ た 。

　プー
シ キ ン の 創作は ， 叙事詩か ら物語詩 ， 劇詩作品 ， 散文作品 とい う段階を

た ど っ た 。
レ

ール モ ン ト フ もか れ ときびす を接す る よ う に し て 同 じ道 を歩ん

だ 。 1830年 は ，
プ ーシ キ ン の 最初 の 完成散文作品 『ベ ー

ル キ ン 物語 』が創作 さ

れ た 年 で あ り， そ れ と前後 して ゴ ー ゴ リの rデ ィ カ ー ニ カ近 郷夜話』 第 1部 と

2 部が書か れ た 。 1841年 に は 『現代の 英雄』 が 出る 。
卩 シ ア 文 学史に お い て 重

要 な意義 を 持つ こ れ ら の 作品 に は ， み な 序文が 付 され て い る 。
『地 下室の 手記』

の 出現は さ らに その 20年後で ある 。 な の に ドス ト エ フ ス キ ーは こ れ ら先達が序

文 の 中に 込め ざるを え なか っ た もの を ， 形を 変え て で は ある が ， なお も残 し て

い る 。
こ こ に 貫か れ てい る文学的立 揚 を く序文性〉 と名付げ， こ れ ら代表的 4

小説 に お け る現れ 方を分析 して ，
こ の 文学史上の 現象を概観 した い

。
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　　　　　　　　　　 1．　 『べ 一 ル キ ン 物語 』 の 序文

　 19世紀30年代 は ロ シ ア 文学 の 趨勢が 韻文か ら散文 へ 転換 して い く節 目に あ た

る
。 当時 プ ー シ キ ン は 「文学新 聞」で ヴ ャ

ーゼ ム ス キ イ と
一

緒 に 論陣を張 っ て
，

「北方 の 蜜蜂」 や 「モ ス ク ワ ・ テ レ グ ラ フ 」 の ブル ガ
ー

リ ン ら と激 しい 文学論

争 を交わ して い た 。 両陣営 が論争 して い た 問 題の
一 つ は 啓蒙 をめ ぐる もの で あ

っ た 。 『ベ ール キ ン 物語』（以下 ， 『物語』 と略す）の エ ピ グ ラ ム に フ ォ ン ヴ ィ

ー ジ ン の 『未成年』が 引か れ て い る の は そ の た め で ある 。 また 平凡な主 人公を

選ぶ権利 ， 主題を 自由に 選択す る権利に つ い て もし き りに 論争 され て お り， 未

完 の 物語 詩 『エ ゼ ー
ル ス キ イ 』 に は そ れ が 顕著に 反 映 し て い る 。

こ の 物語詩 で

作者は 「厳格な文学者」 に 対 し
，

「14等官の エ ゼ ール ス キ イを 主人公に 選 択 す

る の が なぜ 悪い の か 」 と反 論 して ， 自説の 正 当性 を主 張 して い る。
プ ー

シ キ ン

は 『物語』 も， 都会や地 方に 住む ， い わ ゆ る 「小 さい 人間」 と呼ぽ れ る人 々 の

話か ら筆 を染め た 。 最初に 書か れ た の は モ ス ク ワ に 住む葬儀屋 の 生活で あ り，

そ の 次 が エ ゼ ール ス キ イ と 同 じ14等官の 駅 長 の 話 で あ っ た 。 そ の 次 に 書か れ た

の は コ ミ カ ル な タ ッ チ の 『贋百姓娘』 で ， こ の 話の 背景は 地方の 地主 貴族 の 世

界に 変わ る 。 『そ の
一 発』 と 『吹雪 』 に ももは や葬 儀屋 や 駅長の よ う な 「小 さ

な人間」 は 登場 しない
。

こ れ らを ま とめ て r物語』 と して 出版す る さい ，
プー

シ キ ン は 『そ の
一 発」 と 『吹雪 』 を 『葬儀屋 』 と 『駅 長』 の 前に 移 した 。 これ

は ， 「厳格な文学 者」や ， 作家の 霊感 を私物化 し よ う とす る 「読 者」 か ら攻撃

され る の は 必 至 な の で ， あ らか じめ 回避 した い とい う意図 もあ っ た と み ら れ

る 。

　 『物語』 に 添 え られ た 序文 に は ヤ ク ボ ー ヴ ィ チ が指摘す る通 り〔1｝
， 複 雑 な ト

リ ッ ク が 用 い られ て い る 。 刊行者 A ・冂．は 読者 （ny6 朋m 〈a）に 1甸け て 物語集を

刊行す る と告げ， なか ん ず く 「祖国 文学 の 愛好者」（JIK）6H’ceJm 　OTeqeC ’reeHHoth

cnOBeCHocTH ） へ は ， 彼 らの も っ ともな好奇心 を 満た すた め と 称 し て ， 「実作

者」 な る人物に つ い て の 略歴掲載を約束 して い る 。 そ こ で 問題 の 人物 ， 故 ベ ー

ル キ ン 氏に 関す る個 人 情報 を得 るべ く努力が な され る 。 まず故人 の 縁 者で 遺産

相続人 の 女性に 問 い 合わせ る。
つ い で 彼女 の 助言に よ っ て ， 「尊敬すべ き人物」

とい うネ ナ ラ
ー ドヴ ォ の 地 主 へ の 照 会が な され る 。 そ の 結果序文は ， 当の 地主

か ら寄せ られ た 返書紹介が 中心 に な る 。
ヤ ク ボ ー ヴ ィ チ の い うこ うした 「階段

状の 構造」 や ， 手紙を 導入 す る や り方 は ， 本来は 真 の 作 者を隠蔽 し， 架空 の

「作者」 が い か に もい そ うだ と思わ せ る効 果を期待 した手 法 の は ず で あ る 。 と

こ ろ が ど うした わ げ か プ ー
シ キ ン は 自ら， 意図的に ， こ の 秘密 を 明か して い る
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の で ある 。 した が っ て ， プ ー
シ キ ン が 架空 の 「作者」を導入 した の は ， た ん に

検閲へ の 配慮 とか ， 予想 され る 「敵陣営」 か らの 攻 撃に 対 して 予防線を 張 る と

か い っ た ， カ ム フ ラ ージ ュ 目的か らだ けで は なか っ た と 見るべ ぎで あろ う。

　序文は 架空 の 「作者」 ベ ール キ ン に つ い て の 物語で ある が
， 今は 亡 き彼 自身

の 「生の 声」 は どこ に も聞 くこ とは で きない
。 い わ ん や作品 の ど こ に もベ ール

キ ン は 登場 しない
。 作品か ら原作 者の 声を 遠 ざけ 、 複数の 他者の 声 に 語 らせ る

手法は ， す で に 『書簡体小説の 断章』 で お な じみ で あ る 。
ベ ー

ル キ ソ は 姿 の 見

えない 謎 の 存在で ある 。 だ が も し 『物語』 に 序文が付い てい ず， ベ ー
ル キ ン と

い 5入物が紹介 され なか っ た と して も ， 読者は ひ とつ ひ とつ の 物語の 中に ，
プ

ーシ キ ン 自身とは別 の ， 「陰の 作者」 が い る に ち がい ない とい う印象を持つ は

ずで ある 。 それは 『そ の 一’−i

発』に 登場す る語 り手 1’1．，TI．　fi．中佐 だ と か ，

　 r駅
長』 に 出て くる語 り手の 9等文官 A ．F．　H ．の 姿に も， さ らに は ， 明 らか に 読

者を 念頭に おい て 話を運 ん で い く語 りの 中に も，感 じ取 る こ とがで ぎ よ う。
こ

の 「陰の 作者」 の 存在を文学的に形象化す る こ とこ そ ， 『物語』 に 寄せ ら れ た

序文に と っ て の 最大 の 課題だ っ た の で ある 。

　草稿を た ど っ て み る と ， 架空の 「作者」 ベ ー ル キ ン の 形象の 創作に は 微妙な

動揺が あ っ た こ とに 気づ く。 草稿 1 （1829年）を 『物語』 の 草稿で あ る と仮定

し た 場合 ， そ の 主人公 （HeTP　HBallOBHq 几 ）は ， 第二 陸軍幼年学校で教育を

受け ，
セ レ ン ギ ン ス ク歩兵連隊に 入 隊 し ， 1822年に 母親の 死を 契機に 退役 した

人物 とな っ て い る 。 性格は 品行方iE，控え 目で親切 とされ て お り， デ カ ブ リ ス

トに 近 い 人物 像が浮か ん で くる 。 とこ ろが草稿ll（1830年）や r史話』， 序文 の

完成稿で は ，多少 の 異同は ある もの の ，
ゴ リ ュ

ー ヒ ノ 村に 生 まれ で ， 村 の 堂守

か ら最初 の 教 育を受けた 人物 ，
つ ま り啓蒙の 恩恵に 浴 して い ない 地方 の 素人文

学愛好家 の 姿に 変わ っ て い る の で ある 。 名前の 方 も MBaH　HeTPOBMq　BenKHH

と改名され て い る
。

こ の 変化は 当然作品 の 「陰の 作者」 の 存在に も影 響を 与 え

た
。
r葬儀屋』 と 『駅長』 の 「作者」 と r贋百姓娘』や 『そ の

一
発』，

　 r吹雪』

の 「作者」 との 間に 微妙 な違い が 見 られ る の は こ の た め なの で あ る 。 1作者」

として地 方在住 の 素人文学愛好家を想 定 して 書 き出 した の は ， 明 らか に 『贋百

姓娘』 か らで あ っ て ， 『物語』 に 含まれ る こ れ 以降の 作品で は ， 地方の 地主 貴

族の 世界が背景 とな る 。
こ れ らの 作品 で は主 人公 た ち に ， 「小説 じみ た想像力」

が付与 され て い る
。 した が っ て これ ら r贋百姓娘』 以 降の 作品 こ そが 本来の べ

一
ル キ ン 物語な の で あ る。

「葬儀屋』 と 『駅 長』 は 執筆時期 とは逆 に 『物語』

の 後半 へ 移 された が ， そ の 理 由 の ひ とつ は ， 前述の とお り批評家か らの あ らぬ
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攻撃を か わ す こ とで あ っ た 。
い まひ とつ の 理 由は ， 序文で 全作品の 「作者」 と

して 紹介 した 故ベ ール キ ン 氏の 個性 と ， こ れ ら二 作 に 読 者が 感 じ る 「陰の 作

者一1との 間の 違和感 を軽減で きる と見たか らで あ ろ う。

　 しか し
一

方 ， どの 作品に も共通す る 要素 もある 。 そ の ひ とつ は ， 読者の 趣 向

に 沿 っ て ， つ ま りは 当時の 読者の お 気 に 入 りの 感傷主 義的な ， ある い は ロ マ ン

主義的な筋立 て や モ チ ー フ を 巧 み に 用 い て ， 読者に 筋の 展 開を あ らか じめ 予想

させ て お ぎ， そ の 上 で そ の 期 待や 予想を 覆す よ うな意外な方向へ 筋 を転換 させ

て し ま うや り方で ある 。 『物語』 全体 に 共通 して い る こ の 「意外性」 は 『葬儀

屋 』 の 冒頭 に ある とお り，「真実」 （HCTHHa ）を尊敬す る ベ ー
ル キ ン の リア リズ

ム 感覚を反映 した もの で もあ る 。 読者に 興味を持た せ て お い て ， ま る で 椰揄す

る か の よ うに 話題を転 じて み た り， 肩す か しを喰 らわせ た りす る 語 り口 が 随所

に 見受 げ られ る 。 そ こ に は 風 刺的で 現実的で 辛辣 なベ ー
ル キ ン の 視線が貫か れ

て い る の で あ る 。

　架空 の 作者 の 存 在証 明を行 っ て い る序文は
， 当時の 文学論争を背景に した ブ

ル ガ
ー

リ ン
ー

派か らの 攻撃 を か わ した り， 検 閲 の 下渉を避 けた りす るた め に 必

要 で あ っ た の だ が，む しろ 作品中に 内在す る 「陰 の 作 者」 を文学的 に 形象化す

る こ との 方に ， そ の 主 眼 が あ っ た 。 刊行 老 A 。n ．は こ の 架空 の 作者の 伝記的 資

料を 要求す る 厂祖国文学 の 愛 好者」の 中に ， 「啓蒙」の 恩恵 を 受け て い た 両 首都

の 文学者た ら，
つ ま り 『断章』 に 描か れ た 読者 とか ， 『エ ぜ

一
ル ス キ イ』 に い

う 「厳格 な 文学者」 に 該当す る 「読者 」を想定 して い た
。

こ の こ とは 刊行者の
，

か れ らに 対す る風刺的な語 り口 か ら も察せ られ る と こ ろで あ る 。
こ れ ら尊大 な

文学者た ち に 対置 させ る よ うに ， 「教 養 も乏 し く， 領地経営 な ど実務能 力 の 欠

けた お 人好 し」 と して ， 言い 換れ ば
，

『物語』 の エ ピ グ ラ フ で 語 ら れ る ミ ト ロ

フ ァ ン 的人物 と して 架空 の 「作者」 ベ ール キ ン の 形象が想定 され て い る理 由は

何か
。 それ は プ ー

シ キ ン が
，

『断章』 に お け る 「平凡な詩 尺」 の イ メ ー ジ と同

じ く， 1作 者」 の 姿 を卑小化，矮 小化す る こ とに よ っ て ， こ れ と は 逆 の 存在で

ある文学者た ち に 対す る風 刺効果を狙 っ て い た か らに 他な らない
。

　　　　　　　　　 2．　 『デ ィ カー 二 力近郷夜話』 の 序文

　 『デ ィ カ
ー

ニ カ近郷夜話』 （以 下 『夜話』 と略 す）は 第 1部が 1831年 9 月 ，

第 2 部 は 翌 年の 3 月 に 出 版 さ れ た 。 『物語』 の 出版 が32年 10月 だ か ら ， 『夜

話』 の 第 1部 も第 2部 も 『物語』 と同期の 小説 とい え よ う。 『物語』 同様，『夜

詆』 に も実作者の 署名は ない 。 前者で ベ ール キ ソ が物 語の 厂作者」 と され て い
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る よ うに ， 後者に は パ ニ コ
ー とい う人物が登場 し，虚構 の 「作者」　（物語の 蒐

集者 ） と して 振 る舞 うが ， こ の
一 致 は 偶然 で は あ る まい

。 そ こ に は
“

散文
”

と

い う新 た な事業に 取 り組む 共通 の 姿勢が認め られ る 。
ひ と言 で い えぽ ，

一 人の

「私」 に 集束 して し ま う視点で は 現実的 な もの を 捉 え きれ ない とい う認識 　こ

れ を プ ーシ キ ン も ゴ ー ゴ リ も同時に 持 っ た とい うこ とで ある 。
ベ ール キ ン もパ

ニ コ
ー

も ， 実際の 作者 （そ の 存在は 序文に お い て極 力否定 され る）の 視点を 直

接示す ， 代理 の 人物 と して 設 定 され て い る の で は な い こ とに 注 目す る必 要が あ

る 。

　 こ の よ うな観点か ら ，
パ ニ コ ーの 序文 に焦点 を 定 め ， 『夜話』 の

“

散文
”

と

して の 特徴を見 よ う。 次 の 図を参照 され た い
。

m

　こ こ で い う 「テ ク ス ト」 とは ，語 り手に よ っ て 話 され た 物語で ある 。 読者を

二 つ に 分け て あ るが ， 括弧の つ い た 「読者」は パ ニ コ
ーが 自らに 想定 して い る

読者で あ り，括弧 な し の 方は 作者 ゴ ー ゴ リの 読者で あ る 。 1 ， ］1 ， 皿 と番 号を

ふ っ た 矢 印は ， 応答 ， 対話を 示 して い る 。 そ して こ の 三 つ の 場に お け る応答 ，

対 話に こ そ ， 散文 『夜 話』 の 最大 の 特徴が ある の で ある 。

　まず ， 1 の 例 を 検討 し よ う。
「諸君は ウ ク ラ イ ナ の 夜 を知 っ て い る だ ろ うか 。

い や ， 諸君 は ウ ク ラ イ ナ の 夜を御存知あ る まい
。 中空 か らは 月 が の ぞ い て い

る」
｛21’（『五 月 の 夜』）。 以下 ， 引用部分の 後 に は 詩情豊か な 自然 の 描写 が続 く。

昇曙夢 は こ の 箇所 を 評 して ， 1田 園の 閑か な る夜 景を ， い み じ くも神 々 し き筆

致 もて 描 き し もの 」 と絶賛 して い る 〔3切 ミ ー一一一一
また ， そ の よ うな 見方 は ロ シ ア

に お い て も広 くゆ きわ た っ て い る の だ が 一
， そ れ は 序文 の 存在を無視 した

読 み 方 で ある と言わ ざる を え ない
。 とい うの も ， 第 1部の 序文で パ ニ コ

ー
は ，

『夜話』 に 収 め られ た 話は み な ， 彼の 「夜会」 で ウ ク ラ イ ナ の 若者た ちを 聞 き

手 と して 語 られ た もの だ と言 っ て い るか らで あ る 。 ウ ク ラ イ ナ 人 に 向か っ て ，

ウ ク ラ イ ナ の 夜を 知 っ て い るか な ど と尋ね る の は ， 噴飯 もの で は ない か 。
パ ニ

コ ーは さ ら に序文で ， こ の 語 り手 マ カ
ール ・ ナ ザ ー　 Pt ヴ ィ チ に つ い て ，

こ の よ
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うに 述べ て い る 。 「よ く目の 前に 指を
一 本突 き立 て て ， そ の 指 先 を眺め な が ら

話 し出す 。

・一
そ の 話 し方がい か に も凝 っ て い て ， 巧妙で あ り， ま るで 印刷 し

た本 に 書い て あ るみ た い な の で 」 と 。

　第 1部 の 序文 で は また ， こ の 「印刷文体」
c4）で 語 る マ カ

ー
ル と ， 『イ ワ ン 。 ク

パ ー ラ の 前夜』 な どを 語る フ ォ マ
ー ・グ リ ゴ ー

リエ ヴ ィ チ が あや う く喧嘩を し

か け た 話が伝 え られ て い る 。
フ ォ マ

ー
の 語 り口 の 特微 が徹底 した 俗語調で あ る

こ とを考 えれば ，
こ の エ ピ ソ ー ドは ， rテ ク ス ト」 レ ベ ル で の 「印刷文体」 と

口 語文体 の 「喧嘩」 や論争 に 目を向け させ る役割 を担 っ て い る こ とが分 か る 。

二 人 の 物語 を交互 に 並 べ た 編集上 の 一「二夫が もた ら し た効果 も忘 れ て は な ら な

い
。 第 2 部の 序文で は ，

マ カ ー
ル が 「夜会」 に 来 て い る 「皆」 と仲違い し て ，

追放 され た こ とが 知 ら され る が ， こ の こ とに よ っ て ， 第 2 部は ，
マ カ

ー
ル に よ

っ て 「印刷文体」 で 語られ た物語 とぱ すべ て 明 らか に 違 っ た 文体で ある とい う，

新た な 読み の 視点を与 え られ る こ とに な る 。

　 こ れだ けで あれば
， 序文は 「テ ク ス ト」を性格付げて い る に す ぎず ，

パ ニ コ

ー一一は 実際 の 作者で あ る ゴ ー ゴ リの 傀 儡 に 終わ っ て し ま うで あろ う。 とこ ろ が こ

の 序文に 対 して ，rテ ク ス ト」 か ら も反論 が な され る の で あ る
。

こ の 点は 十分

に 考え て お か な くて は な る まい 。

　 マ カ ール の 語 る 『ソ P チ ン ツ ィ の 定期 市』 の 終わ りの
一

場面 ， グ ル イ ツ ィ コ

が パ ラ ー ス カ と婚礼を あげ る とこ ろを例に ， 考察 し よ う。 楽士 がバ イ オ リ ン を

さ っ とひ と撫 で す る や ， あ らゆ る もの が調子を 併せ て 一
つ に 融 け 合 う。 1

’
何 も

か もが 旋回 し ， 何 もか もが踊 る」。
こ の ， 人 々 が 一

体化 する 光景 は ，
パ ニ コ ー

の 語 る 「夜会」 の 陽気 な集い と二 重写 しに な る 。 だ が 語 り手 マ カ
ー

ル は ，

一
つ

に 融 け合 っ た 民衆 を別 な眼差 しで 眺め る の だ 。 祭は い つ しか 遠い 彼方へ と消え

て ゆき， あた りは 空虚 と静寂に つ つ まれ て し ま う。 1美 し く移 り気な客で あ る

喜び とい うの も， ち ょ うど こ ん なふ うに 飛 び去 っ て ゆ くの で は ない か
。 （… … ）

と り残 され た もの は わ び しい ！／ 心 は重 く， 悲 しみ に 塞が れ る けれ ど ， 慰 め る

術は ない 」。 　　 こ の
一 節は ，

パ ニ コ
ー

や フ ォ マ
ーか ら見 れ ば

， ま さに 「印欄

文体」 の 見本 で ， わ けの 分か らぬ 代物 で あろ う。
パ ニ コ

ー
た ち に は ， 民衆 と一

体化 しきれ ぬ 個 人 の 悲哀 な ど理 解 で き
『
な い

。 結局 ，
マ カ ール は 「夜 会」 か らは

じき出 され て しま っ た が ，
ゴ ー ゴ リは は じき出す 「我 々 」 の 側 だ けで な く， は

じき出 され る 「私」 の 側に も光を 当て る の で あ る 。

　次 に IDこ移 ろ う。
こ こ で は ， 「あ なた 方」 と呼 ばれ る 「上 流社会」 の 「読者」

と ，
パ ＝ コ

ー
を代表 とす る 「我 々 」 が言葉を 交わ す 。 最初に 口 火 を 切 る の は
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「読者」 で ある 。
「い っ た い 何だ い ， こ れ は 。 『デ ィ カ ー ニ カ 近郷夜話』 ？ （…

… ）ど こ ぞの 蜂 飼ふ ぜい まで が こ ん な もの を 出 し く さ る ！」。
こ れ に 対 し ，

パ

ニ コ
ー

は 「読者」 を大酒宴 の 開か れ る夜会に 招待 す る 。 楽 しい 宴の 中で ， 「あ

な た 方」 と 「我 々 」 は 融合 し， 新た な 「我 々 」 とな る 。

一一一 こ れ が第 1部の パ

ニ コ
ー

の 目論見で あ っ た （第 1部 で は ，
マ カ ール とい うよそ 考 も夜会に 参加 し

て い た ）。 と こ ろ が ， こ れ は 第 2 部の 序文か ら察す る こ とが で きる の だ が ， 「読

者」 は一 人 と して パ ニ コ
ーの 誘い に 応 じなか っ た の で ある 。

こ の 結果， パ ニ コ

ーは マ カ ール （「私」）の み な らず ， 「読者 」（「あなた方」） と
一 体化す る こ と も

拒否 し ， 親 しい 村人た ち だ け で 構成 され る 「我 々 」 の 世界 へ 引 き籠 もる の だ 。

　さ て ， そ こ で 重要に な る の が 皿 で ある 。 「読者 」は パ ニ コ
ーか ら斥け られ た

が ， 実際の 読者は ゴ ー ゴ リ と決裂 した わ けで は ない
。 なぜ な ら読著は 「我 々 」

の 中に 籠 もる パ ニ コ
ー

を通 L て ，
ゴ ー ゴ リと新た な対話を始め る こ とがで きる

か らで あ る 。 言い 換 えれ ば ， 「テ ク ス ト」＝ 序文 ＝ 「読者 」　　 こ の 全体を
一

つ

の 『テ ク ス ト』 とす る読者を ゴ ー ゴ リは 求め て い る の で ある
。 読者 とは 、彼 に

と っ て
一 方的な受け 手で は な く， 共 同の 創 り手 で あ っ た 。 『夜話』 の 序文は ，

こ の 創 り手か らな る新た な 『我 々 』 とい う読者を 生み 出すた め に も必 要 だ っ た

の で あ る 。

　　　　　　　　　　　 3．　 『現代の 英雄』 の 序文

　 『現代の 英雄』 （以下 『英雄 』 と略す ）に は 序文が 二 つ あ る 。 第 2版発行の

際 に ， 評論家や 無教養 な読者に 「反論」 す るため に 載せ た もの と ，
こ こ で と り

上 げる ， 「一ペ チ ョ
ー リン の 日記」 の 前に 置 か れ て い る作中の 序文で ある 。

　 『英雄』 の 最初の 小説 『ベ ー
ラ』が 「祖国雑記」 の 1839年 3 月号 に 発表 され

た 時に は ， 「士 官の カ フ カ
ーズ 記 よ り」 とい う副題が付い て い た 。 士 官 とは 作

中人物 の 一 人 と して 登場す る語 り手で ， 旅行誌を 書 き記 しなが らカ フ カ
ー ズ を

旅 して い る 「私 」 で あ る 。 か れ は 『ベ ー
ラ 』 の 終わ りで マ ク シ ム 。 マ ク シ ー ム

ィ チ と再 会す る こ とに な る と言い ， また 『マ ク シ ム ・マ ク シ
ーム イチ 』 の 出だ

しで は 『ベ ー ラ』 が 「思い が けない こ とに 」『英雄』 と い う連鎖小説 の 最初 の

環 に な っ て し ま っ た と語 る 。
つ ま りこ の 二 つ の 作品 は 接合部分 を有 して お り，

『ベ ー
ラ 』 は 入れ子に な っ た連鎖 の い ちば ん 外側を なす小説な の で ある 。

こ の

こ とか ら ， 『ベ ー ラ』 を構想 し た とき レ
ール モ ソ ト フ の 頭 に は ， 腹飆 こ組み 合

わ さ っ た 全体の 基 本構想が す で に で きあが っ て い た こ とが 明 らに な る 。

　 『ベ ー
ラ』 は も うひ とつ の 特殊 な機能を 担 っ て い る 。

『ベ ー
ラ』 の 出 だ しの
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り手を作 る こ とに 専心 す る 。 『英雄』 で は ， か れ は 散文小説 の 約束 ご と が ま だ

確 立し て い ない 段 階で 出 て きた 序文 の 不 自然 さ を 何 とか 克服 し よ う と し ， 〈序

文性〉自体の 作品構造化を 図 ろ 弓 と した
。

『ベ ー
ラ』や 『マ ク シ ム ・ マ ク シ

ー

ム イ チ 』 は そ の 試み で あ る 。 だか らある 意味で は 『英雄』 に お い て は
， 「ペ チ

ョ
ー リ ン の 日記」 まで の すべ て の 作品 が序文だ とい っ て も よい の で あ る 。 『英

雄』 は ロ マ ソ 主 義的な もの と リ ア リズ ム 的 な もの を混 在 させ た ， 非常に 面 白い

小説だ が ， 〈序文性〉を読老 との 約束 ご とに 昇華させ よ うと して ，
つ い に そ れ

を果 たせ なか っ た ，
ロ マ ソ 主義克服 の た め の 「実験小 説」 で もあ っ た の だ 。

　　　　　　 4． 『地下室の 手記』の 序文的注釈 の 成 立 に つ い て

　 ド ス ト エ フ ス キ イは 第二 f’F 『分身』の 失敗を 自覚 し ， 1866年の 最終的な改訂

ま で ， 数度に わ た っ て 改作を 試み て い る 。 そ の 中で 注 目す べ きは ， 1859年10月

9 日付 兄宛 の 書簡 で ，『分身』 を 「完全に 書 き換 えて ， 序 夊：を 付けて 発 行 し よ

うと思い ま す」（7｝と伝 えて い る こ とで ある 。 む ろん ，
こ の 場合 まず重視 され る

べ きは 作品 の 内容その もの の 書 き換 え で あ ろ うが ， 1859年秋の ドス ト エ フ ス キ

イ に と っ て
， 序文 を付け る とい うこ とが ， 『分身』 改作の ため の キ イ ・ ポ イ ン

トで あ っ た こ とは 疑い 得 ない 。

　 ドス トエ フ ス キ イが 『分身』 に つ け よ うと して い た 序文は ， お そ ら く作者 と

主人公 ， も し くは 作者 と語 り手 が 岡一一視 され る こ とを防 ぎ， か え っ て そ の よ う

な主 人公や 語 り手 の 架空 性 を強調すべ きもの で あ っ た と推測 され る 。 さ らに ，

こ れは ドス ト＝ フ ス キ イ に特有 の こ とで ある が ， こ こ で 言 う序文は 対読者 の 装

置 と して 用 い られ る だけで は な く， 作者 自身の 創造的主 体を確立 す るた め の 道

具立 て と して も意識 され て い た で あろ うと も考え られ る 。

　こ の こ とを理 解す る た め に は ， 『分身』が失敗 作で あ る とい うこ と の 意味に

つ い て考え る必 要 が ある 。 周知の ご と く 『分身』 は ， 架空 の 語 り手 を設 定 しな

が らも， わず か な部 分を除 け ば ， 主人公 ゴ リ ャ
ー ドキ ン の 言動 の 三 人称的な叙

述に よ っ て成立 して い る 。 とこ ろ が ゴ リ ャ
ー ドキ ン の 人物像は ド ス トエ フ ス キ

イの 自己省察 の 賜物 で あ り， 多分に デ フ ォ ル メ され戯画化 され て は い る もの の ，

ドス トエ フ ス キ イ の 精神的 自画 像 なの で あ る 。 r分身』 執筆期の ドス トエ フ ス

キ イ が 兄に 書 き送 っ た 「僕は 今 ， 紛れ もな い ゴ リ ャ
ー ドキ ン で す」 とい う言葉

も ， 彼 の 自己 発見 の 言葉 と して 読む べ きで あ ろ う。 自尊心 と 自意識が異 様に 強

く，
一

方 で 権威 に 対 して は 卑屈 で ， 被害妄想に 駆 られ 易い 夢想家 一 自身 の

中に見 い だ した こ の よ うな ゴ リ ャ
ー ドキ ン 的性格 を ， 自分 とは 距離 を置い た 作
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品世界の 中に対自化 し， こ れ を 徹底的に 笑い 飛ぽ す こ とに よ っ て 超克 し よ うと ，

ドス トエ フ ス キ イは 企 て た の で ある 。

　 しか しな が ら， ドス ト エ フ キ イ の こ の 目論見 は 失敗 に 終わ っ た 。 自己 の 「分

身」 に ほ か な らない ゴ リ ャ
ー ドキ ン を ， 第三 者で あ る語 り手の 視点を通 して 徹

底 して 対象化す る た め に は ，非常な緊張 の 持続が要求 され る
。

だ が ， 三 人称形

式に未だ慣れ ない ドス トエ フ ス キ イは ， こ の 緊張 を 持ち こ た え る こ とがで きな

か っ た の で あ る 。 小説 の 筋が 展開 し， ゴ リ ャ
ー ドキ ン の 運命が切追すれ ぽ す る

ほ ど， ドス トエ フ ス キ イは こ の 「分身」 を突 き放せ な くな っ て い くが ， こ の た

め に ， 本来 「第三 者」 で あ っ た は ずの 語 り手の 視点が ， しだい に ゴ リ ャ
ー ドキ

ン の 視点 と重 な り，
つ い に は 庇護者に さえ変容 して し ま う。 語 り手 の 視点の 不

安定 さは ， 単に 作品構造を 破綻 させ る に 留ま らず ， 作渚が自己 の 内部に ある も

の を対象化 ， ある い は 普遍化 して 読者に供す る こ との 失敗， つ ま りは 創造主体

の 確立 の 失敗を物語る もの で もあ っ た 。

　 ドス トエ フ ス キ イ が 『分身』失敗 の 理 由を こ の よ うな もの と して 自覚 し て い

た とす る な らば ， 1859年に 彼が 構想 して い た r分身』 の た め の 序文は ， 作者で

ある 自分 と主人 公 ゴ リ ャ
ー ドキ ソ とを繋 ぐ紐帯を 断ち切 り， 作者 ・ 語 り手 ・ 主

人公 の 個別性を 明らか に す るた め の もの で あ っ た とい う推測は 十分に 成 り立 つ

で あろ う。 そ して こ の 推測は ， 次の よ うな事情 に よ っ て も裏付け られ る 。

　1859年 の 秋か ら翌春に か けて ，
ド ス 1・エ フ ス キ イ は 『虐げ られた 人 々 』と 『死

の 家の 記録』 の 二 長編に 着手 してい る 。 こ の 二 作 品 は そ れぞ れ イ ヴ ァ ソ ・ ペ ト

ロ
ー ヴ ィ チ と ゴ リ ャ ソ チ コ フ とい っ た 架空の 人物の ，

一
人称に よ る手記の 体裁

を と っ て い るが ， 前者に は 文壇に 出 た 頃 の ドス トエ フ ス キ イ が ， 後者に は 流刑

時代の ドス トエ フ ス キ イが投影 され て お り，
ゴ リ ャ

ー ドキ ン の 場合 とは や や 趣

を異に する もの の
， やは り作者の 「分身」 で ある と言え る 。 そ こ で 注意すべ き

は ， 作 者 ドス トエ フ ス キ イが ， こ れ ら二 人 の 架空 の 手 記の 筆者 を 自分 と区別 す

る た め に 用 い て い る 方法で あ る
。

ベ ー
ル キ ン の 名と父称を 受け継い だ と思わ れ

る イ ワ ン ・ペ ト P 一 ヴ ィ チ は
， 小説 の 冒頭で すで に 死を予感して お り， 過去を

回想 しなが ら書 き続け る手記 も，
ベ ール キ ン の 小説 と同 じ く窓の 目貼 りに使わ

れ るだ ろ うと考 えて い る 。 また 『死 の 家』 で は ， 手記 の 筆者 ゴ リ ャ ン チ コ フ の

知遇を 得 ， 彼の 死後 ， 遣 された 手記を入手 す る 「私」 な る人物が設定 され ， そ

の 人物 の 手 に な る前書 き部分が 付け られ て い る
。

　 r分身』 に序文を付す る こ とを構想 して い た時期に ， こ の よ うな構成の 小説

を二 編 も手 がけて い る とい うこ とは
，

こ の 序文が作者 と主 人公 も し くは 語 り手
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の 別 を 関 らか に す る機能 を担 うべ きもの で あっ た とい うこ とを十分に 示 唆 して

い る 。

　 『分身』 に 序文を付け る と伝え て い た 10月 9 日付の 書簡で ， ドス トエ フ ス キ

イ は 『告白』 とい う小説 の 構想 を打ち 明け て い る 。 こ の 小説 は 結局執筆 され な

か っ た が ，1862年の 末に な っ て ， 同 じ 『告白』 とい う題 の 下 に 構想 され た 小説

が ， 後の 『地下室の 手 記』 で ある 。 こ の 小説 の 冒頭 に 付せ られ た 注釈 は ， 機能

的に は
，

こ れ ま で そ の 性質を推測 して きた序文 と同 じもの で ある と言 え る 。

　1859年 に 構想 され た 『告 白』は ， 普通 『地下室 の 手記』 とは 無関係 で あ る と

され て い る が ， 1847年初頭 の 兄宛の 書簡 で
，

ドス トエ フ ス キ イ が 『分身』 の こ

とを 「告 白」 と性格付けて い る こ とを思 え ば ， 『告白』 と仮題 され る小説は ，

『分身』 と同 じ く， そ の 語 り手 も し くは 主 人公 が，作 者の 「分身」 で ある よ う

な小説 で あろ うとい う こ と ， した が っ て ， 創作主体 の 確 立 の 不 完全 と い う，

『分身』執筆時 と同 じ危険を 伴 うもの で あ っ た ろ うとい うこ とは 容易 に 推察で

き る 。 そ して 実際 に ， 1862年 の 『告白』 すな ちわ 『地 下室の 手記』 の 主 人公 は ，

多 くの 点で ドス 1　 ．z フ X キ イ 自身 を思 わ せ る人物 で あ り， それ ゆ え に こ そ 作者

は ， 冒頭 の 序文的注釈 の 中で ， 手記 もそ の 書 き手 も架空 の もの で あ る と強調 し，

主 人公 と 自分が同一視 され る こ とを 防こ うとす る の で ある 。 そ して こ の 手続 き

が あるか らこ そ ， 作者の 「分身」 で あ る地下室人は ，

一
人称で 存分に 語 り得 る

の だ とい え る
。

　 ドス トエ フ ス キ イは こ の 序文 的注 釈の 中で ， 語 り手兼主入公 の 架空 性 を強調

す る と共 に ， それ に もか か わ らず ， 手記の 内容 も書 き手 も リア ル な もの で あ り，

ロ シ ア 社会の 歴史的必 然性 の 産物で ある こ とを断言 して い る 。 『分身』 に つ い

に 付せ られ る こ との なか っ た序文 は ，17年の 歳月を経て ， 注釈 とい う形 で 『地

下室の 手記』 に 付せ られ た とき
『

， 主 人公 の タ イ プ と して の 普遍性 の 強調 とい う，

も う
一

つ の 機 能を も併せ もつ こ とに な っ た 訳で ある 。 そ し て こ の こ とは ，
ロ シ

ア 知識人の 運命を 深 く洞察 し得た とい う， ドス トエ フ ス キ イの 強い 自負を あ り

あ りと示 して い るの だ と言 え る 。

　こ うして 19世紀 ・ シ ア 文学の 前期か ら中期 に わ た っ て 四 つ の 小説 を概観 した

だ け で も ， 散文芸術が誕生 す る と きの 苦悩が あ りあ りと見 えて くる
。 小説が虚

構 で あ り架空 の 世界 を扱 うもの だ とい うこ とが基 本的 に 了解 され ， こ の 約束 ご

との 範 囲 内で 真迫性 あふ れ る もの か ら荒唐無稽な もの まで ， あ らゆ る ヴ ァ リ エ

ー シ ョ ン の 散文作品が 実際 に 書か れ る よ うに な る た め に は ， 作者は どの よ うに
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MoHToB  Cgen  HeB03Me>KHblM  BonnoTMTh  B  PaccKa3e KMaKc"M  MaKcgMblg)  cTpyK-

TYPanbHYK]  MOTHBHPOBKY  HO  llOBOJLY  KfiY6AHI<allHH  enYgathHO  HataAeHHOrO  UY>KOrO

TeKcTaD.  TaKa"  >Ke MoTHBHPoBKa  6blna ynaHHo B"{o}ITHpoBaHa  B  llepBoli  B poMaHe

"oBecTH  K6gna),  A  DTo  o3HagaeT,  gTo  Bce  sneMeHTbl,  cocTaB""Bmvae  o6b!gHo

npenucnoBH",  JlepMoHToB 6bm  HaMepeH  HPeBpaTHTb  B  oTAe"bHble  HOBeCTb  "

paccKa3, H  uTo  gToT  onblT  tlacTHllHo  npoBanHncfi.  C"ycTH  neT  20 nocne  JIep-

MoHToBa  O. M.  JIEocToeBcKrm Bce  eLqe  6pancA 3a  3aAagy,  MygHBllIy}o  ero

fiPeAllleCTBel{HHKOB.  9Ta 3aJlaUa  CBOAHTC"  B  KOHegHOM  CgeTe  K YCTaHOBneHMK)
TBoPgeCI<opo  cy6[E)eKTa,  o lleM  KPacHopeuHBo  poBoPHT  fiPHMegaHMe  caMoro

aBTopa  B HoBecTH  K3anxcKz  M3  rronnonbnv,  KoTopoe  nofiBHnocb  B pe3yutbTaTe
Jconroro  noHcKa  xyno>icecTBeHHo  coBep-eHHoro  H  He3aBHc"Moro  oT  aBToPa

PaccKa3gHKa nOcne  HeyAagH  rroBecTu  KABoinIHK).

     TaKHM  o6pa3oM  B  HcTopvaH  nMTepaTypbl  BonpoC  o npenHcnoBHfix  HMe"

coBceM  HeMaJoBa>KHoe  MecTo,  Ho  TeM  He  MeHee  oH  M  ceronHfi  eme  He

nocTaTogHo  H3ygeH.  TaK, HanpMMep,  Bonpoc  o6  oTHomeHHM  HPe,!LucnoBHfi  K

                                                " t-
poMaHTH3My  ocTaeTcfl  oTKpblTblM,  H oH  fiBn"eTc"  cnenyloueva  3alLageH  vaccneno-

BaHHff.
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