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ドス トエ フ ス キ イ とウー ジ ェ
ー ヌ ・ シ ュ

ー

　
一…一

あ るい は 『虐げられ し人 々 』 の 「時間 」
一一

淵　 　上 　 　克 　 　司

　 『虐げ られ し人 々 』 か ら 『罪 と罰』 に い た る 1860年代前半 の ドス ト エ フ ス キ

イ に と っ て 最大の 問題 の
一

つ は 40年代の 自己 と60年代の 自己の 相剋 で あ っ た と

言 っ て い い 。 こ の 小論の 目的 は 『虐げられ し人 々 』 に お け る ウ
ー ジ ェ

ー ヌ ・ シ

ュ
ー と ドス トエ フ X キ イ の 関係 を 再検討 しな が ら ， 『虐げ られ し人 々 』 に お け

る ドス トエ フ ス キ イ の 二 つ の 時間の 相剋を考察す る こ とに あ る 。

　 F私 が もし偶然 の フ ェ リエ h ニ ス トで は な く専門の フ ェ リエ ト ニ ス トだ っ た

ら ， ウ
ージ ェ

ー
ヌ ・ シ ュ

ー
と化 して

，
ペ テ ル ブ ル グの 秘密を描きた い と思 う。

私 は 恐 ろ し く秘密が す きな の だ 。 私は 幻想的な人間で あ り， 神秘的 な もの が大

好 きな人 間なの で ある 。 正 直に 白状すれ ぽ ，
ペ テ ル ブル グは ， 何故か 知 らぬ が ，

私 に と っ て ，
い つ も恐 ろ しい もの だ っ た 。 私 は ある 出来事を覚 えて い る 。

こ の

出来事に は 何 も特別な こ とは ない
。

だ が ， こ の 出来事が私 の 魂を震撼 させ た こ

とは 事実 で ある 。 私は 今 ， そ れを 詳 し く述べ よ う と 思 う。 」 （rペ テ ル ブ ル グの

夢』， 1861）1：1〕

　 こ の
一

節は 本論の 問題提起 に と っ て きわ め て 特徴 的で ある 。 とい うの は ，
こ

の フ ェ リ エ トン そ の もの が雑誌 『時代』 の 同 じ号に 発表 され た 『虐げられ し人

々 』 の 注解 とな っ て い る の み な らず ，
こ の

一
節 に は ネ ヴ ァ の 幻 ，

『貧 しき入 々 』

の 発想 とい う40年代の 回想， お よび 60年代 の 諸作品 の 草案の 叙述が 続 くか らで

ある 。
つ ま り，

こ の
一

節は1861年に お ける ドス トエ フ ス キ イの 二 つ の 時間の 相

剋の 縮図 とな っ て い る の で あ る 。 しか し ， こ の 有名な
一

節 で ， 何 よ りも私た ち

を驚か す の は ， こ の 後に 続 く幻の ペ テ ル ブ ル グの イ メ
ージ の 壮大 さ とい わ ば二

流作家 シ ュ
ー

の 姿の 奇妙 な ア ン バ ラ ン ス
， ある い は 上 の

一
節が ドス トエ フ ス キ

イ の 創作史に お い て 占め る重 要 性 と ， シ ュ

ー
の 『パ リの 秘 密』が40年代 の ドス

トエ フ ス キ イの 創作史に お い て 占め る非重要性 の 奇妙なア ン バ ラ ン ス で は ない

か と思わ れ る 。

　た しか に 40年代の ドス トエ フ ス キ イに お い て ウ ージ ェ
ー

ヌ ・シ ュ
ー

の 影響は

い くつ か 指摘す る こ とが で きる 。
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りの 秘密』 の 痕跡 は きれい に 消え て しま う。 もちろ ん40年代の 作品が い ず れ も

「ペ テ ル ブル グの 秘密」を 描い た もの だ と言 うこ とは で きる。 とは い え ， 60年

代 の 諸作 と比 較 した場合， そ れ は 比喩以 上 の もの で は ない
。

で は ， ドス ト エ フ

ス キ イ は 何故 rペ テ ル ブル グの 夢』 に お い て rパ リ の 秘密』 に その 作品史の 原

点 に 擬す るほ どの 重要な位置を与 えた の だ ろ うか 。 おそ ら くそ の 答 えは 『ペ テ

ル ブル グの 夢』 冒頭部 ， 彼が真の フ ニ リエ トニ ス トの 使命 に つ い て 書い た部分

に 探 る こ とが で きる 。

　 「しか し
，

フ ェ リ エ ト ニ ス トとは 果た して 戦慄的な町の ニ
ュ

ース を た だ並べ

た て るだ け の 存在だ ろ うか 。
い や ， 真 の フ ェ リ エ ト ニ ス トはす べ て を 自分 自身

の 眼 で 眺 め
， 自分 自身 の 思 想 で 検証 し ， 自分 の 新 しい 言葉を発すべ きで あ る 。 」〔3｝

　 こ れを rペ テ ル ブ ル グ年代記』 （1847）の 類似の 部分 と比 べ て み よ う。

　 「しか し ， 諸君 ， 私 は フ ェ リ エ ト ニ ス トで あ る
。

だ か ら諸君 に ， 最 も新鮮な

ニ
ュ

ー
ス を 語る こ と， 戦慄的な ニ

ュ
ー ス を語 る こ とが私の 任務で ある 。 」〔4〕

　 1861年 の フ ェ リ エ ト ニ ス トと1847年 の そ れ を 隔て る もの ， そ れは 自身の 体験

性に 対す る絶対の 信頼 と 自覚で ある
。

　 ドス トエ フ ス キ イ の こ の 体験性へ の 信頼 と 自覚 は ， 言 うまで もな く彼の 流刑

体験 ， お よび二 度 目の ペ テ ル ブル グ生活の 体験 ， よ り正確 に言 えば ， こ れ らの

体験 の 上 に 立 っ て 自らの 40年代を検証せ ん とす る新 しい 時 間的 パ ー ス ペ ク テ ィ

ヴか ら生 まれ て い る 。 そ して こ の 歴 史的視点の 上 に 立 っ て 初め て rネ ヴ ァ の 幻 』

に お ける シ ュ
ー

の 名へ の 言及が 理解 され る 。 なぜ な らそれ は ， 1861年，
二 度目

の ペ テ ル ブル グ生活一 年を 経過 した ドス トエ フ ス キ イ に と っ て ， こ の 新 しい ペ

テ ル ブル グ生活の 本質が ， 流刑生活の 本質 と ， そ して40年代の ペ テ ル ブル グ生

活 ，
つ ま り ドス トエ フ ス キ イが シ ュ

ー
の 『パ リの 秘密』 に 感受 した 生活の 本質

と同 じで あ っ た こ とを物語 っ て い るか らで あ る 。
シ ュ

ーは60年 代の ドス トヱ フ

ス キ イ の 前に 流刑の 歳月の 霧を とお して その 無意識の 底か らその 姿を現わす の

で あ る 。 シ ＝
一

の 名が幻想性 と結び つ くの も ， 『パ リの 秘密』 そ の もの と そ の

読 書体験 の 幻想性は もちろ ん の こ と，
こ の 回想的時間構造 もお お い に 力を 貸 し

て い る の で あ る 。

　 さ て ， 『虐げ られ し人 々 』 の 構造は ， 『ペ テ ル ブル グの 夢』 の 時間構造を， シ

ュ
ー

の 名 も含め て ， そ の ま ま踏襲 して い る 。

　 『虐 げられ し人 々 』 の 構造 の 大 きな特微 　　後の 長編小説 の 構造の 原基 とも

な るべ き特徴一 は ， ダ ブ ル ・プ ロ ッ トで ある。 そ の 主 旋律は ， 語 り手 イ ヴ ァ

ソ 　 ナ タ
ーシ ャ

ー
ア リ ョ

ー シ ャ の 三 角関係 （嫉妬の テ
ー マ ）， 及 び ナ タ

ー
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て い る 。 イ ヴ ァ ン とネ リイ の 幻 の 父娘関係 ， その 疑似恋愛関係は ロ ドル フ と マ

リイ の 父娘関係 ， 疑似恋愛関係を 想起 させ る
。 また ロ ドル フ の 娘喪失が ，彼 の

父親殺 し の 罪 に 対す る 罰 と し て 描か れ て い る こ とは ， 特に ドス ト エ フ ス キ イに

お い て は意味深長で ある 。 しか し ， ヴ ァ ル コ フ ス キ イ と ネ リイ の 関係とい う時

問題 に な る の は フ ェ ラ ン とマ リイ の 疑似父 娘関係 で ある
。

シ ュ
ーは そ の コ ン ト

ラ ス トの 偏愛か ら，
ロ ドル フ と マ リイ の 関係を ，

フ ェ ラ ン と マ リイ の 関係に 対

比 させ ，
こ の 二 つ の 父娘関係 の 対比 に よ っ て ， その ピ ュ

ー マ ＝ ズ ム と エ ゴ イ ズ

ム の 闘争 を最 も鋭 く描 きだ して い る の で ある 。 少 な くと もこ の 作者 の 意図が 同

時代に は は っ き り見 えて い た こ とは マ ッ ク ス ・ シ ュ テ ィ ル ナ
ー

の 評言に 見 る こ

とがで きる 。

1：9〕付言すれば ， ヴ ァ ル コ フ ス キ イの 名は ヴ ォ ル ク （BonK ＝ 狼）に

由来す る が ，
フ ェ ラ ン もま た ， そ の 金銭欲 ， 獣的性欲 を 象徴す る もの と し て

le　loup な る あだ名を 付 さ れ て い る 。

　 ウ ー ジ ェ
ー ヌ ・ シ ュ

ーの 『虐 げられ し人 々 』 へ の 影響 と言 う時 ， 普通挙 げ ら

れ る の は ， ジ ャ ン ル の 問題 　コ ン トラ ス トの 偏愛 ，
マ リ イ像の ネ リイ像 へ の 影

響 （娼婦像 ， 子 供へ の 愛）， 舞台 と して の ペ テ ル ブ ル グの 魔窟な どで ある 。 ま

た こ れ 以外に も細 部 に お い て は 多 くの 影響 を指摘す る こ と もで き る 。

〔10） もち ろ

ん ， それ らは 『罪 と罰』 に 繋 が る もの と して きわ め て 重要 で あ る 。 しか し忘れ

て な らない こ とは ， 『パ リの 秘 密』 の テ ー マ が ，
『虐 げ られ し人 々 』 と同様 ， 父

親 に よ る娘 の 殺害を め く
“

っ て の ヒ ュ
ー マ ニ ズ ム とエ ゴ イ ズ ム の 闘争で ある こ と

で ある 。 −Lの 『虐げ られ し人 々 』 に お け る シ ＝
一 へ の 言及は ， ま さ し くこ の 娘

殺 しの 罪 こ そ が 『パ リの 秘 密』 と 『虐 げ られ し人 々 』 を 結ぶ 軸で ある こ とを 確

認 して い た の で ある 。
シ ュ

ーが そ の 『パ リの 秘密』 に お い て 勃興す る 初期資本

主 義の 大都会 の 社会的深層を 発見 した とす れ ば ，
ドス トエ フ ス キ イ は ， そ こ に

描か れ た こ の 愛 （生）を 金 （死）で 破壊す る エ ゴ イ ズ ム の 犯 す最大 の 犯罪 を通

じて ， 現代の バ ビ ロ ン た る
ill：1 ペ テ ル ブル グ の 社会 的心 理 的深層を 再発見 した の

で ある
。 父 と娘の 「罪 と 罰」

一 それ は 『虐げられ し人 々 』 の テ ー マ 　　嫉 妬

の 罪 と罰　　の 核で あ り， 後の 『罪 と罰』 へ と発展 して い く。

　 しか し ，
ヴ ァ ル コ フ ス キ イ の 告 白 ，

つ ま りその む きだ しの エ ゴ イ ズ ム
， 獣的

性欲 ， 仮面 性等 々 は ， もちろ ん フ ェ ラ ン 像 と
一

致 して い る とは い え ， 言 うま で

もな くそ の 心理 的分析の 深み は 決定的 に 異な っ て い る 。
ドス トエ フ ス キ イが ヴ

ァ ル コ フ ス キ イ の 内に 発見 した 心 理 的深層は ， よ り根本的に は 彼 の シ ュ
ー体験

と 『虐 げ られ し人 々 』 の 間に 横た わ っ て い る 決定的 な体験つ ま り流刑体験か ら

生 ま れて い る 。
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　　「それ は 陰鬱 な物語 りで あ っ た 。 それは ，
ペ テ ル ブル グの 重苦 しい 空 の 下 で ，

こ の 巨大 な都市の 暗い
， 人知れぬ 路地 で ， 利害 が衝突 し ， 陰に こ も っ た 放蕩が

は び こ り， 秘か な犯罪 の 咲 き誇る こ の 巨大 な大都市の 只 中で
， 生命が荒れ狂い

，

頑 な な ニ ゴ イ ズ ム の 荒れ狂 うこ の 巨大 な大都市の 只中で ， 無意味で 異常 な生の

こ の 恐 るべ き地獄 の 只 申 で ， あま りに も しば しば ，人知れず行わ れ る陰鬱 な秘

密の 物語 の 一 つ で あ っ た 。 ．押

　　『虐 げられ し人 々 』 の こ の パ セ テ ィ ッ ク な
一

節 を ， 『死 の 家』 の 次 の 有名 な
一

節 と比 べ て み よ う。

　　「こ の 壁の 申で どん なに 多 くの 青春が葬 られ た こ とか
。 どれ だ け偉大 な力が

こ こ で 空 し く滅び 去 っ た こ とか ！　 実に こ の 入た ち は 並は ずれた 人間ばか りだ

っ た 。 彼 らは お そ ら く我が 国の 民衆全体の 中で 最 も才能ゆ たか な， 最 も力強い

人 々 な の で は ある まい か
。 しか し， そ の 逞 しい 力 がい た ず らに 滅び た の だ 。 変

則に ， 不 当に ， 二 度 と再び 帰る こ とな く減び た の だ 。 が ， それ は 誰の 罪 だ ろ

う ！」
圖

　 こ の 二 つ の 節 は そ の ヒ ュ

ー
マ ニ ス テ ィ ク な トー ン で み ご とな交響を な し て い

る
。

『虐げられ し人 々 』 の ペ テ ル ブル グ は 「死 の 家」 とぴ っ た り重 な りあ い ，

前者の 厂虐 げ られ し人 々 」 （ネ リイ ， ナ タ
ー

シ ャ 等 ）は 「死 の 家」 の 民 衆 と重

な り合 う。 語 り手 の 外界に 対す るあ くま で 受動的で 無私 な 態度 も一 致 し て い

る。 唯
一

の違い は ， 前者の 「罪」 （ヴ ァ ル コ フ ス キ イ ）に 対応す る もの が ， 『死

の 家』 に は 欠けて い る こ とに ある （そ れ が両 者の 色彩 の 違い を 生 み 出 し て い

る ）。 ドス トエ フ ス キ イ は r死 の 家』 で は そ の 多様な民衆像に まぎれて つ い に
一

つ の タ イ プ と して描 くこ との なか っ た民衆 の 陰の 側面 を ヴ ァ ル コ フ ス キ イ の

うち に表現して い る の で あ る。 ヴ ァ ル コ フ ス キ イの 告 白は ドス トエ フ ス キ イ が

民衆の 内に 読み取 っ た そ の 心 理 の 負の 深層で あ り， 彼 は こ の 民衆の 負の 側面を

通 じて ， か つ て の 彼 自身の 『パ リの 秘 密』体験を想起す る の で あ る 。 彼 の 現代

の バ ビ ロ ン の 社会的心 理 的深層 の 再発見 は ， 何 よ りもまず フ ェ ラ ン ー 流刑の

民衆 の 心理 の 負の 深層一 ヴ ァ ル コ フ ス キ イ を通 じて 行わ れ た の で あ り， 前述

の ジ ャ ン ル
， 娼媼像， 子供像 ，

ペ テ ル ブ ル グの 魔窟 の 発見 等は ， ヴ ァ ル コ フ ス

キ イ へ の 注視の 深化 に 比 例 して そ の 暗い 背後 か ら彼 の 体験性を伴い つ つ リ ア ル

に 浮か び上 が っ て くる の で ある （『ペ テ ル ブ ル グ の 夢』 に お け る 「幻 の ネ ヴ ァ 」，

『貧 し き人 々 』 の 発想の 描写 も同 じ構造を 持 っ て い る）。

　しか し ， 『虐げ られ し人 々 』 の 時間構造は ドス ト＝ フ ス キ イ の 40年代の 彼を

は るか に 超え る 独 自性 をあ らわ に す る
。 とい うの は ， こ の 「ペ テ ル ブル グ の 秘
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密」 の 主 副両旋律 の い ずれ に も登場す る 人物は唯一 そ の 表 の 主役 ヴ ァ ル コ フ ス

キ イ の み で あ り，
こ の 両旋律の 奏で る音楽をすべ て 聴 ぎ うる 人物は そ の 裏の 主

役イ ヴ ァ ン 唯
一 人 で あ る ， 言い 換 え れ ば， r虐げ られ し人 々 』 の 二 つ の 時間を

生 きる 唯
一

の 人物は ヴ ァ ル コ フ ス キ イ ， そ の 二 つ の 時間を追体験す る唯
一

の 人

物は イ ヴ ァ ン だ か らで ある。
ドス トエ フ ス キ イ は こ の よ うな形 で 自分 の 新 しい

時間的 パ ース ペ クテ ィ ヴを二 人の 登場人物に 賦与 し ， た ん に 民衆 の 心理 的深層

を ヴ ァ ル コ フ ス キ イ の 内に 描い た だ けで は な く， ヴ ァ ル コ フ ス キ イの 告白を通

じて ， イ ヴ ァ ン を 他者と して の 民衆 の 心 理的深層を発見す る者 と して ， か つ そ

れ に よ っ て 彼 自身 の 心理 的 深層 を 発見す る 者 と して 描い た の で ある 。
か くして

イ ヴ ァ ン は ， ヴ ァ ル コ フ ス キ イ の 時 間の 共 有者 とな り， か つ そ の 罪 の 共有老

（分身） とな る 。 ヴ ァ ル コ フ ス キ イ とイ ヴ ァ ン の 接近が
一

見無動機に 行われ る

の は ， ドス トエ フ ス キ イ 自身が そ の 時間 と罪 の 意識を彼 ら と共有 して い た か ら

（分 身）で あ る 。

　 ヴ ァ ル コ フ ス キ イ と共有され る イ ヴ ァ ソ の 罪
一一一一一

それ は 具体的に は 精神的 な

妻殺 し と して 現われ る 。 彼は愛す る ナ タ ー シ ャ が ヴ ァ ル コ フ ス キ イに 蹂躪 され

る の に 対 し何 らなす とこ ろ な く彼女の 破滅を甘受す る 。
こ の 罪 は また 同時に 民

衆に 対す る罪 で もある
。 なぜ な ら， 苦悩の 快楽を告 白す るナ タ

ー シ ャ は ，未成

の 娼婦 ネ リイ と同様 ， 「虐げ られ し」 民衆 の 典型だ か ら で あ る 。 彼 の 「病気」

は こ の 精神的な 妻殺害 ， 民衆殺害 （「⊥壌」 か らの 乖離） とい う罪 に対す る 罰

の 肉休的 な現れ で ある 。

　語 り手 の 妻殺 しの 罪 とそ の 罰 と して の 病気 ， 事件後病院で の手 記 とい う設定

は ， イ ヴ ァ ン を再 び 『死 の 家』 の 語 り手 と結 び つ ける 。 『死の 家』 で は 「病院」

の 章の ア ク ー リ カ の 夢 と 交響 し その 決定的重要性を 暗示 して い た こ の 「罪 と

罰」 の 問題が 『虐げ られ し人 々 』 で 前面に 押 し出 され る の は ， 「死 の 家』 が ，

言 うな らぽ空 聞 的視点か らの 流刑 の 描写 で あ る の に 対 し ， 『虐げ られ し人 々 』

は 時間的視点か らの 流刑休験の 叙述だか らで あ る 。
こ の 嫉妬 の 罪 （逆 に 言え ば

「博愛」）「土 壊」喪失 の 罪 と病気 （罰）の 問題は 以後 ，
rい や な話』，　 r地下室の

手記 』，
『罪 と罰』 を 貫い て 現わ れ る問題で ある 。

　 しか し ， イ ヴ ァ ン に お い て 重要な こ とは ， 彼が ゴ リ ャ ン チ コ フ と違 っ て ，手

記執筆後も生 き続 ける こ とで あ る 。 「作家」 イ ヴ ァ ン に と っ て は 『虐げられ し

人 々 』 の 執筆 そ の もの ， そ の 「罪 と罰」 の 世 界 の 描写 そ の もの が ， そ の 「罪 と

罰」 の 世界か らの 再 生 ， 新 た な 誕生 を意味す る の で ある 。
こ の イ ヴ ァ ン の 姿 は ，

言 うま で もな く 『虐げ られ し人 々 』 に お い て 40年 代の 自己 と60年代の 自己の 相
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剋 を通 じて新 た な 出発 ， 再 生を 図 っ て い た ドス トエ フ ス キ イ 自身の 姿で もある

　（こ の イ ヴ ァ ン と ドス トエ フ ス キ イ の 関係を プル
ー

ス ト， 及び 『罪 と罰』 の ラ

ス ；t　 一一リニ コ フ と ドス トエ フ ス キ イの 関係 と 比較 し て み る の は 興深い ）。 囚み

に ドス トエ フ ス キ イが 直接流刑 の 自画像を与え て い る の は ス ミ ッ トで あ る。

　「鍛冶屋」 とい うそ の 名は ドス トエ フ ス キ イ 自身 の 足枷 を暗示 して い る し ， 聖

書を使 っ て ネ リイ を教育す るそ の 姿 は ， ア レ イ に 対する 彼 自身の 姿を想起 させ

る
。 作品 冒頭 で の 彼の 死 こ そ ドス ト エ フ ス キ イ の

， 40年代の 彼 自身の 魂の 死 の

象微で あ り， 死に 行 くネ リイ の 目に 浮か ぶ 冷酷な彼 の 姿 14〕は ， ドス トJLn フ ス キ

イ の 究極 的な罪 の 意識の 反映な の で あ る。

　 さて ， ドス トエ フ ス キ イの 新 しい 時間的 パ ー
ス ペ ク テ ィ ヴか ら生 まれ た こ の

「作家」 ドス トエ フ ス キ イ の 姿勢は 『虐げられ し人 々 』 の 作品史的構造に も反

映 して い る 。 とい うの は ， そ の 主旋律は ， 『貧 し き人 々 』等 の ヴ ァ リ エ ーシ ョ

ン で あ り， そ の 副旋律は ，
シ ュ

ー
及び デ ィ ケ ン ズ   （オ ム ス ク 監獄 の 病院で 読

ま れた ）を下 敷 き と して い るか らで ある 。
つ ま り 『虐げられ し人 々 』 に お い て

は ， ドス トエ フ ス キ イの 40年代 の 作家体験を反芻 した 主旋律の 奥深 くか ら， そ

の 始 ま りと終わ りを なす二 つ の 現実体験 読書体験 の 記憶 を湛えた 副旋律が 響い

て 来 る の で あ る 。
こ の こ と は ， 『虐げ られ し人々 』 に お い て ドス トエ フ ス キ イ

が そ の 全作家体験を ， 流飛 で 得た 新 しい 時間 的 パ ー
ス ペ クテ ィ ヴ か ら ， シ ュ

ー

の 記憶を 原点 と して ， 再検討 して い る こ とを示 して い る 。

　そ の 意味 で注 目に 値す る の は
，

『時代』 誌 1861年第 2 号の ドス 1・エ フ ス キ イ

の 次の 一 文で あ る。

　 「我が 国の 批評家は
， 40年代以来，

バ ル ザ ッ ク ，
ユ ー ゴ ー

，
ス ー

リ エ
，

シ ュ

ー
等に 対 して

， あま りに も過少評価 で あ る 。 そ の 貴任 は ベ リ ン ス キ イ に あ る 。

彼 らは 当時 の 我 が 国の あま りに も リア リス テ ・ ・ ク な批評の 狭 い 尺 度に は 合わ

なか っ た の で ある 。 」圃

　こ こ で 電要 なの は ， なか で もベ リ ン ス キ イ の 特別 の 憎悪 の 的 とな っ た の が シ

ュ
ーで ある こ と， そ して そ の シ ュ

ー批判が ， 「幻想的」 の
一

語に 要約 され る こ

とで ある 。

C17） なぜな ら， こ の 語 は ま さ し く彼の 『分身』批 判の 語で もあるか ら

で ある 。
ドス トエ フ ス キイ とベ リ ン ス キ イ の 後年 の 仲違い の 原因 の

一
つ は ， 他

な らぬ こ の 「幻想的 リ ア リズ ム 」 に 対 す る見解 の 相違 で あ り， それ は また ドス

トエ フ ス キ イ の 『分身」 改作に 対す る執念 を生み 出 した 原因で もあ っ た 。

　こ の こ とは ， 『虐げられ し人 々 』 の 執筆 に 際 して ， 『貧 し き人 々 』 の 路線の 深
化 と ， 『分身』 的主題の 新た な表 現方法 の 模索が ドス トエ フ ス キ イ の 念頭 に あ
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っ た で あろ うこ とを 推測 さ せ る 。 『虐げ られ し人 々 』 の 表題が 『貧 し き人 々 』

に 酷似 し ， か つ 『虐げ られ し人 々 』 の 中で 『貧 し き人 々 』執筆の 思い 出 が 語 ら

れ ， その テ
ー マ が形を 変え て 繰 り返 さ れる の もそ の た め で ある （つ い で に 言 う

な らば ， 『虐げ られ し人 々 』に お げる ベ リ ン ス キ イ へ の 言及 がい さ さ か 冷淡 な

の も， お そ ら く同 じ理 由に よ る）。

一 方 ， 『分身』 と 『虐げ られ し人 々 』 を 比較

して 見 る な らば ， 前者 の 失敗の 原因が ， 語 り手 ＝ ズ ボ ス カ ー ル 的第三 者の 視点

か ら ，

一
人の 登 場人 物 の 魂の 分裂 とい う時間的問題を ， 分身 とい う聖 間的 な形

で 描写す る とい う手法上 の 問題 に あ っ た の に 対 し ， 後者で は ， ドス トエ フ ス キ

イ は 彼 自身 の 魂の 分裂 を ， そ の 新 し い 時間的 パ ー
ス ペ ク テ ィ ヴを反映 した 幻想

的時間構造 ， 及び登場人物 の 分身関係的空 間構造の うちに 表現 し よ うと して い

る こ とが 見 て とれ る 。
こ の よ うな形で 彼は 40年代の 自らの 作家 と して の 「挫

折」 （『虐 げ られ し人 々 』 の 当初 の 副題は お そ ら く ドス トエ フ ス キ イ の こ の 意識

を 反映 し て い る ）を一応克 服 した の で ある 。 『虐げ られ し人 々 』 に お い て シ ュ

ー
の 名 が幻想 性 と ともに 言及 され る理 由も作 品史的に は そ こ に ある 。

　周知 の よ うに ，
ドス トエ フ ス キ イは 後年 『虐げ られ し人 々 』 を否 定 した 。 し

か し A ．グ リ ゴ ー リ エ フ の ヴ ァ ル コ フ ス キ イ 批判に 対す る ドス トエ フ ス キ イ の

返答 （1864）Us）は 単純で は な い
。

とい うの は ， まず第一 に は そ こ で 彼は 作品の

意図 と して ， ポ エ ジ ーを持 っ た 二 人 の 人物の 描出 とい うこ とを語 っ て い る の だ

が ，　ドス トエ フ ス キ イは ， 『時代』 誌に お い て は こ の ポ エ ジ ー とい う語 を プ ー

シ キ ン に 関 して しか ， 言い 換えれば 民衆的 とい う意味に お い て しか 使 っ て い な

い か らで ある 。 すで に 見た よ うに ヴ ァ ル コ フ ス キ イ は 彼の 民衆体験の 只 中か ら

生 まれ た の で あ っ て み れ ば， こ の ポ エ ジ ーを 持 っ た人物 とは
一

人 は ま さに ヴ ァ

ル コ フ ス キ イ に 他な らな い の で ある （ドス トエ フ ス キ イ が ヴ ァ ル コ フ ス キ イ の

後裔た る地 下室の 住人を 「民衆的」 と呼ん で い る こ とを思 い お こ して もい い だ

ろ う）。 第二 に は ， 彼は ，
グ リ ゴ ー

リ エ フ を ハ ム レ ッ トに なぞ らえ なが ら ， 同

時 に グ リ ゴ ー リ エ フ は 魂の 分裂を 知 らなか っ た と反論 して い る か らで あ る
。

ドス ト エ フ ス キ イ は 自 らの 魂の 分裂に 絶大な る 自信 と愛着 を 持 ち ， 『虐 げ られ

し人 々 』 の 真 の 課題 は ま さに そ の 魂の 分裂の 描写 で あ っ た と語 っ て い る の で あ

る
。 彼が 『虐げ られ し人 々 』 を否定 した と して も， それは 『虐 げられ し人 々 』

の 時間空間構造お よび テ
ー マ を原基 と して 生 ま れた 『い や な話 』， 『地 下 室の 手

記』 の 成功に 対 す る 自信か ら生 まれ て い る の で ある 。

　 1861年以後 ，
シ ュ

ーの 名は ドス トエ フ ス キ イ の 発言か らま っ た く姿を 消す 。

とは 言え ， そ の こ とは 必 ず し もシ ュ
ーの ドス ト」 ＝ フ ス キ イ へ の 影 響が完全に 消
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滅 した こ とを意味 しは しない
。
119〕何 よ りも重要 な の は 『パ リの 秘密』の 諸人物像

が 『罪 と罰』 の それ一一
た とえ ぽ ソ ー ニ ャ ，

V ル メ ラ ー ド フ
， リザ ヴ ェ

ー
タ ，

ル ー ジ ン
、 ス ヴ イ ド リ ガ イ ロ フ ， ア リ ョ

ーナ ・ イ ヴ ァ
ー ノ ヴナ 等

一 に影をi落
と して い る こ とで ある 。

ラ ス コ ー リ ニ コ フ の 「良心 の 許 しを 得た 殺 人 」 とい う

思想で さえ ，
P ドル フ の 行動思想の 深化 とい う観点か ら見 る こ とも で き る 。

ee）

とは い え もち ろ ん ， 『罪 と罰』 以降に お ける シ ュ
ーの 影響は 『虐げ られ し人 々 』

の 残照 で あ り， 『虐 げ られ し人 々 』 に お ける よ うに そ の 作品講造全体に 関 わ る

こ とは 二 度とない
。 それ は 一 つ に は ， それ以後 ，

シ ュ
ー

を ぎっ か け と して 同 じ

く40年代の 記憶 の 底か ら蘇 っ て来 る ユ ー ゴ ー
，

バ イ ロ ン
，

バ ル ザ ッ ク等 の 影 が

シ ュ

ー
の それ を覆い つ くした か らで あ り， また 一

つ に は ， 『い や な話』， 『地 下

室 の 手記』， r罪 と罰』 と続 く ドス トエ フ ス キ イ の 作品 の 時間空間搆造 の 発展深

化 が ， 『虐げ られ し人 々 』 の それ の 底に あ っ た シ ュ
ー の 影 を時間の 流れ の 奥深

く沈め て しま っ た か らで ある 。 とは い え，
シ ュ

ーが 『虐げられ し人 々 』 を通 じ

て ドス 1・エ フ ス キ イの 40年代の 自己 と60年代の 自己 の 相剋の ， 彼の 過去 と現在

の 相剋の
， 口 火を 切 っ た こ とは 事実で あ る 。

註

　 ド ス ト エ フ ス キ イ の 引用 は 現 行 の ア カ デ ミ ー版 30巻 全集 に
，

シ a
一の 引用 は

，
Eug さne

Sue，
“ Les 　Myst さres 　de　 Paris ”

，　 en 　8　 tomes
，
1922

，
　 Paris

，
　 Ed．　Flammarion ． に ょ

る 。 ド ス ト エ フ ス キ イ が 読 ん だ CTpoeB の 縮 約版 が い か な る形 の も の か は 判 明 し な い

が ，

“Les　Mystbres　de　Paris
”

，　 Ed ．　E ．　Jaloux， 1944． お よび ，

“ Les　Mystbres　de

Paris”

，
　 Liblaire　 Arthさme 　 Fayard．1954e を 見 る に

， 『パ リ の 秘密』 の 縮約版 に は 二

つ の 系 統 が あ る よ うで あ る
。 そ の い ずれ も， 筋 の 流れ を 伝1え る と い う制約 の た め に 原本

の ヒ ュ
ー マ ニ ス テ a ッ ク な 叙述 を短 縮 し

， そ の 結 果 ， そ れ に 反比 例 し て フ ＝ ラ ソ を 中心

とす る 悪 の 世 界 の 描写 が 前面 に 押 し 出 され ， そ の 印象 が 強調 され て い る 。
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（4）　丑ocToeBcKH 葭，　XVIII ，　cTp ，
15．

（5）　双ocToeBcKH 首，
　III

， 335．

（6）　Be朋 HcK 曲 ，　VII，　cTp ， 403．

（7）　Sue
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（8）　Sue
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，
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（9）　マ
ッ ク ス ・ シ ュテ ィ ル ナ ー

， 『F隹
一

者 とそ の 所 有』， 現 代思 潮 社 ，
1982

， p．207．ま た

　当 時 の パ リ の 公 証人組 合 は フ エ ラ ン の 描 写 の 残 虐さ に 憤 慨 し， 『パ リ の 秘 密』 上 演 に

　際 し て そ の 表 現 を緩 和す る よ うシ ューに 要 求 し て い る 。
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（10　な か で も重 要 な の は ， 「病 気」 の 問題 で あ る 。 後に ロ ドル フ 夫人 とな る ダ ル ヴ ィ ル

　公 爵．夫 人 の 夫 は 癲癇を 隠 し て 彼女 と 結婚 し
， 夫人 と そ の 子 に 対 す る 罪 の 意識 か ら 自殺

　す る 。
フ エ ラ ン の 性欲 もま た 癲癇 に か な りよ く似 た 「病気」 の せ い に 帰 され ， そ の 恐

　 ろ し い ま で の 苦悶 の 様 子が 描か れ て い る 。 第二 に シ ュ
ーの ヒ ュー一一　r？ ニ ズ ム の 根底 に あ

　 る 子供 へ の 愛 情で ある 。 『虐 げ られ し人 々 』 末 尾 の ネ リ イ の 幸 福 と そ れ に 続 く死 は ，

　 『パ リ の 秘 密』 末尾 の マ リ イ の 幸福 とそ の 死 に 類似 し て い る 。 ま た その 裁判論 ， 監 獄

　 の 描写 に は ドス ト エ フ ス キ イ の そ れ と通 じる と こ ろ が 多い
。 付 言すれ ば ，

ドス ト ヱ フ

　 ス キ イ は 『ス テ パ ン チ ＝ ヴ ォ 村 とそ の 住 人 』 に お い て 間接 的に だ が シ ＝一を 民 衆作家

　 の 代表 と語 っ て い る
。

（11） 死 の 象徴た る ヴ ァ ル
’u フ ス キ イ の 名は ヴ ォ ル コ ヴ ォ 墓地 を 連 想 さ せ ， 死 の 都市 ペ テ

　 ル ブ ル グ の イ メ ー ジ を 生 み 出 し て い る 。 ま た エ レ ミ ヤ と い う ス ミ ッ ト の 名は 『ニ レ ミ

　 ヤ 書』 を 想起 さ せ る 。
ド ス ト エ フ ス キ イ は こ の 名 を 通 じ て ペ テ ル ブ ル グ を ，

バ ール 神

　の 支配 す る バ ビ ロ ン と同化 さ せ よ うと し て い る の で は な い か と思わ れ る 。

a2　”ocToeBcl くH負，
　III，　cTp ，

313．

（i3　110cToeBclくMta，　IV ，　cTP ，
232．

  　こ れ は 『虐 げ られ し人 々 』 に お に お け る 「幻 の ネ ヴ ァ 」の 唯
一

の 直接 的 な 反 映で あ

　 る
。

  　後 の 『未成 年』 に お け る デ ，f ケ ン ズ 『骨 董 品店』 の イ メ ージ は 原 文 と か な り異 な り，

　都 会的 で あ る 。
こ こ に は シ ・・一の 『パ リ の 秘 密』 の 記 憶が 混 在 し て い る よ うに 思 わ れ

　 る 。

  　皿ocToeBcKH 澂，
　XVIII

，
　cTp ，90・

  　BenHHCKM最，
　VII

，
　 CTP

，
438．

  　nocToeBcKmi，　XX ，　cTp ，
134・

  　た と え ば ドス ト エ フ ス キ イ の ア ソ ・ラ ド ク リ フ 　　こ の あ る意 味 で の シ ェーの 先駆

　者一一一一の 回 想が な さ れ る の が ， 『虐 げ られ し人 々 』 完成直 後 で あ る こ と は 意 味深 い
。

  　マ ル ク ス は ， そ の 『聖家 族』 に お い て こ の よ うな 観点 か ら ロ ド ル フ の 行 動を提 え ，

　 シ ュ
ーを

．
批 判 し て い る

。

皿ocToeBcKH 盤 yl　E）＞KeHb 　C｝o − Hnpl
，

“

BpeM 　fl
”

BpoMaHe

“ yl田 ＞KeHHble 　Pl　ocKop6 孤eHHble
”

KallycHΦyT レIKA从H

　　　3Ta　cTaTbfi　cTaBHT 　ueablo 　nepecMoTpeTb 　oTpa ）KeH ？le　TBopqecTBa 　CK）　B

poMaHe　nocToeBcKoro　
‘‘yHH 冫KeHHble 　H　oclcop6neHHble

”
　H　

I
呈epe3 　sTo 　npoJIHTb

HOBIilfi 　cBeT 　Ha　npo6JfeMy 　KoH Φ調HKTa 　ero
‘‘5ゴ

ア 40−blx　H　60−blx　roAoB 　B　3ToM 　poMaHe ・

　1）　B Φe訓beToHe
‘‘ HeTep6yprcKHe 　cHOBHAeHHH

”

vlMfi　Clo　cToHT 　B　rleHTpe 　HoBoVI
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  BpeMeHH6fi  fiepcrreKTliBbr  ,I[[ocToeBcKoro.  3Aecb no ¢ ToeBcKuil  BclioMHHaeT

  ero  
"HapH>}ccKHe

 TavaHhl"  tlePe3  Hepe}KuBaHMe  KaToprH.

2) DTa HoBafi  BpeMeHHti"  llepcffeKTHBa  nocTOeBcKOrO oTPa)fcaeTcfi  H  B  nBofi-

  HOth  BPeMeHHOit  CTPYKTYPe  
"YHX>ICeHHblX

 H OCKOP6"eHHblX",  H  3neCh  HM"

  CH) CTaBHTCfi  B ee  IleHTPe.

3) Bam{oBcKHti, I<al{ onHueTBopeHne  3na, Bo  MHOrHx  OTHOmeHH"x  HaHOMHHaeT

  ¢ epaHa,  cKpblToro  repofl-sroHcTa  
'`I'IapH>IccKnx

 Taim".  C  coqHonorHqecKova

  TOUKH  3PeHMH  OePaH flBnfieTCfl OJIHMM  X3  Ba>KHethllIVIX llPOTOTHrrOB  Ba"KOB-

  cl<oro  (cBfi3HBa}olueta o6oux  TeMoth  flBnfieTefi y6HvacTBo Aouepva oTqoM).

4) Ho  corlocTaB"el-IHe  
"YHH)KeHHIilx

 H  ocKop6neHHblx"  H  
"MepTBoro

 ,qoMa"

  noKa3blBaeT,  rlTo,  B  6oJee ocHoBHOM,  B ncHxonorHyecKoM  nnaHe,  BamCoBcl<Kva

  Bhlllle" Irf3 CPeAbl  KaTOP>KHOPO  HaPOAa.  OH nPeJ[CTaBJIAeT  C060th  MPagHYK}

  rny6HHy  KaTop>KHoro  HapoAa,  H AocToeBcKHti pacKpblBaeT ncHxOnOrHgecKylo

  rJry6HHy  
"yHH>+<eHHblx

 M  ocKop6neHHblx"  n}oneth  Hepe3  Hero.

5) OPHrHHanbHOCTb BPeMeHHOta  CTPYI<TYPbl  
"YHX>KeHHblX"

 MOHCHO  YBHneTb  H

  B  ABoilHKuecKoM  oTHomerlHth  BanKoBcKoro H l'IBaHa. Y  Hvax  o6LllHe  ncnxo"o-

 pxqecKHe  llpecTynJIeHvafi.  6one3Hb  I.IBaHa He  gTo  HHoe,  KaK  HaKa3aHMe  3a  gTo

 fipecTynJIeHHe  (ffcmxonorngecKoe y6gthcTBo HeBecTbl,  noTepfi  
"nogBhl").

6) "YHH>KeHHble
 va OCKOP6"eHHliIe"  fiBnaroTCfi  BPeMeHHrkM  va3"O>KeHKeM  KaTOP>K-

 Horo  nepe>KliBa}mH  ,[EocToeBcKoro,  H  npH  sToM  BamHo  To,  HTo  6one3Hb  ItlBaHa

 HpHBOn"T  ero  He  K  cMepTH,  a I{ nepepo>KneHmo.  3To'r o6pa3  MBaHa cHMBo-

 xu3HpyeT  caMoro  JIo¢ ToeBcKoro  B 1861 rony.

7) HoBa"  BpeMeHHaA  nepcneKTMBa  nocToeBcKovo nOKa3blBaeT  H TO,  gTO,  B

 
"YHMMceHHblx';

 oH  fiepecMaTpHBaeT  Bclo  eBoK) rrpoJllnyK) nlicaTe"bcl<y}o  va

 unTaTenbcKyK)  nefiTenbHOcTb,  HaH"Hafi  c  Clo, "6eA}lblx
 nH)nen",  va KoHga"

  J[LHKKeHcoM. C  TogKK  3peHHfi  pa3BHTHfi ero  TBopueeTBa,  MO>KHO  cKa3aTb,  gTo

 B 
"･YHH)KeHHblx"

 y ,IEocToeBcKro  6bino TpH  3aJlagH:  a)  yrny6neHHe pyMa-

 HH3Ma  
"BenHblx

 mo2zen",  6) Hcl<aHHe  HoBoir  {PopMbi  BNpa>lceHMA  TeMN

 
",IIBOthHHKa".

 B) H  TeM  C}IHTe3I{POBaTb  PeaJIHCTHgeCKOe H  opaHTaCTHgeCI<Oe
 B  oaHo.
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