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最 近 の ソ ビ エ ト 散 文 に お け る

俗 物 根 性 （MEL ［IAHCTBO） の 問 題

小　　 野　　 理 　　 子

〔1 〕

　F。ニ コ ラーエ ワ が長篇 r闘 い は や まず』 （BHTBa　B　nyTH ） を発表 し た の は ，

1957年で あ っ た 。
ス タ ーリ ン の 死の 夜 の モ ス ク ワ と い う，きわめて シ ョ ヅ キ ン

グな場面 で は じまる こ の 小説は ， しか し単な る暴露的読物に お わ らず ， 機能上

の 欠陥
’
こ は そ しらぬ顔 で 生産台数を上げる突力老の ト ラ ク タ ー

工 場 長や，それ

が ま か り通 る周囲 の 状況を ，

一
人 の 主 任技師 の抵抗を通 じて描 き，現代 ソ ビ エ

ト社 会に 生 きる人間 の 政 治的責任 と主体性 を ，深 く経済構造 に ま で眼 をすえ つ

っ 問 い か けた点で ，まさ に 無葛藤理 論克服 の 記念碑的作品 と な っ た の で あ っ た 。

　官僚主義や ，生産現場 で の 指導上 の 欠陥を徴 判す る文学作品 は ，すで に 1950
年頃か ら 目に つ きは じめ て い た 。 オ ヴ ＝一チ キ ン の 農村 ル ポ ル タ ージ ュ ， ア ン

ト ーノ フ の 『長雨』 （員o＞iC双H
，

1952） や テ ソ ド リ ャ
コ フ の 『悪路』 （yxa6bi ，

1953）等 の
一連 の 短篇，また ， ＝ ・　＝ ラ ーエ ワ 自身の rMT 　S所長 と主任農業技

師の 物語』 （n ・ BecTb ・ 11・peKT・pe　MTC ・i　rnaBH ・M　arp ・・…
，
1954）な ど

が それで ある 。 しか しそれ らは ほ とん ど批判 の 対象を個人や極 く一部 の 現 象に

限定 し て い た 。 否定面が否定面 と して ， 正 面 きっ て追求され るの は ，・
や は b

1954年 の 第 2 回全 ソ 作家大会と，と りわ け 1956年 の 第 20回 ソ 連共産党 大 会を

経 て の ち の こ ととなる 。 それは ， 個人 崇拝 の もとで の 不正 義一 社会主義的民
主主 義 の 原則か らの 逸脱一 に 対す る告発 ともな り，一方で は ， ア ク シ g

一
ノ

ブ ら若い 世代 の ， 自分た ち は違 うん だ ， 自分た ち は もっ と違 っ た 生 ぎ方を して

み せ る ん だ ，とい う強 い 自己主 張 と もな っ て ， 50年代後半か ら 60年代初頭 に

か けて の ソ ビ Z ト文学 を い う ど っ た の で あ っ た 。

　しか し， 過去 と周囲を 批判 した眼 は ，や が て 現 在 と自分 自身に 向か ずに は い

ない 。 60年 ご ろ を境に 急速 に ひ ろ ま っ て来た現代 ソ ビ エ ト人に お け る小市民性
・俗物根性一

すなわ ち Mell：aHcrBO の批判的追求 の 傾向は ， い わゆ る 「凝 し
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い 人間 象」 「現代の 英雄 」 の 探求と表 裏
一

体を な して ，今 日の ソ ビ エ ト文学 の

中心問題 とな っ た と言 え よ う。

　 しか も こ れ が ，ソ 連社会で 物質的安定 と科学技術 の 驚異的進歩が たたえ られ ，

わが国は すで に 階級対立を止揚 し全人民国家と して 共産主義建設 の 時代に 入 っ

た ， と ソ 連政府な らび に 党が宣 言 した の と，ほ ぼ時期を 同じ くし て お こ っ た こ

とを見逃 すわ け に は 行 か な い 。 （ヴ ォ ス トー クー号一 1961年，新綱 領採 択 の 第

22回党大会 も同年 。 ）

　ア グ ロ ノ フ ス キ ーと い うth　一チ ェ ル ク作家の書い た 『未来か らの ル ポ ル タ ー

ジ ュ 』 とい う本に ，僻地に 赴任 した 娘が非常な高給を取 る の で ，古い ボ リ シ ェ

ビ キ で ある両親が お どろ く場面が あ っ た 。 わた した ち は 革命の た め に 働い て お

金を も うけよ うな ん て 考えも しな か っ た ， と母親が言 うと，父親 の 方が ， い や ，

当時 ソ ビ エ ト権力 に は 金を支払お うに もそ の 力が な か っ た だけ だ，今は 払え る

ん だ か らい い じ ゃ ない か ， となだ め る の だが ，生産力 の 向 上 とそれ に 伴 う物質

的繁栄を共産主義 へ の 至上 の 条件 と して ， 給与に も物質的刺戟を大幅に と り入

れ ，生活が ゆ た か に な りさえすれ ば人 間精神は 向上す る の だ ，と い っ た理 論は ，

60 年頃か ら よ うや く支配的に な りつ つ あ 6 た 。 （そ の 中心 が時 の 首相兼党第一

書記 フ ル シ チ ョ フ で あ っ た こ と は 言うま で もな い 。 ） そ の よ 5な中で 交学が ，

逆 に 人間 の うち に ひ そむ 遅れ た部分一 MeLllaHCTBO を主 要なテ ーマ に して 行

っ た とい うこ とは ， 常に 現実 の社会 ・素顔 の人間か ら出発 した P シ ア ・リ ア リ

ズ ム の伝統か らすれば当然 とは 言え ，興味深 い もの が あ る
。 先進的な る べ ぎ革

命五十年 の社会に ，未だ こ の よ 5な現象が あ り， こ うい う人間が の さば っ て い

る，こ れ を い っ た い ど う考え る べ ぎか ，ど う解決すべ きな の か一 作家た ち の

こ の 問 い か けと，それ を受け とめ る読者乃 至 は 批評家 の 反応 を，本稿で は 入 手

で きた範囲 の資料に もとず い て 考察 し て み た い 。

〔2 〕

　1963年 に ， ニ コ ラ イ ・デ メ ソ チ エ フ （HHKo 」納 皿eMeHTbeB
，
1927 レ ＝ ソ グ

ラ ード生）と い う作家が ，『タ チ ヤ ーナ ・ベ ロ
ー

ワ の 結婚生活 』 （3aMyx〈eCTBO

TaTbffHbl　6enOBofi） とい う小説 （pOMaH）を出 して い る 。 女主人公 の タ チ ヤ ー

ナ は ， レ ニ ン グ ラ ー ドの 労働者家庭 に 生まれ ， 製図係と し て ある研究所 に 勤 め

る うち ， 将来有望な青年技師に そ の 美貌 と才気を見そ め られて結婚 した 。 立派

な住 宅 ， 可愛 い 子供 ，良入 の愛，経済的安定一
ど こ か ら見 て も非の うち ど こ

ろ の な い 暮 ら しを して い る彼女は ，しか し自分の 生活が何か も っ とも大切な も
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の
一 qTo −To 　caMoe 餓 aBHoe − ｛を欠 い て い る こ と を 感 じ て お り，そ の 空 しさ

が 日 を 追 うて 強 く彼女を苦 しめ は じめ る 。

　腕 ききの 研磨工 で ある実家 の 父 は ，申 し分な い 主婦の 母親 と二 人，自力で 郊

外に 家を建て ，菜園を つ くり，何不 自由な く自分た ちを育 て て くれた が ，今に

し て思えば あらゆ る社会活動に一 組合 に も後輩の 養成 に も
一

そ っ ぽ を向き，

ひ たす ら自己 の 巣を守 っ て ，「誰 に も迷惑 は か けず，誰か ら も迷惑を蒙 らず」

を最高の モ ッ トーに 生きて 来た エ ゴ イ ス トに過 ぎな か っ た 。 （こ の 父 の 俗物性

へ の 批 判は ， タ チ ヤ ーナ と対照的 に 早 く親か ら独立 する妹 ス ベ 1・ラーナ の 言動
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 こ わ く

を通 して 展開 され る タ チ ヤ ーナ 自身，青年技師 ア ナ トー リ イ に 接近 し，蠱惑 し

た の は ，もの こ こ ろつ い た時か ら女 の 入生 の 目標とし て 教え られ て 来た ，有利

で安易な生活を保証す る結婚 の 条件 に ， 彼がぴ っ た りだ っ たか らだ 。 こ の 小説

は ，タ チ ヤ ーナ の 一人称で 語られて い る が ， 作者デ メ ン チ エ フ は ，ア ナ トーリ

イ との 愛の場面で っ ね に 彼女が っ め た く醒め て 相手 を観察 し て い る さ まを た く

み に 描 い て ， そ の 「愛」 が実 は打算の 上 に 構築 された もの で ある こ とを ， はや

くか ら読者に 暗示 して い る 。 そ して 相手 の ア ナ トーリ イ もまた ，そ の よ うな

「愛」 に ふ さ わ しい俗物で あ っ た 。 彼の関心 は ，準備 しつ っ あ る博士 候補論夊

の内容一 物体の 拡散に 関す る力学の法果一 よ りは むしろ ，学位取得に よ っ

て 得られ る もろ もろ の 栄誉 と物質的充足，つ ま り快適な生活 に あ っ た 。 だか ら，

論文審査 の 直前 に 共同執筆者の オ レ グ が論文 の 結論に 矛盾する あ た ら しい 実験

結果 を測定 し，学位取得をあきらめ て そ の解明に と りくん だ時 ，ア ナ トーリ イ

は周囲 の 人 の 「まず学位を取 り， そ の の ち次 の 研究段 階に 進め ぱ よい 」 と い う

すすめ に 唯唯と し て応 じた の で あ る 。

　 タ チ ヤ ーナ は そ ん な オ レ グに ひ か れ，一度は 真実 の愛を見 っ けた ，と思 う。

が ， 学間 上 で も日常生活で も妥協を知らぬ 奔放な生 き方 に つ い て 行けず一 t

レ グ も彼女を愛 して い た の だが一 俗物 ア ナ トーリ イとの 安定 した結婚生活を

え ら ん だ 。 そ して今 「28才で ， 美人 で ，申しぶ んな い 健康体」 の ソ ビ エ ト女性

タ チ ヤ
ー

ナ は ，つ ま りわ た しは 生 きて い る ん じ ゃ な くて ， た だ 存在 して い る だ

けな ん だわ一 〇nHPII　l　 c刀oBoM ，　cyuiecTByto ，　 TonbKo 　 cyL［lecTByK ］Jl」 一と絶

望 の 叫びを あげて い る の で あ る。

　 こ れに 似た表現は ，現代 ソ ビ エ ト文学で一度な らず見 る こ とが で きる 。 た と

え ば ，か の テ ン ド リ ャ
コ フ は ，1959年，長篇 『光陰矢 の 如 くに して 』 （3a

6eryUIViM　JCHeM ） の 第
一

章 に ，画家 に な ろ うと志 し て 果 し得ぬ 若 い 主 人公 の 感

慨を こ う書 い て い る 。 Ho　cyuiecTBoBaHHe − He ＞KH3Hb ．（2） 存在は 生活に あらず
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’四’°°
Q

　 さ て ，『タ チ ヤ ー
ナ ・べ ” 一ワ の 結婚生活』 の 翌年 ， 1964年 3 月 号 の 雑 誌

《・ 一
ヴ ・

・ミ ール ＞＞は ・ヴ ・
一 リ ・リ パ ー

ト フ （B… lb 跏 aT 。・
， 1927 チ タ

生 まれ）の 中篇 r他人』 （Lly 冫Koil ）を掲載 し て い る 。 こ の 作品 は ，発表直後
か ら く＜文学新聞》や 《コ ム ソ モ ール ス カ ヤ ・プ ラ ウ S

”
＞＞で お お い に 聞題 に され，

その 後も ブ Pt フ マ ン らに よ っ て 論 じ られ て い るが ，中年の機械設計技師チ ェ レ

プ ニ ン が ， み ずか ら 「中 くらい の 人 間」
− cpe 双H 贈 tlefloBeK 一 と称 し，む

ず か し い 事は わか らぬ ，自分は 食 べ て 飲ん で 寝 て働い て愛 し て 本 で も読ん で い

る の が 一
番ふ さ わ しい の だ か ら ， 過大な要求をっ きっ けた り英雄的生 き方を求

め た りしな い で くれ ，と主張 し，そ の よ うな 暮ら し を通そ うと して ，妻や義理

の 息子 サ
’一

シ ャ の て ひ ど い 反撥に あ う話 で ある。

　作者 リパ ー
ト フ が ，そ の 頃中国で 展開 されて い た 「中間人物論 争」 に つ い て

知 っ て い たか ど うか ，仮 りに 知 っ て い た とすればど の 程度に か ， 残念なが ら今
の と こ ろ筆者に は ま っ た く判断の 材料が な い 。 た だ ，「平凡人 の ささや か な仕

事」 は ， ロ シ ア 文学史上 ，1880年代の通俗1乍家ボ ボ ル イ キ ン や ポ タ ペ ソ コ ら に

よ っ て ひ ろ くふ りまか れ ，ソ ビ エ ト文 学史家に よ っ て 「典型的町人道徳」 と よ

ば れて い る 考え方で あ る こ とを附言 してお こ う。 ポ タ ペ ン コ の 中篇 r英雄な ら

ざ る 者』 （He　repo の の 登易人物 の 「人に は それぞれ 自分を役立 て る こ との で

きる小 さな場 所が あ り， ど うして も大事業をや ろ うな どと考え る必要は な い の

だ
。 何か 役に 立 つ こ とを し た まえ ， それ で もう君 の 存在 の プ ラ ス が あ っ た わ け

だ 」 と言 っ た せ りふ は ，しば しぽ 引用 され る もの で あ り ， リパ ー ト フ もお そ ら

くは こ うした事実 を ふ まえ て チ ェ レ プ ＝ ン を創 り出 した と思われ る の で ある 。

〔3］

　
r他人 』 に は ， チ ＝レ プ ニ ン に対立す る形象と して ，コ ム ソ モ ール の 活動家

で 夜の パ ト ロ ール を し て い る サ ー
シ ャ ， そ の 母で ， こ の小説の 冒頭 チ ェレ プ ニ

ン と再 婚する女医 の イ リーナ ，イ リーナ の 母 で 元小学教師 ＝ レ ーナ お ば あ さん

の 三 名か ら な る 「オ ゾ ーリ ン ー
家」が置か れ て い る。 彼 らは 町 の 人び とに 敬愛

され ，お た が い 同士 もぴ っ た り気 の 合 っ た うち うち
一一一一CBO ｝1一 で あ り，そこ

に 入 りこ ん で 来た チ ェレ プ ＝ ン は ， 遂に 他人一 qy ｝K 磁 一
の 域を一

歩 も出 る

こ とが で きな か っ た 。 教養や ス マ ートな外貌や人づ きあ い の よ さ に もか か わ ら
ず，彼 の 本 質が結局 オ ゾ ーリ ン ー家 の 人間性，ひ い て は ソ ビ エ ト社会その もの

と あ い い れぬ MeLUaHHH で あ っ たか らだ，と作者 リパ ー トフ は 言お うと して い

るよ うで あ る 。 設計技師と して は 一流 の 能力を もち （若 い設計士 が 困 っ て い る

図面を ひ と 目み て ， 問違 い を指摘 して や る場面），主任技師の 椅子 に 野望が な

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
一 60 −一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Russian Scholars

NII-Electronic Library Service

Japanese 　 Assooiation 　 of 　 Russian 　 Soholars

い わけ で もな い が ， 決 して 無理は しない 。 それ よ り五 時に な れ ば 緑 に か こ まれ

た オ ゾ ーリ ソ 家 に 帰 り，エ レ ーナ お ぽ あ さ ん 手作 りの 冷 ス ープ に 舌 っ づ み を う

ち ，樹蔭 の 揺 り梼子 に すわ っ て ．魅力的な妻を相手に 警句を とば し て い る方が ，

ず っ と快適だ か らで ある 。 チ x レ プ ニ ン は あ らゆ る種類 の フ ァ ナ テ ィ ク を 軽蔑

し ， 人生に よけい な摩擦をお こ さぬ こ とを景上 とす る 。 浮気を して も，妻 に 知

れ て彼女を苦 しめ る よ うなこ とが なけれぽ ， か まわ な い ……
。

　 チ ェ レ プ ニ ン の こ の 事な か れ主 義 ・人間的頽廃を，批評家 ス ミ ル ノ ワ は ，リ

パ ー ト フ が 「わ れわれ 一人一人に っ きっ けた 」 問題 と して と らえ て い る 。 しか

し
一
方で ， ソ ビ エ ト社会に は 一

般的に 言 っ て 「こ の よ うな MeLl ：aHHH が 育 つ 基

盤は 無 い 」 の だ か ら，彼の特殊な ビ オ グ ラ フ ィ が もっ と書 きこ まれ て い な けれ

ぽな らない ， と主 張す る 。
f4］

　 これに 対 し ド ゥ ジ ン ツ ェ フ は ， r他人』 の 作者が， 作中 の オ ゾ ー
リ ン ー家 と

一緒に な っ て チ ＝ レ プ ＝ ソ を 厳 し く批 判し よ うとす る あま り，せ っ か く立体的

に 描 き上 っ た，か な り魅力ある人物で あ る チ ＝レ プ ＝ ン 艨 に ，強引に 欠陥を押

しつ けす ぎた 感が ある ，と説 く。 また今 日 ， チ ェレ プ ニ ソ の 好む緑深 い 庭や 揺
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ボ　　 ル　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ガ

リ椅子や ，サ
ー

シ ャ の 恋敵で ある教擾の 息子が乗 りまわ す 自家用車で も っ て ，

beremaHCTBO の 指標 とする の は ， 陳腐 で は な い か ， 作品 の 弱さ は む し ろ ，作者

が肯定的入物 と して 押 し出そ うと し て い る オ ゾ ーリ ソ
ー

家 の 形象が ， 厂ア ン ケ

ー ト的」
一 ・＝ L レ ーナ お ばあ さん の っ れ あい は革命家だ っ た と か ， イ リーナ の

亡夫は 勇敢な将校 と して 大 戦で 戦死 した とか一 に 終始 し ， 実際 の 行動を通 し

て思想を 展開する に 至 っ て い な い 点に あ る 。 例 えば隣家に は ス タ
ー

リ ン 時 代は

ぽを ぎか した 官僚主義者が居 て ， そ の 子供は す っ か りぐれ て い る の だが ，そ の

子に 援助の 手を さ しの べ る こ と もし な い で 自分たち の 「革命的家庭」 を守 っ て

来た オ ゾ ー
リン

ー
家は ， チ ＝ レ プ ニ γ に 負けな い Me ［llaHe 以外 の 何者で もあ

るま い ， と ド ゥ ジ ソ ツ ＝フ は 喝破 して い る 。
（5｝現 代に お ける肯定的主人公の 発

見は ， けだ し至難 の 業 と言 うべ ぎで あろ うか 。

〔3〕

　か っ て ゴ ーリ キ ーが，世界文学史上 は じめ て 階級的な光を あ て て 『俗物根性

覚え書』 （3aMeTKif　o　MeuraHcTBe
，
1905 ） を書 き， 人類 の進歩を妨げ る反動的

イ デ オ ロ ギ ー
と して MeLuaHcTBo の 本質を完膚な きま で あば い た 時 ， そ の 特徴

は お よ そ次 の よ うに 列挙 されて い た 。 すなわ ち ，奇形的 な まで 発達 した所有感

覚 ； 自己 の 内外 の平安 を守ろ うと の 希求と，その 平安 を乱 し うる あらゆる事態
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へ の たえ ま な い 恐怖 ； こ れ まで 保 っ て きた 精神的 バ ラ ソ ス や人 生 へ の 自己 の 判

断を狂わ せ る よ うな事に で くわすと，一刻 もは や くそ の 説 明を求め て 焦 る が，

それは 新 しい 事を正 し く理 解 しよ うと して で な く， 単に 自己弁護の 必要か ら で

ある……等 。
t6｝（20年後に 書か れた ク リ ム ・サ ム ギ ン の 形象が，こ れらの 性質を

あ ま ね く附与され て い る の は 興味深 い 。 ）

　 由来，所有欲は 俗物根性の 筆頭に 挙げられ て来た もの で あ り （ゴ ーゴ リ， ト

ル ス トイ ， チ ェ
ーホ フ ， そ して 今世紀初頭 の ， 批判的 リア リズ ム の 流れを くむ

作家た ち も例外で は な い ）， ゴ ーリ キ ーの 新 しさは ， こ れ を入間の 本性とか ，

個人の資質とか に 帰する の で な く，人間が人間を搾取 して 肥 る階級社会 の ， 支

配階級 の 属性と して 明確に した点に あ っ た 。

　 しか し，それか ら六十年を経て ， ソ 連邦 の版図で は搾取関係が存在 しな くな

っ た今 ， 俗物根 性を あ い か わ らずみ が か れた家具や窓辺 の 花や ，美味飽食や 自

家用車で 象微させ る こ とに 疑問を抱 くの は ，ド ゥ ジ γ ツ ェフ ー人で は な い 。 物

と人間 との 関係を執拗に 問 うた 近作に は ，た とえぽ エ ヴ ゲ ーニ イ ・
ク ト ゥ ゾ フ

の r敷居に た た ずむ な』 （He　cTo自 Ha　nopere
，
1967）が あげ られ る 。

　主人公で ある若い ジ ャ
ーナ リス ト の セ ル ゲ イ は ，腹 一杯た べ ，土 曜 に は 風 呂

に 入 っ て ビール を飲み ，ス ポ ーツ 欄を読み ，時に は投書を し，宝 くじを買 っ て

ひ ょ っ と した ら モ ス ク ビ ッ チ （小型乗用 車）が 当るか も ， と胸 をと きめ か せ て

い る よ うな，多 くの 入 の 俗 物的暮しを軽蔑 して い る 。 しか しまた ， 今は 年金生

活者の 母親が ，民生委員の よ うな仕事を か っ て 出 て ， 親の な い少女に奨学金を

取 っ て や っ た り，い ろ い ろ 苦心 して い る こ とに も冷淡だ 。 母親 は そ ん な 息子を

た し な め て ，俗物根性は入間の物に 対する，あ るい は 他の 人間 に 対 する態度の

中に 求め るべ ぎもの で ，物 自体に あ る の で は な い ， 人 間 は 可能な範囲 で 便利に

美 し く暮らそ うとする の だ し，そ の こ とは何 ら人間を卑 し くする もの で は あ り

ませ ん ， と言 う。 こ れ に 対 して セ ル ゲ イ は ， 人に は それぞれ持ち分があり，世

界は それ で保たれ て い る 。 誰 も彼 も創造的な仕事が で きる わけ で な し， 電車 の

車掌が掌宙の神秘 を と ぎあか そ 5と腐心 する の は こ っ けい なだ けだ，と答え る 。

人それぞれ の 持ち 分一 Ka ）iCJ［OMy 　CBoe 一
とい う思想は ，　 r他人』の チ ェ ［／ プ

＝ ソ に 通ず る 。 実際 セ ル ゲ イ は ，編集局に 来た 投書に よ っ て あ るX 場 の 大 きな

不正事件 の 調査 に 派遣 され た時 ， た しか に 不正 は あ ると感じなが ら ， 証拠が た
　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　ゆ　　　　　　　の
め の 困難さ の 前に ， 編集長 の 暗暗裡 の もみ け し の 意向に 従 っ て い い か げん な記

事で お 茶 をに ご す の だ 。 ど うせ 力 の 及 ぼぬ こ とはや め て お く，とい うこ の 主人

公の 哲学は ，同 じ事件を追求 して 逆に 中甥記事捏造の 責任を問われ た同僚記者
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や 男ま さ り の 仕事に ぶ っ か っ て 行 く主人 公の 恋入 ナ タ ーシ ャ を通 して 批判され

て い るが ，主 人公は，結局，編集局をや め て パ ミ
ー

ル 探険隊 ：こ 志願 し，新規 ま

きな お しを は か る ，と い うと こ ろ ま で しか 書けて お らず，物質的充足が は た し

て 人間精神を高め る もの か 蝕ば むもの か 一 一女性 の 化粧や モ
ー ドと俗 物恨性に

関す る ナ タ ー
シ ャ の 議論 もふ くめ て

一 は ， 作者 に と っ て も未解決の まま に残

された よ うで ある 。

　 こ の ほ か K）．カ ザ コ フ は ，56年 の 『小駅 に て 』（Ha 　 noncTa ｝IKe ）以来 ，61年

の 『ヶ ・セ ラ セ ラ 』 （Tparm−Ba 測 ），62 年 の 『ア ダ ム と イ ヴ 』 （AnaM　pr　EBa）

と一貫 して ，才能ある個人が社会と の 相互関係に お い て 問われ るべ き責任に つ

い て 追求 しつ づ けて お り， A．グ ラ ーニ ソ が 科学の 世界で の Me 田 aHCTBQ に 正

面か らい どん だ長篇 『雷雨をつ い て 』 （倣 yHarpo3y ） は ，1962年度 の ソ ビ エ

ト読書界を 文字どお り席巻 した の で あ っ た 。 （こ の年 の暮れに ソ ル ジ ヱ
ニツ ィ

ン の 『イ ワ ン ・デ ニ ソ ビ ッ チ の
一

日』が出 て い る1。 ）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 さつ

　さら に 前出 C，ア ソ トーノ ブ の 近 1乍 『裂か れた ル ーブル 札』 （Pa30PBaHHblA

py6nb ，
ユ966） は ， 人間 が人間 に 対して 友で ある べ き社会主 義社会に お ける，

許すべ か らざ る背徳 の 女性関係を と りあげ ， 新人・Bn．マ カ ーニ ン は ， 長篇 r一

直線』 （1
’
IPAMafi　ill・IHMfi ，1967）で ，グ ラ

ー
＝ ン や デ メ ソ チ エ フ の 主人公たち よ

りさら に
一世代若 い 二 人 の 数学者を主人公 に ， 今 日 の 知識人青年層の 生活意識

を浮 ぎ彫 りに して み せ て い る 。 また 9．ア イ ト
ー
？・一トフ の 『さ らば ，グ リサ ル

イ ！』（npo皿 誼 ，　ryrmcapbl！　 1966）は ，広大な キル ギ ス 高原 を背景 に ，名馬の

一・deと い う特異な世界を 描 きっ つ ，ソ ビ エ ト市民の 責任を ，共産 党 員の それ と

して ぎわ め て 高次 の 段階 で 煮つ め よ うと した力作で あ っ た 。

〔4〕

　上記の い くつ か の作品 の概観か ら も察知 され る よ うに ，文 学が あ くま で 人間

とい う具体的な形象を通 して作者 の 芸術的 イデ ー（∋CTeTHgeCKHva 　nAean ）を表

現す る も の で あ る以上 ，現代社会に お ける Me 皿 aHcTBo を追求 し よ うとすれば ，

か な らず主 人公の 問題が生 じて 来る 。

　すで に 1959年の 第 3 回全 ソ作家大会に 際 し て ， ソ 連共産党中央委員会は ，

勤労人民の 英雄性 と ， 共産主義を め ざす闘争の 偉大 ざを は っ き りと示す よ 5な

文学 作品 を期待する ， と い うメ ッ セ ージ を送 っ て い たが ， 1962年 ， 63年に な る

と ， フ ル シ チ ＝ フ ，イ リ イ チ u フ （当時イデ ri“　Pt ギ ー問題担当 の 党書記 ， 65年
解任）ら党 と政府の 幹部が ， 文学者 ・芸術家 と数次に わ た る会合 を持 っ て ，文
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学 ・芸術が も っ と緊密に 人民の 生活に 結び つ くな らば ， 上記 目的 の 達成は か な

らず可能で ある と強調 した 。

　凡百 の 作家 の 眼 に は た だ挫折 と混迷 の み が映 じて い た 今世紀初頭 の ロ シ ア に

お い て ， ゴ ーリ キ ーが 『小市民た ち 』 （iMeurai ｛e） の ニ
ー

ル を 見 出 し，　 r敵』

（BparPi）の 労働者群像を見出 し，『母 』 （MaTb） の ヴ ラ ーソ フ 母子を見出 した

よ うに ，すで に 今現実 の ソ ビ エ ト社会 に 生まれ っ っ ある 「明 日の 人 間 」
一 共

産主 義的人間像を 発見 し形象化す る こ と は ，た し か に 60年代 ソ ビ ニ ト作家の 最

大 の 課題で あろ う。 また ，そ こ に こ そソ ビ ＝ ト文学が 世界文学の 中で はたす先

進的役割が ある とす る，ソ ビ エ ト文壇の 気負い も，理 解で きな くは な い 。 事実 ，

A ・ク ズ ネ ツ ォ フ の 『伝説 の 続 ぎ』 （1
’
lponofl｝KeHMe 　nereHnbl

，
1957）の 若者や ，

B・コ ジ ェ ヴ ニ コ フ の rバ ル
ー

エ フ で す ， よ ろ しく』 （3HaKOMbTecb，　 BanyeB　1

1960） の 幾人 か の 中心 入物 ， B．ビ ニ ドヌ ィ の r娘たち 』（八eBqaTa ，ユ961） の

愛ら しい トーシ ャ は ， わ れわれ 資本主義国に 育 っ た 者 の 思 い も よ らぬ ，集団主

義的人間 の 美 し い 断面をか い ま み せ て くれた の で あ っ た 。

　 しか し，芸術的 イデーの表現が ，時に は グ ロ テ ス ク な否定的人物や ， 抱腹絶

倒 の 諷刺劇 の 形を と り 5 る こ とが忘れ られ ，

一
方的 に 社会の 肯定面 だけを押 し

出す こ とが 作家 の 党派性 で あ り人民性 で ある か の 如 く言わ れ か ね な か っ た こ の

60年代中葉に ，テ ン ド リ ャ
コ フ が 『か げ ろ うの 命』（Ho 皿eHKa − BeK 　KopoTKh 藍

，

1965）を 書 ぎ， B．シ ョー ミ ソ の 『一っ 家 の 七人 』 （CeMepo　 B　 onHoM 　AoMe ，

1965）が出た こ と は ，注 目に あた い す る 。

　テ ソ ドリ ャ
コ フ の こ の 中篇は ，

コ ル ホ ーズ の 養豚係 と してすば らし い 繁殖成

績を あげて労働膜範に な り， コ ル ホ ーズ あげて の 結婚式を祝わ れ ，畜 産活動者

会議の は なばな しい 演壇 に 立 ち
一

と い う，

一
見 ， われわれが よ くグ ラ フ 誌な

ど で 見る ，健 康美あふ れ る ソ ビ エ ト女性 の典型 の よ 5な女主人 公 ナ ス チ ャ が ，

途中か ら い つ わ りの 記録 の 上 に ま っ りあげられ ，権力に お もね る コ ル ホ ーズ議

長に あや つ られ て ，つ い に 豚舎に 火を放 っ て破減す る に い た る悲劇を描い た も

の で あ る 。

　もとも とナ ス チ ャ は ，お とな しい 娘だ っ た 。戦争で 婚期 に 遅れ ， 病 ，身の 母 を

か か え て ， 仕事 の で きる娘 と言 われ る こ とだけに 生 きが い を感じて い た 。 気に

入 りの 豚に ，失恋 した 男 の 名を つ け て 可愛が り，管理 部 の 怠慢で 薬品 が間に あ

わな ければ ，町 の 薬局に 出か け て身銭を切 っ て ま で ， 疫病 の 蔓延を ふ せ い だ 。

そ の よ うな彼女 の 善意を ，議長 は 最大限 に 利用 し ， 好結 果は コ ル ホ
ーズ の も の

に し，責任 は 個人 に 負わ せ る 。 そ の た め ナ ス チ ャ は ，仔豚 の屍髏 を 秘 密に 埋 め
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て ，頭数 の 水増 しを する こ とを お ぼえ，次第に 深み に は ま っ て 行 く。 そ の 一
歩

一歩追 い っ め られて 行 く心 理描写 は ， こ の 作者な ら で は の 迫力で ある が ，同時

に ，ナ ス チ ャ の成績を 「コ ル ホ ーズ の 旗」 と して 宣伝 しなが ら，嘘が 発覚 して

も
一

切責任は 自分に か か らぬ よ 5に して い る典型的 な官僚主義者の 議長 ， さら

に 議長 を し て その よ うな処生術を 身に つ けさぜ た ，国家の 農業行政そ の もの へ

の 批判に も，た しか な もの を感 じさせ る 。

　他方 B．シ ョ
ーミソ は ， もっ と自然主義的な手法で ，ウ ォ ト カ に 明け ウ ォ ト

カ に 暮れ る ， しか し こ れ も階級を問 うな ら ソ ビ エ ト労働者階級 以外 の 何者 で も
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　ロ　　　の　　　■
な い 人び と の 日常を ， え ん え ん と描写 して み せ た 。 《ノ ーヴ ィ

・ミール ＞＞誌で

た っ ぷ り80頁分書 きこ んだ こ の 中篇 （UOBeCTb と名づ けられ て い る） に は ， 家

族 の い さ か い ，隣人 の 軋轢 ，ア ル コ ール 中毒，は て は殺人事件 まで 登場す る が，

大 きな筋 の展開は な く，読者は ， 何 ともや りきれぬ 読後感を味わ い っ っ ，こ の

連中に くらべ た らそれ で も自分 の 方が ま しだ ， と思 うの で は な か ろ うか 。

　これら の 作品 に 対 し て は ，積極的評価と な らん で ，む ろ ん 手 ぎび しい 批判が

待 っ て い た 。 新聞 《農村生活》は ， テ ン ド リ ャ コ フ を 「誠実 に 人民に 奉仕 し て

い る コ ル ホ ーズ を侮辱する作家」 と非難 した と 伝え られ ，
i7｝ シ 。

一 ミ ソ に 関 し

て は ， 《交学新聞》 が 7 月末か ら 3回に わた り4 名 の 執筆者を っ らね て r一っ

家 の 七人』 批評特集を行 っ たが ，［S］ そ の 途中で 《プ ラ ウダ》が ル キ ーソ 署 名 の

『単なる真実 の み せ か け』（nyl〈HH 　IO．
，
・rlHLIIb　BHJInMocTb 　npaBnbl

，
11aBr．1965）

を発表 した の で あ る 。

　前者の テ ン ド リ ャ
コ フ 非難は ， ソ連で 時に み うける ， 文学作品 を あま りに 現

実に ひ きっ け た 読み 方か ら生 じ た事件だ が ，後者 の 議論 は 否 定的現象を描 く問

題全般に か か わ る も の と し て見すごすわ け に は 行か な い 。

　ル キ ーソ 論文の要点は ， シ ・
一 ミ ン が描い た よ うな暗黒面一

町はずれ の住

入の 社 会的無関心や ア ル 中や殺人事件等一 は ，た しか に 少 しは 存在す る，が ，

こ れ ら 「真実の 断片」 「瑣末 の 真実」 （nOnfi　upaBAbl ，
　Me πKaH 　llpaB ！la）に 眼 を

うばわ れ て ，か え っ て ソ ビ ニ ト社会 の 「大な る真実」（60nbmafl　npaBJ （a）を見

えな くす る こ とは 正 し くな い ，と言 5に ある 。 そ して ，酒を の む た め に働い て

い る よ うなみ じめな 日常性 に 埋没 して い る登 場人物たち （と りわ け戦争 の 犠牲

者た る 「お ふ くろ さ ん 」） に 対する作者の 眼差 しが あ た た か く ， 筆が うた が い

もな く才筆で ある だ けに ， こ うした 瑣末な真実の
一面的描写は ，「大 なる虚偽」

（60」hmafi 　HenpaBAa ）に 通ず る危険 さえあ る ， と主張する。

　しか し，こ の 論文は 一
つ の 重要な こ とを見落 して い る よ うに 思わ れる Q それ
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は ，あらわ れた 形 と して は 幸 い に 少数部分で あ っ て も ， は た し て シ ・
一ミ ン の

描い た El：界が ， 現在 ソ ビ ＝ ト の 多数の 人閭の精神構造に ，ま っ た く無縁な の か

ど うか ， と言 うこ とで ある 。

　 テ ン ド リャ コ フ の 『か げろ うの 命』 を読ん だ ソ ビ エ ト読者は ， お そ ら く， か

つ て 畜産を驚異的 に の ば して フ ル シ チ ョ フ 自らに 英雄とた た え られ た リ ャ ザ ン

州の 幹部が ，実 は隣 の 州か らひ そ か に 買入 れた もの を 国家に 納 め て い た事件を

思 い 浮か べ た で あろ うし，また，ア ル コ
ー

ル の 弊害が ，

一
部企 業で か な り深刻

な生産阻害要因に な っ て い る こ とが ， こ こ 二 ・三 年の ソ ビ ＝ トの 新聞で は 問題

に されて い る。
シ ョ

ー ミ ン は ， 多 く の 人間が 潜在的 な 形 で か か え て い る

MeuraHCTBO を む き
F
出 しに つ きつ ける こ とに よ っ て ，問題提起 と した の で は な

か ろ うか 。 現象の根元をえ ぐる べ き作者の 眼が あ い ま い で 作品を低調に 終 らせ

て い る として も ， そ の こ とは ，こ の よ うな現象 を文学 で と りあげる べ きか と り

あげ るべ きで ない か ，とい ｝議論で は 解決 しな い だ ろ う。

　既成画壇をす るど く批判 しつ つ ， 自ら も社会 との 聞に 確固 とした紐帯を見出

し か ね て い る rア ダ ム とイヴ』 の 画家 の 悩み は ， こ の 小説の すば ら しい 風景描

写 が示 すよ うに 非凡 の 才 を抱 い た ， カ ザ コ フ 自身の 苦悩を ぬ きに して は 考え ら

れず， rか げろ うの 命』 の 議長 の 形象は ， なが く地方で組織活動に従事 して来

た テ ン ド リ ャ コ フ 自身の は げ しい 怒 りな く して生ま れ得なか っ た で あ ろ う。 青

年医師 ア ク シ u
一ノ フ の 出発，物理学者グ ラ

ー
ニ ン の 達成 ，また然 りで ある 。

　批評家 H．ジ ュソ イ テ ィ は ， 文学の 教育的効果を重視す るあ ま り現実 を理 想

化 して描 い て は な らな い ，青年 の 教育は 文学以上 に 実際生活の中で 行わ れ るも

の で あ っ て ，現実美化の 文学は ， 真実で な い ゆえ に か え っ て青年 をそ こ な う，

と の ぺ たが ，

【91 こ の 一見 きわめ て常識的な見解が ， 今 日 ソ ビ エ ト批評界に お い

て は ，傾聴 さ るべ き多 くの もの を含ん で い る と言わ ねば な るま い
。

〔5〕

　ジ ュ ソ イ テ ィ は r英雄 の
“

両 翼
”
』 と題す る上記 の 論文に お い て ，英雄に っ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ＝　　　ボ　　　ス

い て の 古典的な分類 （第一は 民族叙事詩 の 英雄 の 肉体的優秀 さ や超 人的知恵 ，

第二 は 民謡や歴史物語中の
一

見ふ つ うの 人間が ，ある ド ラ マ チ ッ ク な状況 で 発

揮す る英雄性）を見た の ち に ，
一時流行 した 「わ れわ れ の 生活 自体が美的な の

で あ る」 （HpeKpacHoe− 3To ＞Ku3Hb ） と い う考え方は ま らが っ て い る ， こ の 論

法 に したが えば ，よ く働 ぎ， 妻や 子を愛 し，とい っ た ご くあ りきた りの こ とが ，

あた か も英雄的 行為 の ご と くに な っ て しま うが ， 平凡 な日常 （6yAHH） は し ょ
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せ ん 6ynHH に す ぎず ， 英雄は 英雄的状況に お い て の み 生まれ る の だ ， と の べ

て い る 。

　ジ ＝ ソ イ テ ィ の 言 は そ こ で 終 る が ，こ れ を も う少 しっ ぎつ め て 考え る な らぽ ，

今 日 ソ ビ エ ト文学が英雄性に 乏 しい とすれ ぽ ，現実 の 生活 自体が あま りに 日常

的一6yA 翩 一 に す ぎる の で は な い か ， とい う疑問 に 到達す る 。 精神的 に 行 ぎづ

ま っ た主人公が探険隊に 入 っ て 大 自然に 挑み ，モ ス ク ワ の 俗物ど もに 反撥 した

青年が シ ベ リ ア の 建設 現場に とび こ ん で新 しい 人間関係を発見す る ，と言 っ た

テ ー
マ は ， 労働が人間を つ くり，労働者の 中に こ そ労働者階級 の モ ラ ル が ある

と い う限 りに お い て 正 しい
。 しか し社会の 全成員が パ ミ ール や シ ベ リ ア に お も

む くこ とが で きない 以上，モ ス ク ワ の 事務机 の 周 囲に も英雄性 は 存在せ ねば な

らず ， 新 しい 共産主 義的入間関係の 確立，俗物根性の 絶滅の ため の たた か い は ，

社会 の あ らゆ る 分野で 行わ れね ぽな らぬ は ず で ある 。

　現代 ソ ビ エ トの代表的交芸評論家 ヴ ィ タ リー ・オ ーゼ ロ フ は ， 近著 r ソ ビ エ

ト文学の 半世紀』 （no 册 eKa 　coBeTcKo 盞 nmepaTypbI ，1967）で ， 「闘 い の パ ト

ス 」 （Ha Φoc　60Pb6bl） と題す る
一
節を もうけ ， 「ソ ビ エ ト作家た ち は ，現代性

を相対立する諸側面 ・諸傾向 ・諸現象の 闘争，敵対的で は な い が 極め て鋭 い 諸

矛盾の 闘争 と して描出す る こ とに ，ます ます確信を深め っ つ あ る」 と の べ て い

る 。 し か しこ の 闘争は ， オ ーゼ ロ フ に よ れ ば ， 「新 し い もの の た め の 闘争」

（60Pb6a　3a 　HOBoe ）と規定 され る 。
「ソ ビ エ ト文学 の 肯定的主人公 の 活動 の も

っ とも主要な点を
一

言 で 言 うとすれ ば ， 新 し い もの の た め の 闘い の パ トス と し

て規定す る の が一番適 当だろ う。 経済に おけ る ， 政治に お ける ， 生活習慣に お

け る新 しい もの の た め ，人間相互 の 関係に お ける新 し い もの の た め ，自分自身

の 内な る新 しい もの の た め の ……
」an

　そ し て ，それを さまた げ る 旧習墨 守者 （PYTMHePtSI）とたた かわ ねば な らぬ ，

と言 うオ ーゼ ロ フ は ， しか し ， 矛盾が敵対的 で な い ，とい うテ ーゼ に こ だわ る

ゆ え に ， 激 しい 階級闘争を反映 した 20 − 30年代文学 の 緊張 と ド ラ マ チ ズ ム を

現代文学が欠 くこ とを認め つ つ も ， それを心 理描写の 充実 そ の 他の む し ろ技術

的な方向で解決 し よ うとす るの で ある 。

　また ， 1967年 1 月 27 日の 《プ ラ ウ ダ》無署 名論夊 r時代か ら立ち 遅れ る と

き』 （Korna 　oTcTafoT 　oT 　BpeMeHH ） は ， 現 代文学の 欠陥は 文学が時代に 立 ち

遅れ て い る こ と とむすび つ い て い る，こ れ は 単に 現実 の 反映が お そ い と言 うに

とどま らず ，一部の文芸雑誌 の 美学的な も の の 見方が現代の 要求に 立ち遅れて

い る こ とを意味す る ， と し て ， 《ノ ー
ヴ ィ

・ミー
ル ＞＞誌 と 《オ ク チ ャ

ーブ リ》
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誌を ともに 批判 し （前者に は 現実描写 の
一

面 性 ， 後者に は 主 観的批評と芸術的

に 低 い 作品 の ある こ との ゆえ に ），両誌が 不必 要な 対立 を やめ て団 結す る よ う

に よ び か けて い る が ，こ の 場合は ，何に 対 し て 団結す る か ，と言えぽ ，敵は 外

国の ブル ジ ョ ワ イデ ri”　 Pt ギー
で あ る 。 それは 「現在 ， 社会主義が世 界発展に 寄

与す る の は ， 何 よ りも自己 の 範例 の 肯定的力 に よ っ て で ある とい う認識」 か ら

出発 して お り，外部か らの イ デオ ロ ギー侵 略に 対 して ソ ビ エ ト 文学 の 純潔性を

守る ， とい う立場に 立 っ て い る 。

　 こ の 立 場は ， ソ ビ エ ト連邦に おけ る マ ル ク ス 主 義美学の教典 とな っ て い る

rマ ル ク ス ・レ
ー

＝ ン 主 義美学の 基礎』 で ，すで に 見 られ た もの で あるが ，

tan

第 22回党大会後い っ そ う固定化 され た感が ある。 ア イ トマ ー ト フ の rさらば ，

グ リサ ル イ 1』 の 主人公 タ ナ バ イが ， 個人崇拝の 極端に ぎび しい 条件下 に ，
コ

ム ＝ ス ト の 良心 に か けて コ ル ホ ーズ を守ろ うと した 行為を，口 を そろ えて 賞讃

す る批評家たち は ， しか し ， タ ナ バ イ の 苦 しみ の原 因は幸 い に も今や 永久 に 根

絶 され た ， と断言する 。
an だ が完全に 現代 とか か わ りあ い の な い こ と で あ るな

ら，なぜ ア イ トマ ー ト フ は こ の 小説を書 き ， なぜ読者は 感動を もっ て 読む の で

あろ うか ？

　 MetqaHcTBo の 問題を ，精神構造の 分野だ けで と らえ ， 実践活動を ぬ きに し

た 文学 の 上 だけ の イデオ ロ ギ ー闘争に よ っ て 追放 し よ うとする の は ，一種 の 観

念論に堕する もの で は ない か と筆者は危 惧す る 。

　『他人』 の チ ェ レ プ ニ ン に つ い て ス ミル ノ ワ も言 っ た 「こ の よ うな Me ！llaHHH

の 育っ 現実的基盤が 今 の ソ ビ エ ト社会に は 無 い 」 の か ど うか ，も う一度考えて

み る 必要が あ る だ ろ 5 。

　批評家 の 中に は ，闘 い の 必要 な こ と は わ か るが ， 相手 （敵）が 明 らか で な い

の で ， MelllaHCTBO に 対する 闘 い を外国 文化一
般 や イ ン テ リ ゲ ン チ ャ 全体 へ の

攻撃にす りか え て し ま う場 合さえ見 うけ られ る。 例えば ロ バ ーノ ブ の r開化俗

物根性 』 （「lpocBetueHHoe　Mell ：aHcTBo ）は ，現代の俗物根性がさま ざまな交化

的 ・科学的 な言辞を 弄す る こ とを 指摘 し た の ち （実は こ れ は
“
現代

”
に か ぎ

らな い の だが），彼が最近故郷 の 村で会 っ た ， 12 個 の 勲章を持 つ 大戦 の 勇士 で

黙黙 と仕事 に は げむ 農民を紹介 し ジ トル ス ト イ描 くと こ ろ の ト ゥ　
一一シ ン 大尉 を

彷彿とさせ る こ の よ うな人物 こ そが ロ シ ア を救 っ て 来た の で あ り，我が国民 の

信念 と希望であ る ， と結論 して い る 。
ca こ れは い さ さか極端な例 で あろ うけれ

ど も， rソ ビ エ ト文化全体」 と 「外 国 ブル ジ ョ ワ 文化」 を現代の 主要 な対立 と

して
一

面 化す るな らぽ ，それは ロ シ ア の 国民性 へ の 無条件復帰 と容易 に 結合 し
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うる こ とを 示 して い る
。

　 また ，こ の よ うな 「保守主 義」 に 対抗 して ，逆に 科学 ・技術の 進歩こ そ が現

代社会 の 運 動の 決定的要因 で ある とす る文学者 も少な くは な い
。 ヤ ノ ブ は ， 肯

定的主人 公 とは 「美点の よ せ あ つ め 」 で は な く ， そ の 人間 の 果す 厂社会的機

能」 に よ っ て決 ま る の だ と主張 して い るが，20年代 の 英雄 コ ル チ ャ
ー

ギ ン の単

な る 自己犠牲で は ，現代社会 の 複雑な悪 と は 闘え ま い ， と言 う。
コ ル チ ャ ッ ク

や ウ ラ ソ ゲ リや飢饉 とたた か っ た集団 〈Mbl ＞の 力で な く， 現代科学 に 精通 した

創造的個性 くfi＞が 必 要な の で ある t「4一 と。

　こ の 論 文を掲載 した 《文学 の 諸問題》誌は ，同時に モ チ ャ シ ョ フ の 討論を併

載 して ， 20年代主人公の集団主義 と自己犠牲は 没個性を 意味す る も の で な く，

か え っ て そ うした 闘争の 過程 で 彼らの 〈fi＞は 確立 し，ゆた か に な っ た こ とを立

証せ しめ て い る が ，ヤ ノ ブ は もと よ りモ チ ャ シ ョ フ に して も，オ ーゼ 卩 フ に し

て も，科学 ・技術 の 進歩を は じめ あらゆる新 しい もの 〈HOBoe ＞は ， 不可避的
に 階級性 を帯び っ っ 人 間社会で作用する こ とを，ほ とん ど意識 し て い な い よ う

に 見え る 。 卑近 な 例 を と る な ら，企業へ の オ ー ト メ ー
シ ョ ン の 導入 とい う

〈HOBoe ＞は ， 労働時間 の短縮 ・作業 の 軽減を もた らす こ ともで きれば ， 非人間

的労働強化と巨大な利潤率の 上昇を もた らす こ と もで きる の で あ る 。 L
’
た が っ

て 「新 し い もの の ため に 」（3a　HOBoe ）とい うx ロ
ー

ガ ン の 基礎に は ， まず 「誰

の た め に 」 （3a 　Koro ） とい う問題が 横たわ っ て い る は ずで あ ろ う。

　 「発展 とは 対立物 の
“

闘 争
”

で あ る」（Pa3BvaTlie　ecTb
“ 60pb6a”

npeTHBo ．

llono ＞KHocTe ”）か と い うレ ーニ ン 哲学 ノ ー トの 言葉は ，事物 の 発展 の原 動力が

内部に ある こ とを 意味 して い る 。 外国か ら の イ デ オ ロ ギ ー侵略に 対す る防衛を

強調す る結果 ， ソ ビ エ ト社会 の 内で 現実に あ る矛盾を正 し く把握 し，そ れ と正

し く闘 うこ と を 軽ん じ る な らば ， ソ ビ エ ト文学は 萎縮を免れ ず，同時に それ は ，
一

っ の 国 に は 二 つ の 文 化 一 支配す る老 の 文化と支配され る も の の 文化一

が ある と レ ーニ ソ も指摘 した ， 外国交化自体 へ の認識を もあや ま る こ と に な

ろ う。

　MelllaHCTBO を ほ か な らぬ 階級的なイデオ ロ ギーと して とらえ た ゴ ー リキ ー

以前 の 美学に 逆 行す る こ とな く， それ と の 闘い を位置づ け る時，現代 ソ ピ ェ ト

丈学 の 主 人公 は ，F存在」 か ら真 の 「生活」 の 高み に 飛躍 す る こ とは 疑い な い 。

注（1）　AeMeHTbeB　H ・3aMy 冫KecTBo 　TaTbnHbl　BenoBo 敢．　PoMaH　ra3eTa ，　N95 ， 1964　r．
　　CTP ・90・

（2） T ・HAPHK ・B　B π ・3a　6eryUaHM　nHeM ．　M36paHH ・Ie　np 。a3Be 皿eH 朋 B2T ・ Max ，
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