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19世紀 ロ シ ヤ に お け る 雑階級 的

イ ン テ リゲ ン ツ イ ヤ と そ の 性格 に つ い て

村　　井　　研　　治

　 「イ ン テ リゲ ン ツ イ ヤ 」 とい う語 が 19世

紀 卩 シ ヤ社会に そ の 源 を もっ て い る こ とは

周知 の こ とで あ るが，こ れ は ま た，当時の

「雑階級人」 （Pa3HOgliHUbl） ともきわ め て

密接な 関連を も っ て い る こ とに 注 目すべ き

で あ る。イ ン テ リ ゲ ソ ツ イ ヤ の 特性 として

は 種 々 挙げられ るが，そ の 中で も第一
に 重

要 な要素は 「知識の 所有」で あ る 。 と こ ろ

が 知識 を独占 しえ た 階級 は，歴 史的 に は ま

ず貴族 で あ っ た が ，こ の 貴族 の 特権も時代

の 推移 と ともに 次 第 に 破 られ る よ うに な っ

て きた。こ こ に 雑 階級人 の 形成 を み た が，

雑階級人 こ そ イ ソ テ リ ゲ ソ ツ イ ヤ の 一
特性

「非身分性 」， 「非階級性 」 をもっ とも よ く

表わ して い る典型的な例 とい え る 。

　 「雑階級人」 は ロ シ ヤ 社会独特 の 言葉 で

あ il　J そ れ だ け に また，そ れ は ロ シ ヤ 社会

独 特の 現象で もあ る。こ の 現象を 生 ん だ P

シ ヤ の 当 時の 歴 史 的 ・社 会的 要因 は，次 の

こ とに 求め られ る 。 すな わ ち ， それ は 1）苛

酷な農奴制下 に お け る資本主義的生産関係

の 漸進的な発達と両者の 矛盾，2）それに 伴

な う階級の 分解過程，3）教育の 普及と教育

施設網の 拡大，高等教育出身者 の 国家社会

に よ る 要請，4）ピ ョ
ー

トル 1世 制定 の 官等

表　（Ta6enb　o　 paHrax）制度 とい わ ゆ る

「勤 め上 げた 」官吏 の 世襲貴族 へ の 昇進 の

可 能性 等 で あ る。

　1） 農奴制経済 の 基本部門は 農業で あ り，

それ は い わゆ る 「自然経済 」 の 支配を特徴

とし て い た が ，農民は 地主に 全 入格的に 依

存 し，強制労働の 状態に お か れ た農民に 農

業経営が委ね られ て い る 以上 1 そ こ か らは

技術 の 進歩 も機械 の 利用も出な か っ た 。こ

の こ とは 収穫率 に 反映 し た が ，他方資本主

義的生産関係 の 形成 と発達に 伴 ない 農産物

の 霈要が増え，こ の こ と と低収穫率との 矛

盾が顕著に な りだ した 。 す る と地主た ちは ，
一

方 で は農奴制経済固有 の 搾取形態
一

賦

役労働 と年貢
一

に 頼 りなが らも，他方で

は 農奴制を 支持す る立 場 に あ る彼 らが 資本

主義的商品生産 に も手を 出 しは じめ た た め ，

農奴制 の 崩壊 と資本主義の 進展 とが ま t ま

す促され る こ と とな っ た 。
こ の こ とは 「地

主に よ るパ ン の 製造 とそ の 販売 は，す で に

古い 制度の 瓦解 の 前兆 で あ っ た 。 」とい うレ

ー
ニ ン の 言葉に よ っ て も っ と もよ く表わ さ

れ て い る。

　2） 資本主義の 発達に 伴な っ て 階級 の 分

解過程 が は じま り，各階層内に もそ れ ぞれ

異質「生が見られ る よ うに な っ た 。
こ の 異質

性 は 貴族層に も見 られ，彼 らは財産や富の

規模 の 上だけ で なく，出身 の 上 か らも同質

なもの で なか っ た。19世紀30年代 の 中葉 に

実施 さ れ た第 8 回人 口 調 査 に よれ ば ，　「領

地 を 持 た ない 貴族や，農 奴 の 所 有数20人 以

下とい う小貴族が ロ シ ヤ の 全貴族 の 約60％

を構成 し て お り，そ の 層 の 比重は ます ます

増大 し続けた 。」とい わ れ る 。 彼らは 自分 の

経済的地位を 失 っ た の み な らず，社会的 ・
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政治的特権をも失 っ た の である。すなわ ち ，

彼らは 分解 し ながら
一

連の 下級官吏，雑階

級的イ ン テ リ ゲ ン ツ イ ヤ の 構成員とな っ て

い っ た 。

　3） 以上 の よ うに 階級分解 に よ っ て 零落

した貴族 もあ っ たが，逆に 貴族外か ら教 育

を身に つ け上 昇 した もの もい た。こ れ を促

した もの は 教育の 普及 と教 育 施設綱の 拡大

で あ るが ，こ れの 必要性 こ そ国家社会の 要

請に よ る もの で あ っ た。官吏，主 と して内

務省 の 文官 の 養成を 目的 とす る ＜ UaPCKO・

ce恥 CK 磁 mlneta ＞ は じめ そ の 他 の リ ツ ヱ

ーや，法 務省官吏を 養成す る法律学校 は ，

貴族の 子弟の た め の 身分的 ・特権的な教育

機闘で あ っ た が ，後ヤ ロ ス ラ ヴ リの く 皿e−

manoBCKoe 　 yuHnHme ＞ は 貴族以 外に 雑 階

級人を も受け 入 れ，ユ834年 リ ツ ェ　・−ge本 法

の 適用を受け て い る 。 ギ ム ナ ジ ヤ は貴族 の

ほ か ，貴族外 の 子弟をも受け入 れ て い たが，

非貴族出身者の 率が 増す に っ れ て，政府 は

一
方 で は貴族 の み の 特権的寄宿学校 〈 B」

−

aroponHblM 　 naHCHOH ＞ を 独立 させ ，他方

で は授業料の 制定 そ の 他 の 行政的方策に よ

っ て，ギ ム ナ ジヤ へ の 彼らの 入 学 を 制限 し

よ うと した ほ どで ある 。 以前は 貴族ギ ム ナ

ジ ヤ の 特権 と考え られ て い た 「卒業時の ユ4

等官の 資格」 は 1849年 に はすべ て の ギ ム ナ

ジ ヤ に 与 え られ た。 ロ シ ヤ の 大学 の 歴史は

ユ725年に は じま るが ，もっ ぱ らくrlaHcHoH＞

や 〈nlaueti〉 で 教育を 受け て い た 大多数 の

貴族 の 子弟は 大学 に 無縁で あ っ た 。1809年

の 「官吏採用試験 に 関す る法令」 で 「貴族

は 大学教育を 受けれ ぽ昇進 で きる。」　旨が

提起され た が，効果 は な か っ た。学生数を

増 し て も結局 は 雑階級人の 数が増 えた だ け

で あ っ た。こ の よ うに 教育を 受け る非貴族

出身者 の 数が増大す る と と もに，教育施設

の 数も増えて い っ た。す な わ ち ギ ム ナ ジ ヤ

や 大学 の 他，高等師 範学校，測 量学 校，建

築学校，工 業専門学校，鉱 山技師 専門学校

等 も開設 され た。

　4）　雑階級人 の 主 な代表者 は 官吏，医者 ，

教 師 だ っ たが ，当時 の 卩 シ ャ は 何 よ りも官

吏優 先 の 社 会 で あ っ た。元来 リ ソ ェ
・一もギ

ム ナ ジ ヤ も卒業と同時に 国家勤 務に 入 る特

権 と資格を貴族 に 与え て い た が，官吏 の 不

足 に よ り，政府は 非貴族出身者に も こ の 道

を 開か ざるを え な くな っ た。か くて 教育を

身に つ け，国家勤務に 入 り，永年勤め 上 げ

た 彼 らは ，一
定 の 官 等 を 得 て 世襲貴 族

（1856年12月 ま で は 8等官以上 ） と な っ た 。

ベ リン ス キーは 「官吏層は 化学的熔鉱炉の

よ うな もの 」 と述 べ ，こ こ を通 っ て 種 々 の

階級出身者が 「こ れ ら階層 の もつ それ ぞれ

の 外貌を 失い ，父か ら息子 へ と移 る に つ れ

て 旦 那 と な っ た 」 とい っ て い る 。
こ の こ と

こ そ 〈Pa3Hbl註 の qHH ＞に 由来す る と考 え

られ る ＜Pa3HOgHHUbl＞な る 語 を もっ と も

よ く示 す内容 で あ ろ う。

　 したが っ て ，あ る 時期に は 厂貴族 」 と し

て 登 録 さ れて い て も，実は 以上 の 意味 で雑

階級人 で あ っ た もの が 多か っ た 。
B ．r．ベ リ

γ ス キ ーの 父 は 海軍軍医 とな り，勤め 上 げ

て 8等官 とな っ て 世襲貴族 を得 た 。
Φ．砥

ドス ト エ フ ス キ ーの 父 ぽ 司祭 の 息 子 で あ っ

たが ，医者 とな り勤め 上げた宋，世襲貴族

に な っ た 。
M ．B．ペ トラ シ ＝ フ ス キ

ーの 父

は ウ ク ラ イ ナ の 領地 を 持た な い 貴族の 出身

で あ っ た が ，医 者 と して 勤 め 上 げ，4 等文

官に な っ た 。ん n ・チ ェーホ フ の 祖 父 V：農

奴 で あっ た が，金を 払 っ て 自由 の 身 とな っ

た 。 父は 町人，本 人 は医 者 とな り作家 とな

っ た。H ．A ．ドブ ロ リ ューボ フ や H．r．チ

＝ ル ヌ ィ シ ＝フ ス キ
ー

の 父 は 司 祭 で あ っ
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た 。 M ・ゴ リ キ
ー

は 指物師を 父 と し ，染物

業者 の 娘 を母 と し て い た 。

　か くて各種身分出身の イ ン テ リゲ ン ツ イ

ヤ は，社会的意義 の み な らず政治的意義を

も獲得 しくPa3HoqHHqbl＞は 〈」［eMOKpaTbl ＞

と同意語 とな っ た と さえ い わ れ る 。
レ ーニ

ン が ロ シ ヤ 解放運動 の諸 段 階 を 指摘して

1861年〜1895年を くPa3HoqKHcK繭 eTan ＞

と した の も故あ る こ とで ある。
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