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【 審 査 結 果 】  

チ ャ ラ コ ヴ ァ・マ リ ア ⽒ の 博 ⼠ 学 位 請 求 論 ⽂「 漱 ⽯ と ド ス ト エ フ ス キ ー に お け る 近 代 ⽂ 明
批 判 」 に つ い て 、 論 ⽂ 審 査 と ⼝ 述 に よ る 最 終 試 験 （ 公 開 審 査 ） の 結 果 、 審 査 委 員 会 は 、 ゼ
イ ン ⼀ 致 で 同 ⽒ に 博 ⼠ （ ⽂ 学 ） の 学 位 を 授 与 す る こ と が 適 当 で あ る と の 結 論 に 達 し た 。  

な お 、 最 終 試 験 は 、 2023 年 7 ⽉ 29 ⽇ 14 時 か ら 約 2 時 間 か け て 、 総 合 ⽂ 化 研 究 所 会 議 室
に お い て 対 ⾯ で 実 施 さ れ た 。 審 査 委 員 会 は 、 前 ⽥ 和 泉 （ 主 査 ）、 友 常 勉 （ 主 任 指 導 教 員 ）、
イ リ ナ・ホ ル カ 、沼 野 恭 ⼦（ 東 京 外 国 語 ⼤ 学 名 誉 教 授 ）、柴 ⽥ 勝 ⼆（ 埼 ⽟ 学 園 ⼤ 学 教 授 、東
京 外 国 語 ⼤ 学 名 誉 教 授 ） の 5 名 か ら 構 成 さ れ た 。  
 
【 論 ⽂ の 構 成 】  
本 論 ⽂ の 構 成 は 以 下 の 通 り で あ る 。  
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【 論 ⽂ の 概 要 】  
 本 博 ⼠ 論 ⽂ は 、 夏 ⽬ 漱 ⽯ と ド ス ト エ フ ス キ ー の ⽂ 学 作 品 を ⽐ 較 ⽂ 学 の ⽅ 法 論 を ⽤ い て 対
照 す る こ と に よ っ て 、両 者 に 共 有 さ れ て い る 、単 な る 影 響 関 係 を 超 え た テ ー マ 群 、世 界 観 、
そ し て 「 統 ⼀ 概 念 と し て の 共 感 」 を 導 き 出 そ う と す る も の で あ る 。  

そ の よ う な ⽬ 的 の も と 、 次 の 三 点 か ら 考 察 が ⾏ わ れ て い る 。 ① 漱 ⽯ ⾃ 筆 資 料 を 分 析 し 、
森 ⽥ 草 平 の 証 ⾔ を 再 検 討 し 、漱 ⽯ と ド ス ト エ フ ス キ ー の 関 係 を 時 系 列 に 沿 っ て 捉 え な お す 。
② 漱 ⽯ と ド ス ト エ フ ス キ ー そ れ ぞ れ が ⽣ き た 時 代 の 歴 史 的 な 背 景 ・ 社 会 情 勢 を 考 慮 し 、 そ
こ に 共 通 す る 主 題 ・ ⼼ 理 的 構 造 を 解 明 す る こ と 。 ③ 漱 ⽯ の ド ス ト エ フ ス キ ー 受 容 後 に 書 か
れ た 『 明 暗 』 に お け る ド ス ト エ フ ス キ ー の 影 響 の 有 無 を 検 討 す る 。  



 第 ⼀ 章 で は ⽇ 本 と ロ シ ア の 両 国 と も に 「 周 辺 ⽂ 明 」 と し て 遅 れ た 近 代 化 の プ ロ セ ス に ⼊
り 、 と も に 帝 国 主 義 の 道 を 選 ん だ が 、 教 育 政 策 に 相 違 が あ り 、 そ れ が ⼆ ⼈ の 作 家 の 作 品 に
影 響 を 与 え て い る と さ れ る 。  
 第 ⼆ 章 で は 、 漱 ⽯ ⽂ 学 に お け る ド ス ト エ フ ス キ ー の 直 接 的 な 影 響 関 係 を ⾒ 定 め る 。 漱 ⽯
が 、森 ⽥ 草 平 が 提 供 し た 英 訳 の『 ⽩ 痴 』を 読 み 、「 誇 張 」で あ る と 酷 評 し た こ と は 知 ら れ て
い る が 、 本 論 ⽂ で は ⽇ 記 を は じ め と し た 調 査 に も と づ い て 、 ド ス ト エ フ ス キ ー そ の も の を
読 破 し た の は 1915 年 11 ⽉ か ら 1916 年 3 ⽉ 半 ば ま で で あ る と い う 蓋 然 性 が 提 起 さ れ る 。  
 第 三 章 で は 両 作 家 に み ら れ る ⻘ 年 と い う テ ー マ が 、『 未 成 年 』と『 三 四 郎 』を 通 し て 検 討
さ れ る 。そ の 際 に 近 代 化 を 背 景 と し た「 ⽗ の 不 在 」「 ⽗ と の 不 和 」が 共 通 性 と し て 指 摘 さ れ
る 。 ま た 同 時 に 、 東 京 と ペ テ ル ブ ル グ と い う 都 市 の 歴 史 と イ メ ー ジ の 相 違 が 指 摘 さ れ る 。
さ ら に 『 野 分 』 と 『 地 下 ⽣ 活 者 の ⼿ 記 』、『 罪 と 罰 』 を ⽐ 較 対 照 し 、 下 層 社 会 に ⽣ き る も の
た ち の 類 似 性 と 、 漱 ⽯ 作 品 に お け る 「 ド ス ト エ フ ス キ ー 的 な 登 場 ⼈ 物 」 の 造 形 が 指 摘 さ れ
る 。  

第 四 章 で は 、『 ⽩ 痴 』と『 こ こ ろ 』の 近 似 性 が 検 討 さ れ 、社 会 が 経 験 す る 悲 劇 と そ れ を 超
え て い く 世 代 へ の 期 待 、 功 利 主 義 と 帝 国 主 義 に ⽀ 配 さ れ た ⼈ 物 像 と い う 共 通 性 が 指 摘 さ れ
る 。 た だ し 漱 ⽯ の ⼥ 性 描 写 （「 お 嬢 さ ん 」） は 静 的 で あ り 、 そ の 点 で ド ス ト エ フ ス キ ー と の
相 違 が 存 在 し て い る 。  

第 五 章 で は 『 罪 と 罰 』 と 『 そ れ か ら 』 が 検 討 さ れ る 。 近 代 の 論 理 に ⽀ 配 さ れ た ⼈ 物 た ち
と い う 共 通 性 が そ こ に あ る が 、 前 者 は 「 ⾮ 凡 ⼈ 」 論 た め の 思 想 殺 ⼈ 、 後 者 は 「 名 誉 」 の イ
デ ア の た め に 相 ⼿ を 捨 て る と い う ⾏ 為 が あ り 、 そ れ ら を 振 り 返 る こ と で ⾃ ⾝ の 過 信 を 思 い
知 る と い う 過 程 が 類 似 し て い る こ と が 論 証 さ れ て い る 。 さ ら に そ れ ら の 過 ち を 通 し て 「 新
⽣ 活 」 に 踏 み 出 す 結 論 に お い て 、 ⼥ 性 の 役 割 に 課 さ れ て い る 意 味 が 相 似 し て い る と 指 摘 さ
れ る 。  

最 終 章 は『 明 暗 』の 検 討 で あ る 。『 明 暗 』に 着 ⼿ す る 前 に 漱 ⽯ が ド ス ト エ フ ス キ ー を 読 ん
で い た こ と を 踏 ま え 、 津 ⽥ ‐ お 延 の 関 係 に ⾒ ら れ る カ ー ニ バ ル 性 や 、 先 ⾏ す る 作 品 に は み
ら れ な か っ た 「 わ ざ わ ざ ⼈ の 厭 が る や う な 事 を 云 つ た り 為 し た り す る 」 ⼈ 物 の 造 形 な ど 、
漱 ⽯ の ド ス ト エ フ ス キ ー 受 容 が ⾒ い だ さ れ る 。 た だ し 、 そ こ に 類 似 性 が 存 在 し て も 、 そ れ
が か な ら ず し も 直 接 的 な 影 響 関 係 に も と づ く も の で は な い こ と が 指 摘 さ れ る 。  

各 章 で の 検 討 を 踏 ま え て 、現 代 社 会 の 暗 部 だ け で な く 、「 ⼈ と ⼈ と を 繋 ぐ 共 感 の 役 割 」が
強 調 さ れ て い る こ と 、 さ ら に 両 作 家 の 世 界 観 に は 、 ス ピ リ チ ュ ア ル な ⼟ 台 の 違 い を 超 越 し
た 「 統 ⼀ 概 念 と し て の 共 感 の ⼤ 切 さ 」 が あ る と 結 論 さ れ る 。  

博 論 審 査 に お い て 、 審 査 委 員 か ら 共 通 し て 指 摘 さ れ た こ と は 、 ⽇ 本 と ロ シ ア を 代 表 す る
作 家 を ⽐ 較 ⽂ 学 の ⽅ 法 の 俎 上 に 載 せ る と い う ス ケ ー ル の ⼤ き な 課 題 に 挑 戦 し つ つ 、 し か も
⽂ 学 理 論 を 振 り 回 す こ と な く 、 精 緻 で 着 実 な 読 解 と 先 ⾏ 研 究 へ の ⽬ 配 り と い う オ ー ソ ド ッ
ク ス で 地 道 な ⽂ 学 研 究 に も と づ い て 、考 察 を 学 術 的 な 仮 説 へ と 発 展 さ せ て い る こ と で あ る 。



そ れ を 可 能 に し て い る の が 、 ブ ル ガ リ ア 語 の ネ ィ テ ィ ブ で あ る チ ャ ラ コ ヴ ァ ⽒ が 、 ロ シ ア
語 と ⽇ 本 語 の 作 家 を 読 み こ な す 抜 群 の 語 学 ⼒ を 有 し て い る こ と に あ り 、 そ れ は 称 賛 に 値 す
る 。  

⽐ 較 ⽂ 学 の ⽅ 法 に お い て は 、 同 時 に 直 接 的 な 影 響 関 係 の な い 作 品 を ⽐ 較 す る と い う デ ィ
ヴ ィ ド ・ ダ ム ロ シ ュ の 「 世 界 ⽂ 学 」 を お そ ら く は 視 野 に ⼊ れ 、 ⽐ 較 ⽂ 学 ・ 世 界 ⽂ 学 の 両 者
を 組 み 合 わ せ て 説 得 ⼒ の あ る ⽴ 体 的 な 考 察 が な さ れ て い る 。 漱 ⽯ が ド ス ト エ フ ス キ ー の 何
を い つ 読 ん だ の か 、と い う 実 証 研 究 は ス リ リ ン グ な 謎 解 き の よ う な ⽅ 法 論 で な さ れ て い る 。
そ の う え で ロ シ ア と ⽇ 本 に 共 通 す る 歴 史 性 が も た ら し た 精 神 構 造 と 、 そ れ が よ く 似 た 作 品
群 を ⽣ み だ し た と い う 論 証 の ⼿ 並 み が ス ム ー ズ で あ る 。  

ま た そ の 考 察 に お い て は 、『 三 四 郎 』と『 未 成 年 』、『 こ こ ろ 』と『 ⽩ 痴 』、『 そ れ か ら 』と
『 罪 と 罰 』 と い う 作 品 を 近 代 化 批 判 の 観 点 か ら 突 き 合 わ せ て 論 じ る 試 み が 斬 新 で あ り 、 組
み 合 わ せ ⾃ 体 も あ ま り 前 例 が な い 。第 三 章 の「 ⽗ の 不 在 」と い う 共 通 点 の 指 摘 も 興 味 深 い 。
第 五 章 の ラ ス コ ー リ ニ コ フ の 「 思 想 殺 ⼈ 」 と 代 助 の 「 姦 通 」 と い う 、 両 者 に 共 通 す る 「 罪
と ⾃ ⼰ 破 壊 」 に よ る 現 実 批 判 と 、 そ れ を 反 省 的 に 振 り 返 る こ と で 、 両 者 が 「 現 実 世 界 へ と
⾜ を 踏 み ⼊ れ る 」 と い う 考 察 も 新 鮮 で あ る 。  

た だ し 、 次 の よ う な 課 題 も 指 摘 さ れ て い る 。 第 四 章 の タ イ ト ル は 「 成 ⻑ す る ⻘ 年 た ち 」
で あ り 、「 新 世 代 へ の メ ッ セ ー ジ 」 を 結 論 と し て い る が 、『 ⽩ 痴 』 と 『 こ こ ろ 』 は 必 ず し も
成 ⻑ す る ⻘ 年 た ち が テ ー マ で は な く 、「 新 世 代 へ の メ ッ セ ー ジ 」も 強 引 に 結 び つ け て い る 感
が あ る 。『 ⽩ 痴 』の 解 釈 で 、ム イ シ ュ キ ン が ナ ス タ ー シ ャ に 抱 く「 ⾃ ⼰ 犠 牲 的 な 同 情 ⼼ 」を 、
『 こ こ ろ 』の 先 ⽣ と 私 と の あ い だ の「 同 情 の ⽷ 」と 重 ね て い る が 、「 同 情 」と い う 表 現 は 同
じ で も 、 こ の 理 解 に は 無 理 が あ る 。 こ れ ら は 読 み の 構 図 の 拡 ⼤ 適 ⽤ で は な い だ ろ う か 。  

ま た 、 両 作 家 の ⼩ 説 、 ⽇ 記 、 書 簡 な ど を 分 析 の 対 象 と す る と き 、 表 出 さ れ て い る 思 想 ・
考 え を す べ て 作 者 ⾃ ⾝ の 思 想 と し て 均 等 に と ら え て い る が 、 そ れ で は テ ク ス ト の ⾃ ⽴ 性 が
発 ⾒ ・ 評 価 さ れ て い な い の で は な い か 。 バ フ チ ン が 指 摘 し た 、 ド ス ト エ フ ス キ ー の ⼩ 説 の
特 徴 と さ れ る ポ リ フ ォ ニ ー に し た が え ば 、 ド ス ト エ フ ス キ ー に お け る ム イ シ ュ キ ン 、 ゾ シ
マ 、 シ ャ ー ト フ の 発 話 を そ の ま ま ド ス ト エ フ ス キ ー の 思 惟 だ と と ら え る 必 要 は な い 。 登 場
⼈ 物 の 複 数 の 声 に 作 者 の 声 も ま じ っ て い る と す れ ば 、 作 者 の 真 正 の 声 を ⾒ つ け る の は 判 然
と し な い は ず で あ る 。 そ れ こ そ が ポ リ フ ォ ニ ー に よ っ て 構 築 さ れ る テ ク ス ト の ⾃ ⽴ 性 の は
ず で あ る 。  

さ ら に 、作 家 間 の 影 響 論 に つ い て い え ば 、ハ ロ ル ド・ブ ル ー ム が 主 張 し た 、「 遅 れ て き た
も の が 先 ⾏ 者 に 抱 く 不 安 」 な ど の 理 論 に つ い て 配 慮 し て も よ か っ た か も し れ な い 。 作 品 が
発 表 さ れ た 時 間 軸 に 関 係 な く 、 作 品 を 読 ん だ 前 後 関 係 に よ っ て 、 理 解 や 影 響 関 係 は 変 化 す
る 。 そ れ は 読 み の 間 テ ク ス ト 性 に か か わ る 論 点 で あ る 。  

歴 史 理 解 に か か わ っ て は 、 ド ス ト エ フ ス キ ー が 先 ⾏ す る ロ シ ア の 「 専 制 権 ⼒ 」「 農 奴 制 」
に 抱 い た 理 解 と 、 近 代 ⽇ 本 批 判 と と も に 漱 ⽯ が 有 し て い た 前 近 代 （ 江 ⼾ 時 代 ） 批 判 の 相 違



が さ ら に 深 く 検 討 さ れ て も よ か っ た だ ろ う 。 第 五 章 の 『 そ れ か ら 』 と 『 罪 と 罰 』 の ⽐ 較 で
は 、 互 い に 「 働 か な い 」 主 ⼈ 公 の 近 似 性 が 指 摘 さ れ 、 労 働 の 批 判 が 近 代 批 判 の ⽂ 脈 を 持 つ
と い う 指 摘 は 斬 新 で あ る が 、 こ れ も 社 会 状 況 に 即 し た 叙 述 が 必 要 で あ っ た の で は な い か 。
こ れ に か か わ っ て 、 ロ シ ア ・ ⽇ 本 を 「 周 辺 ⽂ 明 」 の 位 置 か ら 考 察 す る と い う 観 点 は 興 味 深
い が 、 何 を 中 ⼼ ・ 周 辺 と す る か は 、 さ ら に 考 察 さ れ て も い い は ず で あ る 。 第 ⼀ 章 で ド ス ト
エ フ ス キ ー の ⻄ 欧 滞 在 経 験 は 外 ⾒ 的 な 相 違 点 が 強 調 さ れ る の に 対 し て 、 漱 ⽯ の そ れ は ⽇ 本
の 思 想 的 な 「 遅 れ 」 を 強 調 し て い る 。 こ う し た 体 験 の 相 違 が 創 作 に 残 し て い る 痕 跡 も 重 要
だ ろ う 。 そ も そ も 漱 ⽯ に と っ て ロ シ ア ⽂ 学 は ⻄ 欧 に 属 し て い た の か ど う か も ひ と つ の 論 点
で あ る 。 両 者 の ス ピ リ チ ュ ア リ テ ィ の 相 違 に つ い て も 考 察 の 余 地 が 残 っ て い る 。 ド ス ト エ
フ ス キ ー の ⺠ 族 主 義 的 な 救 済 思 想 は 、 漱 ⽯ と の 関 係 で は ⼤ き な 相 違 で あ る が 、 宗 教 を め ぐ
る 両 者 の 差 異 も ⼤ き な 論 点 で あ ろ う 。  

そ し て 最 後 に 、 そ う し た ス ピ リ チ ュ ア ル な ⼟ 台 の 違 い の 上 に チ ャ ラ コ ヴ ァ ⽒ が ⾒ 出 し て
い る 、 ⼆ ⼈ の 作 家 に 共 通 し て い る 「 共 感 の ⼤ 切 さ 」 の 意 味 で あ る 。 ⽐ 較 ⽂ 学 ・ 世 界 ⽂ 学 の
⽅ 法 論 を 駆 使 し た う え で 到 達 し た こ の 結 論 は 本 博 ⼠ 論 ⽂ の 成 果 の ひ と つ で あ る が 、 な お ま
た そ の 内 容 が さ ら に 展 開 さ れ る こ と が 望 ま し い だ ろ う 。  

以 上 、 細 部 に 課 題 は ⾒ 受 け ら れ る も の の 、 精 緻 な 作 品 論 研 究 と 、 ⽐ 較 ⽂ 学 と し て の 研 究
の 斬 新 さ と 学 術 論 ⽂ と し て の 完 成 度 を ふ ま え て 、 マ リ ア ・ チ ャ ラ コ ヴ ァ ⽒ の 博 ⼠ 号 授 与 は
妥 当 で あ る と 審 査 員 全 員 は ⼀ 致 し て 認 め る も の で あ る 。  
 
 


