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ロ シ ア人の観た明治の 新潟
P．G ．ヴ ァ ス ケ ーヴ ィ チ 『

日本旅行 日誌　敦賀港か ら新潟港 ま で 』 に つ い て

沢 　田　和 　彦

　 パ ・一ヴ ェ ル
・ゲ オ ル ギ エ ヴ ィ チ （ま た は ユ ーリ エ

ヴ ィ チ ）・ヴ ァ ス ケ
ーヴ ィ チ は 1876年 12月 28 日

’
に

ロ シ ア の ヴ ォ ル イ ニ 県 ザ ス ラ フ ス キ イ郡ベ リ ョ
ー

フ 村

（現 ウ ク ラ イ ナ 共 和 国 ） に 生 まれ た 。 父 は聖 職者 で ，

兄弟，姉妹 は 4人 い た。東 洋学院 が 創 立 さ れ る と，そ

の 中国語 ・日本語科第
一

期 生 に な っ た ♂

1．東洋学院

　 東洋学院 は，日本，中国，モ ン ゴ ル ，朝鮮 の言 語 と

事情 の 教育，研究 を 目的 とす る 4 年制専門学校 と して，

1899 年 U 月 2 日 に ウ ラ ヂ ヴ ォ ス ト
ー

ク に 開校 さ れ た。

学 生 は 2年次 へ の 進学時 に，中国語 ・日本語，中国

語 ・朝鮮語 ， 中国語
・モ ン ゴ ル 語，中国語 ・満州語 の

4 コ ース の い ず れ か に 振 り分 け られ た。中国語 は 全学

年 ・全 コ ース に 共通 す る必修科 目で ，こ れ に 加 えて

コ ース 別 に 2 学年か ら専攻外国語 が 必 修 に な っ た。日

本語 の 授業 が 始 ま っ た の は，第
一

期 生 が 2 年次 に 進 級

した 1900−190t学年度 か ら で
， 担 当 は ，

1898 年 に ペ

テ ル ブ ル グ 大学東洋学部を卒業 し た E．ス パ ル ヴ ィ ン

教 授 と，彼 が 1900年 の 日本留学中 に ス カ ウ トし た 前
　 き よ つぐ

田清 次講 師
3
の 二 人 で あ る。

　第
一

期 入 学 生 は 23人 ， 他 に 8 人 の 聴講生 （うち 将

校 4 人） を加 え て 全部 で 31人 で あ る。そ の うち 2 年

次 に 進級 で きた の は 18 人 ， う ち 中国語 ・日本語科 は

6 人だ っ た。4 翌 】901 年 5月 10 日 の 教授会 議事録 に

よ る と，前月 に 行 わ れ た 進級試験 の 結果，3年次 へ の

進 級が 認 め ら れ た 第
一

期生 は，聴 講 生 を除 け ば全 部 で

9 人 で ， そ の うち 中国語 ・口本語科 は ヴ ァ ス ケ ーヴ ィ

チ と A ，コ
ーベ レ フ の 2 人 。 ヴ ァ ス ケ

ー
ヴィ チ の 成績

は，中国語 が 3 （5 段 階 評 価 で 3 以 上 が 合格），国 際 法

が 5，専攻外国 語 が 5
， 英 語 が 4

， 歴史 が 4 で ，5 科目

合計 25 点満点で 計 21点。中国 語
・日本語科 の 落第 が

目立 つ の は，日本語 の 授業 が ハ ードだ っ た た め だ ろ う。

東 洋 学院 に は 夏期休暇中に 学生 を研 究対象国 に 派遣 す

る 制 度 が あ っ た が
，

こ の 試験 の 結果，官費で 中国，日

本 ， 朝鮮 へ 派遣 さ れ る 6 人 の 学生 が 決 ま り，日本 へ は

ヴ ァ ス ケ
ーヴ ィ チ と コ

ー
ベ レ フ が 派 遺 さ れ る こ と と

な っ た ♂ ヴ ァ ス ケーヴ ィ チ は 神戸，大 阪，横 浜 ， 東

京 な ど太 平 洋側 の 都市部 を廻 っ た 。6 学 生 は 各 自 単 身

の 旅 行 を経 験 して ，そ の 成果 を 『
東洋学院紀要』 に 発

表 した ♂

　翌 1902年 5 月 14 日 の 教 授会 議事録 に よ る と，4 月

に 行 わ れ た 進級 試 験 の 結 果 ，
4 年生 へ の 進 級 が 認 め ら

れ た
一

期生 は全部 で 5人 で ， そ の う ち 中国語 ・日本語

科 は ヴ ァ ス ケ
ー

ヴ ィ チ の み で あ る 。 彼 の 成績 は，中国

語が 3，専攻外国 語 が 4，歴 史が 4
， 商 法 が 3，簿記 が

4， 英語 が 3 で ，6 科 目合計 30 点満 点 の 21点 。 こ の

結 果 ， 研修 旅行 と し て 】2 人，う ち 日 本 へ は ヴ ァ ス

ケーヴ ィ チ を 含 む 4人 の 派遣 が 決 ま っ た ♂ ヴ ァ ス

ケーヴ ィ チ の こ の 折 りの 旅行報告が，「
日本旅行 日誌

敦賀 港 か ら新潟 港 まで 』 で ある 。

2．旅行 の背景

　 1．旅行費用　旅行費 用 は東洋学院 か ら出 た。ヴ ァ

ス ケ ーヴ ィ チ に は 4 カ 月 分 350 ル ーブ リが 支給 さ れ た

が，こ れ は こ の 年 の 各派遣学生 へ の補助 金 の う ち最高

額 で あ る。（52，54）
9
当時 の 換 算 レ ート は 1 円 が 96

か ら 97 コ ペ イ カ で ，両替 は 敦賀市 の 大 和 田 銀 行 で 】

ル ーブ リ に つ き 57 銭の 手数料 を払 っ て で きた。（365，

386
，
582） こ れ とは別 に ヴ ァ ス ケ

ー
ヴ ィ チ は 金沢 で ロ

シ ア の 知 人 か らの 為替 送 金 100 ル ーブ リ を 受 け取 っ て

い る。（371−372）

　2．対岸航 路 の 開 設　1902年 2 月，逓信省 は 大阪 の
おおいえ

大家汽船 に 命 じて 交 通 丸 と凱 旋 丸 を それ ぞ れ 日 本海 の

甲乙 2 航路 に 就航 さ せ た 。
4 年間 の 期限付 き で ，毎年

の 補助金 は 14000円 で あ る。甲 は門司 を起 点 と し，浜

田，境，宮津 に 寄港 し て，敦賀か ら ウ ラヂ ヴ ォ ス ト
ー

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 え び ゴ

ク を往 復 ， さ らに 七 尾 （石川 県 ），伏 木 ， 夷 　（佐渡），

新潟 ， 函館， 小 樽 に 寄港 ， 南サ ハ リン の コ ル サ コ フ ，

ウ ラ ヂ ヴ ォ ス トーク，元 山，釜 山 と反 時計 回 りで 門 司

に 帰 る。乙 は小 樽 を起 点 と し，甲 と同 じ寄港地 を
一

周

す る が ，時計回 りで あ る点 と， 七 尾か ら ウ ラ ヂヴォ ス

トーク を往復す る 点 が 甲 と異 な っ て い た 。 運 行 回 数 は

甲 が 年 12 回 ， 乙 が 年 4 回 だ っ た 。敦賀，七 尾 と も に

ウ ラ ヂ ヴ ォ ス トーク まで 2 昼 夜 の 航海で ，と も に 片道

一
等 24PJ ，二 等 14円，三 等 7 円 で あ る 。 運行回数 の
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少 な い 乙航路 は す ぐに 廃れ た ♂
’

　航路開設 の 結果，北陸地方 は対岸交易 の 希望 に 湧 い

て い た。従 っ て ヴ ァ ス ケーヴ ィ チ は ， 対岸 か ら北陸地

方 に や っ て 来た 最初 の ロ シ ア人 ， しか も日本 語 を解す

る ロ シ ア 人 と し て ， 各 地 で 歓 迎 を受 け ， 質 問 責 め に

会 っ た。しか し，北陸の 商工業者 に とっ て事 は甘 くは

な か っ た。ウ ラ ヂ ヴ ォ ス トーク 港 で 前年 1月か ら輸入

外国製品 に 対 して 高率の 関税 が 課 さ れ 始 め た の で あ

る。
11

お ま け に か の 地で は，既 に 杉浦商店 や 徳永商店

の よ う な大 資本 の 口本 の 商店 が 存在 し て い て ，北陸地

方の 零細 な商工 業者が 割 っ て 入 る す きが な か っ た の で

あ る。従 っ て ヴ ァ ス ケ
ーヴ ィ チ の 反応 は きわ め て冷徹

だ。そ の考 え に よ れ ば，ロ シ ア と広範 な 交易 を行 う と

す れ ば
，

そ の 対象 は モ ス ク ワ，ペ テ ル ブ ル グ，オ デ ッ

サ の よ うな大都市 で あ る べ き だ とい う。（103，
302）

彼 は ロ シ ア 語 の 知 識 も必 要条件 と し て 挙げ て い る。

（301）

　 3．ヴ ァ ス ケーヴ ィ チ の 日 本 語 の 語 学 力　ヴ ァ ス

ケ
ーヴ ィ チ の 日本語 の 語学力 は，学習期間 2年 と して

は か な り高 い レ ベ ル に あ っ た と 考 えて 間違 い な い。彼

の 読解能力 は ， 各地 で 日本語 の 旅行案内や 統計資料 な

どを フ ル に 活用 して い る こ とか ら して ， 十分 に あ っ た

よ うだ。また 聞 き 取 り と会話 の 能力 に 関 し て も， 日本

人 との 会話 に不 自由 は し て い な い
。 ヴ ァ ス ケーヴ ィ チ

は敦賀 と 金沢 で 観劇の 機会 が あ り， 福井市で 地方裁判

所 の 審理 を 見学 し，ま た伏木市で は寺院で僧侶 の 説教

を聞い た が，い ずれ の 場合 もそ の 内容 を ほ ぼ 完全 に 把

1屋して い る 。 （85−86， 106， 226
，
409）

3．新潟市到着 ま で

　1．旅 行 の 日程 と ル
ー

ト　 ヴ ァ ス ケーヴ ィ チ が ウ ラ

ヂ ヴ ォ ス トーク を 出発 し た の は 5 月 孟9 口 ， 帰 着 し た

の は 9 月 1H で ，3 カ 月半 の 旅行 で あ る 。
ル ートは 次

の と お り。

　　ウ ラ ヂ ヴ ォ ス トーク，敦 賀市 と そ の 周辺部，福井

　市，三 国市 ， 山代 温 泉 （以 ヒ，福井県），山中温 泉，
　 tx　 た

　那谷村，粟 津温 泉 ， 小松市，金沢市，七 尾港 ， 和倉

　温 泉 （以 上，石 川 県 ），伏 木市，高 岡市，富 山 市

　 （以 上，富山 県 ），直江 津 港 ， 新 潟 市，新 津 市 （以 L ，

　新潟県），伏木市 ， 金 沢 市 ， 敦賀市，ウ ラ ヂヴ ォ ス

　 ト
ー

ク

　 こ の う ち ポ イ ン トが お か れ て い た の は敦賀市 で ，

ヴ ァ ス ケ
ー

ヴ ィ チ の 滞在 は 3 週 間 ， 旅行記 で は 80頁

を 占め る。ウ ラヂ ヴ ォ ス ト
ー

ク と 直接 に 結 ば れ た 町 の

調査 と し て 当然 の こ とだ ろ う。だ が 彼 が 予 想 以 上 の 成

果 を上 げ る こ とが で き た の は 金沢市 で ，そ の 部分 が旅

行記全体 の ク ラ イ マ ッ ク ス を な して い る。結 局 金 沢 で

の 滞在 は 2 週間，旅行記の 記述 は 160頁 以 上 とな っ て

い る 。
　 　 　 　 　 　 　 　 ヒ 　み ず ひ ろ A ビ

　2。二 葉亭 四 迷 と戸 水 寛 人 の こ と　 ヴ ァ ス ケ ーヴ ィ

チ は 来 口時 に 二 葉亭 四 迷 とす れ違 っ た。二 葉亭 は 5 月

14 日，ヴ ァ ス ケーヴ ィ チ 出発 の 5 口前 に 同 じ 交通丸

で ウ ラヂ ヴ ォ ス トーク に 到着 し た 。周知 の よ う に 二 葉

亭 は東京外 国語学校露語科主任教授 の 地位 を投 げ捨 て

て ， 徳永商店 の ハ ル ビ ン 支店 で 顧問 と して 働 くべ く大

陸 に 渡 っ た の で あ る。ヴ ァ ス ケ
ーヴ ィ チ は 自分 の 師 ス

パ ル ヴ ィ ン か ら間違 い な く二 葉亭 の こ とは聞 い て い た

はずで ，敬意を込 め て その 名 を紹介 して い る。（92−93，

135）二 葉亭 は ウ ラ ヂ ヴ ォ ス トーク 到着 4 日後 に ス パ

ル ヴ ィ ン 宅 を 訪問 した が
12

， ヴ ァ ス ケーヴ ィ チ が 旅行

出発直前 に 二 葉亭 と会 っ た か ど うか は不 明で あ る。

　 ま た ヴ ァ ス ケーヴ ィ チ は帰路 で戸水寛人 と 同 じ船 に

な っ た 。
こ の 人 物 は 1894 年 に 東京帝国大学法科大学

教授 に 任ぜ られ ，
ロ
ー

マ 法 の権威 と称せ られ た。彼 は

熱 烈 な 国家主義者で，こ の 翌 1903年 に 大学 の 同僚 と

7 人 で対露強硬 外交 ， 即 時開戦論 を唱 え，政府 に 意 見

書 を提出 し た。戸水 は こ の 時 3 ヵ 月 に わ た る ロ シ ア 沿

海州，満州，朝鮮 へ の 旅 に 出 か け る と こ ろ だ っ た。［3

彼 は ウ ラ ヂ ヴ ォ ス トーク の 税関検 査 の 際 ，
ロ シ ア の 役

人 が 自分 の 書籍 を没収 しな い よ う助 けて ほ し い と ヴ ァ

ス ケ
ーヴ ィ チ に 頼 んで，根 も葉 もな い こ とだ と後者 を

憤慨 さ せ て い る。（580）

　3，大 津事件 の 人 力 車 夫 の 訪 問　山代温泉 で ヴ ァ ス
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 き ft

ケーヴ ィ チ は ，
1890年 の 大津事件 の 時 の 人力車夫北

が t・tち い ち た る う

賀 市 市 太 郎 の 訪 問 を受 けた 。事件 の 折 り，も う
一

人 の

車夫が 犯 人 津田 三 蔵 の 脚 に タ ッ ク ル し て 倒 し ， 津 田 が

取 り落 と した サ
ーベ ル を北賀

’
市が 拾 い 上 げて ， 津出 に

二 太刀 浴 び せ た の で あ る 。
ニ コ ラ イ 皇太子 離 口の 直前

に 北賀市 は H 本 の 貴顕 と と もに ロ シ ア艦 に デ ィ ナ
ー

に

招 か れ ，
ニ コ ラ イ と盃 を交わ す栄誉 に 浴 した 。

ニ コ ラ

イ は 感 謝 の し る し に 二 人 の 車夫 に そ れ ぞ れ
一

時 金

2500 円 を下 賜 し，さ ら に 終身年金 と して 年 1000 円 を

送 る こ と を 約 し た 。
14

そ の 後郷 里 の 石 川 県 江 沼 郡 に

帰 っ て い た 北賀市 は ，
ロ シ ア の 青年 に助力 を 申 し出 る

べ く訪ね て き た の で あ る。（187
−188）

　 4．北 陸 地 方 の ロ シ ァ 語 教育 　ヴ ァ ス ケーヴ ィ チ 訪

問の 前年 か ら，金沢商業学校 で は 既 に ロ シ ア 語 を 教 え

て い た。教員 は
「
グ ン ジ」 と い う人物で ，東京 の ニ コ

ラ イ神 学 校 で 学 び，セ ル ギイ
・グ レ ーボ ブ 神 父 と懇意

の 間 柄 だ っ た と い う。グ ン ジ は 金 沢 の 陸 軍 第 九 師団司

令部 で も ロ シ ア 語 を 教 え て い た 。 （300，
301

，
318

，

一34．
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ロ シ ア 人 の 観た 明治の 新潟

345） こ の
「
グ ン ジ」 な る 人 物 は ， 恐 ら く軍司義男 の

こ と だ ろ う。軍 司 は 1897−1902 年 に ニ コ ラ イ 女 子神学

校 の 雑誌
「
裏錦 』 に

「
旧 約烈女伝」 な ど を 連載 し，

1906年 に は ロ シ ア 人革命家 N ラ ッ セ ル らが 長崎 で 発

行 して い た 露字新聞
『ヴ ォ

ーリャ 」 （自由） の 準社員

と して ， H 本 の 社会主義者の 機関紙
「
光』 の 記事 を数

回 ロ シ ア語 に 訳 して 掲載 した。恐 ら く日露戦争中 は金

沢 の ロ ン ア人 俘 虜 収容 所 の 通訳 を し て い た の だ ろ う。

そ の 時 に ラ ッ セ ル と知 り合 い
， 彼 の 考 え に 共鳴 して 協

力 す る に 至 っ た の で は な い か 。 第二 次世界大戦前 の 死

の 直前 ま で ，軍 司 は 長 く南 満 州 鉄 道 の ハ ル ビ ン 事務所

に 勤務 し た 。1
’

　ヴ ァ ス ケ
ーヴ ィ チ が 帰途敦賀 に立 ち 寄っ た 時 に は，

こ の 地 に も夜間学級の た め の ロ シ ア語 教 員 が 招 聘 さ れ

て い た，，名前 は 不明だ が ，東京外語 を卒業した 後 ウ ラ

ヂ ヴ ォ ス トーク で ロ シ ア 語 を 学 ん だ 人 物 で あ る。

（580） また七 尾 ・ウ ラ ヂ ヴ ォ ス ト
ー

ク 間の 航路開設 に

と もな い ，対 露 貿 易 の 進 展 を計 る た め 1902年初頭金

沢 に
「
東亜貿 易 同 盟 会」 と い う 組織 が 作 ら れ た。

（256）
］ti

4．新潟市訪問

　 ヴ ァ ス ケ
ーヴ ィ チ の 新潟市滞在 は 8 月 18 日夜 か ら

27 日朝 ま で の 実質 8 日間 で ，旅行記 で は 50 頁弱 を占

め る。

　1．ヴァ ス ケーヴ ィ チ が 訪 問 した 施 設 ・場 所 ，面 会

し た 人 物，言 及 した 人 物　まず冒頭 の 場面。

　
1
新潟市 に 私 は 夜 9 時頃 に 到着 した 。

．一・
番 い い と勧

め られ た旅館
『

ヨ シ ネ」 ま で駅 か ら人 力車 で ほ ぼ 半時

間 か か っ た。日本最大 の 川 の
一・

つ と 目 され て い る信濃

川 の 橋 を渡 らな けれ ば な ら な か っ た。比較的 早 い 時間

帯 に もか か わ らず，町 に は 何 ひ と つ 動 きが な か っ た。

私 が 通 行 しな け れ ば な らな か っ た い くつ か の メ イ ン ス

ト リー トで す ら
， 死 の よ う な静寂 が 支配 し て い た。旅

館 は も う 閉 ま っ て い て，寝 ぼ け ま な こ の 女 中た ち が 私

を 出迎 えた。私 に あて が わ れ た の は，ば っ と しな い ，

汚 い 部 屋 だ っ た 。 」 （53D

　新潟市 の 第
一

印象 は あ ま り良 くなか っ た よ う だ 。

ヴァ ス ケーヴ ィ チ が 到着した 駅 は，信濃 川 河 口 右 岸 に
　 　 ぬった tt

あ る 沼乖 駅 で ，こ の 時 新 潟 市 内 まで ま だ 鉄道が 延 び て

い な か っ た。新潟駅 が誕 生 す る の は こ の 2 年後の こ と

で あ る♂
「比 較的早 い 時間帯 に も か か わ らず …

死 の

よ うな 静寂が 支 配 し て い た。」 と あ る が ，新 潟 の 人 々

に と っ て 夜 の 9 時 は決 して
「比 較的早 い 時間帯 」 で は

な か っ た だ ろ う。彼が 宿泊 した 旅館 は ， 正 し くは
「
吉

勘」 で あ る。
bS

当時新 潟 市 内 に 旅 館 は 80軒 余 りあ っ

た が，そ の な か で
「
吉勘 」 はベ ス トス リー前後 に 位置

し て お り，新 潟 県庁 関係者 の 定宿 に な っ て い た。
lv

ヴ ァ ス ケ
ーヴ ィ チ が 部屋 の 文句 を讐 っ て い るの は ，

こ

れ 以前の 各地 で 必ず
一
番 い い 旅館 に宿泊 して ， 目が 肥

え て い た か ら で あ る 。

　 翌 日ヴ ァ ス ケ
ーヴ ィ チ が 活動 を 始 め る に あ た っ て最

　 　 　 　 　 　 　 　 ひ 　よワやま

初 に した こ とは ， 口和山 の 櫓 に 上 っ て 新潟 の 町 を概観

した こ とで あ る 。 （532） 日和山は そ の 名 の と お り江戸

時代 に は H 和 の 変化 や 船 の 出 入 りを 見張 る の が 目 的

だ っ た が ，後 に は 観 光 の 展望 用 と して 使わ れ た。1880

年 の 大火 の 翌年 にや や 海寄 りの 砂丘 に
「
新 日和山」 が

っ くられ，新 し い 櫓 と 茶店が 建 て られ た 。 ヴ ァ ス ケ
ー

ヴ ィ チが 上 っ た の は こ ち らの 方 で あ る♂
°

　新潟 の 町の 印象 は，清潔感 を欠 く とい う もの だ っ た 。

　 「概し て 町の 印象 は か な り良 い も の だ っ た。よ り子

細 に 町 を 見学 して も 同 じ よ う な 印象 を 受 け るだ ろ う ，

と は 言 わ な い
。 町の あ ち こ ち に 沢山の 堀 が め ぐ らさ れ

て い る に もか か わ らず，町は 清潔 さ を 誇 る こ と は で き

な い 。昔 ，新 潟 市 が ま だ 村 だ っ た 頃，70 に も上 る橋

の 数 の 多 さ で 有名だ っ た 。 現在 は そ の 数 は 193 に 上 り，

同時 に そ れ に 応 じて 掘割 の 数 も増 え た。しか し，残念

な が ら，そ の 大部 分 は ほ とん ど流 れ な い 水 ，しか も汚

れ た 水 が…
杯 た ま っ て い る。そ の せ い で 掘割 はバ ク テ

リア と不快 な悪臭 の 源 と な っ て い る。そ れ は 町の 中心

部 で と りわ け顕著 だ。き れ い な 自然 な色 を した水 を た

た えた 堀 を，私 は ひ と つ と し て 見 る 機会 は な か っ た 。

至 る と こ ろ で 同 じ よ う に 黒 い，ほ と ん ど 腐 っ た よ う な

密 な塊 が 見 ら れ た。信濃 川 の 水 も濁 っ た 暗褐色 だ っ

た。」 （532−533）

　防火，交通 ， 物流 の 動 脈 と し て ， 新潟町 に 堀 が掘 ら

れ た の は 1655 （明暦 元 ）年 の こ と で あ る。そ し て

1713 （正 徳 3）年 に 堀 の 両 側 に 柳 を植 え た。「
大部分

は ほ とん ど流れ ない ，しか も汚 れ た 水 が・一
杯 た ま っ て

い る」 とあ るの は，恐 ら く地盤沈下 で 通 水 が 悪 くな っ

て い た た め だ ろ う。昭和 20年代 か ら埋 め 立 て が 始 ま

り，1964年 の 新潟国体 まで に す べ て の 堀 が 埋 め ら れ

た 。
11

　
「『

万代橋』 と い う名 で 知 られ る 橋 の 長 さ は 430 間

L約 783 メ ー トル ］で あ る 。
こ の 橋 は 1886年 に ヤ ギ ・

　 　 　 　 　 　 ヒもな お

トモ ナ ガ ［八 木朋直］氏 の 私財 に よ っ て 建設 さ れ ，費

用 は 24万 7800 円か か っ た。政府 は こ の 実業家 に，通

行 人 か ら 1 銭 ず つ ，人 力車 か ら は 3 銭 ずつ 徴収 す る こ

と を 許可 し た 。1901年 に 県庁 は ヤ ギ ・トモ ナ ガ 氏 と

合意 に 達 して ，］5万 円 で 彼 か ら橋 を買 い 上 げ，数年

間で 分 割払い に す る こ と と し た。」 （533 ）
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沢田 和彦
．

　 ヴ ァ ス ケーヴ ィ チ が 渡 っ た 初 代 万 代橋 は，長 さ

781．8 メートル ，幅 6，4 メ
ー

トル の 木橋 で ，総工 費 は

3 万 800 円。彼 も書 い て い る よ う に ，通行人 か ら 1銭

ず つ 徴収 し た が，橋銭 の 収 入 は 日 に 34 円 （300−400

人） に す ぎなか っ た 。 1900年 に 新潟県 に 1万 5000 円

で 買収 さ れ て 無料橋 と な っ た が ， 1908年 の 大火 で 焼

失。現 在 の 万 代橋 は 1929 年 竣 工 の 3代 目 で あ る。22

八 木朋直 （1841
−1929 ） は第四 国 立 銀 行頭取，新潟市

会議員，県会議員 ， 新潟商業会議所顧問な ど を歴任 し

た人 物 で ， ヴ ァ ス ケーヴ ィ チ 来訪時 に は 第 4 代新潟市

長 を つ とめ て い た。13

　 tgO2年 8 月 20 日 の地元紙
『
東北 日報』 の 記事

「
東

洋 語 学 院 大 学 生 」 に よ る と，ヴ ァ ス ケ
ーヴ ィ チ が 新潟

随
一

の 商店街で あ る 古町通 りの 仁木茂 平 の 漆 器 店 を訪

問 した こ と が 分 か る 。 こ の 前年 に 新 潟市で 1府 11県

連合府県共進会 が 開催 され た が ， そ の 折 り仁木 は漆器

（蒔絵研 出会 席 盆 ） を 出 品 し て 5 等 賞 を 獲得 し て い

る 。

14
伝統 あ る ， 代表的な 新潟 の 漆器 店 と し て，仁木

に 白羽 の 矢が 立 っ た の だ ろ う。しか る に 旅行記の 記述

は きわ め て 素 気 な い 。（537） こ れ は，ヴ ァ ス ケ
ーヴ ィ

チ が 新潟 以 前 の 地で 漆器 を さ ん ざん 見 て お り，珍 し く

もな か っ た か らだ ろ う。

　市 役所 の 助役諸星 茂吉 は ヴ ァ ス ケ
ーヴ ィ チ に 親切 に

対応 し，必要 な 統計資料を提供 して くれ た 。 （537 ） ま

た 商業会 議所 で も書 記 長事 務取 扱 の 風 間 正 太 郎

（1869−［922） が 親切 に 対応 して ， 必 要な 統計資料 を提

供 し て くれ た 。 そ して ヴ ァ ス ケ ーヴ ィ チ の 新潟滞在 中

絶 えず彼 の 宿 を訪れ ， 工 場 や 商店 を廻 る際の 案内役を

つ と め て くれ た 。 （556，
562，565）風間 は 新潟 の 歴史

を研究 し ， そ の 成果 を 20冊 を超 え る 著書 に ま と め た

在野 の 研究者 で もあ る詑 ヴ ァ ス ケ
ーヴ ィ チ が 新潟 で

一
番世話 に な っ た 人間 は 風間 だ と思わ れ るが，旅行記

に は
「
商業会議所書記」 （556，562） とあ る の み で，

そ の氏名 が 出 て こ な い の は遺 憾 で あ る。

　 ヴ ァ ス ケーヴ ィ チ の 訪 問地 の う ち，新潟 と 他 の 地域

の 決定的 な違 い は石 油 産 業 で あ る。彼が わ ざわ ざ新潟

まで 足 を延 ば した 最大 の 理 由は これ だ ろ う。当時新潟

市 は 県内 の 石 油精製地ベ ス トス リ
ー

の ひ とっ だ っ た 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 きmp うざズ ろう

ヴ ァ ス ケーヴ ィ チ は 倉田 久 三 郎 の 石油精製所 を見 学

した 。

　 「
新潟市 か ら 5 キ ロ ほ ど離 れ た ， 信 濃川 の ほ ぼ 岸沿

い に あ る 倉 田 久 三 郎 の 工 場 は，新潟市 の 大企 業の ひ と

つ で あ る。そ の 所 有者は ま だ若 い 人 で ，出 身 は奈良 で，

彼 の父 親 は そ の 地 の 大木材業者 だ っ た。石 油産業 に 投

資す れ ば い か に 莫 大 な 収益が 得 られ る か を偶然知 っ て ，

倉 田氏 は 自分の 父親 の 職業 を放 棄 し ， 石 油産業 に 移 っ

た 。 彼 が 新 潟 に 移 り住 ん だ の は 1886 年 の こ と で ，そ

れ は ち ょ う ど新潟 県で 石 油産業が 勃興 し始 め た と 考 え

られ る年 で あ る。工 場建設 に 約 4 万円を費 や した が，

彼 は最 初 の 10 年間 で 投資 し た 資金 を 回 収 し て あ ま り

あ っ た 。し か し な が ら，同 じ よ う な企 業 の 数が 増 え て

競争 が 激 し くな っ た た め，石油産業 は こ こ 数年間 そ れ

ほ ど 莫大 な 利益 を も た ら して は い な い 。倉田 氏 の 工 場

は毎年最高 5 万 石 の 石 油 を精 製 す る。」 （562563 ）

　倉 田 は 1887年 頃 か ら県内各地 で 石 油採掘 を 始め た。

そ の 後精製
・販 売業 に 転 じ て，「

目 本石油」 の 原油 を

精製 し， また 同 社 の 精 製 灯 油 を買 い 入 れ て 日本全国の

油業者を訪 問。越後油 の効果 を説 い て ，外国 の 灼油 の

販 路 に 割 り込 み を試 み た 。こ の 頃 は 県内第 3位 の 製油
　 　 　 　 　 トま う で ん

業者 と な り，宝 田石 油株式会社 の 取締役 を つ とめ て い

た e

）b

　風間正 太郎 は ヴ ァ ス ケーヴ ィ チ を
「
イ タ リア軒 」 に

案内 し た 。こ れ は，も と フ ラ ン ス 曲馬団 の 調理師，イ

タ リア 人 の ピエ トロ ・ミ リオール が 1881年 に つ くっ

た 高級 レ ス トラ ン で ， 新 潟 の 西 洋料 理 店 の 先駆 け と

な っ た 店で あ る。ユ
1

　 「
洋風 レ ス トラ ン 「イ タ リ ア 軒』 で 昼食 を と っ た 時，

私 は地元 産 の 赤 ワ イ ン を 1本飲 み 「
二
す機会 が あ っ た 。

私 の 同行者 の 商業会議所書記 は，特 に こ の ワ イ ン を私

に 勧 め
，

そ の 際，今年初 め に 皇 太 子 が新 潟 市 を訪 問 し

た 折 り，殿下 は こ の ワ イ ン を試飲 さ れ ，
お 誉 め あ そ ば

した とい う話 を して くれ た。お ま け に皇太子 は ワ イ ン

を 10 本 旅 行 に 持 参 さ れ た 。 こ の ワ イ ン は

『Chumpion 』 と い う商標 で 知 ら れ ，新潟市周 辺 の 川

．ヒ氏 の ブ ドウ園で 製造 され て い る。川上 氏 は ブ ドウ酒

の 醸 造 を 学 ぶ た め，わ ざわ ざ フ ラ ン ス へ 出か けた 。 ワ

イ ン は 彼 に よ っ て 2 年か け て つ くられ ， か な り大 量 に

販 売 さ れ て い る。もっ と も ワ イ ン の 味 は ，
ヨ ーロ ッ パ

人 の 好 み に 合 う だ ろ う と は言 え な い 。ワ イ ン は酸味 と

渋味 が つ よす ぎ る。」 （565 ）

　 引用 中の
「川 上 氏」 とは 川上善兵衛 （18681944 ）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 くび　き　　　 きたかた

の こ と で あ る。川上 は 頚城郡北方村 （現 上 越市） に

「岩 の 原 ぶ ど う園 」 を 開 い て ，ぶ ど う の 栽培 と品 種 改

良 に努力 し，ワ イ ン 造 りを研究 した 人 物 で あ る詳

　 ヴァ ス ケ
ーヴ ィ チ は 県庁 で も資料収集 を し た。

　 「
今 目 私 は 県庁 で 資 料 を収集 し た。イ ン テ リの 口 本

人 が 外国人 に 対 す る 場 合 の 魅力的 な親 切 さ と心 遣 い に，

私 は な お
一

層尊敬 の 念 を厚 くす る 。 県知 事 と 内務部長

は，私 の こ れ まで の す べ て の 訪 問 地同様，心 か ら 歓待

し て くれ た。彼 らは こ れ まで の 県庁 と 1司じ よ う に 注 意

深 く私 の 話 を 最後 ま で 聞 き ， そ の 後 県 知 事 は 私 に 必 嬰

な資料 を渡す べ く適切 な指示 を出 し て くれ た 。 」 （566 ＞
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ロ シ ア人 の 観た 明 治 の 新潟

　 当時 の 県知事 は，第 10代 の 柏 田 盛文 で ある。実際

に ヴ ァ ス ケ
ー

ヴ ィ チ の 相手 を し た の は，内務部 長 の 田
　 こん ろく

中坤六 書記官 と石澤兵吾第四 課長 だ っ た。石澤 は 新潟

県物産陳列館 の 館長 を も つ とめ て い た の で ，こ の 後

ヴ ァ ス ケ
ーヴ ィ チ を そ こ へ 案内 し た 。

2り

　 倉田 久 三 郎 が ヴ ァ ス ケーヴ ィ チ の た め に
一

席設 け た

宴 席の 場面 は ， 新潟の 章の 白眉 を な して い る 。

　
「
私 が 視察 した 石 油精製⊥ 場 主 の 倉 田 久 三 郎氏 が，

夜 に 郊 外 の 最 高 の 料 亭 の ひ とつ に 私 を招 待 して くれ た。

夕食 に は他 に何 人 か の 当地 の豪商 た ち も招 か れ た 。 正

式 の 晩餐 は もち ろ ん 芸者ぬ き と い うわ け に は い か ず，

私 は そ の 美 し さ で 日本 じ ゅ う に 知 ら れ て い る，当地 の

芸者 と近づ き に な る こ と が で き た 。美 と踊 りと 唄 と音

楽 と さ らに は嬌態 の プ リマ ドン ナ，計 8 人 の 芸者が 呼

ばれ た。そ の
一・

人
一・

人 が そ れ な りに 魅力的 だ っ た 。私

が一
番強 い 印象 を受 け た の は，美 の 体現者 と嬌態の 体

現者だ っ た 。 前者 は もっ と も厳格 な 美の 鑑定者 が 見て

も文句 な く理 想的 な美 人 と見 な した ろ う し，後者 は い

か な る フ ラ ン ス 女 性 に もひ け を と らな か っ た 。 芸 者た

ち は皆 とて も礼儀 正 し く ， か わ い ら し くふ る まっ た の

で，私 は彼女 ら に ぞ っ こ ん 参 っ て し ま っ た。居 合 わ せ

た 客 人 た ち も控 え め に ふ る ま い
， 何 よ り もヨ ーロ ッ パ

人 の 風習 に つ い て 私 に あれ こ れ 質問 した。」 （566）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 い きなり てい
　

「
郊外 の 最高の 料亭 の ひ と つ 」 と は，行形亭 の こ と

か 、行形亭 は 1850年代 か ら今 目 ま で 続 い て い る 料亭

で ，明治時代 に は鍋茶屋 と と もに 新潟市の 料亭 の 双 璧

と称 され た 詳 ヴ ァ ス ケーヴ ィ チ が 芸妓 の 接待 を受 け

る の は こ れ が 初 め て で は な く，敦 賀，福井，三 国，金

沢 と場 数 を踏 ん で い る の だ が ， や は り古町芸 妓 の 魅力

は格別 だ っ た の だ ろ う。古 町 芸 妓 は新 潟市古町 周 辺 で

働 い て い る芸 妓 の こ と で ，発 祥 は 18 世 紀 末 に さ か の

ぼ り，色白で 美人，優れ た 芸 で 知 ら れ て い た ♂ 倉田

は こ の 翌年 2 月か ら 9 月 まで ，ア メ リカ ，カ ナ ダ，ロ

シ ア の 石油事業 の 視察 に 出か け て い る ♂
ユ
彼 が ヴ ァ ス

ケ ーヴ ィ チ を これ ほ ど親 切 に 接待 し た の は，ある い は

こ の 半年後 に ひ か えた 旅行 を 念頭 に 置い て の こ と か も

しれ な い 。そ れ に して も イタ リア 軒で の 昼 食 と い い ，

行 形 亭 と 思 し き 料 亭 で の 夕 食 と 芸 妓 の 接 待 と い い
，

い

ずれ も当地 の 庶民 に と っ て は手 の 届 か ぬ 高嶺 の 花で ，

ヴ ァ ス ケ
ーヴ ィ チ は 新潟で 最高の もて な し を受 け た と

い っ て い い 。

　旅行 記 の 新潟の 個所 で は と りわ け統計表 が 目立 っ こ

と も指摘 して お く。

　 2．新潟側の 反 響　 ！896 年 に Ei本政府 は 新潟 ・ウ ラ

ヂ ヴ ォ ス トーク 間 に 政府助成 の 郵便定期航路 を 開設 し

た 。だ が こ の 航 路 はわ ず か 年 4 回の う え，函館，小樽，

コ ル サ コ フ と寄港地が 多 く， 航行 も緩慢だ っ た の で あ

ま り利 用 が な か っ た。そ の 結 果 1902 年 か ら出 港 地 が

敦賀 に移 さ れ て ，新潟 は 単 な る寄港 地 とな っ て し ま っ

た の で ある。そ の 直後 に ヴ ァ ス ケ
ー

ヴ ィ チ が 新潟 を訪

問 し た こ と に な る。彼 の 旅行記 を
一一一

読 す れ ば，敦賀 や

金 沢 に比 べ て 新潟の 対岸交流の 熱気 の な さ が 顕著 だ が
，

これ は以上 の 事情 に 起因 して い る。
：1

　 1902年 8 月 27H の
「
東 北 日 報 』 に，ヴ ァ ス ケ

ー

ヴ ィ チ の 来訪 に 関す る 次 の よ うな 記事 が 載 っ た 。

　「 ［前略］今 日で は 日本語 を 自在 に 使 ふ こ とが 出来，

且 つ 頗 る如才 な き男 だ さ うで ，年齢 も ま だ 若い と の 事

だ ，兎 に 角
一

癖 あ る ら し き人 物 で あ つ た さ うだ ［中

略］◎吾人 は此 の ワス ケ イバ の 渡 来 に 就 て ， 窃か に 聞

知す る所 ある も，少 し く憚 る所あつ て，今 は 明 言す る

を 見合 は す も，他 日必 ら ず世 上 の 話説 に 上 る時 あ る べ

き を信 じて 居 る，唯だ諸新聞 に 四 号活字以 上 の 標題 を

見 な か つ た の が 意外 で あつ た ◎其後 ち何故 か は知 ら ざ

れ ど も，憲兵が 出張 し て ワ ス ケ イ バ が 視察 し た 跡 に 就

て ， 詳縦 な る 取調 を 為 し た と の 事 で ある ［後略］」

　
「
頗 る 如才 な き男」 ，

「一
癖 あ る ら し き人物」 とい う

印 象 は，旅 行 記読 了 後 の 筆者 の 印象 と 同 じ で あ る。
「
吾人 は 此の ワ ス ケ イバ の 渡来 に 就 て ， 窃 か に 聞知 す

る所 あ る も ， 少 し く憚る所 あ つ て ， 今 は明言 す る を見

合 はす 」 と い う くだ りは，何 を 示 唆 し て い る の か は不

明 で あ る。

5．旅 行 と
「
旅行 日誌」 の 意義

　 1．日露戦争 との 関 わ り　ヴ ァ ス ケ
ー

ヴィ チ が 口本

を訪問 した の は，日英同盟 調印 の 4 カ 月後，そ して Ei
露 戦 争 勃 発 の 1年半 前 に あた る。当然 の こ と な が ら，

彼の 旅行 は 目本 人 か ら こ の よ うな文脈で 見 られ た 。 訪

問先 の Ei本人 た ち ヒの 会話で 凵英 同盟 や 日露戦争 の 可

能性 が 話 題 に 上 り，時 に は露 骨 に 敵 扱 い され る ケー
ス

もあ っ た 。（83−84，
］Ol．．102

，
】44

，
276

，
292

，
362）

また 福井，小松，金沢 で は ス パ イ の嫌疑 をか け られ，

彼 は 大 い に 憤慨 し て い る。（112−113，137，212，371−

372） な る ほ ど ヴ ァ ス ケ
ーヴ ィ チ の 旅行記 に は 戦争 や

日本 の 学校 の 軍事教練 ， 軍隊，軍人 の 言及が ある が，

そ れ は断片的 な もの で，狭義の 諜報活動 と し て の 体 を

な し て い な い 。「学 生 派 遣 の 目 的 は，訪問 す べ き 国 と

そ の 言語，地方 の風 俗 ， 習慣と経済状 況 を詳 し く知 る

こ と 」 （300） と本人 が 定義 づ け て い る よ う に，彼 の 旅

は北 陸 地 方 の 商 工 業 の 実 状調査 と資料収集 を 第
一

の 日

的 と して い た の で あ る 。

　2．ヴ ァ ス ケ ーヴ ィ チ が 得 た も の　 この 旅行 で ヴ ァ
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ス ケーヴ ィ チ の 日本 語 の 語 学 力 が さ ら に 錬 磨 され た こ

とは間違 い な い
。 そ の 成果 は ，

1903年 5 月 に 卒業後 ，

通 訳 と して従 軍 した 日露戦争 で 生か され る こ とに な る。

また 1907 −］909 年 に 駐 京 城 ロ シ ア 総 領 事館 の 実習 通 訳

を っ と め
，

1909年 に 駐 ロ ロ シ ア大使館 の 臨時通 訳 ，

さ ら に ［911 年 か ら 1917年 ま で 同館 の 通訳 をつ と め

た ♂
↓

また こ の 旅行 を 端緒 と し て ，ヴ ァ ス ケ
ー

ヴ ィ チ

は H本学者 と し て 著書
『
沿 ア ム

ー
ル 地 方 の 日本 人 の 生

活習慣概論 』 （1905）， 論文
「
沿 ア ム

ー
ル 地 方の 日本人

の 生 活習慣研究 の た め の 資料」 （1905），「H 本
・朝鮮

関係 概 論 」 （1ge9 ），

「 日本 の 学 校 」 （1912 ） な どの 業 績

を残 す こ と とな る 。

t’s

　ヴ ァ ス ケーヴ ィ チ が旅行 で 得 た もの は ，
こ れ だ けで

は あ る ま い 。彼 は北 陸 地 方 の 市 井 の 民 と じか に 接 触 し，

そ の 暖 か い 心 遣 い
， 実直 さ に触 れ る こ とが で き た。

ヴ ァ ス ケーヴ ィ チ は 古 き伝統 を守 る 口本人 に，と りわ

け好意 を示 し て い る。（119，213） こ の 体験 が ，後述

の彼 の 後半生 の 人生行路 の 選択 に 影響を及ぼ した の で

は な い だ ろ うか 。

　3．す さ ま じい情 報 ・資料収 集 能 力　 ヴ ァ ス ケ
ーヴ ィ

チ の
「
旅行 口誌 」 を一

読す るや ， 彼 の す さ ま じい まで

の 情報
・
資料収集能力 に 圧 倒 され る 。 伏木市役所 で冷

淡 な対応 を受 け る と， 彼は他の 訪問地 の 市役所 の 親切

な サービ ス ぶ り を並 べ 立 て ，
つ い で に 富山県知 事 に訴

え 出 る と脅し文 句 まで 並 べ て 目的 を達 した。（409） ま

た富山商業会議所で 所長 の 不在 を理 由に 資料提供 を断

られ た 時 は
，

た だ ち に 所長 の 自宅 を 訪問 し て そ の 許 酊

を得 て い る。（498） そ もそ も東洋学院 の 学生 は，旅行

前年 の 12月 に 原語 で 書 か れ た 訪問予定地 の 名所 旧跡

案内書 を渡 さ れ ，そ れ を逐 語訳 し て 旅行 に 備 え る， と

い う シ ス テ ム に な っ て い た ♂
6

　 こ の よ うな 旅行記 を大学 3年生 が 独力 で ま とめ た こ

と に驚 嘆 せ ざ る を え な い 。逆 に 口本 の ， 例 え ば新 潟 商

業学校 の 生 徒 も 日露 戦争後 の 1910年 に 修 学 旅行で ウ

ラ ヂ ヴ ォ ス トーク を訪 れ て い るが ，こ れ は 数 日間の ，

しか も団 体旅行 に す ぎず，う ち
一生 徒 が 旅行記 を残 し

て い る が ，こ れ ま た 簡略な もの で，ヴ ァ ス ケ
ーヴ ィ チ

の 旅行 と 旅 行記 の 壮大 さ に は と う て い 比 肩 し え な

い 。
311907

年 に は 新潟 県 の 視 察 団 が ウ ラ ヂ ヴ ォ ス トー
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 な が ろ う

ク とサ ハ リ ン を 訪 問 し て ，小 林 存 が 『新 潟 新 聞 』 に

ほ う て い に ら じよう

「
鵬程 日 乗 」 を，また

「
夢介 1 が

F
東北 日報』 に

「
日

本海巡航記」，「
浦港視察記．亅， 「

樺太雑観」 を順 次 連 載

し た 譜 さ ら に 小 林 と風 間が 『浦潮 斯徳及 樺太 視察報

告』 （新潟 商 業会 議 所 ，
1907年） を ま と め た 。い ず れ

も貴重 な 情報 を含 ん で い る が ， ヴ ァ ス ケ
ーヴ ィ チ の も

の と比 較 す れ ば，質 量 と も に 差 は 歴然 と し て い る。

　 従 っ て ，「

東 洋 学 院 紀 要 』 に 連 載 さ れ た ヴ ァ ス ケー

ヴ ィ チ の 旅行 記 が
， 学院教授会 で きわ め て 高い 評価 を

受 け，単行本 と して 出版 され た の も当然 で あ る。1902

年 10 月 30 日 の 教授会の 議事録 に は，も っ と も優 れ た

旅行報告 の
一一

つ と し て 最初 に 彼 の 旅行記が 挙 げ ら れ ，

2 貞半 に わ た っ て そ の 講評 が な さ れ て い る。そ し て

ヴ ァ ス ケ
ー

ヴ ィ チ は も う一
人 の 聴講生 と と もに 金 メ ダ

ル を授与 さ れ た譜

　4．今 日の 日本 に と っ て の 意義 今 日の 目本 に とっ

て 本旅行 記 は ， 北 陸地方 の 郷 土史研究 の
一

級史料 とい

え る。そ こ に は北 陸 各地 の 実 に さ ま ざま な分 野 の 統計

資料が 数多く収め られ て い る。さ ら に 父子 で 営む 明 治

時代 の 零細 な家内工 業 の 姿 や 労働者 の 劣悪 な 労働条件，

と りわ け悪 条件 下 の 廉価 な女 性 労 働 の 実体 と，女 性 の

低 い 地位 が 浮 き彫 りに さ れ て い る。

　 また こ の 旅行記 は，現在 の 日本の 日本海側地域 と ロ

シ ア 極東，サ ハ リ ン と の 交流 を 維持，促進 す る 上 で 大

い な る示唆を含 ん で い る よ うに 思わ れ る。 と りわ け，

前述 の ，対岸交流 に 沸 く凵本人 た ち を シ ビア
ー

に 見つ

め る ヴ ァ ス ケ
ーヴ ィ チ の 視線 の な か に，今 日の 我々 が

くみ 取 るべ き もの が 少 な か らずあ る だ ろ う 。

お わ りに

　 日本 の 実状 と 日本人 の実体 を こ れ ほ ど詳細 か つ 鮮 明

に 描 き 出 した ル ポ ル タ
ージ ュ を，ロ シ ア 帝国 は 日露戦

争 で 有効 に 生 か す こ と は で き な か っ た。そ の 後の 口本

研究 に お い て もしか りで あ る。筆者 の 知 る 限 り，ソ連

時代 の 出版物 で ヴ ァ ス ケーヴ ィ チ の 名前 に 言及 して い

る の は，前掲 の Z ．N ．マ トヴ ェ
ー

エ フ
，
　 A ．　D ．ポ ポ フ

の
．
旧 本書誌⊥ と ロ シ ア 科学 ア カ デ ミーの 「H 本書

誌 』 の み で あ る。また 近年出版 さ れ た
1「19世紀中葉

か ら 1917 年 まで の 祖 国 の 東 洋 学 の 歴 史』 で も，ヴ ァ

ス ク
．一ヴ ィ チ に つ い て は 不十分か っ 不正 確 な 記述 しか

見 られ な い 。

4°

そ の 理 出 と して 少 な く と も 2 点挙 げ る

こ とが で き よ う。

　まず 第 1点 は ， 東 洋 学 院 が その 後 歩 ん だ 悲 惨 な道 の

りで あ る 。 東洋 学院 は第
一

次 ロ シ ア 革命 の さ なか，教

授会 と学生自治会 の 対立 か ら
一

時 す べ て の 教育活動 を

停 止 す る 事態 に 陥 っ た。1920年 に 極東 国立 総 合 大 学

に 改組 さ れ るが ，
こ の 改組 は ソ ビ エ ト政 府 に よ っ て 実

施 さ れ た訳 で は な い 。ス ターリン の 粛清が 頂 点 に 達 し

た 1937 年 に は，本大学日本語学科 の 教官 と 出身者 が

口 本 の ス パ イ の 嫌 疑 を か け られ て
一

斉 に 逮 捕 され，

1939 年 に は 大 学 そ の も の が 閉 鎖 さ れ て し ま っ た 。こ

れ に よっ て 東洋学院時代 と極東国立 総合大 学 初 期 の 研
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ロ シ ア人 の 観 た明治 の 新 潟

究 の 蓄積 が，ほ と ん ど根絶 や し に さ れ て し まっ た の で

あ る。大 学 が 再 興 され る の は 1956 年 の こ とで あ る。“

　第 2 点 は
， ヴ ァ ス ケ ーヴ ィ チ の 後半生 に 関 わ る問題

で あ る。彼 は ロ シ ア革命後 も 1925年 ま で 大連 の ロ シ

ア 総領事館 の 領事，次 い で 総領事 と し て 勤務 した 。

1925年以降 は 大連近郊 の 営城 子 に 農場 を 買 い ，農業

や 酪 農 に 従事 した 。1938年頃 に ヴ ァ ス ケ
ー

ヴ ィ チ は

大連近辺 の 海沿 い の 保養地，夏家河子 に 移 り，次 い で

日本 に移住 して ，神戸近 郊 の 鈴蘭台 に 土 地 を買 っ て 家

を建 て た 。 こ れ に は ， 鈴蘭台 に 住 ん で い た 東京勤務時

代 の 同 僚 V ．A ．ス コ ロ ドゥ
ーモ フ の 寡婦 の 説得が 与 っ

て 大 きか っ た よ う だ。ヴ ァ ス ケ ーヴ ィ チ の 妻 と娘 は来

目前 に 亡 くな っ て い た。1942年 に 彼 は東京 で 困 窮 し

て い た 元駐 日 ロ シ ア 大使館代理 大使 D ．1．ア ブ リ コ ー

ソ フ を呼 び 寄せ て ，自宅 に 同 居 さ せ た 。第二 次世 界 大

戦中 に は ス パ イ容疑で 警察 に 逮捕，尋問 され た こ と も

あ っ た 。 1946年 に ア ブ リコ
ー

ソ フ が ア メ リ カ へ 去 っ

た た め，ヴ ァ ス ケ
ーヴ ィ チ は 再 び 独 り暮 ら し に な っ た 。

他 に 交際 した 白系 ロ シ ア 人 と して は，1
一
コ ス モ ポ リタ

ン 製菓」 の F．モ ロ ゾ フ が お り ， こ の 人 物 か ら は 金銭

的援助 を受 け て い た よ う だ ♂
2

そ して tg58年 3 月 29

日 に ヴ ァ ス ケ ーヴ ィ チ は敗 血 症 の た め 神戸 で 死亡 し ，

1司地 の 外国人墓地 に葬 られ た 詳 こ の よ．うな 亡命者 と

して の 後半生が，ソ 連邦 の 日本研究 に お い て 彼 の 業績

が 無視 さ れ る 最大 の 原因 と な っ た の で あ る。

　　　　　　　　　　（さ わ だ 　 か ずひ ご ・埼 モ 大学）

　 本 稿 執 筆 に 際 し，チ ェ コ 共和国ス ラ ブ 図書館，ハ ワ

イ 大 学 ハ ミ ル トン 図書館 ， 石川県立 図書館，外務省外

交史料館，国立 国 会図 書館 ， 東 京 大 学法 学部附属近 代

日 本法 政史料 セ ン タ
ー

（明 治 新 聞 雑 誌 文庫 ）， 冨 山 県

立 図書館，新潟県立 図 書館 ， 新潟県立 文 書館 ，

一
橋大

学図書館，丸屋本店，早稲 田大学商学部教員図書室 ，

．甲．稲 出 大学中央図書館，埼玉 大学図書館 で 資料 を収集

し た。ま た AA ピ サ ム ト ヂ ー
ノ ブ （ウ ラ ヂ ヴ ォ ス

トーク ， 国立 極 東工 科大学〉， 田 村康文 （神戸市立外

国人墓地），中村喜和，橋本 晴 夫 （新 潟 大 学医学部図

書館），P．E ．ポ ダ ル コ （大 阪 経 済 法 科 大 学 ） の 各 氏 か

ら ご教示 と資料 を賜 っ た。記 し て感謝の 意 を表 す る 。

注

E「付 は 新暦 で統一・
す る、，

Xl1（：aM きT4 レIH〔）B　A ．　A ．　Pocc 瞬 cKa 冫l　sM “｛T
「
PEITIHSI　R　A3HaTcKu−

T 腔 xO ‘）KeaHCK 〔｝M 　　perlrlO層lc　　M 　　組 mHo 臼　　∫，xMCPPTKe ．
bHO611 面 10rp 珈 1HeCK 曲 　 c川 Bap ト ，　 B．nailHBOcT 〔〕1（，
目：lslaTe．11・cTRo ．lla．，JbHcBocToqH ｛〕「〔〕 yH目 Repc 田

・
eTa，2〔〕0〔〕，　C ．

　 69 ； 冂Olla．，tKo 冂．　D．冂aBC ．I　BaCKeBw正 一
yHeHblM，八HIL1 〔〕MaT ，

　 冂yTe 田 ecTBeHHHK ： K 　l　25−』eTHIo 　co 　皿flfi　 pomAe “ Mfi．　 Acta

　 Slavictt　Iaponica．　T ．　XIX ，2002．　 C．265−267．
コ

こ の 人 物 に つ い て は，桧 山真一 「東 洋学 院 （ヴ ラ ヂ ヴ ォ

　 ス トーク 〉最初 σ）口本人教 師 」 （『
ロ シ ア 語 ロ シ ア文 学研

　 究 』 25，1993 年，89−92 頁） を参照 の こ と 。
4

　npoToK匚ラ川⊃t　3ace 皿aHMM 　KoH ΦepeHI 田 目 BucTegH 〔〕「〔｝ HHcTHTyTa ．

　 3ace皿 allHe　2　0KTflfipfi　l899　r．　 PtfsBecuiH　BocT｛〕gHo 「〔，

　 1−IHCTPITVTa ，　T ．1．1900 「．　C．川 一［V ．原 暉 之
『
ウ ラ ジオ ス ト

　 ク物 語 』 三 省堂，1998 年，21S −229 頁。
’
　llpoTeKo』− ni　3ace 八aH レ痢 i｛oHa ）epeHLkmt 　B 〔）⊂TogHe 「o　HHCTHTyTa ．

　 3acenaHMe　 2ア a冂1）e．T” 190111 ．　 M3BecTlv’1　 BocTe ，IHollo

　 ntK ／TMT ）Ta，　T．2，　 sts111．3．　190且　「，　 C．220，22；3．
tt

　 BacKeB 四 H ．．aHeBHHK冂 oe3，IKI｛ B 跏 oHHIo 　oT　rloPra　UyPき1
・
a

　 ．lo 冂opTa 　HHHTlaTa．　B 』 aAMbocToK
，
　

t‘
，lta．1hH 目自 BQcToK”，1904．

　 C ．ア，2ア，34，56，65−66，83，84，125，143
，
IS4

，
220

，
298．

　 本 旅 行 謁 は 最 初
「
東 洋 学 院 紀 要 』 第 4−10巻 （1902

−
］903

　 年 ）に 発 表 され た。以 下 旅 行 記 か ら の 引 用 は，本文 中 の

　 括 弧内 に 頁数 を記 す。冂 〔｝．la．πK 〔〕 冂．　 D．　 yKa3．　 coq ．　 C．269

　
−2ア0．

　 原 暉之
「
函館 を訪 れ た ウ ラ ジ オ ス トク の 東洋 学院 生」，

　
「函館 日 ロ 交流史研 究会 会報』

10，1998 年 12月，11頁、
”
　 i
’
JpcyToKo．［T．T　3acenaHMVI 　KoHq ］epeHuHT ｛　B 。cTo ・IHol’O　Mtlcl・MTyTa ，

　 3a ⊂e，11t　HL｛e　l　Ma 臼 1902　F，　M ／5B ピ c
’
rHH 　B 〔｝cToHHO 「 o 駲 cT 円TyTa ．

　 T．3，BbTTI．5．1902 「．　 C ．　且79−186．
9
　
尸
raM 冫Ke．　 C．　186．

1P 「
日 露 郵 便 汽船 」，『新 潟 新 聞 』 ，

　 tgO2 年 2月 2 日 。

『大 阪

　 商船 株式会社 沿 il11 大 要』，発行 年不 明，15頁。『大 阪商船

　 株式 会 社八 1．年史』 大 阪商船 三 fi船舶株 式会 社，　 tg66 年，
　 26 頁。
II 「浦 港 の 関 税 」．『

東 北 H　W ．i，1902年 8月 31 日。原 暉 之

　
1
対岸航 路 と対岸貿易　 　 日本海 を挟 む 日露海運 の 歴 史か

　 ら」，『
ロ シ ア研究』 25 」997 年 10月，83−84 頁。

に
十1「「信 介 ・安井亮平編

『
二 葉亭四迷全集 」 5，筑摩書 房，

　 tg86 年，333 頁。
11

戸水寛 人 『東亜旅行談 有 斐閣 書房，19〔B 年，211 頁。
14

田 岡良
一・『

大津 事件 の 再評価 　有斐 閣，T976 年，32，34−

　 35，　287 ，1ロ
1  「

正 教 神学校々 友 会 名簿 」，
”
止 教時 報』 25−9．1936 年 9 月，

　 37 貞。和 田 春樹
lt
ニ コ ラ イ ・ラ ッ セ ル 　国境 を越 え る ナ

　 ロ ード ニ キ 」 下，中央 公論 社．1973 年 ，
144−！45，148，

　 154，　t57，　331貞 o

Itt 「東 亜 貿 易 同 盟 会 幹 事 会．，『
政 教 新 聞 1，1902 年 7 月 13

　 日，2 面。

　 風間正 太郎
『

新 潟み やげ」 精華堂，1901 年，89 頁。n
新

　 潟 市 史』 −L，新 潟市役所，1934 年，931−932 頁。『新潟 市

　 史　通 史編 3』 新 潟 市，1996 年，348−349貞。
／s 「

東洋語 学院大学 生の 来港 」 ，『
新 潟 新 聞 」，1902 年 8月 19

　 1−L3 面 D

Iり

風 間，前掲書 ， 45 頁 。 遠 藤永吉編
『

新潟 県官民 肖像録 ］

　 肯 終 社，1908 年，38 頁。山 Jl「健 『
新潟 』 新 潟 公 友 社，

　 1912 年，338頁。笹 III勇 古 『新 潟 わ が街 　柳 と 堀 』 鳥屋

　 野 出版 ，］986 年，163 頁。
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沢 田和 彦

コ”
風 間，前掲書，13−14 頁。山川，前掲書，328−329 頁。南

　 波松太郎 『船 ・地 図 ・日和 山』 法 政大学 出版 局，1984 年，

　 683−695，9］8頁。「

新潟市史　通史編 3』，209−210頁。
21 『

新潟市史』 上 ，1086頁。笹川，前掲 書，59 頁 。

『
新潟市

　 史 　通 史編 3』，114−］t6，448 頁。
ココ

風 間，前掲 書，t  一H 頁。『新 潟 市 史」 上，914−917 頁。

　 「百周年記念文 集　想 い 出の 万代橋 』 新潟市 ・万代橋 の 百

　 周年 を 考 え る 会，1986 年，t8−】9，42−43 頁 。

「
新 潟市史

　 通史編 3』，179−18e頁 。

：／／『新潟市史 」

』
卜，

1934 年 ，
382 −383，862−864 頁。『新潟市

　 史 通 史 編 3』，163，165，17r−172，232234 ，257−258，

　 364，369，374，376 頁。
24 『

新潟 市史』 下，456 頁。
1「『

新潟 市史」 下，448，969頁。風間 止 太郎 「舟江遺 芳銕

　 復 刻版 ， 新 潟 雪 書 房 ，tg92 年，355−367頁。「新 潟 市 史

　 通史編 3』，370，418，422 頁。
2‘ 「日本 石 油史』 日本 石 油 株 式 会 社，tg17 年 ，111，121，

　 233−234頁。『
宝 田 二 十五 年 史 』 宝 田 石 油 株 式会社 東京店，

　 192  年，56頁 。『
日本 石 油百 年 史』 日本 石 油株 式 会社，

　 1988 年，76，82，98 頁。
z「

岡 田民雄 「イ タ リア軒物 語』 （新 潟 日報事業 社，1974年 〉

　 を参照の こ と。
2e

木 島章
『Jl「、ヒ善兵 衛伝』 （サ ン ト リー

］991 年） を参 照

　 の こ と。
こ’

前掲 記事
「

東 洋語学院大学生 の 来港」。
’° 「

新潟市史』

．
ド，665−667 頁。『

新潟市史　通 史編 3』，223

　 頁。
「1 『

新潟市史』 下 ， 664−665頁。『新 潟市史　通 史編 3』，］28 、

　 t32
，

408 頁。
η

　 『宝 田二 1’五 年史』，60 頁。
’コ

「
．
浦潮定期船 の 起 点地 変 更 」，『

新 潟 新 聞 」，1902 年 1 月 20

　 日。拙稿
「
新 潟 と ロ シ ア　　1900〜tg45 年 」，『

ロ シ ア文

　 化 と近代 日本 」 所収，世界 思想 社，1998 年，187頁。
コa

有 賀 長雄 『日露 陸戦 国 際 法 論』 東 京 偕 行 社，1911年，

　 10001001 ，10391040 頁。Lensen 　 G ．　 A ．　 Russian

　 Diplomatic　and 　Consular　Ot予icials　in　 East　Asia．　TokyQ，

　 Sophia　University，　1968，　pp．　52−53；　且a．［btleBocToHI ｛b匸臼

　 rocy 皿apcTBeHHbtM 　YHHBePCHTeT ．　McTopH只　H　coRpeMeHHocT 卜．

　 1899−1999．B 調 a皿HB 〔｝cTc ，［｛，　M3naTe ．，lbcTBo 且a．・；biTcBocTot ｛ttollo

　 yHHHepcHTeTa，1999．　 C．39，568 ； XHcaMyTIHHoB 　A ．　 A ．

　 yKa3．　 coq ．　C ．69；冂（凪 a」1（〔，　Il．3．　yKa3 ．　co ・J．　C．272 −2ア9．
3fi

　BH6mHoilpaabHH　flnoHHH．，TIFtTepaTypa，　M3，laHHaA 　B　Pocc円M　⊂

　 17341101917「．M ．，
‘‘
卜iayKa，  1

一
 ［aBHafl 　pe皿aKwg 　BecTogHoti

　 ．IHTepaTyph 匸，1965．　C ．30
，
32

，
236 ；Pt，taTHeeB　3．　H．　M 冂o冂oB

　 A．皿．BH6川 orpa φHπ finoHHH．　 B．｛a．qMB 〔〕cToK ，　 T田 10rpa Φ朋

　 Focy丑apcTBeHHoPe ∫JLa．vbHeBocToyHo 「o ｝
，11MBepcHTL °Ta，　1923．

　 C．8，17，57．
コfi
　2ユa．［bHeBo ⊂ ToqHb1 荷　　「 QcyJlapcTbc

．HHblM 　　y11HBepcHTeT．

　 レlcToP目 月　H 　coBpeMelmocTb ．　1899
−1999．　G．27．

i了 『

葦原 百年史 」 新潟 県立 新潟 商 業高等 学校，且983 年，
23

　 頁。『新潟 市 史　 資料 編 6』，】993 年，513518 頁。
tH 「

鵬程 日乗 」 と は
「

遠路 日記 」 の 意 で あ る 。「

夢介 」 は 前

　 記風間正 太郎 の 筆名。
Kt

　HpoToKo ，，lb13ace ，laHHM　K〔，Hq］epei｛urm　BocToqHoro　HHcTHTyTa ．

　 3aceliaHMe　17　0KT 月6pfi　】902　F．　M3BecTMH　BocToqHo廟
10

　 HHcTHTvTa ．　 T．5．1903 　 r．　C．　 X ［X −XXI ，　XXVil ．
4匸，
　McTopH 月　oTeqecTBeHH 〔｝「o　BocToKoBe 旦eH目月　c　cepem ｛HbT　X匸X

　 BeKa 　 Ao　 lgl71 ’
ona ．　 M ．，

“BocTeuHaH刪 TepaT 》pa
”PAH ，

　 199ア．C ，54−55．
a／

原 「函館 を訪れ た ウ ラ ジ オ ス トク の 東洋 学院 生」，t］−t2

　 頁。
4z
　 M ⊂）pe30B Φ ．皿．　Ha　fiaMflTb　noToM ⊂TBy ．　Ko69．　1

．10n
　M3iLatt”fi

　 He 　yKa3aH．　 C．94．
4コ「

大 連 正 教 会建 設 献 金 領収 報告 （第 二 回 ）」，『正 教 時報』

　 25−2，1936 年 2 月，39 頁。Lensen　G ．　A ，　Op ，　 cit．，　p．53：

　 XHcaMyTnHHoB 　 A ．　 A ．　 yKa3 ．　 cou ．　C ．69； 冂e皿a、IKo 冂．　 E），

　 yKa3．　 c〔〕q．　 C．279−295．
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uY7J.OueltoptsOvara

Kan3yxHKo  CABAnA

   F. HHMFaTa  snoxH  Mstin3H Fna3aMH  pyccKoFo  "yTemecTBeHH"Ka

Mo  MaTepMa"aM  <(nHeBHMKa  Ine3nKM  B  SIrloHHH] oT  nopTa  llypyl'a rto [ropTa  Hmil'a'ra)) H. F. BacKeBMya

   C 19 }{afi no  1 cei[Tfi6ps]  1902 F. (][o i[oBoMy  cTM.mo)  naBem  Feop]ueBMg (EOpbeBMtT) Bac]ceBHH, cT>,JLeHT  3-Fo Tcypca

A[10HCKO-KMTataCKOI･O  OTJIe.･IeHH" BOCI･O[IHel･O HHCTH･FYTa  BO  B.ilaJLHBOCTOKe, COBePII]H.1  1[Oe3JIKY  B CeBePO-3allaJLHYro  gaCTb

gnoHMH (npeabelcTypbl OyKyM, L.lcHKaBa, 
'Po"Ma

 H HHMFaTa). Ue.m. noe3JtKM 
-
 c6op  MaTepHa.IoB  jl.cFI Mcc.IenOBaHp[}{

nenCTBHTe.lbHOFO  IIO.IO]Ke[IHS]  TOPPOB.[M  H  IIPOMbllU.Iel[HOCTH  B  STOM  PeFHOT}e. I'IOC.Ie B03BPa-eHM"  Ha  POnMHY  tl. BaCKeBMH

ony6nMKoBa.q  cBoti <,nHeBHHK  noe3nKH  B SIfioHHH) oT nopTa  llypyra no  nepTa  HM"ra'ra,}, Ko'vopbtth oH Be.･1 Bo  BpeMH

11YTellleCTBma,

   B npen.IapaeMopta  cTaTbe  Mbl  HaM6o.lee  noJLpo6Ho  paccMaTpHBaeM  onaBy  {,nHeBHHTca}}  o  F. HMMFaTa: KaKHe  N{ecTa  H KaKMe

ygpeNcneHH" "oceT;{JI BacKeBHu, c KeNt oH BcTpega.qc"  H Koro  ynoMflHae'p B cBoMx  3almcs]x, collocTaBmfleM  coAepHaHxe

{,nHeBT["Ka,}  C MeCTHblMH  KPaeBenT{eCKHMH  MaTePHaMaMM,  a  TaKH{e  aHaJM3HPYeM  3HaUeHHe  llOe3JLKH  BaCKeBHga H el'O

<,ilHeBHHKan  n.(fi HnoHMM M  PoccMM  B  Mc']'opHHecKoil  tlepclleKTHBe,

CO,lePXKaHMe CTaTbH:

   O. KpaTKa}I 6MoppaOMH BacKeBMHa.

   1. Boc'Foi{HblM MHcTMTyT  H 1'. B.lannHocToKe: c"cTe}fa  KoMa]mMpoBKH  cTynel[ToB  3a ppaHHuy;  ycfieBaeMocTli BacKeBHua,
   2. }frC.llOBM" "Oe3!IKH: OTKPb]THe  PeF>･,MAPHOt'O MOPCKOrO  CO06UleHMA  NIeN{11Y  BJIaJLMBeCTOKOM H }ITIOIICKHMM  [IePTaMM

3allanHoFo  no6epeH<h";  >,peBeHb 3HaHMM  BaclceBxHa no finoHcKoMy  "3b]Ky;  JLopomHb[e pacxoJLbl H np,

   3. MaPLI[PYT H PaCIIHCaHHe tlOe3,IKH,  KPaTKHta  0630P  
",10HHMFaTCKHX"

 PMaB  GllHeBI[HKa)>.

   4. npe6liIBaHHe B  F. HHHFaTa: c6op  MaTepHamoB  no  Tept{e noe3JLKM.  PeaT<uMH "HoHcKon  c'ropoHbl  Ha  ftpe6htBaHHe

BaCKeBMHa B 1', HHMT･aTa 1]O AI]OHCKHM  KPaeBengeCKHM  HCTOt{HHKaM.

   5. 3HaHeH"e  noe3nKH  BacKeBxua H epo  <tnHeBHMKa)}  B  "pennBepHH  PyccKo-fl"oHcKo" BotaHbl.  ,lloc'I'M>KeHHfi  BacKeBMHa

KaK  BbllLaK)u.Lei'oc"  Ha6,,IK)"'la've,itfi Ld co6HpaTe,itfi  MaTepMa,noB,  3Ha[{eHHe <,.IIHeBHHKa,,  nm}1 coBpeMel{Ho"  SlnoHMH.
   6. FIoueMy "llHeBHHK,}  BacKeBHHa 6ts].( 3a6bTT  B coBeTc[<H"  nepHon?  1'loc.ienyD-afi TpaFMgecKa"  cynh6a  BecToi{Ho]'o

HHCI'HTYTa,  >KH3Hh BaCKeBHHa B  DMMI･PaltM".
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