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か も しれ な い 。こ れ は 本書 の 著者 が それ だ け の 情熱 を

もっ て 研究 し，そ れ だ け豊富 な 内容 を提供 して い る証

拠 で あ る。こ れ は 論評 の 余地 もない 学芸会的パ フ ォ
ー

マ ン ス を
「

研 究 発 表 」 と称 し て 二 ［1に わ た っ て 行 っ た

り，そ れ を許 した り， 学会の 最高成果を掲載 す べ き学

会誌を学芸会 の 記録で 充満 させ て い る本学会 の 現状 に

対 す る 無言の 批判 に な っ て い る。私 が あ え て 長 す ぎ る

書 評 を書 い た の も そ の 故で あ る。

　著者 は 「
あ とが き」 で

「
今 回 の 出版 に は ， よ り重 要

な 研 究 の 出 発点 と な る 可能性 が 含 ま れ て い る」 と述 べ

て い る。本 書 は そ れ 自体 で も…定 の 価値 を もつ もの で

は あ る が ， 著者が こ れ まで の 着実真繁な研究 を持続 す

れ ば， 今後 さ ら に 多 くの 成果が 期待 さ れ る。著者 は 今

そ の 夢 に む か っ て 努 力 して い る との こ と だ が ，わ れ わ

れ は著者 に よ き夢 を願 うば か りで な く， 幾分 か で もそ

の 夢を共有 す る こ と が で きれ ば幸 せ で あ る 。

　　　　　　　　　　（ふ じぬ ま　 た か し ・創 価 大 学）
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　比較文学 は 日本 で は戦 後 に
“
公 認

”
され た （

「
日本

比 較文学会」 の 創立 は昭和 24 年）比 較的 若 い 学問分

野 で あ る が，早稲 田 大学文学部 に は 創 設 以 来 ， 坪内逍

遙 を 源泉 とす る，和漢洋 をひ と つ の視 野 に収め た 巨 視

的 文 学研究 の 精神の 脈脈 た る 流れ が あ り，す で に 戦前

に お い て 吉 江 孤 雁 ，本間久 雄，口 夏耿 之 介，柳 田泉 ，

片 ．ヒ天 弦 ら の 文 人 教授が ， 英文，仏文，独文，露文，

国文，中文 とい っ た 個別 的 な 国家 な い し 詳語圏 の 文学

の 枠 に と ら わ れ な い 比 較 文 学 ・超 域 的総 合文 化 の 研究

の 途 を切 り開 い て い た 。し か し古 江 孤 雁 を首導 とす る

共同 の 世界文学研究 の 志向が 実 を結 ぶ の は よ うや く戦

後 に な っ て か ら で あ り，吉江 教授 の 衣 鉢 を継 ぐ仏 文 の

佐 藤 輝 夫 教 授 の 熱 意 と 努力 に よ っ て 昭 和 29 年度 に 大

学院 文 学研究科 に
「比 較文学」 の 講座 が 設置 され ， 昭

和 37 年 に は 「比 較文 学研究室 1 が 文学系諸学 科 の 共

同 運 営の 形 で 開 設 され ， 昭 和 40年 に 機関誌
『比 較文

学年誌』 が 創刊 され た。

　
「
早稲 出大学比較文学研究室」 は ， そ の 発足 に い た

る ま で の 過 程 に は 紆余曲折が あ っ た こ とが 窺 わ れ るが，

客観的 に 見て ，船出後 は 順風満帆 に進 み ， 研 究例会 と

機関誌 を発展 の 足場 と して ，（D資料研究，（2）理 論研

究，（3）対 比 研 究，（4）影響関係 ・受容史研 究，（5）総

合 文 化 論 の 比 較 文 学 の 各研究領域 に お い て 着実 に 重要

な 業績 を産出 し， 独 自の 学風 と学統 を 形成す る に い

た っ た 。それ らの 業績 を具 体 的 に 示 す こ と は 本書 に 収

録 さ れ て い る 編著者 執 筆 の 「
早稲 田 大学比 較文学研究

室 の 歴史」 【目次 は
「
比較文化 研 究室」 と な っ て い る

が，こ れ は誤植） お よ び別 の 文章 に 譲 るが ， 比 較文 学

へ の ロ シ ア 文 学側 か らの 最大 の 貢 献 は ， 編著者が 謙虚

さ ゆ え に
．一

言 も触 れ る こ と の な か っ た 御 自身の 著 ， す

な わ ち 柳富子 「 トル ス トイ と 日本．」 （早稲 田 大学出版

部 ，1998年 ） で あ る 。 それ に 続 く第 二 の ロ シ ア 文 学

側 か ら の 比 較 文 学研究 へ の 貢献が 本書
［
’
ロ シ ア文化 の

森 へ
」 で あ る。

　評者 は
1「
トル ス トイ と 日本 翊 の 続篇 と して 柳教授 の

ツ ル ゲー
ネ フ や チ ュ ．一ホ フ に 関 す る 積 年の 比 較文学的

研 究 の 集大 成 の 出版 を予期 して い た が ，予 想 に反 して

本書 が 先 に 産 まれ た。本 書 を手 に した と き，最初，こ

の 出版 は 門弟 ・友人 ・同 僚 に よ っ て 教 授 に さ さ げ られ
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ロ シ ア諳 ロ シ ア文学研究 34 （日本 ロ シ ア 文学会，2002）

た
“

Festschrift
”

に ち が い な い ，と思 っ た 。 も ち ろ ん ，

“Fes
’
tschrift

”

の 意義 は 十分 に あ る け れ ど も， 読 み は

じめ る と，企画 か ら出版 ま で の 創意が 編著者 に あ る こ

と が 明白 とな る 。 した が っ て ， 本書 は名実 と もに 柳教

授 の
“

編著
”

で あ る。

　「
早稲 田 大学 比 較 文 学研究室 」 の 発足当初 か ら の 研

究員で あ る柳教授の ロ シ ア文学 お よび比較文学研究の

発展 は 同研究室の 歴史 と 軌 を一
に す る。しか し 「

早稲

田 大 学比 較文学研究室 」 は 研究機関 で あ っ て 教 育 機 関

で は な い の で ，後続 の 若手研究者 の 育成 と い う面 で は，

東京大学大学院 の 比 較文 学比 較文 化 の 専修課程 に 比 し

て ，恵 まれ た 環 境 で は な か っ た。機関誌 の
『
比較文学

年誌』 も ， 本書発行 の 2001 年初頭 の 時点 で 36 号 を数

え る に 至 っ た が ， そ の 存在 は大学紀要 の ゆ え に
一

般 の

目 に は埋 もれ が ち で あ る。

　 「比較文学年報 』 に は創刊号 か ら最新号 まで ロ シ ア

文学 ・ロ シ ア文化 に 関す る数 々 の 優 れ た論 文 が 掲載 さ

れ て き た が，世 に 知 られ る と こ ろ少 な か っ た。柳教授

の 意図が，『比 較 文 学 年 報 』 を は じ め，他 の 大 学 紀要

な い し研究誌 に 収録 され た ま ま埋 もれ て い る論考を掘

り起 こ し て 精選 し ， さ らに 未刊行 の （と 思われ る ）若

手 研 究 者 の 業績 を も合 わせ て ，一
本 の 論文集 を編 み ，

比 較文学 ・比較文化 の学 と し て の ロ シ ア 文学 の 研究の

成果 を 世に 問う こ と に あ っ た こ とは ， 本書の 序文 か ら

も明 ら か で あ る。

　学術書出版 の 困難 な 昨今 の 状況 に あ っ て
，

こ の 大巻

を編集 ・刊行 され た柳教 授 の研究者 とし て の 情熟 と功

績 は 言 うに お よ ばず， 若手研究者の 育成 に 絶 えず心 を

くだ い て こ られ た教 授 の 教育者 と し て の 熱意 に ，評者

は ， な に よ り も まず，敬意を表 し た い
。

　 本書 に は 36名 の 執筆者 の 論文 が 集成 され て い る。

書の 構成 は 二 部 か ら 成 り，第 1 部
「
ロ シ ア 文 化 の な か

の ヨ ーロ ッ パ
」 に は 2［篇 ， 第 II部

「日本 と ロ シ ア

ー
交流 の な か で 」 に は 15篇 の 論考が 収 め ら れ て い

る。執筆者 の な か に は稲 門 学 派 に 属 す る と は 思 わ れ な

い 学究 も若干名含 ま れ て い るが ，柳教授 の 企 画 に 協 賛

し て 論文 を 提供 し て い る。しか し，そ れ ら の
“
ゲ ス

ト
”

論 文 は
「

早 稲 田大 学 比較文学 」 の 流れ の 中に 違和

感 な く溶 け込 ん で い る ば か りで な く，収録 の 諸 論 文 を

有機的 に 関連 づ け る うえで 重 要 な 役割 を果 して い る。

編者 の 編集能力 が有効 に 機能 して い る，と言 うこ とが

で き る。

　 全 般的 な印象か ら言 え ば，本書 に は若 々 しい 活力 と

情熱 が み な ぎ っ て い る 。 そ の瑞 々 し さ の 由来を思 うに ，

ひ と つ に は こ の 学問分野 の 若 さ で あ り，も うひ とつ は，

総 じ て ，執筆陣の 若 さ で あ る。執 筆 者 の 半数以 上 は 現

在 で は 老熟 の 学匠 な い し練達 の 中堅 研究者 と 言 え る

人 々 で あ る が，収録 され て い る そ れ らの 学究 た ち の 論

文 は 大体 に お い て 比 較的 若 い 頃 の 労 作で あ る。若 き 論

考 を揃 えて 文 集 に 編 む こ と を可 能 に した の は，個 々 の

論 文 の 正 当な価値 を問う編集者 の 批判精神 と 自負心 で

あ ろ う。日進 月歩 の 学問世界 に お い て ，幸 い に も， 例

外 的 に
， 文学研究 は 時流 に 押 し流 され な い 耐 久 性 ・永

遠性 を失 わ ずに い る。そ れ は文学作品 と同様の 価値を

もっ 文 学批評 と い う も の が あ る か らで あ る。文学研究

に も と き と し て
“
珠玉

”
と言 え る論 文 作 品 が あ る。評

者 は，本年 1月 26 日 に 行 わ れ た 柳 教授 の 最終講 義

「
早稲 田 に お け る 比 較文学研究 に つ い て 」 を拝聴 す る

機 を幸 い に して 得 た が ，そ の 折 り，評者 の 記憶 に 間違

い が な け れ ば， 教授 は そ の よ うな
“

珠 玉
”

の 論文 の
一

例 と して 平岡昇氏 の
『
日本 に お け る ル ソ

ー
　　そ の 文

学 的影 響 に つ い て 』 （
『プ ロ ポ 2』 白水社，1982年） を

挙げられ た 。

　そ の と き評者 は ， 柳教授 の 真意 は ロ シ ア 文学＝比較

文学研究の 珠玉 論 文 の
“

ア ン ソ ロ ジー”

を編 む こ と に

あっ た の で は な い か ， と ふ と 思 っ た の で あ る。そ う

思 っ て 本書を見直 す と，
こ れ は単 なる若手研究者 た ち

の 業績づ く りの た め の 論文集 で は な くて ，そ れ 自体 に

お い て 文学性 を も つ 作品集 に 見 え て く る 。

　評者 は 本書 に 収録 され て い る 36 篇 の 論 文 を ひ と わ

た り通読 した が，個々 の 専門論文 に つ い て 査読的な論

評 をす る 意 志 はな く， また そ の 力 もな い 。論集 を
“
作

品集
”

と して 概観 した う えで の 鑑賞批評的 な読後感 を

述 べ る に と どめ た い 。

　 第 1 部
「

ロ シ ア 文 化 の な か の ヨ
ー

ロ ッ パ
」 の 冒 頭 に

位置 す る 川 端香男 里 論文
「

ロ シ ア と ヨ ーV ッ パ ．．
ロ

シ ア の
「
他者」 と し て の西欧 亅 は 18世紀以 降 の ロ シ ア 文

化 の な か に 息づ く 「西 欧 」 を捉 え る第 1部 の 論文群 に

展 望 を与 え る 問題 設 定 の 役割 を 果 し て い る。18世紀

ロ シ ア 文化 に 関 す る 3 本 の論文が それ に 続 く。 佐々 木

精 治 論 文
「
過渡期 の トレ ヂア コ フ ス キ イ　　

『
ア ル ゲ

ニ ダ 』 序文 か ら
『
チ レ マ ヒ ーダ 」 序文 へ

一一
」 は フ ェ ヌ ロ

ン
『
テ レ マ ッ ク』 お よ び J ・バ ーク リ 『ア ル ジ ェ ニ

ス 」 を翻訳 ・摂取 す る に あ た っ て の トレ ヂ ア コ フ ス キ

イ の 叙事詩論 の 発展 を論 じた 重厚 な論考。藤沼貴
「

ロ

モ ノ
ー

ソ フ の モ ザ イ ク 画 」 は ロ モ ノ
ー

ソ フ の モ ザ イ ク

両 の 稚拙美 の 文化史的意義 を追究 した 論 考 で あ る が ，

美術館 ・博物館
・
教 会 堂 め ぐ りを す る旅人 の 眼 を と お

し て 語 られ る鑑 賞 と批 評 の 手 法 が 美事で あ る 。 杉 野 由

紀
「チ ュ ル コ フ の

『
か ら か い 屋 あ る い は ス ラ ヴ の ス

カ
ー

ス カ s に お け る ダ ン テ の
『神曲 』 受 容 に つ い て 」

は 日本 で は ほ とん ど 未開拓 な分野へ の 真摯 な取 り組 み
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の 姿勢 を 見 せ る 。

　柳富 子
「
チ r．・一ホ フ とモ ーパ ッ サ ン 　．両 作 家 の 類

似 を め ぐっ て」 は 外国文学 と の 関係 を最 も実証 し に く

い チ ェ
ー

ホ フ の 文学 を ロ シ ア に お け る モ ーパ ッ サ ン 受

容史 の 中で 位置づ け，両作家 の 死生観 ・孤独感 ・時間

的 推移 の モ チーフ を さ ぐ り，芸 術 理 念 と作家意識 に お

け る 両者 の 類 似 性 を明 らか に しつ つ ロ シ ア と フ ラ ン ス

の 文 学交 流 の 事例研 究 の 方 法 論 を提示 した 基 礎的研究

で あ り，第 1部の ロ シ ア文学 と ヨ ー
ロ ッ パ 文 学 の 比 較

研 究 の 指針 とな っ て い る。こ の 研 究 の 流 れ に 沿 う諸論

文 に，そ れ ぞ れ に 異 な る 主題 と 独自性 を もつ こ と は 言

う ま で もな い が，森 田 敦 子
「「

ス ペ ー
ドの 女 王 」 と

『
マ ク ベ ス．1　 構 造 と イ メ

ー
ジ か ら み た 対 比 的 考 察 」，坂

庭 淳 史
「

ロ シ ア に お け る シ ェ リン グ哲学　 そ の 受 容

と展開 に つ い て 」 ， 佐藤清
一

郎
「
信仰 の 渇望 と自我 の 凌

駕 ．一一ツ ル ゲー
ネ フ の 1

．
ス テ

ー
た とバ イ ロ ン の

『
マ ン フ

レ ッ ド』 を め ぐっ て 」 ， 杉 里 直 人 「 ドス トエ フ ス キ
ー

の

文 学 的出 発 　 『ウ ジ ェ ’ 一・グ ラ ン デ』 の 翻 訳 に っ い

て 1，井桁貞義
「

シ ラーと ドス トエ フ ス キ イ　　問題設

定 の た め に 」，桜井厚二
「

ドス トエ フ ス キ イの 作 品 に お

け る
「 ドン ・キ ホ

ー
テ 」」，高野雅之

「
コ ロ レ ン コ と ア

メ リ カ 」， 草野慶 子
「ウ ェ ル ズ か ら ザ ミ ャ

ーチ ン へ

　
「

ネ オ リ ア リ ズ ム 」 の 誕 生 」，菊 池 嘉 人 「
ミ ハ イ ル ・

ブ ル ガ ーコ フ の モ リエ
ール

」 が あ る ， と評者 は 見る 。

　第 1部 に は文 学 に か ぎらず ， 美 術
・音楽

・バ レ エ 等

の 芸術や 哲学 の 論文 が 含 まれ る。

　上 野 理 恵
「M ・ヴ ル ーベ リ と世 紀末 芸 術

一一．
〈西 欧〉

と くロ シ ア〉 に お け る女 性性 の 表 象 を め ぐ っ て 」 は犀利 な

文学的美術論 で あ る。こ の 論文 に ，藤沼諭文 に も同様

に ， 図 像 が 入 っ て い な い こ とが 惜 ま れ る。お そ ら く費

用 上 の 関 係 で 無 理 だ っ た の で あ ろ うが ， 然 る べ き絵図

が あれ ば説得力 は倍増 す るで あ ろ う。

　 ロ シ ア 歌曲史に お け る 日本 テ
ー

マ を論 じた伊 東
一

郎

「
ス ト ラ ヴ ィ ン ス キ

ー
の ジ ャ ポ ニ ズ の

一
側面 　

『
口本

の 叙情歌 か ら の三 つ の詩 n の 拍 節法 に つ い て．亅 は 伊東氏 に

しか 書 け な い 特異 な 論文 で あ り，た い へ ん 興味 ぶ か い

が ，本 書 の 構 成 の トで は そ の 主 題 か ら し て 第 II部 「
日

本 と ロ シ ア　　交流の な か で 亅 に 置か れ た ほ うが 座 り

が よ い よ うに 思 わ れ るが ，第 1 部 と第 II部 との 橋 渡 し

の 役 を 演 じ て い る の は 確 か で あ る。

　長井淳
「
ス ク リャ

ービ ン の 《プ ロ メ テ ウ ス 》 とオ カ

ル テ ィ ズ ム
」 は音楽 美 学的論文 で ，オ ル フ ェ ウ ス 的感

性 の 豊 か さ を感 じ させ る。

　貝澤哉
「ベ ル リ ン の ロ シ ア 文学 　 ］921−1923．．一「

ひ

と っ の ロ シ ア 文学 」 を も と め て
」 は パ リ以前 に 亡命 ロ シ

ア 文化 の 中心 と な っ た ベ ル リ ン を 「 ソヴ ィ エ ト文学 」

と 「
亡命文学」 が 未分化状態 で 接触す る特異 な 文学 現

象の 場 と し て 捉 え た 論考 で ，20世紀 ロ シ ア文学史 を

考 え直す う えで 重 要 な 文 献 とな る で あ ろ う。

　有名な ナ ボ コ フ もベ ル リン 経由の 亡 命作家 で あ る 。

鈴木正美
「『

オ ーレ リア ン 』 あ る い は ナ ボ コ フ 」 は ベ

ル リン を舞台 と し た ナ ボ コ フ の ロ シ ア 語 に よ る初期作

品 f
オ
ーレ リ ア ン 』 に お け る 蝶 の モ チーフ を 中心 に 関

連 す る ヨ ー
ロ ッ パ 文学 の モ チ

ー
フ と 作者 の 博物誌的知

識 の 作品 へ の 反映 を論 じた 異色 の 論文。

　 第 1 部 の 主 題 は
「

ロ シ ア 文 化 の な か の ヨ ー
ロ ッ パ

亅

で あ るが
，

一
方 に お い て は ，

「
ヨ ーロ ッ パ 文化 の な か

の ロ シ ア」 とい う視点の 導入 も必 要 で あ り， そ の 視 座

か ら 読 む べ き 論文 に 村 山 久美 子
「
ロ マ ン 主 義バ レ エ の

萌芽 を導 い た 振付家 デ ィ ド ロ
」 と小山 ブ リジ ッ ト

「
イ

ヴ ァ ン ・ツ ル ゲ
ー

ネフ と エ ドモ ン ・ド・ゴ ン グール 」

（フ ラ ン ス 語論文 ゆ え に 巻末 に 収録）の 2 点 が あ る。

両者 と も，ヨ ー
ロ ッ パ と い う文化脈絡で ロ シ ア を 捉 え

る観点 に 立 っ た好論文 で あ る 。

　第 II部 を構成 す る論文 群 は，目露 比 較文 学 と 日露文

化 交 流 史の 2 つ に 大 別 す る こ とが で き る。

　 日露比較文学 の グル ープ に属す る論 文 は ， 籾内裕子

「
島崎藤村 と ツ ル ゲ

ー
ネ フ 　 藤村 が 聞 い た 音，見た 自

然 ．h 中本信幸
「 『

ど ん 底』 の 太陽　　テ キス トロ ジーの

立 場 か ら」，塚原孝
「
明治期 の ア ン ドレ

ー
エ フ 受容史

の
一．・

側 面　
1早 稲 田 文学 』

「趣 味』 を 中心 に 」，源貴 志

「
神経衰 弱 の 文 学

一一
谷 崎潤

一
郎 と ロ シ ア 文 学 」，八 島雅

彦 「 日本 に お け る トル ス トイ の 原像」，秦野
一

宏
「
宇

野 浩二 ・芥 川 龍 之 介 と ゴ ーゴ リ の
『
外套 」　 「

ち っ ぽ

け な 人 間 」 を め ぐ っ て 」，佐藤千 登 勢
「
口本 の 形 式 主 義

に 与 え た シ ク ロ フ ス キ イ の 影 響 の
一

断 而 　 横 光利
一

と 中 河 与一
を め ぐ っ て 」，笠 間啓治

「
小説

『
道標』 の

人 々　 　1927／28 年 モ ス ク ワ （2）」，佐々 木寛
「
日本 に お

け る パ フ チ ン の 移入 に つ い て 」，国松夏紀
「
芥川龍 之

介 に お け る ドス トエ フ ス キ イ ． 遺稿 濶 中問答 を 中

心 に 」， 田 村充 正
「

ロ シ ア 語 訳 「
源氏物語』

一．立 ち 現

れ る く声〉 た ち 」 の 12 篇。

　受容 ・影響関係 に 重 点 を置 い た 論 が 主 流 と な っ て お

り，い ずれ の 論文 も資料 に 某 つ く精緻 な跡 づ けが な さ

れ た 手堅 い 論文で あ る。

　 口露 文 化 交 流 史研究 に 属 す る 論稿 は，南平 か お り

「
新 宿中村屋 女 主 人　相馬 黒 光

．．一
ロ シア との 出会 い 」，

小林 潔
「

ロ
ーゼ ン ベ ル ク 研究 に 向 け て 」，中村 喜和

「
．
鳴海完造 の ロ シ ア　 訪 ソ 目 記 か ら」 ，ア ン ド レ イ

・

コ レ ン コ 著 ・沢 田 和彦訳
「
［869，1870年 の ペ テ ル ブ

ル グ農 ・
林業 大 学の 思 い 出」 で あ る が，こ の 4 篇 は 評

者 に は 最 も面白 く読 め た。
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　個人 の 論文集 は 別 と して ，多数 の 寄稿 を集 め た研究

論文集 で 全体 を面白 く読 め る もの は きわ め て少 な い
。

本論文集 は 例外中の 例外 に 属す る。本 書 を読 み なが ら，
「文 学研究 と は何 か 」 と 自問 し て み た。セ ル ビ ア文 学

史 上 傑出 した 存在 に モ ダ ニ ズ ム （表現主義） か ら 出発

し た 詩 人 。作 家 ミ ロ シ ュ
・ツ ル ニ ャ ン ス キ イ　（1893−

1977＞ が い る。ツ ル ニ ャ ン ス キ イ の 研究家 に 詩 人 で 文

学者 の ア レ ク サ ン ダ ル ・ペ トロ フ （1938 ）が い る 。

ペ トロ フ の 著書
『
ツ ル ニ ャ ン ス キ イの 詩 とセ ル ビ ア 詩

歌 』 （1971 年 〉 はペ トロ フ が ザ グ レ ブ 大 学 に 提 出 し た

博 士 学位論文 で ， ツ ル ニ ャ ン ス キ イ の 詩 の形 式 と内容

を緻密 に 分 析 し ，
セ ル ビ ア の 詩歌 の 伝統 の な か で位置

づ け た研 究 で あ る。こ σ）論文 は，当然，存命中 の ツ ル

ニ ャ ン ス キ イ の 目 に と ま っ た。そ の 論稿 を読 ん だ ツ ル

ニ ャ ン ス キ イ は
「
私 の 文学、Eの 最大の ラ イバ ル が 現 れ

た 」 と 感嘆 し た ，と言 う。こ の 話 は 評者 が 1988年 に

ペ トロ フ 本人か ら聞い た もの で ，詩人特有 の 自惚 れ は

あ る と して も， 再版本 （1988年〉 を読 む か ぎ り， ツ

ル ニ ャ ン ス キ イ の 詩 の 研究 の 最高水準 を示 す論文 で あ

る と同時 に 気品 を そ な えた 文 学作 品 と な っ て い る。

　論文 に も読者 が い る。学術誌 の レ フ ェ リー制 とい う

忌 む べ き
“

検閲制度
”

が 新奇な術語の 氾濫す る，や た

らに 難解 な 論文 を 産 み 出 し て い る よ うな 気 が す る。研

究対象に 応 じて 内容が 難解 な の は 仕方が な い が，無味

乾燥 な 文章 は 読者 を惹 き つ け な い 。それ 自体 文 学作 品

と は 行 か な い ま で も，せ め て 艶 の あ る文 章 で 書 か れ た

論文 で あ る な らば ， 文 学的 な生 命力 を失 わ な い
。 そ の

良 い 見本 は ， どれ と名ざす こ と は控 え るが ，本書 の 中

に い くつ か 見 出 され る。

　本書 は い み じ くも
『

ロ シ ア 文化の 森へ
』 と題 す る。

ロ シ ア 語の 諺 に
“ L｛eM 皿a．lb田 c　B ．Eec

，
　TeM 　60・’HHe 　nPoB

”

「
森 の 奥 へ 行 く ほ ど 薪が 多 くな る 」 と 言 う。森 に 奥 深

く入 る ほ ど 収穫 も多 い が，困難 な問題 も多 くな る。森

は 文化 を拒否 す る異界で あ る か ら用 心 が 要 るが ， 大 胆

な知 的 好 奇 心 を も っ て
“

npeMyul ｛M ．lec
”

に さ らに 深 く

踏 み 入 っ た 成 果 を本 書 に つ づ く もの と し て 期待 し た い 。

　　　　　　　　　 （く りは ら　 しげお ・創価大学）
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　中村喜和 さ ん の ロ シ ア ・
エ ッ セ イ 集 は ， す で に 本書

で 二 冊 目で あ る 。 前著 「遠景 の ロ シ ア 』 が ロ シ ア 史上

の 昔 の 人 物，古都 め ぐ り，フ ォ
ーク ロ ア，風 俗 と い っ

た 話題 を集 め て い た の に対 し て ， 本書 は第
一

部 が
「

ロ

シ ア の 人び と」 と して 中村 さ ん が 直接間接 に 交流 した

同 時代 の ロ シ ア人 ，第二 部が
「
文学 ・フ ォ

ーク ロ ア ・

書物 」 で ，第三 部 が 「
ロ シ ア と 口本人」 と い う構成 で

ある 。 文章 も自在 に な り，味 わ い が ます ます 出て き て ，

読 み 進 め る と，中村 さ ん の 世界 に ひ き こ まれ る感 が あ

る 。

　第
一

部で は ， まず対 口使節レ ザーノ ブ が 登場 す る。

彼 は 昔の 人だが ，彼 の 回 想が 新 た に 発掘 さ れ，ロ シ ア

で 公 刊 さ れ，日本 で 大島幹夫氏 の 訳で 岩波文庫 に 収 め

られ た こ とが 紹介 さ れ て い る。そ こで 航海中 に艦長 ク

ル
ーゼ ン シ テ ル ン と対立 し，彼 の い じめ に よ りレ ザー

ノ ブ が 苦 し め られ た こ とが 語 られ て い る、ロ シ ア で も

露米会社の 新 しい 研 究 の 中で ，
レ ザーノ ブ の 名誉 回復

が な され て い る と され て い る。結論 は ， 司 馬 遼太郎氏

の
『
ロ シ ア に つ い て 』 で レ ザーノ ブ が 酷評 さ れ て い る

こ と へ の 批判 で あ る。レ ザーノ ブ が サ ン フ ラ ン シ ス コ

の 警備隊長 の 娘 と 恋 に お ち る ほ どの 魅力的 な男で あ っ

た と い う話 も含 め て ，こ の す べ て に 賛 成 だ が，や は り

レ ザー
ノ フ 問題 の 最大 の ポ イ ン トは，長 崎 に 六 ヶ 月滞

在 して ， 何 も与 え られ ず に 追 い 返 され た以 一ヒ， 彼 が立

腹 した の も当然 だ と い う こ とで あ ろ う。

　 っ ぎ に ピ リニ ャ
ーク と 秋 出 雨雀 の

「
ひ び わ れ た 友

情 」。こ れ は第 三 部 の
「
鳴海蔵書 の 成 立 事情」 と直接

的 に つ なが っ て い る 。 と もに 鳴海完造 の 日記 とい う興

味深い 資料 を も と に して い る 。 秋田雨 雀 と鳴海完造 は

1927年 に ピ リ ニ ャ
ーク に 会 っ て 反 発 した。社会 主 義

に 進 む この 国に い る ブル ジ ョ ア 分子 とみ た の で あ る。

他方米川 正夫 は 社会主義者 で は なか っ た の で ，ピ リ

ニ ャ
ーク と 深い 親交 を 結 ん だ。と な る と ，

こ の 話 はや

は り凵本人 の ロ シ ア観 の 話 で あ る。だ と す れ ば，第三

部 に もっ て い っ て，秋 田 と嶋海が 三 七年 の 大 テ ロ ル で

ピ リニ ャ
ー

クが 逮捕処刑 さ れ た こ と に対 し て ど う反 応

し た か を 書 く方が よ か っ た の で は な い か 。ロ シ ア 入 ピ

リニ ャ
ーク の 運 命 に つ い て 重 点 を置 くの な ら，陸軍大

学 ロ シ ア 語教官米川
．
［E夫 との 関係 が ピ リ ニ ャ

ーク を 日
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