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学会優秀報告賞

書誌学 とは何 か 一 ・ シ ア 文学 研究の 視点か ら

源 貴　　志

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 L 　 は じめ に

　「書誌学 とは 何か 」 とい うテ
ー マ は ， こ の よ うな小論で 扱 うに は あま りに 大

きい 。

ω しか し ， 日本の ロ シ ア 文学 研究 とい う場 に 於 い て も ，
こ の 問題 は 誰か

が い つ か は 整理 して 置か なければ な らな い 問題で ある こ とは 慥か で あろ う。

　研究者な らば誰 もが書物 ， 或い は 文献
一

般 に つ い て 相応 の 知識は持 っ て い る

わ けで あるが ， そ の 知識 は ， 各 々 の 専門研究の 必要に つ れ て ， 言わ ば偶然に 出

会 っ た 断片的 な情報の 蓄積 と して 獲得され て い る の が 現状で あ り， 書誌の 利用

に 対す る認識が研究者共通 の もの とな っ て い ない
。 ま た ， 書誌 に つ い て の 知識

が体系化 さ れて お らず ， シ ス テ マ テ ィ ッ ク な訓練 も用意 され て い ない 点 が間 題

で あ る 。

　そ の 背景に は ， 書物や 文献一 般に つ い て の 知識を ， 独立 した 「学」 と して
，

科学 と して考 え よ うとい う場合 ，
つ ま り 「書誌学」 とい う言葉を持ち 出 した 場

合に ， そ れが正確に どの よ うな 内容 と方法論 を 持 つ の か 非常に 瞹昧で ある とい

う事清が あ る 。 それ ど こ ろか 「書誌学」 とい う言葉が果た して 科学 的な言葉で

あ る の か ， また ， 書誌学 とい うもの が 独立 した学聞 と言え るの か とい う問題に

つ い て さえ ， どの 程度の 認識が ある の か 甚だ心 許無い 。

　 さ らに ， 書誌学 と言 えば非常に 時 閻 と手間の か か る もの で あ り， した が っ て

そ れは 几 帳面 な性格の ，篤志家がや る べ き仕事で ， それ ぞれ専門 の 研究に 忙 し

い 身に は とて もで きない もの だ とい う意識が ある よ うに 見受け られ る 。 書誌学

とい うの は 退屈で つ ま らな い もの と まで は 考え な くと も，
こ れ を敬 して 遠 ざけ

る とい う傾向 h：一一一般的で ある 。

　 しか し，

一
方に 於い て ， 文学研究や 語学 研 究に は 書誌学 的な知識や 手続 きが

不 可欠 で ある とい う事 は ， 誰 もが 認め る 。 こ の よ うな複雑 な事情を鑑み る に ，

書誌学 とい うもの が 客観的に 見 て どの よ うな 内容の もの で ， どの よ うな位置 を

占め る もの な の か ， そ して それ が ロ シ ア 語 ロ シ ア 文学研 究に どの よ うな役割を
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果 た す もの な の か を ， で きるだ け簡単明瞭に （博学多識を ひ け らか す よ うな形

で は な く， 研究者の 誰 もが接近 しやすい もの として ）呈示す る仕事が要請 され

て い る と考え て よい で あろ う。

　　　　　　　　　　　　 2．　 書誌学の 特殊性

一 方で ， 「書誌学」 とい う言葉が曖昧な もの と感 じられ る の に は ， 書誌学 そ

の もの の 特殊 な性質の なか に もそ の 原因が 考え られ る 。

　まず第一
に は ， 書誌学は それ 自体 ， 独 自の 領域 を 持 つ 独立 の 学問で あ りなが

ら， そ の 成 果を 他の あ らゆ る学 問に提供す る位置に ある とい う事 が ある 。 普通 ，

書誌学 と言 えば文学研究 な どに 非常に 近い 分野の よ うに 考 え られ が ち だ が ， 例

え ば社会科学 な ら社会科学 の 分野か らの 書誌学へ の ア プ ロ ーチ も大変に 発達 し

て お り， 諸科学と書誌学 との 距離 は等距離 と考え るべ きで ある 調 した が っ て ，

人文科学 の 研 究者は ，
い ま ま で の よ うに 何 とな く近 しい 領域 と して 書誌学 を考

えて 曖昧 な 関係を続 け るの で は な く， まず書誌学を 独立 の 学 問 と して認識 し ，

そ の うえで ロ シ ア 文学研究な らその 独 自の 立場か ら， あ らた め て 書誌学 に 対す

る 自覚的 なス タ ン ス を決定す る 必要が あ る 。

　ま た 第二 に ， 書誌学 に は 隣接す る学問が非常 に 多い
。 と言 っ て も， と りあえ

ず境界線が は っ き りし て い な くて は ， どこ まで が隣接す る もの で ， ど こ か らが

書誌学 固有の 領域で あ るの か 論ず る こ とが で きない 。 そ こ で こ こ で は 結論 を先

取 りす る形 で ， ま ず最 も狭い 意味で の 書誌学 の 定義 と， やや広い 意味で の 書誌

学 の 定義 と を検討 し ， 次い で それ を取巻 く周 辺領域 の 研究 内容に つ い て 考 え て

み た い
。

　　　　　　　　　　　3．　 狭義の 書誌学一 目録学

　端的に 言 うな らば ， 狭い 意味で の 書誌学 とい うの は 日録を作 る学 とい う事に

尽 きる 。
「書誌学 （ビ ブ リオ グ ラ フ ィ

ー）」 とい う言葉を考えて み て も，
ギ リシ

ャ 語の ビ ブ リオ ン は 「書物」， グ ラ フ ォ
ーは 「書 く」 とい う事 ， こ れ を 併せ て ，

「書物に 就い て 之れ を書 き とめ る」 意 ， 現代風に 言 うな らば ， 「書 物 を 記 述 す

る 」 とい う意味に な る 。

［3）

　ま た ， 「書誌」 の 「書」 の 字は 「書物」 の 事 ， 「誌」 の 字 は 事物を 「書 き しる

す ， 記述す る」 とい う意味 で ， 中国で は 二 千年を遡 る昔か ら ， 正史す なわ ち国

家の 公式 の 歴史書に は ， そ の 時点 で 知 られ て い る限 りの すべ て の 書物 の タ イ ト

ル を 書 き留め よ うとす る ， 言わ ば 「国書総 目録」 と呼ぶ べ き仕事 の 伝統が ある
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の は 周知 の 事で ある 。

〔4｝

　実は ， 「書誌学 とは 何か 」 とい う問題に 対 し て は ， 現代的 な定義が ＝ ネ ス コ

に よ っ て 与え られ て お り， それ は や は り目録の 学 とい うこ とに な っ て い る 。 た

だ ，
ユ ネ ス コ の 定義の 場合 ， 「書きし る す」 対象を ， 印刷物 （す なわ ち時代的

に は グーテ ン ベ ル ク以後 の 書物） に 限定 し て い る点が注意 され る 。 す る と ， こ

こ で も書誌学の 領域設定に 揺れ が生 じて 来 る 。
ユ ネ ス コ の 定義や ， そ れ に影響

を 与え た フ ラ ン ス で の 定義で は ， 手で 書か れ た 書物を リス トア ッ プ す る仕事 は ，

隣接分野の 学問に 属す る こ とに な る 。

　 また ， 同 じ 目録学 と して の 立場 で も， 知 り得る限 りの 文献を網羅 し よ うとす

る態度 と， よ り優れ た 内容 の 書物 を リス トア ッ プ して ，読者に それ を紹介 ・推

薦 し よ うとす る態度 とが考え られ る 。 前者は ， 上 記の 中国の 目録学の 伝統が ま

さ し くそ れに 当 るわ けで ある が ，
ヨ ー ロ ッ パ に 於い て も19世紀 ま で は ， この 世

に 存在 した限 りの 書物の 総 目録 を作成 し よ うとす る試み が絶 え る こ とな く続け

られ た 。

一
方 ， 後者 の 立 場か らす る 目録学は 図書館学 の 領域 と重 な り， そ こ に

は ， の ち に 述べ る よ うに啓蒙思想や革命運動 とい っ た もの が密接に 関係 して 来

る 。
｛5）

　　　　　　　　　　　4．　 広義の書誌学 （書物研究）

　 しか し ， 実際 に 書誌学の 名で 行われ て い る研究の 内容を見渡せ ば ， 目録学 と

い うもの よ りは は る か に 広 い 領域を包括 して い る よ うに 見受け られ る。

　す なわ ち ， 書物を物理 的 な対象物 とし て
， そ の 外 面的特微 （判型 ・ 紙質 ・ 活

字 ・ 装訂 な ど） を研究 し ， さ らに は 出版の シ ス テ ム や そ の 歴史 な ど も研究の テ

ー マ とす る もの で あ る 。 こ の 場 合に は 研 究領域が際限 な くひ ろが っ て 行 く可 能

性が あ り ， した が っ て様 々 な 分野 の 学問 との 繋が りが 考え られ ， 境界線上 の
，

或い は 隣接す る領域 を こ こ に 数多 く想定 で きる。

　 まず ， 出版 の シ ス テ ム や そ の 歴史 の 研究 は ， 当時 の 社会史 ・ 経済史 を考察す

る事に な る 。 書物 の 流通 の し くみ の 研究か ら ， 書物を利用す る場所 と し て の 図

書館 の 建築学的 考察 ， 当時の 読書 の あ りか た か ら ， 読者 とい う も の の 社 会 学

的 ・ 心 理学 的考察， さ らに は 読書論 と来れ ば ，
こ れは 文学研究に 近 い

。 そ して

文学研究 と言 え ぼ ， 当然思 い 浮ぶ の が本文考証 （テ ク ス トク リテ ィ ク ）で ある 。

異 な る版 の 比較考証 に よ っ て ， よ り信頼で き る テ ク ス トを提供す る こ の 分野 の

仕事が無 くて は ，
テ ク ス トそ の もの を完結 した世 界 と し て扱 うよ うな文学研究

の 方法 さえ も ， そ の 前提を根底か ら覆され か ね な い
。 本文考証は 書誌学 の 隣接
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分野 の うち で もきわ め て 重要 な位置を 占め る もの で あろ う。

　また ， こ こ で さ らに 大 きな領域を 占め る もの として 考 え られ る の が ， 手 で 書

か れ た もの ， い わ ゆ る写本の 研究で ある。 印刷発明以前の 時代に つ い て は ， 文

学や 語学 の 研究 に 限 らず ，
ロ

ー
マ 法 そ の ほ か の 研究な ど も ， 写本の 形態の 研究

か らすべ て が 始 ま る こ とに な ろ う。 そ して ， 印刷発明 以後 も数百年 の あい だは ，

印刷本 と並 ん で 写本が勢力を有す る故に ，
こ の 時期に つ い て は

， 写本 と印刷本

の 比較検討が必要 とな る 。

　また ， 印刷 本が圧倒的優位に 立 っ た の ちで あ っ て も， 手で 書か れ た もの は 歴

史学に 於い て 最重要の 「史料」 とな る。
い わ ゆ る古 文 書学 とい うもの が，

こ れ

も定義が難 しい もの で ある が， こ の あた りに 位置す る こ とに な る で あ ろ う。 さ

らに ， 印刷 され た テ ク ス トを 前提とす る近代文学の 研究で は ， 手 で 書か れ た も

の は 「原稿」 と して 新た な研究の 対象 とな る 。 原稿の 研究は ， 推敲の 過程 の ，

延い て は 創作過程 の 研究 と して ， 作 品 ・ 作家研究 の 重要な要素 とな り， 全集校

訂作業の 主要 な部分を 占め る 。 した が っ て ， 写木 （手で 書か れ た もの ）の 研究

とい うだけ で も ， そ の 広 が りは 果 て しが ない
。 斯 くして ， こ れ らすべ て が書誌

学 の 隣接分野 ある い は そ の
一 部 と し て理解 され るわ けで ある 。

（6）

　　　　　　　　　　　　 5．　 地域 に よ る偏差

　さ らに もう
一

つ
， 書誌学 の イ メ ージ を曖昧な もの に して い る原因が ある 。 す

なわ ち ，

一
口 に 「書誌学」 と言 っ て も， 国に よ り時代 に よ っ て そ の 内容がか な

り異 な っ て い る とい う事 で ある 。

　例えば ， 上記 の よ うに ユ ネ ス コ や フ ラ ン ス の 定義で は ， 書誌学 と言 えぽ ， 狭

義 の ， 目録 の 学 とい うこ とに な っ て い る 。 抑 も ，
フ ラ ン ス に 於い て 書誌学が 目

録学 と して 発展 した の は ， 18世紀末 の フ ラ ン ス 革命の 際に ， 修道院や 貴族 の 蔵

書 を 国家 が 没 収 し ， そ れ ら厖 大 な量 の 書物の リ ス トを 作 る必要に 迫 られた 事か

ら急速 に 発展 した の だ と言わ れ て い る ［文献 3参照］。

　 こ の よ うな 日録学 は イ ギ リス や ドイ ツ に 於い て も相応 の 発展を見 て い る もの

の
， 何 と言 っ て も最大 の 成 果が 見 られ た の は ， ア メ リカ に 於い て で ある 。

ア メ

リ カ議会図書館 の 目録は ， 単な る
一

図書館の 所蔵 目録 の 域を越 え て ， 世界最大

級 の 書誌 目録 と して 機能 して い る 。 また ， ア メ リ カ の 大学図書館で は ， 研 究者

が テ
ー マ を示せ ば ， そ の テ ー マ の 研究 に 必要 な文献 と ， そ の 文献 が どこ に 所蔵

され て い る か を司書が リス トア ッ プす る し くみ が普及 して い る 。

一 般に ア メ リ

カ で は ， よ りす ぐっ た 内容 の 読書 リス トを提供す る とい う， 目録作 りの 方法i淪
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が 非常 に 発達 して い るわ けで ある 。

　 しか し ， 地域 ・ 時代 に よ っ て は ， 広義 の 書籍研究 が優勢 を示 して い る場 合が

あ る 。 例え ば ， 19世紀 イ ギ リス の シ ェ イ ク ス ピア 学 は ，
こ の 書誌学の 成果を も

とに め ざま しい 進展 を遂 げた と言わ れて い る 。 す なわ ち ， 往時 の 出版の シ ス テ

ム の 研究に よ っ て ，
シ ェ イ ク ス ピ ア の テ ク ス ト の 不 明だ っ た 点 ， 疑問 を存 した

点が こ とご と く実証的 に 明らか に された とい う事 が ある
。

　簡単に その 事情 を見 るな らば ， シ ェ イ ク ス ピ ア の 当時の 印刷所 で は ， 印刷に

掛か っ て か ら も， 刷 りあが っ た もの を見て 校正 をす る とい う習慣が あ っ た と言

う。 そ れ で ， 校正す る前 の ， 誤 っ た ま ま に 翩 っ た 紙は ど うす るか と言 うと ，
こ

れ も廃棄せ ずに 製本 して し ま う。 した が っ て ， 世間に 流布 して い る版本に は ，

校正 を経た 回 数の い ろ い ろ の もの が ある事が わか っ て 来 る 。

　周 知 の よ うに ， 印躙所で は ， 紙 1枚に 表 8 ペ ー ジ ， 裏 8 ペ ージ を 印刷 して こ

れを 3 回折 り畳 ん で 16ペ ー ジ （或い は こ の 倍）の 冊了体を作る とい うよ うに す

る 。
こ の 時 ， ど うい う順番で 紙 を 折 るか ， それ も当時の 習慣に よ っ て 決 ま っ て

お り， 記録を 調べ て それ を 明 らか に す る と ， 何ペ ー ジ と何ペ ージ が もとの 紙の

表で ，
の こ りが 裏だ とい う事がは っ き りす る 。 そ れ で 現存 してい る版本をい ろ

い ろ見 比べ て み る と， 或 る版本 の 何ペ ー ジ と何ペ ー ジ とは 校正済， 残 りの ペ ー

ジ は 校正 を経 て い ない とか ， そ れ らの 事 を綜合 して 行 くと， どれが 誤植 で どれ

が そ うで ない とい う事 がわ か り， それ まで 意味が 繋が らな くて 強 引な解釈を し

て い た よ うな とこ ろが ， 単 な る誤植で あ る事がわ か る ， 或い は そ うで ない 事が

証 明 され る ， とい う事 に な っ た わ けで ある
。

　とこ ろがこ こ で 重要な の は ， イ ギ リス で は シ ェ イ ク ス ピ ア 学が 文学研究に 占

め る 位置 が きわ め て 大 きい とい う事で ある 。
つ ま り， イ ギ リ ス で は まず シ ＝ イ

ク ス ピ ァ 研究で 行わ れ た 事が ， 他 の 作家や詩人 の 研究 に 波及す る （こ れは ドイ

ツ に 於け る ゲ ーテ 学 ，
ロ シ ア に於 ける プ ー シ キ ン 学 な ど と対比 で き る で あ ろ

う）。 そ の た め に
， イ ギ リ ス で は 書誌学 と言 うとこ の よ うな書物の 実証的 研究

を 指す こ とに な っ て い る ♂7）

　こ の よ うな実証的 研究に は 非常 に 専門的な知識 と経験 とが 不 可欠 で あ る
。 日

本で 書誌学 と言 うと， 古典籍に 関す る こ の 種 の 専門的知識 の 蓄積 とい う意味合

い が強 く， 時 として そ れ は 限 られ た 人間に の み 許 され る ， 特別 の 学閥 とい っ た

感 じさえ与え る e
［8｝
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　　　　　　　　　　 6．　 ロ シア の 目録学 と啓藜思想

　 こ こ で ロ シ ア に 於い て 書誌学が どの よ うな発展 を閲 して 来たか とい う点 に つ

い て 考 えた い
。 勿論 ， 狭義の 書誌学す なわち 目録学 と， 広義の 書物研究 とがそ

れぞれに 発展 して 来た の で あ っ て ， どち らが欠け て い る とい うよ うな事 は あ り

得 ない
。

こ こ で は 便宜上分 けて 考 えた が ，
こ れは た だ ， 国に よ り時代に よ っ て

そ の ベ ク トル の 大 きさ ， 或 い は 隣接 の 分野 （延い て は その 国の 文化）に 与え て

来た影響の 大 きさに 偶然相違が ある に 過 ぎない
。

　特に ， 広い 意味の 実証的書物研究は ， 中世文学 の 写本テ キ ス トの 研究に は 欠

か せ ない もの で ある 。 む しろ ， そ の 研 究手続 の 大 部分を 占め る もの と言 え るで

あろ う。 中世 の 写本を 自分の 目で 読み ， そ の 鑑定をす る とい う事は ， 非常に 特

殊な訓練を 必要 とす る もの と思わ れ る 。 しか し ，
こ こ で は 該博 な知識 を 前提 と

す る こ の 種の 問題に 立 ち入 る こ とは で ぎない
。

　 した が っ て こ こ で は ， 研究者な ら誰 で も
一

応 の 知識を持 っ て い るべ きだ と考

え られ る ， 狭義の 書誌学 （すなわ ち 目録学）の 基礎知識に つ い て ， そ し て その

普及 とい う事に つ い て 注意を喚起 した い と思 う。

（9｝

　 ロ シ ア の 日録学 的書誌学 は ，
ヨ

ー ロ ッ パ 各国 に 比べ れ ばやや 遅 く出発 した が ，

18世紀に は 既 に 注意すべ き成果が見 られる 。 そ れ は やは リピ ョ
ー トル の 西欧化

政策 と密接 な関係を 持つ
。 抑 も ロ シ ア 最初の 図書館 とい うの が ， ピ ョ

ー トル ー

匿が新 し く建設 した 首都サ ン ク トペ テ ル ブル グに ， 自らが蒐め た 書物や ，
バ ル

ト海沿岸の 貴族な どか ら没収 し た 書物を収め た もの で ，
こ れが す ぐ後を追 っ て

設 立 され た 科学 ア カ デ ミ
ー

の 図 書館 とな っ て 今 口に 至 っ て い る もの で あ る 。 こ

の ，
ピ ョ

ー トル 個人 の イ ニ シ ャ チ ヴが 非常に 強 く働い て で きた ， 書物を通 じて

の 西 欧文 明の 移入 の 窓 口 で ， 実際に 書物 の 蒐集 と整理 に 当 っ た の は ，
ヨ ー ロ ッ

パ か ら招聘され た い わ ゆ る御雇外国人た ち で あ っ た
。
19世紀半 ばに 至 っ て も，

ロ シ ア で 最 も充 実 した図書 口録 は 御雇外国人 最後 の 世 代の ひ と りカル ル ・ベ ー

ル に よ っ て 作 られた もの で あ り ，
こ の 図書館で は外国図書の 収蔵量が ロ シ ア 語

図書の 倍以上 で あ っ た ［文献10参照］。

　次い で ＝ カ テ リ
ー

ナ ニ 世は 自らが ヴ ォ ル テ
ー

ル の 翻訳 を した り， そ の 著書を

蒐め た りとい うよ うな ， 典型 的な啓蒙君主 で あ っ た が ， こ の 時代に ，
ロ シ ア の

書誌学史上 に 重要な動 きが 現わ れ る 。 そ の ひ とつ は ニ コ ラ イ ・ ノ ヴ ィ
コ ー プ の

仕事で ある
。

ノ ヴ ィ コ ー フ は 自ら印刷所 の 経営に 当 り， さま ざまな雑誌 の 発行

や ， デ ィ ド 卩
， ジ ャ ン ・ジ ャ ッ ク 。 ル ソ

ー
の 著作集の 出版 な ど， その 活動は 多

様だ が ， な か で も ロ シ ア の 最初 の 作家事典の 試み や ， 雑誌形式の 解説図書 目録
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20］。
そ の 他 の す ぐれ た書誌に よ っ て 我 々 は ， 居 なが らに して （つ ま り， 時間

の ない 人で も簡単に ）有益 な知 識を得 られ るわ けで あ り，
こ れ らの 書誌 に つ い

て の 理解は 基礎知識 と して 欠か せ ない の で あ る。

　　　　　　　　　　　　　　 8．　 む す び

　こ れ らの 書誌に 関す る知識は ， 残念な が らまだ 研究者間の 普遍 的 な知 識とは

な っ て い な い
。 そ れ は ， こ の 書誌学に 関す る知識 が ， 最初 に 述べ た よ うな理 由

に よ っ て ，
シ ス テ マ テ ィ ッ ク に ， 誰に で もわ か る よ うに 整理 され 教育 され る よ

うに な っ て い ない た め で あ る点を あらた め て強調 した い 。

　現在既に ， 目録 の 作成 と検索 とに 関 して は ，
コ ン ピ ュ

ー タ の 出現に よ っ て 革

命的変革の 時期を 迎え て い る 。 しか し ，
コ ン ピ ュ

ー
タ とい う技術の 目新 し さに

心 を奪わ れ て ，
こ れ ま で の 文化 の 媒体で あ っ た 書物に 対す る用意を忘 れて しま

えば ，
コ ン ピ ュ

ー
タ 導入 の 大 きな 波に 洗われ た あ とに は ， これ まで の 人類 の 精

神的遺産は 雲散霧消し て しま うと心配す る の は ， 決 して 杞憂 とは 思わ れ ない 。
圖

現在 コ ン ピ ュ
ー タ に 関す る研究や事業に は 国家的 な規模 で 予算が 出 され ， 人 員

が割か れ て い る もの の ， そ の
一

方で 書籍 ・ 文書類は せ ま い 薄暗い 書庫 の な か で ，

急速に 顧み る人 もな くな り， 朽ち は て つ つ ある とい っ て よい 極端 な状況 に 置か

れ て い る 調 こ こ で い ま ， 書物 を 取扱 う術 と して の 書誌学 の 伝統を継承 す る こ

とに 失敗すれ ば ， 20年 ， 30年後に 我 々 が手に す る もの は一 体何 で あろ うか 。

　さ らに 最後に こ の 場 を借 りて 付け加え た い 。 こ の 日本 ロ シ ア 文学会に於 い て

も ， 学会 と して ，
ロ シ ア 語 ロ シ ア 文学研究に つ い て わ が 国の 先達た ち がの こ し

て きた 研究や紹介 の 仕事を網羅す る書誌を作成す る こ とが急務で は ない だ ろ う

か 。 若い 研究者が それ ぞれの テ ー マ に 関 して ， まず先人の 仕事に どん な もの が

ある か ， 簡単に しか も確実に 知 る 事が で きる よ うな ，
シ ス テ rt テ ィ ッ ク な書誌

目録 の 作成 を ，
で きる だ け早 く学会全体 の 規模で 考え ない と ，

こ れ もや が て遅

きに 失す る の で は な い か 。
こ の 機会 に注意を 喚起 し た い と思 う。

註（1） 本稿 は ， 1991年 10月 26 日 の 日本 ロ シ ア 文 学会研究 発表会 に 於 い て 行 な っ た 研究発

　　表 を ， 書 き言 葉に あ ら た め る な どの ほ か は ，で きる だ け も との 形 の ま ま に 残 す こ と

　　と し
，
補足 す べ き点 は 以 下 の 註お よ び参考文ma−一覧 に よ っ て 参 照 で き る よ うに し た

。

　  　例 え ば ，大塚 金 之助や メ ン ガ ー文 庫と い っ た
， 経済学 者で 書誌 学 に 携わ っ た人 物

　　や ， そ の 努 力で 一橋大 学 の 図書館 に 納め られ る 事 に な っ た ヨ ー ロ ッ パ の 経 済学文献

　　の コ レ ク シ ョ ソ の 数 々 な ど は
， 社会 科学 と書誌 学 の 関 係 の 深 さ を語 る よ い 例 で あ る

　　〔文献 1 参照 ］。
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（3） 現代 の 書誌学 ・図書館学 の 用 語 と し て こ の 概 念に 対 応す る もの に ， 「［書誌］記 述

　（匚BH6護Horpa ΦHqecKoe コoRHcaHvae 　KHHrH ）」が あ る ［文献 13参照］。

（4） 「漢書」 の 《藝文 志》， 「隋書」 の 《経籍志》， 「唐書」の 《藝文志》な ど の 名を 挙

　 げ る 事が で ぎ る が ， 詳 し く は ［文献 2 ］を 参照 。
い わ ゆ る 四庫 全書 の 思 想を 考 え る

　 事 が で き る だ ろ う。

（5）　ロ シ ァ で は ，
＜＜PeKoMeHJIaTe涯bHafi 　 6H6 遜Horpa ΦHH 》 と呼 ぶ 方法 論が 発達 して い

　 る 。

（6）　P シ ア で は
， 広 義 の 書誌学を く＜Bva6nvaorpaOlvaA＞＞ と呼ばずに ，

＜＜1〈HHrOBeJzeHHe Σ〉

　或 い は 《H3ygeHMe 　KHHru ＞＞ と呼 ん で い る ［文献 14な らび に 15の 表題を 参照 ］。

（7） イ ギ リ ス の 書誌 学 に 関す る こ の 部分 の 説 明に は ，寿 岳文章に よ る論文 『書 誌学 と

　 は な に か 』 に 詳 し く書か れて い る もの を参 照 し た ［文献 4 所収］。 　こ の 論文 は イ ギ

　 リス に 於 け る書誌 学 の 定 義 ，
つ ま り広義 の 書 籍研究 を 霽誌学 とす る 定義 を反 映 し た

　 もの で あ る
。

（8） 現在 ， 日本 の 書誌学 に 関す る手近 な 教科書 と して は ［文献 5 ・6 コな どが ある が
，

　 少 な くと も こ れ らが 広義 の 書 誌 学を 内容 と し て い る こ とは 明 らか で あ る 。

  　こ の 目録 学 と し て の 書誌学 に つ い て の 知識 は ， 特 に 近代 ・現代文 学 の 研究者共 通

　 の 理 解 と して ， 必 要 欠 くべ か らざ る もの で あ る
。

な お
， 以前 か ら 卩 シ ア で くくBu6一

　誣Horpa ΦH 渺 と い う名称で 表 現 され て い る の は ， 歴史 的に 見 て 目録 の 学 と解 して よ

　 い （註 3 ・6 参照 ）。

as　こ の 間 の 事情 に つ い て は ， 以 前に ナ ウ カ の 雑誌 「窓 」に 『「ソ ビ エ ト図書年 鑑」に

　 つ い て』 と題 し て
，

こ こ に 述 べ て い る よ うな 観点か ら検討 した 事が あ る 匚文 献 11コ。

（iD　集 書院 は ， い わ ゆ る 納 木制度 に よ っ て
，

ソ ビ エ ト 連 邦全 国 の 出 版所 と い うよ り は

　 印刷所 で 印刷 さ れ た も の す べ て を 集 め ， こ れ を記 録 し て
， 全 国書誌 を 作成 ・発行す

　 る
。 全国 書 誌 刊行 物に は 次 の よ うな 種類 が ある ［文献 8 参照］。

−亠

2

345678910

書籍年誌　くくKHnx〈Hafl 」eTofiHcb＞＞ （1907年〜）匚文献 9 参 照］

逐次刊行物年誌 く＜neTonHcb　uepzonuHecKmx 　 H ”p。noil＞lca｝ovaHxcfl 　 M3 一

双aHH 員》　（1933年 〜 ）

新聞記事年誌　《JleTonHcb　ra3eTHHx 　cTaTett 》 （1936年〜）

雑誌記事年誌　《JleTonHcb）KYpHaJlbHblx 　cTaTe 齢 （1926年 〜 ）

書評年誌　《刀eToHHcb 　Pe口eH3 雌 》 （1935年 〜 ）

美術 出版物年誌　《”eTonucb 　H30H3AaHHti ＞＞ （1934年 〜 ）

楽 譜年誌　《HOTHafi　JleTonHCb ＞＞ （1931年〜）

地図年誌　く＜KapTorpaq ｝HqecKafi 」leTonvacb 》 （1931年 〜 ）

図書年鑑　《E ＞lceronHHK 　KHHrH 　CCCP 》 匚文献 11参照］

書誌 年鑑　くくBH6xMorpatPHfi　coBeTcKo 面 6ra6nliorpatPHH》 （1948年 〜 ）

　こ の ほ か ， 書 誌学研 究 の 基 本的 な 論文集 ・雑誌 と して 次 の も の が 刊行 ・発 行 され

て い る 0

　1　 ＜＜KHHpa ： Hcc 丑e江oBaHHH 　H　MaTepHanN ＞＞ （1959年 〜 ）（年 2 冊 ）

　2　《CoBeTcKas 　6H6JIHorpaΦ翻 》 （1929年 〜 ）（年 6 回）
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  　勿 論，書誌 学で は現 物を 見 る （De 　visu ） こ とが重 要視 され るが ， 現物 か ら獲 た

　 データ を 目録 類 の デ
ー

タ と突 ぎ 合わ す こ とを 怠 る と ， た ま た ま 目に し た 現物 が 特殊

　 な刊本 （例 え ば
，

ロ シ ア に は 通 例 見 られ な い 増刷 本）で あ っ た 場 合 に （出版 年な ど

　 に つ い て ）判 断 を 謬 る こ と に な りか ね な い
。

  　書 誌学 に 於 け る コ ン ピ ュ
ー

タ 導 入 の 問 題は そ れ だ けで 大 きな 問題 で あ る と同時 に
，

　 焦眉 の 問題 で もあ る が ， こ こ で は む し ろ 旧来 の 情 報伝達手 段で あ る 書物 に 対 す る 再

　認 識 の 問 題を 問 い た い
。

  　こ れ は 決 し て 大袈裟 な表現 で は な い
。

1988年 2 月の ソ 連科学 ア カ デ ミ
ー

図 書館 の

　火災 ひ とつ を 挙げ る だ けで ，思 い 半ば に 過 ぎる も の が あろ う。
こ の 火災 は 決 し て 対

　岸 の 火事で は な い 。 こ の 事 は か つ て 『「文化 の チ ェ ル ノ ブ イ リ」 そ の 後一
卩 シ ア ・

　 ソ ビ ＝ ト書誌 学覚書 （9〜 13）』 と し て 情報紙 「ノ ー メ ル 」で 詳 し く扱 っ た こ と が あ

　る （第23 ・28 ・29 ・31 ・32号 ）［文 献 10参 照 ］。

［1 コ

［2 ］

［3 ］

［4 ］

［5 コ

［6 ］

匚7 コ

　一キ ン の 場 合 （「経 済資料研 究」第11号

［8 コ

［9 ］

　下 （「経済資料研究」第 15号

［10］

　田大 学大学院文 学研究科 紀要」別冊第 17集

［11］

　知識 （前）・（後）（「窓」 ナ ウ カ

匸12］

　 9 月 〜 1992年 6 月）

［13コ　CHMoH 　K，　P．　Bva6諏HorpatPua ／／CzMoH　K．　P．　X36 夢aHfioe ．− M ．： KHHra ， 1984．
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[20] Me3bep  A.B. PyccKafi c"eBecHocTb  c XI  no  XIX  cToneTvafi BKJiroqHTe"h-

 HO:  6H6aHopp. yKa3. npo"3BeneHuth  pyc. ciloBecHocm  B cBfi3H  c vaCTOPvaeva

 "HT-Pbi  H  KPHTHKoth:  I<HHrH H  >KypHanbHhle  cTaTbH.  
tl.

 1-2. -Cn6.  1899-

 1902.

                 LITO  TAKOE  BMBJIMOrPAOM"?

             C  TouK"  3peHHfi  H3ygeHHfl  pyccKog nHTepaTypbl.

                                          Ml･IHAMOTO  TaKacH

     IilccJenoBaTe"H KaKoth  6b! To  Hu  6nmo oTpacnH  3HaHHfi  non>lcHbl 3HaTb,

KaKHe  KHHrn  u  KaKHe  cTaTbH  Ha"McaHH  Ao  clix nop  llo Hx  cneuHaabHocTM.

     KoHegHo, JIHTepaTypoBenbl  (oeo6eHHo fiHoHcKHe  pycrrcTbD B ocHoBHoM

vaHct)opMHpoBaHbl  o  MHorvax  KHvarax  no  cBoeth  TeMe.  Ho  sTa  HHtpopMallHfi  o6bigHo

HaKannxBaeTcn  3a  iloJIroe BpeMfi  gacTo  cJIyuatiHo,  a He  cHcTeMaTHgecKH.  Kc-

cnenoBaTeflva,  yBbl, He  Bcerna  nonb3yloTcfl  6H6nnorpatpHgecKHMM noco6HfiMH.

     K  co>KaneHvaIo, pacnpocTpaHeHo y6e>lcAeHHe, gTo  6va6nHovpatpHfi-3aHfiTHe

cKyuHoe.  K  ToMy  >Ke  caoBe  K6H6nHorpatpHfl)  cgHTaeTcfi  He  IIaygHblM  TepMHHoM.

To  ecTb  MHorHe  nccnellOBaTeJH  He  PacCMaTPHBa}oT 6H6nHerpaipH}o KaK  caMo-

cToflTenbHy}o  HayKy.

     KaK  npHgm{bl  Tal<oro  HeAopa3yMeHHfi  Mo>KHo  oTMeTmb  c"enyroIIzvae:  Bo-

fiepBblx,  xoTfl  6H6nMorpa(l)HH caMa  no  ce6e  He3aB"cMMafi  HayKa,  oHa  HpenocTa-

B""eT  cBeM  JzocTva>KeHHfl ApyrHM  HayKaM  Bcex  oTpacneth  3HaHHfi;  Bo-BTopblx,

BecbMa  MHoro  HayK,  cMe>KHblx  c 6H6aMorPa{l)Heti. EblBaeT ogeHb  TpyllHo  oTlle-

nnTb  6H6"HorpaipMHecKyro HayKy  OT  npymax.  06b-Ho  (PH"onorH,  B ToM  rmacne

fi3MKOBellbl  H nHTePaTYPOBeAbl,  CICnOHHbl  CgHTaTb  CBOU  HCCJIenOBaHH"  6Jma3KZMva

K Tpyny  6u6nHoppaopoB.

    "ogToMy Heo6xonzMo  TouHo  H  ficl{o oHPeAe"HTb  po"b 6va6nzorpaop-ecKova
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HayKH.  Bce  yHeHble Hy)KJzaloTc"  B  "oco6uxx,  npeJccTaBJImolllHx  uM  6u6ailorPa-

tpHgecKylo cHcTeMy.  TaKHe  noco6Hfl  He  llpeanonapa}oT  HanHqHfi  oco6ofi  spynH-

uaH,  oHn  nHIllb  non)IcHbl naBaTb  HccnenoBaTenflM  ocHoBbl  cHcTeMaTHqecKHx  3Ha-

HHti,  Heo6xoAMMHx  nAfi nonygeHn"  HaygHoti  HHq)opMauHM.

     3necb, B  KopoTKoM  noKnaAe,  Mo>KHo  yKa3aTb TonbKo  KpaTKoe  onpeAene-

HHe  6u6nHoppaopHgecKoti HayKH  KaK  B  y3KoM, TaK  H B luupoKOM  CME)ICne.

     1. 6H6nvaorpaC)xfi B  y3I<oM cMblcfle:  I<aTanorH3auHfi  KHHr  HnH  ofiHcaHHe

KHHvH.  DTo o6nacTb  HayllHo-MeTonHllecKota  aefiTenbHocTH  fio nonpoToBKe  ffH-

tpopMauHH o  KHupax  va npyrHx  Bvanax  neuaTHofi  nponyKitHH.

     2. 6H6nHorpaopHH  B mHpoKoM  cMblc"e:  HaygHafi  nHcllMfinxHa, H3yqalOulafl

vaCTOPHEO  KHHrva,  HCTOPHK)  va3flaTenbCKOth  nefiTenbHOCTH,  BHelllHOCTH  KHMrH  (Pa3-
Mep,  KauecTBo  6yMarH, -pH(I)T,  oipopMneHHe  n  T. rr.) H  MHorHe  APyrHe  BHAhl

AeHTeJbHOCTH,  CBfl3aHHOti  C  KHHPOil.  9Ta OTPaC"b  3HaHHfl  CethgaC  Ha3brBaeTCfi

Ha  PYCCKOM fl3blKe  KHHrOBeAeHHeM.

     Eure HaAo  oTMeTHTb,  gTo  B  licTopHH  KHHrH  Bcero  MHpa  6H6nHorpatpHfi KaK

HayKa  pa3BHBanacb He  eAHHoo6pa3Ho.  B HeKoTopblx  cTpaHax  vaHorna  6H6nHo-

rpa(i)Hfi  B  LuHPoKOM  cMblcJIe  3HaumenbHo  nPeo6"anana  (HanpHMep: B  AHrnHH B

uleKcfiHpoBeneHHH  XIX BeKa  orpoMHylo  ponb  cblrpaJIo  I<HHroBeneHHe).  Iil Ha-

o6opoT:  Bo  OpaHuzH  rroc"e  peBonloqHH 1789  rona  cTpeMHTefibHo  pa3BHBanacb
6H6rmoppatpHgecKa" HayKa  KaK  MeToAvaKa  PerHcTpagHH KoH(PHCKoBaHHhlx  KHur.

     Mo>KHo oTMeTHTb,  tiTo  B  Po ¢ cnli npeo6nanaeT  no  cHx  nop  6H6nHorpaopH-

qecKafi  HayKa  B  y3KoM  cMblcne.  EyMaeTcfl, gTo  TpanHllxfl  pyccKoti 6va6muoTpa(i)HH

Bocxo,anT  I< XVIII BeKy-grroxe  BBeAeHvafi  3ananHoti  nliBHnH3au4H  HeTpoM  I.

0co6eHHo Ba>KHylo  ponb  cblrpanH  npocBeTHTe"bcKHe  MblcnH,  npMBHeceHHble  H3

OpaHllHH npva EKaTepHHe  II. Ho  caMoe  Ba>lcHoe  3HaueHHe  HMenH  AefiTenbHocTb

HaponHHKoB  va HX  rrOToMKoB  B KoHlle  XIX-Hagana  XX  BeKa.

     Tenepb  H  Mbl, Bce  HnoHcKMe  PycxcTbl, Mo>KeM  nonb3oBaTbcfi  ,qo6PoTHo  cJle-

aaHHHMH  pocyAapcTBenHblMu  6ll6nHorpaopHgecKvaMH yKa3aTenfiMH (I"EY) (KKHH>K-
Hafi neTonzcb),  KE>}<eponHHK  KHHrH  CCCP),  KJIeTonHcb  >KypHanbHblx  cTaTeti)

H  T. ".)  H  MHornMH  ApypHMH  oTPacneBblMM  6H6mao:Pa(i)HgecKvaMH lloco6HfiM".

TaK, Mhl  Mo)KeM  y3HaTb o  nogTH  Bceva  npoAyKnHH  pyccKHx THnorpaopHth,  neranb-
  v v

HoH  va HeneranbHon  BI{mogMTeabHo.

     HaM,  oco6el{Ho  rmoHcKHM  PycHcTaM, Hano  H3yHHTb  ocHoBHylo  cHCTeMy  Pyc-

cKoB  6H6nHorpatpHH va ee  nocTMKeHHH-fipeKpacHetaLuHe  llaMfiTHHKg  pyccKova

KynbTypbl.  HaJLo cocTaBHTb  HOC06Hfi,  KOTOPble  CnenalOT  JzOCTynHOth gTy  cHcTeMy

nnfl Bcex  pycHcToB "RoHH".
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