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書評

の 反政府運動 の 高 ま りと 1864年の ポーラ

ン ド蜂起に対す る愛国的熱狂 の 中で ， 政治

運動 と して の ロ シ ア 自由主 義 は消 えて 行

く」 。

　西欧的な観念 に よ れ ば 「自由主義」 とは

何 よ り も君主権力の 否定 に こ そ そ の 本質が

認 め られね ばな らな い 。従 っ て ， イギ リス

の よ うに君主を残 すか フ ラ ン ス の よ うに こ

れ を抹殺 す る か は別 に し て ， 立憲制 こ そ が

「
自由主義 」 の 多様 性 を貫 く共通項 で あ る

の 対 して ，

「
ロ シ ア 白由主義」 の 特質 は 専

制体制の 維持 を前提 と し，
ツ ァ

ー リ権力 に

よる改革 を標榜 して い る と ころ に ある 。 と

すれ ば，
こ の よ うな思潮が

「
自由主義」 と

呼ぶ に 値す るか どうか ， 疑問な し とは しな

い の だ が ，

1
ロ シ ア の 」 自由主 義 とは元 来

こ の よ うな もの だ と して記述 され て しまえ

ば， そ れ な りに 得心 せ ざる を えな い
。

「
ロ

シ ア 自由主義」 を論ず る こ と の 難 し さ は
，

こ の 曖昧 さに あ る と思 われ るが ， 杉浦氏の

著
：

作か ら は ， 西欧 と異な る政治風土 の 中で

西欧的な理 念を追求 しよ うとす る入た ち の

苦悩の 跡が よ く見 えて くるの で あ る 。

　 なお ， ほ ぼ 時期 を同 じ くして 竹中浩氏が

『近代 ロ シ ア へ の 転換　　大 改革時代 の 自

由主義思想 』 （柬大出版 会 ， 1999年） を刊

行 して い る 。 併読 を勧め る 。

　　　　　（な が なわ　 み つ お ・横浜国大 ）

　　　　秋月俊幸著
『日本北辺の探検 と地図の歴史』

北海道 図書刊行会 ， ig99年 ， 405＋ iil＋ 44 頁 ， 図版 5 頁， 付録地 図 1枚

竹 　 　内　 　啓 　 　
一

　北海道 ， 南千 島 ， サ ハ リン な ど 日本の 北

辺 は ， 両極地方を別 に すれ ば ， 世界図で
一

番最後 まで 不明で あ っ た地域 で あ る 。 同時

に間宮林蔵の 調査 ， 伊能忠敬の測量 ， 高橋

景保 の
「 日本 辺界 略 図 」 （1809） の 作成 な

ど ， 地 図 ヒの 空 白を埋 め るの に 日本人 が は

た した役割 が 強調 され る地域で もある 。 古

地 図お よび史料 に あた っ て ， こ の空 自が ど

の ように して うめ られ て きた か と い うこ と

を実証的に検討す る作業は ， 第二 次世界大

戦前，藤田 元春 に よ っ て緒が就 け られた が ，

本格的 な研究 は ， 第二 次 世界大戦後 ， 高倉

新
一

郎， 船越昭生な ど に よ っ て すすめ られ

た 。
こ の たび出版 され た 本書 は

，
その 題名

が示す よ うに ，
こ の 地域の 探検 と地図の歴

史の ， 従来の 研究 を総括す る もの で あ る と

と もに ，多 くの 点で 画期的前進 を もた ら し

た もの で あ る 。 著者 は ， 大学卒業後 ， 停年

退官 まで 30 数年 間に わ た り ， 北海道大学

附属図書館お よび法学部 に勤務 した歴史家

で あ る。その 大部分 は ， 日本北辺 の探検 史

と地図史 との 研究に没頭 す る研究職 に あ っ

たわ けで はない が ， 同図書館 が所蔵 し， 体

系的な検討が な され る こ とが なか っ た地図

類 と関係史料 とを長 年に わた っ て丹念に 検

討 し ， さ らに 関連す る い くつ か の 文献 や 地

図に あた っ て 考察 した成果が本書で あ る 。

今後 この 分野の 研究者が ， 必ず踏 まえな け

れ ばな らない 古典 に な るで あろ う書物で あ

る 。

　 17世紀前半， 松前藩 の 国絵 図お よ び イ

ェ ズ ス 会 士 ア ン ジ ェ リス の 地図 か ら と きお

こ されて い るが ， 日本北辺 図 の 混 乱の 発 端

を ， 著者 秋 月 は ， 1643年の オ ラ ン ダ航 海

者フ リース の 航海 に お い て い る 。 これ に も

とつ く地 図 が 18 世紀 末 まで ， 西 ヨ ー ロ ッ
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パ で は 140年以 1：も唯
一一

の 実測地図 と して

権威を持 ち続けた の であ る 。 フ リース の 航

海に続い て 北辺の 地図に 混乱を もた ら した

の は ，
18世紀 に な っ て か ら の ロ シ ア人 に

よ る カ ム チ ャ ッ カ ， ア リ ュ
ー

シ ャ ン ， 千島

な どの 調査で あ っ て
， 著者の 言葉 に よれ ば ，

フ リー
ス の 手書 き地 図 に あ らわれ ， 日本人

が エ ゾと呼ん で い た もの が
，

ロ シ ア に よ る

北方探検の 結果 ， 島々 の 集合体に な っ て し

ま っ たの で あ っ た 。 ロ シ ア側 の地図資料 を

丁寧 に検討 したの は ， 秋 月の 大 きな功績で

ある 。 もうひ と つ こ の著者の 重要 な功績 は ，

18世紀初頭 に 中国全土の 実測 の 結果作成

され た 1 皇輿 全覧 図 」 の アム ール 河 口部分

の 検討で あ る 。

「
康煕図」 はす で に 船越 昭

生 に よ っ て ， 北方図 との 関連 で 注 目され た

が
， 船越 は も っ ぱら ，

ロ シ ア ， イ ギ リス ，

フ ラ ン ス
， オラ ン ダ製地図 を通 じて の 日本

に お け る間接的受容お よ び 19 世紀 に な っ

て か らの 日本 へ の 直接的影響 を検討 した の

で あ っ て
， 秋月 に よ る検 討は ，

ロ シ ア お よ

びフ ラ ン ス の 地図製作 に それ が どの よ うに

伝 え られた か を検討 した もの で ある 。

　 18世紀後半 に な っ て ， 幕 府お よび松 前

藩が 北辺 に 関心 を持つ よ うに な っ た と き ，

まず 最初に した の は，
ロ シ ア を含 む ヨ ー

ロ ッ パ 航海者た ち の 探検の 結果作 ら れた 地

図を さ まざ まなか た ちで 受容す るこ とで あ

り ， この 点で ， 秋 月が 山田聯の 仕事 を検討

した部分 は注 目に 値す る 。 カ ラ フ トが 外国

地 図 の サ ハ リン で あ る こ と を同定 した の は

高橋景保の 重要な業績で あるが
， 山田の 仕

事が な けれ ば， お そ ら く高橋 の画 期的な仕

事 も生 まれ なか っ た と考え られ るの で ある 。

　 本書の 記述 は ， 明治初期の 北海道 ・千島

の 測量 に まで お よ ん で い る が ， 中心的テ ー

マ で あ り， 白眉 をな すの は ， 長 く残 っ た 地

図上 の 空白が
， 西 ヨ ー ロ ッ パ

，
ロ シ ア ， そ

して 日本の 探検家 と地 図制作 者 に よ っ て ど

の よ うに うめ られ て い っ たか を ， 地図製作

者の 間の 影響関係 に も注 凵しなが ら ， 説 得

的に 示 した 部分で あ ろ う。 したが っ て ， 重

要 な史資料は地図で あ り， 探検 ・調査の 記

録 は どち らか とい う と補完的に 利用 されて

い るが ， 探検 ・調査 の 記録 の 吟味 となれ ば，

各国の 古文書館で の 作業が 主 に な るで あろ

うし， これ は将来の 研究者 が して くれ る こ

とに な るで あ ろう。

　大変 に分厚 い 読 み ごた え の あ る書物で あ

るが ， 著者 は明 らか に
， 限 られ た研究者の

み で は な く， 広 い
一

般 読者を念頭 に置 い て

本書を著 した と考え られ る 。 それ 自体大変

な業績で ある が
，

人名 ， 用語 な どに 関して ，

脚注 と い うか た ちで 丁寧 な解説が 付せ られ

て い る し， 全体の構成が
，

い わ ば謎解 きの

よ うな大 き な物語 に な っ て い て ，

一般 読者

も，
ド ラ マ と して本書の 記述 を読む こ とが

で きる
。 著者 もは っ き り断 っ て い る よ うに ，

本書は先行す る内外 の 業績 に 多 く負 っ て い

て ， 巻末の 文献表 は ，
こ の 分野 に お け る文

献 をほ とん ど網羅 して い て ， 研究者 に と っ

て 大変に 有 り難い が
， 個 々 の 記述に 関 して

い えば ， そ れが誰の どの ような研 究 に負 っ

て い る の か が明示 され て い な い うらみ があ

る 。 こ れ は
一

般読者を も念頭 に置 い て ， 読

み やす い 記述 に した こ とに よ っ て，書誌的

な ， あ る意味で は煩 瑣 な学問的厳密さが犠

牲に な っ た の で あ り，
こ の 点で 研究者 に は

不満が残 る か も しれ な い
。 し か し評者は ，

これ が本書の もつ 大 きな学問的価値 をそ こ

な っ て い る とは 考えな い 。 巻末に英文要旨

が つ け られ て い るが
，

これ は本書が もつ 国

際的な学術 的価値 に 関 して の ， 著者の 並々

な らな い 自信 を示す もの で あ ろ う。

（た け うち　 け い い ち ・駒 澤大 ・

　　　　　　　　　 元 日本地理学会 会長）
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