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木　村 崇

　ロ シ ア に お け る オ リエ ン タ リズ ム とい う歴史事象 は

文学研究 に お い て は もち ろ ん，地域研究 や 文化論 で も，

避 けて 通 る こ との で き な い ，しか し論争必至 の 難課 題

で あ る。評者 は プー
シ キ ン 生誕 200 年記念の 国際会議

に む け て
『
カ フ カ

ーズ の 捕虜』 に つ い て 報告 をま とめ

て い た と き に ，そ の こ と を 痛 感 した。正 確 に は そ の

20年前，ロ シ ア 文学研究所 （プーシ キ ン 館）で 1 年

間 レ ール モ ン トフ 研究 を した と きか ら，ず っ と感 じて

きた こ と で あ る。叙事詩
『ム ツ ィ リ』 の 解釈をめ ぐ っ

て 同研究所の ある 主任研究員 と国境 をへ だ て て誌上論

争 を した の も そ の 流れ で 起 きた の だ っ た し ，
レ
ー

ル モ

ン トフ の バ ラ ード
『
論争』 に つ い て ， 当時 の ソ 連 で ま

か り通 っ て い た （国定教科書的解釈 とい っ て よ か っ

た ）説 に 真 っ 向か ら反 対 し た の も，自分 な りの
「
ロ シ

ア ・オ リエ ン タ リズ ム 」 批判 だ っ た よ うに 思 う。

　 す こ し お くれ て ， イ ギ リス で は ス
ーザ ン

・レ イ トン

が エ ドワ
ード ・W ・サ イ

ー
ドの

『
オ リエ ン タ リズム g

の 直接 の 影響 の も と に，カ フ カ
ーズ に 関 わ っ た 19世

紀前半 の ロ シ ア文学者た ち を，まるで なで切 りす る よ

う な ロ シ ア ・オ リエ ン タ リ ズ ム 批判 を展開 しだ し，こ

れ が ア メ リカ の 若手研究者た ち に も伝播 し た 。 ス
ーザ

ン ・レ イ トン の 論点 は 日本で も山内昌之 に よ っ て ， 中

公 新書 の
「
ラ デ ィ カ ル ・ヒ ス ト リー

』 第 3 章 に ほ と ん

ど そ の ま ま転用 された 。 記憶 で は こ の本に つ い て 8 本

ほ どの 書評が出 た が，ほ とん ど の 評者が 山内の 主張を

鵜呑 み に して
，

レ ール モ ン ト フ や ドブ ロ リ ュ
ーボ ブ を

口 を き わ め て の の し る の を 見て ，

『
現代の 英雄 』 す ら

ま と もに 読 む こ と の で き な い 我が 国 の論壇 の 知的素養

の 浅 さ を思 い 知 ら され た。ドブ ロ リ ュ
ーボ ブ

「
批判 」

に い た っ て は ， スーザ ン ・レ イ トン が 原文 を読み こ な

せ ず，ま るで 正 反 対の 解釈 を した こ と に 端を発 して い

る 。 同 じ内容 を 山 内が 自説 を装 っ て 書い た た め，皮肉

に も誤謬 を そ の ま ま受け売 りす る形 に な っ た （木村書

評，『む う ざ』 12，tg93，100．−03 頁 参照 ）。ド ブ ロ

リ ュ
ーボ フ の 原文 に 当た れ ば簡単 に 分 か る こ とな の だ

が，山 内 自身 も，あ の と き 書評 を書い た もの た ち もこ

れ に 気 づ い て い な か っ た の で ある 。

　ネ ガ テ ィ ヴ な書評 は ，率直 に い っ て書きた くな い 。

し か し我が 国の
「知識人」 が 専門外 の こ とに な る と ま

る で 無知 を さ ら け 出す 現 状を考 える と，
い や な こ と で

も，い うべ き こ とは き ち ん と言 っ て お か ね ば な ら な い

と思 い 直 さ ず に は い られ な い 。第二 の 山内昌之 が 現 れ

な い と も限 らな い か らで あ る。イ ン ドの ロ シ ア 文学者

カ ル パ ナ ・サ
ー

ヘ ニ
ーが 著 した 本 の 邦訳 を読 み は じめ

て，す ぐに 思 っ た の は こ の こ と で あ っ た。

　彼女 は序章 で ピ ョ
ートル ・チ ャ ア ダーエ フ を，

ロ シ

ア人 が 他民族 よ りも．ヒ位に 立 つ こ との で きる
「
選民」

た る資質 を そ な え た 民 族 で あ る こ と を示 し た人物 と し

て 描 こ う と し，「
われわ れ は特別 な民 族 とい える か も

し れ な い 。た しか に わ れ わ れ は人 類 の 中で は 目立 た な

い 一
民族 に す ぎな い が，しか し何 か 偉大 な 教訓 を与 え

る た め に ， そ して そ の た め に の み 存在 して い る の で あ

る」 とい う
一

文 を引用 し て い る （13頁）。チ ャ ア ダ
ー

エ フ の 言説全体か ら は 妙 に 浮 い た ， 異 質 な感 じ を与 え

るの で，手元の 文献 を読 み返 して こ の 部分を探 し て み

た が，け っ き ょ く見 つ か ら なか っ た。もち ろん 『哲学

書簡 』 は TeKCTO 凋or朋 の 点 で 問題 が 色 々 あ る の は知 っ

て い る。原注 で 確か め て み る と，1988年 に ニ ュ
ー

ヨーク で 出版 され た 英 語 版 の ア ン ソ ロ ジーを 出典 に し

て い る とい うこ とが わ か っ た。素性 の あや し い 文献 に

依拠する こ と は，φ剛 0」0「 と して の 正 しい 訓練 を 受 け

た も の な ら，け っ し て しな い もの で あ る。読 み 進 ん で

ゆ くと，引用や 解説 の ぞ ん ざい さ が 目に つ きだ す 。
こ

の 序章 に 関係 す る ア ン ドレ イ ・イ ワ ノ ブ の 1810年の

作と され る絵画 が 写真版で 載 っ て い る。キ ャ プ シ ョ ン

に は
「
ドラ ク ロ ア の 影響 が 見 られ る」 （写真編 の 1頁

目 ） とあ る が，ドラ ク ロ ア は イ ワ ノ フ よ り も 20歳以

上 年下 で ，
こ の 絵 が 描か れ た 当 時 は ロ か i2歳 な の で

あ る 。

　 こ れ は ず さ ん な態度 の 産物 で あ ろ う が ， ド ブ ロ

リ ュ
ーボ フ か らの

「

引用 」 は，ず さ ん な だ けで は す ま

さ れ な い
。 著者 に よれ ば 19世紀 ロ シ ア の 民 主 主義者

と 言 わ れ る人 物さ え も，「わ れ わ れ は ニ グロ や 他 の 劣

等 な入種 の 頭蓋 と文化的 な 人 々 の 頭蓋 との 間 に 存在 す

る 相違 に つ い て詳述 す る こ と は 無駄 だ と考え る 。
こ れ

ら の 人種 に お い て は頭蓋 の ．．ヒ層部 が 奇妙 な発達 を して

い るの を知 らな い 人 が い る だ ろ うか ？　例 え ば オース

　トラ リア に お い て は頭蓋の 上層部 が ほ とん どま っ た く

存在 し な い 場合ま で あ る。さ ら に これ らの 人種は ， 知

的能力 の 発達に 関して
，

カ フ カ ス 人 種 の 人 々 よ りは る

か に 劣等で あ る こ と を知 らな い 入が い る だ ろ うか ？」
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と述 べ て い る と い う （51頁）。サ
ー

ヘ ニ ーは こ れ が

1868年 に 書 か れ た もの だ と し て い る が，さ す が に 訳

者は執筆年 に ［マ マ ］を付して い る 。 ドブ ロ リ ュ
ーボ

ブ は 61年 に 没 して い る か らで あ る。さ て こ れ は い か

な る 出典 に 依 る もの だ ろ う と原注 をみ る と，
レ オ ン ・

ポ リア コ フ の
『
アーリア神話』 か ら引 い て い る こ と が

分か る。こ こ に
「一

八 六 八 年 に は，ドブ ロ リ ュ
ーボ フ

の よ うな 急進主義者 に 次 の よ うな主張 を 見 る こ とが で

き る」 （邦訳 ：法政大学出版局，1985
， 166頁） と あ

る の で ，サー
ヘ ニ

ー
は 何の 検証 もな しに ポ リア コ フ の

著書 か ら孫 引 き を した と い う こ とが 暴か れ て し まう。
こ ち ら の ほ う の 原 注 で は 出 典 が ， DOBROLIUBov ，
〔Euvres，∈d，　Saint−Pξtersbourg 　1893，　t．　II，　p．31　（

“Le

d6veloppement　organique 　de　1’homme 　en 　rapport 　avec

ses　activit6s 　intellectuelles　et　morales
”
）と な っ て い る。

か りに こ れ が ド ブ ロ リ ュ
ーボ ブ 自身 の 著作物 だ と して

も， 没後 30年以上 も経 て い る の で と うぜ ん 著者 自身

が 目 を通 し て い る は ず は な い
。 ドブ ロ リュ

ーボ ブ は ま

こ と に 不遇 な人 で，ソ連 で 1961年 に や っ と 9 巻著作

集が 出 る まで は ， 多少 な り と集大成 した 著作集が 出 な

か っ た 。 40 年前 に 専門家た ち が な ん と か か ん とか 可

能な 限 り aBTOPCTBO の 特定 で き る もの を集め ， 本文校

定 をした上 で 出版 した の で ある。こ の著作集に上 記 の

論文 は入 っ て い な い こ と か ら し て も，サ ー
ヘ ニ

ーが 孫

引 き した 文 書 の aBTOPCTBO は 確定 で きな い と い うべ き

だ ろ う。
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　 サー
ヘ ニ

ー
に 特徴的 な こ と は ， 文 脈 を無視 し て キー

ワ ードを含 む部分の み を引用 し ， あ らか じめ用意 した

図式 に した が っ て 断罪す る とい う，ま こ とに 非学問的

な や り口 で あ る。一一
例 を あ げ よ う。彼女 はベ リ ン ス

キーが，ク リ ミ ヤ の タ タール 人 をラ ク ダや羊と同列視

して
「
お な じ幹か ら派 生 した 別 々 の 種，部族 を同 じ く

す る異 な っ た 枝分か れ の よ う に 思 わ れ る 」 な ど と差別

的 言 辞 を弄 す る ばか りか
， 言 う に 事欠い て

「
タ タール

人 が ラ ク ダや羊 よ り も賢 い わ け で は ない の に ， な ぜ ラ

ク ダや 羊 が お とな し く連中の 後 をつ い て い くの か 理解

で き な い ， と付 け加 えて い る 」 （79頁〉 と し て 非難 を

あ び せ て い る。 こ れ に つ い て は監修者 の 袴 田 茂樹も，
「タ ター

ル 人 の も の 凄 い イ ン テ リ を知 っ て い る もの に

とっ て は，た い へ ん シ ョ ッ キ ン グな言葉で あ る 」 と述

べ て い る （322 頁）が ， 自 らゲ ル ツ ェ ン に 宛 て た ベ リ

ン ス キ
ー

の 書簡 そ の もの を原 文 に 当た っ て た しか め た

形 跡 は な い よ うで あ る 。

　 ベ リ ン ス キーは 1846年 7 月 に オ デ ッ サ を訪 れ，そ

の あ とさ らに ク リ ミヤ 半島 まで 足 を の ば した。問題 の

手紙 は 同年 9月 に シ ン フ ェ ロ ーポ リか ら 出したもの で

あ る 。 なぜ 誤解 を招 くよ うな 表現 が使われたか を説明

す るた め に は，7 月の 手紙 と の 関連 を見 て お か な くて

は な らな い 。彼 は 旅の 途中の ハ リコ フ で，「
祖国雑 記 』

に 載っ た 彼の 論文 に 対 す る ス ラ ブ 主義者 サ マ ーリ ン の

批判論文 を読ん だ。論敵が か な りした た か で才 走 っ た

論 を展開 して い る こ とに い らだ ち を覚 え るが ， サ マ ー

　リ ン の 持 ち 出 した
「
柔 和 」 とか

「
従順 」 の 原理 が，ど

うに も鼻持ちならな い とゲ ル ツ ェ ン に 訴 えて い る。 そ

して も う
一

人 の 論敵で あ る ホ ミ ャ コ フ に 自分 を攻撃 さ

せ て お い て ，しっ か り鼻 を明 か すつ もりだ と伝え る。
これが 7 月の 手紙。 健康状態 は 良 くな っ た とい うが，
こ の こ ろ は 吐 血 し て お り，お ま け に ク リ ミヤ に 来て 痔

を悪化 させ た 。 そ ん な体調の とき に 現 実の タ ター
ル 人

を 目の 当た りに し て，ベ リ ン ス キーは キ レ て し ま っ た

の で あ る。歴史上 あれ ほ ど まで 執拗 に モ ス ク ワ を襲撃

し， プーシ キ ン の ロ マ ン 主義的叙事詩に も勇猛果敢 な

民族 と して描 か れ た あ の ク リ ミ ヤ ・タ ター
ル が，あ ご

ひ げを剃 り落 と して しま っ て い た の で ある 。 追伸で わ

ざわ ざ， 健康 を 維持 して戻 れ る か ど うか は 自信 が な い

が ， あ ごひ げだ け は し っ か り健在 だ と 伝 え た の は ，

「

柔和」 とか
「
従順 」 と は正 反対 の もの の 象徴 だ っ た

か らな の で ある。サー
ヘ ニ ーが 引用 した 箇所 の 後 に ベ

リン ス キ
ー

は 次 の よ う に 書 い て い る。「
彼 ら ［羊も，

ラ ク ダ も， タ タール 人 も 一
木村 。 以下同 じ］は志操

堅 固 な ス ラ ブ 主義者 を思 わ せ る。し か し何 た る こ と

だ ！　 タ タ ール 人 に あ っ て は，あの 正 真 正 銘 か っ 生え

抜 きの ，東洋的 ・家父 長的 ス ラ ブ主義 さ え も，狡猾 な

西欧 の 影響を受 け て 揺ら い だ跡 が 見 え るで は な い か 。
タ タ ール の 大 多 数 は 弁 髪 は 残 し て い る もの の ， あご ひ

げ は剃 っ て し ま っ て い るの だ。羊 とラ ク ダば か りが コ

シ ヒ ン 時代か らの 聖 な る先 祖 の 慣 習 をか た くな に守 っ

て い る に 過 ぎ な い
。 自分 の 意 見 は持 た ず ， 剛胆 な意志

と剛胆 な理 性 をペ ス トよ り も恐れ，氏族 の 年長者，す

なわ ち タ タール 人 を ど こ まで も敬 っ て，そ の お 方 の 示

す 所 な ら ど こ へ で も付 い て行きは するけれど， その お

方が た と え 自分た ち よ りち っ と も賢 くな くて も， ど う

して 私 ど も をあ ち こ ち お 追 い な さ る の で す か な ど と，

け っ し て 尋 ね た りは し な い
， あ の 慣習で あ る。一

言で

い え ば，

厂
従順 」 と 「

柔和」 の 原 理 が 完璧な ま で に 彼

らを捉 え て し ま っ て お り，
こ の 点で い えば彼らの 方 が ，

シ ェ ヴ ィ リ ョ フ ［さ ら に も う一人 の ス ラ ブ 主義者］や

尊敬 して や ま な い す べ て の ス ラ ブ 主 義者 の 諸兄 が メ ー

と鳴 くよ り も何 か も う少 し は面 白 い 鳴 き方が で き る こ
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とだ ろ うに 」 （A．M ．　FepLleH，　Co6p．　cog ．B30 −
TH 　ToMax ，

M ．，1957，T．11，C．526）。こ う い う，た し か に 穏 当 さ

を欠 い た もの で は あ るが ， 辛辣な比喩 をもちい た 当 て

こ す りの 表現 を ， サーヘ ニ ーは，ラ ク ダや 羊 よ り も馬

鹿 な タ タール 人 の 後 を家畜 た ち は なぜ 付 い て ゆ くの か

と言 っ て い る と して ，
ベ リン ス キーを断罪す るの で あ

る。

　東洋人 を動物 並 み に 軽 蔑 す る例 を列挙 した い と 思っ

た 彼女 は ， キ ュ
ー

ヘ リベ ケ ル に も そ の典型 を見 つ けて

し ま う。「
追放 さ れ た デ カ プ リ ス トの 詩人 キ ュ ヘ リ

ベ ーケ ル は ，ツ ン グー
ス 入 や ブ リャ

ート人 を描 くの に，

同 じ よ うな直喩 を用 い て い る 1 （80頁〉と書い て い る。

こ れ も原 文 を覗 い て み る 必要 が あ りそ うで あ る。も の

は ， デ カ ブ リ ス ト の 乱後，シ ベ リ ア へ の 流 刑 と カ フ

カーズ へ の 転属 で 音信不通 な っ て い た あ と ， t2年ぶ

りに か れ が 旧友 プ
ー

シ キ ン に 宛 て た 乎紙 で あ る 。 該 当

す る と思わ れ る箇所 を紹介 し た い 。「…
ふ た つ 目 に は，

風俗 や 慣習 が か な り散文的 だ か らだ 。 言 い 伝 え もな け

れ ば，こ れ と い っ て 目 立 っ た 個性 もな い し，
一

風変

わ っ た 風貌 も見 あ た ら な い の だ。ブ リヤ
ート人 は カ フ

カ
ーズ の 山岳民 と比 べ て ， 僕 に は は る か に 好感度 が 低

い 。か れ らの 面構 えが 醜 い か らだ が ，ホ フ マ ン 的 に グ

ロ テ ス ク な の じ ゃ な くて ， 我 が 愛 す べ き 祖国文学 に 出

て くる，あの の っ ぺ り と して 生 き て るの か 死んで るの

か 分 か ら な い よ う な タ チ の や つ だ。ツ ン グース 人 と は

あ ま り出会 わ な か っ た けれ ど， 彼 らの 方 に は 何か そ れ

ら し き もの が ある。野獣的本源 （le　principe　animai ）

と で もい うもの が 彼 ら に は強 烈 に 発 達 して お り，ツ ン

グース 人 は僕 の 目に は
「
人間獣 」

の よ う に 見 え て ，計

算高くて分別 の 発達 し た ブ リヤート人 よ りは は る か に

魅力的 だ 。
で

，
ロ シ ア 入 だ が （遺憾 で は あ るが，我 が

友 ア レ クサ ン ドル
， 本当の こ と は 言わな くち ゃ な ら な

い よ な）， 当地 の ロ シ ア 人 は ほ とん どブ リヤート人 と

同列 で ， 違 い は た だ ブ リ ヤ ー ト人 の 誠 実 さ と，
ブ リ

ヤ
ー

ト人 の 勤勉 さ が な い だ け な の だ …
」 （A． C．

Fly田 K 田 1，　I　lo，，iH．　co6p ．　co ・1．，1949，　T．16，　C．85 − 86）。　こ

の よ うに ， キ ュ
ーヘ リベ ケ ル の 評価 で は シ ベ リア の ロ

シ ア 人 が ， ブ リヤート人 た ち よ り文明 ・文化 の 点で も

遅 れ た 最低の 存在な の だが，サ
ー

ヘ ニ
ーは彼 も東洋人

を蔑視 して い る一．一
人 に 加 えて い る の で ある。

3

　本書 は
「
第 1部 　東洋蔑視の 起源」 （序章 と 「ロ シ

ア の 劣 等感 と優越感
一 ・東西 の 狭間 で 」

「
神秘 と 冒険

の カ フ カ ス
ー ロ マ ン 主義作家 と 東方世界 」

「
東洋 の

亡霊 　　ドス トエ フ ス キーに と っ て の 中央 ア ジ ア 」

「
ツ ァ

ーリ政府 の 植 民 地 支 配 」 の 4章 か ら な る） お よ

び 「
第 2 部　マ ル ク ス 主義 ， ナ シ ョ ナ リズ ム と 民族問

題」 （
厂

ロ シ ア 革命 と レ ーニ ン の 民 族政策」
「
大地 の 冒

濱 　　ソ 連 に お け る 環 境 破 壊 」
「
歴 史 と文化 の 抹殺

　　ソ 連 の 言語政策 と非 ロ シ ア 民 族 」
「
魂 の 技 師

革命後 の ロ シ ア 人作家 と東洋 」
「
民族 の 再生 一 グ ラ

ス ノ ス チ と ソ連崩壊」 の 5 章 か ξ） な る 〉 とで構成 され

て い る。お お ざ っ ぱ に い え ば 前半 で 10 月 革 命 以 前 を

扱 い
， 後半 で 以後 を論ず る とい う体裁を とっ て い る。

著者の サー
ヘ ニ

ー
は専攻 が ロ シ ア文学で あ る た め ， と

りあ げ る問題 も文学作品や 文学者 が らみ の 話題 が 豊 富

だ が ， 量 的 に は社会史，民族誌 ・史 ， 政治
・
経済史 な

ど に か か わ る話題 が 多 くを占め て い る。しか し こ こで

は本誌 の 性格を考慮 して ，文学的内容 に 関わ る部分 に

重点 を置 い て批評 す る こ とに した い 。

　訳者 あ とが き に よ れ ば，著者 は
「デ リー大学 を卒業

した あ と六 六 年か ら七
一

年 まで モ ス ク ワ の ル ム ンバ 昆

族友好大学 に 学 び ， 修士 ・博士号 を取得 した」 と ある 。

同大学 の 歴史 ・文学部に 63 年 か ら 68 年 まで 在学 した

もの と し て 事実 をた だ した い の だ が
， 彼女が

「
修 士 ・

博士号 を取得 した 」 とい うの は ま こ とか。最近 で こ そ

博士号 を安易に 出す 傾向の 増加 した こ とが 問題 に され

て い るが，彼女の 経歴程度で 当時 「
博士 号 」 を取得 し

た と い うの は，客観状況か らい っ て あ りえ な い の で は

な い か と 思 う。ま た
「
修士 」 と い う学位 は な い 。もし

MarMcTp を
「
修士 」 と呼 ん で い る の な ら，

サ ーヘ ニ ー

の
「
博 士 号」 と は 「

博 士 候 補 」 す な わ ち KaHnH 」LaT

HayK の こ とで は な い だ ろ うか 。

　 学位に こ だ わ るの は，文学研究者 と して は あま り に

も基 礎的 な素養 を身 に つ けて い な さす ぎ るか らで あ る。

ロ シ ア 文 学 専 攻 の 学 生 な ら常識 の 事実 さ え彼女 は知 ら

ず ， 支離滅裂 な こ とを 平気で 書 くの で あ る 。 た と え ば ，

白ら進 ん で カ フ カーズ へ 行 っ た もの は 当初 は あ ま D い

な か っ た と言 っ て ，
プ ーシ キ ン も

「
い わ ば，カ フ カ ス

へ 追放 され た の だ っ た。ツ ァ
ーリ政府 は，遠慮 な く政

　 　 　 　 　 　 　 　 　 t ビゲ ァム

府高官 た ち に つ い て 風 刺詩 を書 い た プー
シ キ ン を毛 嫌

い し，グ ル ジ ア の 首 都 に 閉 じ 込 め た の だ っ た 」 （61

頁） な ど とい う始末で あ る。レ ール モ ン トフ に い た っ

て は ，「 レ ール モ ン トフ は サ ン ク トペ テ ル ブ ル グ の 大

学 で
一

年過 ご した あ と ， わ ざ わ ざ近衛士官学校 に 入学

し直 し た 。 こ の 選択 は カ フ カ ス で の 戦闘 に 参加 した

か っ た か らだ と い う こ とが 今 で は わ か っ て い る．」 （70

頁），な ど とい う信 じが た い で っ ち 上 げの 経歴 が 紹介

され て い る 。 か れ は ，
モ ス ク ワ大学 か ら の 編入学 とい

う形 が認 め て も ら え ず ，
ペ テル ブ ル グ大学 へ は結局入
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学 しな か っ た。近 衛騎兵部隊 は 文字通 り皇帝の 守護 に

当た るの が任務 で あ るか ら，カ フ カーズ駐屯 に な る可

能性 は む し ろ き わ め て 低 か っ た 。 当時 の 貴族 に と っ て

は，高等教育 を受 け て 文官 に な っ た り学者 を 目指 す よ

り は，軍人 に な る ほ うが ス テ
ー

タ ス が 高か っ た と い う

文化史的事実を知 っ て お くべ きで あろ う。 カ フ カ
ーズ

へ 送 られ た の は，周知の と お り，第
一

回目 は プーシ キ

ン の 決闘死 を悼 ん で 書 い た激烈 な内容 の
『
詩人 の 死」

を書 い て 大量 に 流布 さ せ た 行為 に 対す る処罰措置 で

あ っ た 。二 回 目 は プーシ キ ン を 誹謗 し た と され る フ ラ

ン ス 大使 の 息子 バ ラ ン ト と決闘 した こ とが 当局 に知 ら

れ，軍法会議 の 決定 に よ っ て転任を命ぜ られ た の で あ

り，これ も
一

種 の 処分で あ っ た。

　伝記的事実の 誤解は まだ許せ る とし て も ， 文 学 テ ク

ス トの 読 み 違 え は ， 文学研究者と し て は致命的で あ る 。

次 の よ うな
一

文 に 遭 遇 した と き ， 思 わ ず 目 を疑 っ た。
「

レ ール モ ン トフ が ロ マ ン 主義の 基 本 原 則か ら離 れ た

詩 「ム ツ イ リ』 に お い て は ， 主 人 公 の グル ジア 人 が 自

由 を求 め て ， 子 ど もの 頃 に 入 れ られ た 修 道 院か ら逃 れ

よ う とす る。 こ こで は 「
文明」 か ら 「

異国の 地」
へ 逃

れ る の で は な く，む し ろ そ こ へ の 帰還 で あ る 」 （90

頁）。 主 人 公 は グ ル ジ ア 人 で は な く，い ま だ 帰順 を拒

否 して 執拗 な抵抗戦を続 けて い るム ス リム の 山岳民 の

子 で ，エ ル モ
ー

ロ フ 麾
一
ドの ロ シ ア 軍 に よ る 平定作戦 の

過 程 で つ か ま っ た捕虜 で あ っ た。負傷 して い た た め に

グ ル ジ ア 正 教会 の 修道院 に 預 け られ，修道僧 に な る た

め の 修行 を 積 ま さ れ る。か れ が 逃 亡 し て 目指 し た 故郷

は した が っ て，カ フ カ
ーズ の，文明化 さ れ て い な い 山

中で あ る。レ ール モ ン トフ は こ の叙事詩 の 中で あ き ら

か に ，ロ シ ア に 併合 され，そ の
「
庇護」 の も とで

一一・
見

安逸 をむ さ ぼ っ て い る よ う に 映 る グル ジ ア に 対置 させ

て，こ の 自由 を求 め，ロ シ ア へ の抵抗の 姿勢 を 崩 さ な

い 山 岳民 の 強 烈 な 個 性 を 形 象 化 して い る の で あ る。

サ ーヘ ニ ーが 主 人 公 を グル ジ ア人 だ と誤解した の は ，

お そ ら く語 学力 不 足 か らで あ ろ う。そ れ を うか が わ せ

る表 現 は随 所 に 見 られ る。

　作品の 読み も ， 粗雑きわ ま りな い
。

ス ターリ ン が 唱
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 オ リ エ ン シ ル ズ

え た
厂
魂 の 技師」 に な る た め に

「

東洋 人 へ の 全 般的

な傾 向 を描 写 し た 三 人 の 作家 」 （281 頁 ） が 槍 玉 に あ

げ られ る 。
サ ーヘ ニ ーは 「ア ブ V 一チ の 違い こ そ あ れ ，

三 入 の ロ シ ア人作家 の 作品 を結び つ けて い る の は，東

洋 あ る い は非 ロ シ ア民 族 に 対 す る あ ま りに も単 純 で し

か も偏見 に 満 ち た ヨ ーロ ッ パ 至 上 主 義的ア プ ロ ーチ で

あ る 。 研 究 ， あ りの ま まの 現 実 ， 客観性 ， 異文 化 に 対

す る私 情 を交 え ぬ 描 写 や評 論 と い っ た ， 表 面 的 に は客

観的 な 言葉 の 見 せ か け の 背後 に は ， 東洋人 の 堕 落 や 野

蛮さ，後進性とい っ た お 馴染み の ス テ レ オ タ イ プ が あ

り，彼 らは相 も変わ らずそ れ を広 め て い るの だ」 （283

頁） とな か な か 手厳 しい
。 彼女 は序章 で エ ドワ

ード ・

サ イードの 研究 と は 目指 す と こ ろ が違 う こ と を強調 し

て い る が （19頁），こ の 態度 そ の もの は サ イ
ー

ドに

倣 っ て い る と言うべ きだ ろ う。 違 い は もっ ぱ ら両者の

分析能力 の 差異で あ る。

　 三 人 の ロ シ ア 作家 の
一

人 ア ン ドレ イ ・プ ラ ト
ー

ノ ブ

は，「
東洋人へ の侮蔑 と い う点 で，『

粘土砂漠』 に 匹敵

す る 作品 は少 な い と 」 批判 さ れ （284 頁），そ の 短編
　 ダ　 ク　 イ　 ル

in
粘土 砂 漠 』 が 恣意的 な読み の も とに 切 り刻 まれ る 。

そ れ が どん な もの か お 目 に か け よ う。「
物語 は，女性

の 扱 い が 牛 よ り も悪 い
一

夫多妻の 家庭内の 獣性，残酷

さ ， 動物的 な 激情を力説 して い く。 男女 の 間 で あ れ 女

同 士 で あ れ ， 人 間関係 は野 蛮と憎悪 に 近 い もの で あ る 。

プ ラ トー
ノ ブ に と っ て，テ ッ ケ人 は生 活 様 式 や 信 条 に

お い て ， ま た環境へ の 無知 に お い て ， 野蛮な 動物 も同

様だ。連中に は魂 が な い ，とい う の が基 調 を なす リフ

レ イ ン で あ る 。 作家 プ ラ ト
ー

ノ ブ に よれ ば，こ の 堕 落

した 野蛮 な部族 は社会主義以外 に 改良の 余地 は な い 」

（284 ．85 頁）。こ う い う 論法 で 文 学作 品 か ら 作者 の

「
思想性 1 を抽出す る や り方 は，わ れ わ れ に は お な じ

み で あ る。ソ連時代 の 文芸評論で 何度 も目に した
「
方

法」 だ か ら で あ る。特定 の イ デ オ ロ ギ
ー

に 支 配 さ れ た

視野 に は，「
敵対的 」 で

「
危険」 で

「
否定 さ れ るべ き」

だ と思 い こ ん で い る もの に 抵触す る もの しか 目に 入 ら

ず，作品 を 文学 た ら し め て い る 美的価値 な ど は ど うで

もよ い の で ある。い や ， 形象と し て の完成度が 高けれ

ばた か い ほ ど，そ れ は
厂
否定的な もの 」 を 肯定 して い

る証 と して ，
か え っ て ひ ど く断 罪 さ れ る の で あ る 。

こ

れ は
一

種 の 「
言葉狩 り」 で あ る と い っ て よ い

。

　プ ラ トーノ ブ の 作 品 の 中で も評価 の 高い 中編小 説

『ジ ャ ン 」 に つ い て ， サ ー
ヘ ニ ーは

「

ス ターリ ン の 独

裁体制 の 完全 な 告発で もあ る」 と，こ れ を評価す る立

場 の 論 理 を形 の 上 で は 肯定 し て 見せ るが，「 しか し，

ま さに その 論 理 に よ っ て，別 の 方向 か ら こ の 作品 を解

明す る こ と もで き る 。
つ ま り ，

こ の 寓話 は 国家が 資金

提供 した東洋蔑視者の 視点 を正 当化す る の に 役立 つ だ

け な の だ。それ は 歴 史 を歪 め る こ とに よ っ て ，決 ま り

文句 を使 う こ とに よ っ て ， そ して その 選 び 抜か れ た 偏

見 に よ っ て ，東洋蔑視者 の 視点を永続化 するの で あ

る」 （298−99 頁） と反撃 を す る。しか し，ソ 連邦史 の

専門家 で あ る 木村英亮 は，中央 ア ジ ア の 革命期 に つ い

て の サ ー
ヘ ニ

ー
の

「
記述 に は 多くの 誤 りが あ る」 と し

て ，
コ カ ン ド自治共 和国， トル ケ ス タ ン 自治共和国，

ヒ ヴ ァ
・ハ ン 国 ， ブ ハ ラ ・エ ミ

ール 国，ホ レ ズム 人民
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ソ ビ エ ト共和国，ブハ ラ 人 民 ソ ビ エ ト共和国，コ カ ン

ド ・ハ ン 国な どの 消滅
・生成に つ い て詳 しくこ れ を糺

して い る （
『歴 史評論』，2000 年 10 月，IOI 頁〉。木村

は 「第二 部 の 歴史叙述 に は ， 事実 の 選択，記述 の 正 確

さ，分析の 総合性 に お い て 多 くの 納得 しが た い 点 や異

論 が あ るが ，
こ こ で は

一
例 の み 挙 げた。何 よ りも，

一

定 の 解釈 の 下に ， そ れ に 都合 の よい 事実 を拾 う と い う

記述で あれ ば ， サ
ー

ヘ ニ
ー

の 批判す る
「
ソ連史学 」 と

同 じに な る の で は な か ろ うか 」 と指摘 し て い る （同

上）。ま さ に こ の 点 に，著者 の 姿勢 （とて も
「
研究 の 」

とは い え な い ）の 特徴が凝縮 して い る 。
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　訳者 は原著者 の 仕事を評価 し っ つ ，「
本書 を

一
読 す

れ ば，
ロ シ ア人 に とっ て の オ リエ ン タ リズ ム

，
と りわ

け指導者や 作家た ち の オ リエ ン タ リズ ム が，ま さ に サ

イードの定義通 りで あ っ た こ と が わ か る の で あ る。た

だ し ， 著者 も本 書 の
「序」 で 断っ て い る よ うに ，

サ

イ ードが オ リエ ン タ リズム を理論的 に分析 した の に対

して ， 本書 は サ イ
ードの 構築 した 理 論的業績 を踏 ま え

た 実証分析で あ る」 と の べ て い る （336頁）。

　ほ ん と うに そ うか 。第
一，サ イードの 仕事が もっ ぱ

ら 「理論的分析」 で あっ た と， ど う し て 言 え よ う 。 か

れ の 著作物 に 目を通 した もの な ら ， そ ん な断言 は で き

な い は ず で あ る。また ，サ
ー

ヘ ニ
ー

の
「
仕事」 が 「実

証分析 」 と い うな ら， 合計 604 に もの ぼ る原注の う ち ，

自 らの 調査検証 に 基づ い て 確 か め られ た
一

次資料 に よ

る もの は どれ か を示 し て い た だ きた い 。も しか りに そ

れ か ，そ れ に 近い もの が ある とい うな ら ，
ど の よ うな

史料批判 が な され て い る か を示 し て ほ しい
。 評者 は現

在， 修 士 課程 の 院 生 た ち に 分担 し て 原 注 の 追跡調査 を

させ て い る と こ ろ で あ る。こ の 著書 は若手研究者の 訓

練 の 道具 と し て は 格好 の
「
反面教師」 で あ り ，

ロ シ ア

や 旧 ソ連 の 地域研究 ， 文 化研究，歴史研究 に 携わ る も

の はか な らず読 まな けれ ばな ら な い と思う。 そ うい う

意 味 で ，本 書が と て もわ か りや す い 日本語 に 翻訳 され

た こ と は ま こ と に あ りが た い こ とで あ る。原書が タ イ

で 出版 さ れ た と い う事情 も あ っ て ， 手 に入れに くい だ

け に な お さ ら そ うで あ る 。

　 た しか に 監修者が い う と お り ， 訳 者 の松井秀和 は そ

の 綿密 な 訳 注 に よ っ て ，誠意 あ る仕事 ぶ りを証明 して

い る とい っ て よ い だ ろ う。 た だ し， 監修者袴 田 茂 樹 は

柏書房か らの 依頼 を受 け て ，
ロ シ ア 語 に も通 じ て い る

訳者 を推す こ と に し た と い う こ と だが （330 頁），
こ

れ に は い さ さか 疑問を抱か ざ る を え なか っ た 。 た と え

ば 「
ヤ
ー

ス ナ ヤ ・ポ リャ
ーナ 」 に 《

「
トネ リ コ の 木 の

草地」 の 意 。 作家 トル ス ト イ の 生 地 と同名》 と い う訳

沫 を つ け て い る （273 頁）が，こ れ は HCHblti と い う形

容詞 を ficeHb か らの 派生語 だ と思 っ た た め で あ ろ う。

ま た，ヴ ァ レ ン チ ン ・ピーク リの
「ラ ス プーチ ン に 関

す る 狂信的 な 反 ユ ダヤ 主義小説
『ウ ・ボ ス レ ドネ イ ・

チ ョ ル トゥ ［マ マ ユ』」 に つ い て 《最後 の 悪 魔の そ ば

で 》 と 訳 注 を 付 し て い る （302 頁）。 形 容 詞 が

noc．qeJIHetaな ら名詞 は qePTbl （線，チェ ル トィ ） の は

ず で，男性名詞生 格の q   Ta （悪魔，チ ョ
ール タ ） に

か か る こ とは あ りえ な い
。

い ずれ も ご く初歩 の ロ シ ア

語 を知 っ て い れ ば犯 さな い は ずの 誤 りで ある。

　評 者 は ロ シ ア の オ リエ ン タ リズ ム をきわ め て ゆ ゆ し

き研究課題だ と と らえ て い る 。
サ ーヘ ニ

ー
は 随所 で オ

リエ ン タ ワズ ム の
「
ス テ レ オ タ イ プ 化」 された 思考方

法 を 批 判 し，還元主義 や 単純化 され た二 項対立 的図式

に 当て は め る見方を戒 め て い るが ， じつ は こ れ は すべ

て 彼女自身の
「
方法 」 を特徴 づ け る もの な の で あ る 。

ソ ル ジ ェ ニ ーツ ィ ン は 《Pocc 朋 Bo6Ba 』 e 》（1998．邦

訳 ：
『
廃墟 の な か の ロ シ ア 』 井桁

・上 野 ・坂庭訳，草

思社，2000）に お い て，思想的 に は正 反 対 の，ロ シ ア

中心 主義的 な ， しか し方法的に は ま さ に 双 生児 と い う

べ き
「
ソ 連崩壊後論．」 を展開 して い る 。

こ の両極 の ，

し か し 同根 の 方法 を も っ て して は ，
ロ シ ア に お い て 生

まれ ，広が り， そ し て 今 も し つ こ く根付い て い るオ リ

エ ン タ リズ ム を解明 す る こ と は で き な い
。

ロ シ ア は

19 世 紀 以 来思想潮 流 の デパ ートの 観 を 呈 し て お り，

「
ロ シ ア論 」 （か つ て の H 本 で も

「
日本論 」 が 流行 っ た。

ど うや らこ れ は世界 で は特殊 日露的現象 ら し い ） も多

種 多様 な も の が 出て い る。し か し ， サ イードの 理 論的

枠組み も含 め，こ の
「ゆ ゆ し き研究課題」 を解 く鍵 は

与 え られ て い ない とい っ て よ い だ ろ う。

　 最後 に，誤解を避 け る た め に 書 き記 して お くが ， 未

尾 の
「解説」 を読 む か ぎ り， 監 修者 の 袴 田 茂樹は カル

パ ナ ・サーヘ ニ
ー

の 言説 に 対 して，基本的 な点 で い く

つ も意見 を異 に して い る。

　　　　　　　　　　　 （き む ら　た か し ・京都大学）

一149一
N 工工

一Eleotronio 　Library 　


