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書評

　ナ チ ス ドイ ツ の 脅威 に 晒 さ れ な が ら書か れ た 本書

（原書） に は，著者 の 祈 りに も似 た 切 実 な 思 い が 込 め

ら れ て い る 。

「 ドス トエ フ ス キーは黙 示 録 の 光 に 照 ら

して 歴史を見 て い た。そ して 未曾有の 世界的破局 を 予

言 し て い る 〈…〉 彼 は，わ れ わ れ の 時代 の ， 破 滅 的 な

世紀 の 人間 だ っ た の だ 」 （718 頁） と い う
「む す び 」

の 言葉が そ の こ と を端的 に 物語 っ て い る。読者 は，著

者と同 じ宗教的世界観 を 共有 で き る か ど うか は 別 と し

て ， 筆致 に滲 む 切実 な 思 い に本書 （原書）の 重 み と生

命力 を感得 せ ず に は い な い で あ ろ う。

　本書 は ， 原 書 に は 明 示 され て い な い 引用 の 出典 まで

が補足 さ れ ， とて も親切 な翻訳 に仕上 が っ て い る 。 た

だ ， 原書 の
「

付録 」 （創作 ノートか ら抜粋 さ れ た 6 つ

の プ ラ ン と そ の 解説） は 削除 さ れ ， 代わ りに 原書 に は

な い
「
略年譜」 が つ け られ て い る の は，諸事情 に 鑑 み

た適当な 処 置 だ と認 め る に し て も，唯
一

残念 に 思 わ ざ

る を得ない の は ， 原書 の ゴ チ ッ クが本書に は 生か さ れ

て い な い こ とで あ る 。

　 い ずれ に せ よ 古典的名著が
一

般 の 読者に も容易 に 読

む こ とが で きる ように な っ た の は大 い に 喜ばし い こ と

で あり，また そ れが 「
評伝」 で あ る こ と は ，

「パ フ チ

ン 」 な る 呪 文 に 席巻 さ れ た 趣 の あ る ドス トエ フ ス キー

理 解 に対 し ， 発展的な意味 で の
一

服 の 清涼剤 と も な っ

て くれ る の で は な か ろ うか 。

　　　　　　　　　（す ず き　 じ ゅ ん い ち ・札幌大学）

　ジ ェ
ーム ス ・H ・ビ リン トン著

　 イ　 コ 　 ン

『
聖像画 と手斧　 ロ シ ア文化史試論』

　　　　　　藤野幸雄訳

勉誠出版 ，
2000 年 ，

xxvii ＋ xvii ＋ 896 頁

栗生沢 猛 夫

　原 書 は 1966 年 に 出版 さ れ た 。本 文が 597 頁，そ れ

に 文献表 27頁 ，
い わ ゆ る注 が 160頁 ， 索引 33頁，そ

の 他図 版 22枚と そ の 解説文が つ い て い る。大作 とい

う ば か りで は な く，ロ シ ア 文 化 史 を 解釈 し て み る と い

う試 み とそ の 内容の 面 で も注 目 す べ き書物 で あ る。原

著出版後 35年を経て 書評 を ， とい うの もい さ さ か 新

鮮味 に 欠 け る が ，
こ の 度

「

邦 訳 」 が な さ れ た の で ，改

め て とい う こ とで あ ろ う 。

　著者 は本書で ロ シ ア 文化史 に つ い て の 何 らか の百科

事典的 な記述 ， あ る い は そ の 理 解の た め の 鍵 を提供 し

よう と意図 し て い るわ け で は な い
。

こ れ は著者の 個 人

的探求 と選択的記述 の 産物 で ，新た な ロ シ ア文 化 理 解

の 可能性 を探 ろ うと す る
一

つ の 試 み に ほか な ら な い 。

　本書 は六部 か らな る。最初の
「
背景」 は ロ シ ア文化

の 起源 と して の キ エ フ ・ル
ー

シ と 「
森」 の 意味 を探 る。

ロ シ ア史の物質的側面 と精神世界 を 象徴 す る もの と し

て の 斧 とイ コ ン につ い て の 説明 が な され る。続 く
「
遭

遇」 の 部で は ，
モ ス ク ワ ・ル

ー
シ の 思想大系 を検討 し

た の ち ，
モ ス ク ワ と西洋 と の 遭遇 の 問題 が 扱 わ れ る。

第 3部
「教会分裂 の世紀」 で は，まず ニ コ ン の 改革 を

契機 とす る教会分裂 に つ い て，つ い で ア レ ク セ イ帝期

以降 の 西洋文化へ の 傾斜に つ い て 論 じ られ る 。ピ ョ
ー

トル を も っ て転換期 とす る の で は な く，む し ろ 18世

紀 中葉 が転換 の 時期 で あ る こ とが示 さ れ る。第 4 部

「
貴族文化 の 世紀 」 で は ，

19世紀中葉 まで が 扱 わ れ ，

啓蒙思想 と反啓蒙思想 の 対 立 ， そ して ロ シ ア の 思想家

を 悩 ま し た 「
呪 わ れ た諸問題 」 に つ い て記 され る。第

5 部
「
新 た な岸 へ む か っ て 」 は 19 世紀後半 の 状況 が

扱 わ れ る 。 大改革か ら革命 に 至 る時代に ふ さわ し く，

社会思想，ナ ロ ードニ キ 運動，世紀末か らの 自由主義，

弁 証 法的唯物論，さ らに は 神秘主義的観念論 な ど に つ

い て 論 じ られ る 。 最終部
「
不安定 な 巨像」 は社会主義

革命直前 の 状 況 （
「1．ク レ ッ シ ェ ン ド」〉，つ い で ソ

ヴ ィ エ ト時代，と りわ け ス タ
ーリ ン 期の 意味 が 論 じ ら

れ，「4．ロ シ ア史 の 皮肉」 で 全体 が 締 め く く られ て い

る。

　 本書 の特徴 の
一

つ は ロ シ ア 文化史 に お け る宗教性 の

強調 で ある。著者 は 明 らか に 斧 よ りは イ コ ン に 関心 を

抱 い て い る。た と え ば著者 は イ ヴ ァ ン 雷帝を単 に 貴族
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を犠牲 に集権的近代国家を築 い た 人物 と は み て い ない 。

む しろ イ ヴ ァ ン は保守的モ ス ク ワ 人 で，正教の 保護者

た ら ん と して い た とす る 。 と き に 西欧諸国の 身分 制 議
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ぜ 　ムスキ

　■ソ ボ
−

ル

会 と比 較さ れ る こ と も あ る 全 国 会 議 も， 宗教的 な

性格 を もっ て い た もの と捉 え て い る。ロ シ ア 国 家 の 宗

教 的性 格 は教 会 分 裂 後，勝利 した か に み え た 教権主義

者の ニ コ ン も と もに 排除 され る こ と に よ っ て，薄め ら

れ る 方向性 を た ど る が，そ れ は 少 な く と も狂 信 性 とい

う形 で そ の 後 も引 き継が れ る。著者に と っ て レ ーニ ン

は現代 の ア ヴ ァ クー
ム を思 わ せ る存在 で あ る 。

　著者の 博識 と比喩 を交 え た 巧 み な文 章 に は驚 か され

る 。 か れ は 思想，哲学， 文学を論じつ つ
， 音楽 ， 建築，

と りわ け絵画 に つ い て 蘊蓄 を傾 け る 。 歴史を通 じて の

鐘 と 大砲 の 意味，モ ス ク ワ とソ ヴ ィ エ トに 於 け る 異端

と異論派，近代 に お け る ス ウ ェ
ーデ ン

， フ ラ ン ス，ド

イ ツ か らの 影響 に つ い て 論 じ た か と思 え ば，フ ィ ロ

フ ェ イ，ドス トエ フ ス キー
，

ム ソ ル グ ス キ ー
，

マ レ ー

ヴ ィ チ の 苦闘 を 分析す る 。 味わ い 深 く，読 む者 の 想像

力 と知的好奇心 を喚起 す る す ぐれ た 思索の 書 と い う こ

とが で き る。

　疑問点 も な い わ けで は な い 。ロ シ ア史 に お け る斧の

象徴的意味を力説 しな が ら，最後 に トロ ツ キー
の 命を

奪 っ た
「

ピ ッ ケ ル
」 に つ い て 意味あ り気 に 記す と き ，

読む 側 は著者 の 真意 をはか りか ね て しば し考 え込 む 。

第三 ロ
ー

マ と第 三 イ ン タ
ー

の 間 に なん らか の 関連が あ

る か の よ うな記述 に で あう と き ， 途方 に くれ る 。 また

t6世紀 の 異端審 問 と ス ターリ ン 時代 の 反対派 に た い

す る 見せ しめ の 裁判を直接的 に 結びつ け る こ と も，ス

タハ
ー

ノ ブ を鞭身派 と
， 党ア パ ラ チ キ を旧教徒古儀式

派 （分離派〉 と み て，ス ターリ ン 期 を 「
モ ス ク ワ ・

ル
ー

シ の 復讐」 の 時代 と特徴づ け る の も，興味深 い が ，

説得的 で あ るか ど うか は別問題 で ある。ロ シ ア文化史

をキ エ フ
．．
モ ス ク ワ

ー
ペ テ ル ブ ル グ の 流 れ の 上 で み る

こ と もやや平板 で ， 大 ロ シ ア中心主義的 と の そ し りを

免 れ ま い 。西洋 との 関連 に 重 点 を置 く立場 は 成功 して

い る と見 る こ とが で き る し ， そ れな りに 理解 もで き る 。

しか し ロ シ ア史 に お け る
「
東」 の 問題が お ろ そ か に さ

れ た と い う き らい は残 る 。 全体 と して ，本書 は ，
い わ

ゆ る
「

ロ シ ア的精神」 とか
「

ロ シ ア の 魂」 を強調す る

こ とで終 わ る ， 陳腐 な 見方 に 陥 っ て い な い こ とは 確か

で あ る が
， そ う した 見方 に 陥 る こ とを 防 ぐた め の 意 識

的 な装置づ く りは行 わ れ て い な い ，とい え るか も しれ

ない 。

　最後 に 「
邦 訳 」 に つ い て

一
言。こ れ は

「
訳」 とは い

え ない 。誤訳 ， 不適切 な 訳語，脱漏 が 多すぎて ， 評者

は 言うべ き言葉 を 見 い だ せ な い で い る。本文 に と りか

か っ て す ぐに ，次 の よ うな文章 に で くわ す読者 は ， 理

解困難 に 陥 る か ，少 な くと も原著 の 主張を誤っ て 理解

す るで あ ろ う。

　
「
事実，こ う した作品 ［

「
ロ ーラ ン の 歌』 及 び 『

ニ
ー

ベ ル ン ゲ ン の 歌 』　　栗生沢］に 示 さ れ る 中 ttt紀西欧

の 高度 な 文化 に して か らが ， 束ヨ ー
ロ ッ パ の 文明度 の

低 い 草原種族か らの 侵略 とい う シ ョ ッ ク を吸収す る戦

い で の 勝利 は，強 い キ リ ス ト教文明あっ て こ そ は じ め

て 可能 で あ っ た と言い え よ う」 （4頁）

　 正 し くは 以下 の よ うに な る 。

　
「
実際 ，

こ れ ら の 作品 が 表 わ し て い る 中世盛期 の 西

欧の 文化的成果 は ， 東 ヨ ー
ロ ッ パ に お ける

一
つ の 戦闘

的キ リス ト教文明 ［ロ シ ア の こ と］の 存在 な し に は 不

可能 で あ っ た だ ろ う。 ［ロ シ ア は ］文明度 の 劣 る ス

テ ッ プ 諸民 族 の 侵 入 の 衝撃 の 相当部分 を ［西欧 の た め

に ］受 け とめ和 ら げた の で あ る 」

　 こ の よ うな例 が 次々 と続 け ば ， 読者は この
「
翻訳 」

を信頼す る こ とは で きず，原書な しに は読 み 進 む こ と

が で きな くな る。

　 不適切 な訳語 の 例 を，「
邦訳 」 の 冒頭部分 に 限 っ て

そ の
一

部 の み をあげれば，厂
キ リル とメ トデ ィ オ ス の

末 裔 た ち 」 （5 頁） →
「
キ リル と メ フ ォ

ージー
の 弟 子

た ち 」，「
全世界 キ リス ト教徒審議会 」 （6 頁）→ 「

世

界教 会会議 ［な い し全 地 公 会1」，「
司祭 」 （7頁） →

「
司 教 」 ， 「

大 主 教 」 （同 ） → 「
府 主 教 」 ，

　 ス 　 コ　 　　 ロ 　ピ　 シ

「
曲が っ た 字体」 （9頁）→ 「

草書体 」，「
歴史 に た い す

る 異常 と も い え る 感覚」 （同〉 →
「
並 外 れ た 歴 史 感

覚 」，「
司 祭，予 言 者，使徒 は ，創設期以来 ， 途絶え る

こ とな く顕在化され る方向を た ど り，最後 の 審判 にい

た る まで 続 く」 （同） → 「［天 地］創造 か ら ［キ リ ス ト

の］受 肉 ， そ して 最後の 審判 に い た る ま で続 く族長 ，

預言者， そ し て 使徒 た ち の 途切 れ る こ とな き連続性」。

　宗教を主 要 な テ
ー

マ と す る本書 の
「
訳 」 者 は ， 修道

士 と司祭 を 区別 す る こ と も な い 。い わ ゆ る分離派 に つ

い て ， 根本主義者 と す べ き と こ ろ を
「
正 統派」 と した

り，ド ゥ ホ ボー
ル を

「
聖 霊 否 定 派 」 とす る。だ が こ の

よ うな 例 を続 け る の は 無益 で あ ろ う 。

「
訳」 者 は こ の

大著 を 「
翻訳 J し よ う と決意 し ， そ れ な りの 努力 は さ

れ た の で あ ろ うが （膨 大 な
「

註 」 ま で 丹念 に
「
訳」 さ

れ て い る が，こ こ で も誤 りが 多い ）， そ れ は 十分 で な

か っ た の み な らず ， そ も そ も 「
．
訳 」 者 に その ため の 適

格性が あっ た か ど うか を疑 わ せ る結果 に，本
「
訳」 書

は な っ て い る 。本書 は 読 者 と， 何 よ り も著者 に た い す

る 冒演で ある と思 う。

　　　　　　　 （く りう ざ わ　た け お ・北海道大学〉
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