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ソ連文化を記述する 歴史の記憶化とシ ョ ス タコ ー ヴィ チ研究の現在

梅　津　紀 　雄

1。記憶の 歴 史化 と い う事態

　 ソ 連 時代，特 に ス タ
ー

リ ン 時代 に は，公 に 真実 を語

れ な か っ た が故 に，文書史料 に 記述で き な い 情報 が 肥

大 化 し，そ の 結果，と りわ け文化 史の 領域 に お い て 記

憶 の 役 割 が 増 大 した 。
ペ レ ス ト ロ イ カ 以 降，「

記 憶 の

歴史化」 と呼 ぶ べ き事態が 顕著 に 進行 し て い る と考 え

ら れ る。1
本論 文 で は，シ ョ ス タ コ

ーヴ ィ チ 研究 の 現

状 を 素 材 と して ，そ の
「

記 憶 の 歴 史 化 」 の 実 態 を問 い

た い 。

　 ソ連時代，と りわ け ス ターリン 時代の ロ シ ア は，詩

人 の ア フ マ
ー

トヴ ァ が ナ デ
ー

ジ ダ ・マ ン デ リシ ターム

に 語 っ た よ う に ，．グーテ ン ベ ル ク 以 前」
の 時代 に 立

ち 返 っ た か の よ うに み え る。三
つ ま り，サ ミ ズ ダート

に 象徴 さ れ る よ う に，印刷機 を使 わ な い ，あ る い は印

刷機 を使 え な い 情報伝達 ・芸術表現 が 無視 し得 な い 割

合 を 占め た か らで ある。しか し，単 に 印刷機 を使 わ な

い とい うだ けで な く，紙 に 書 く
・

タ イ プ で 打 つ と い う

「バ ッ ク ア ッ プ 」 す ら 危 険 で あ る と 見 な さ れ ，た だ

「
記憶」 に の み

1
．
バ ッ ク ア ッ プ 1 され る 場合 もあ っ た。

　 そ の 代表的 な例 を少 な く と も 3 つ 挙げ る こ と が で き

よ う。  ブ ハ ーリ ン 夫人 が，粛 清 さ れ た 夫 ニ コ ラ イ ・

ブ ハ
ー

り ン の 遺書 を紙 に書 か ず に記憶しつ づ け た こ と。

  ナ デージ ダ ・マ ン デ リシ タ
ー

ム が ，同 じ く粛清 され

た，夫 で 詩人 の オ
ー

シ プ ・マ ン デ リ シ ターム の 詩 を 記

憶 し ， 活字 に な る まで 待 ち 続 け，さ らに 回 想録 を 書 き

残 して ， 夫 の 生 涯 を意味付けた こ と。  収容所 を テー

マ と した ア フ マ
ー

ト ヴ ァ の 詩
『レ ク イ エ ム 』 が ，チ ュ

コ ーフ ス カ ヤ を は じめ とす る何人 もの 人々 の 記憶 の な

か に 20 年以 上 もの 間保持 さ れ 続 け て ， まず タ イ プ 原

稿 とな り，密 か に 読 まれ 続 け，そ して よ うや くペ レ ス

トロ イ カ の も と で ロ シ ア で 活字 に な る 「
：1を迎 え た こ と。

彼女 た ち の 生 涯 は い わ ば，記憶 に 捧 げられ た生涯 で あ

り， 彼 女 た ち の 記憶 が 紙 に 書 か れ，そ して 活字 に な っ

た と き，そ れ らの 記憶 は，個 人 的 な 記憶 か ら集合的 な

記 憶 に な る こ と に よ っ て ，「
歴 史 化 1 さ れ た と言 え よ

う♂ こ う した状況 とプ ロ セ ス を本論文 に お い て ，

「
記

憶 の 歴史化 」 と呼 ぶ こ と に す る。

　今振 り返 っ て み る な ら，ペ レ ス トロ イ カ 以降，ロ シ

ア の 出 版 物 の か な りの 割合 を 「
記憶 の 歴史化」 が 占め

て きた と言 え るだ ろ う。こ れ ま で 公 的 に 語 り得ず，た

だ た だ 記 憶 に の み と ど ま り， 非公式 の 場で 細 々 と 語 ら

れ 続 け て きた こ とが ， ま さ に 今活字 とな り， 歴 史化 さ

れ 続 け て い るの で あ る。

　 カ ウ ン タ 　メ モ リ 　
2．対 抗 記憶 と して の 「

シ ョ ス タ コ
ー

　　　　　 ヴ ィ チ の 証 言 」

　 こ うした
「
記憶 の 歴史化 」 は，文学 ・芸術 分 野 に お

い て は，歴史学 と並 ん で 顕著な現象 で あ っ た。音楽 の

領域 も例外 で は な い 。し か し，こ れ も ま た ロ シ ア文化

の 特質 の
一

つ で あ る が，い わ ゆ るサ ミ ズ ダート，国 外

に お け る出版物 が ．これ らの
「
記憶 の 歴史化 」 を先取 り

して い た こ とを 明記 し て お く必要が ある 。ソ 連邦内 に

と ど ま っ た ロ シ ア 人 も， 亡 命 し た ロ シ ア 人 も，「
記憶

の 歴 史化 亅 をペ レ ス トロ イ カ 開始以 前 か ら実践 して い

た。

　音楽 の 領域 に お け る 「
記憶 の 歴史化」 の 典型の

一
つ

が ，「
シ ョ ス タ コ ー．ヴ ィ チ の 証 言』 と い う書物 で あ る

と 述 べ て も決 し て 誇 張 と は な ら な い だ ろ う （以 下，
「
．
証論 と 略す ）。『

証言」 は，1979年に ソ連 の 作曲家

ド ミ
ー

ト リ イ ・シ ョ ス タ コ
ー

ヴィ チ （1906−1975） の

回想録 と し て ソ ロ モ ン ・ヴ ォ ル コ フ の 編 集 に よ リア メ

リカ で 英 文 に よ り出版 さ れ た 書物 で あ る。序文 に よれ

ば， ヴ ォ ル コ フ は晩年の シ ョ ス タ コ
ー

ヴ ィ チ か ら聞 き

取 りを行 い ，彼 の 死 後 に 亡 命 し，ア メ リカ で 英 文 に よ

り 『証 言 」 を 出版 した♂

　 こ の 本 は ， きわ め て セ ン セ
ー

シ ョ ナ ル に 登場 した。’

　 　 　 　 オ　セ ノナ イシ テ イ
こ の 書 の 信 憑 性 は 疑 わ れ 続 け て い る が，シ ョ ス タ

コ
ーヴ ィチ 研究，そ して ソ連 の 芸 術 文 化 の 研究 に 大 き

な イ ン パ ク トを与 え た。そ れ は ， 全 体 主 義的 な シ ス テ

ム の 中で の 作曲家，芸術家 の 苦渋 が 初 め て こ の 本 に

よ っ て 具 体的 に 率直 に 語 ら れ，それ まで の 作 曲 家 の イ

メ ージ を 反 転 させ た か らで あ る。亡命者 の 回 想録 の 中

で 部分的に 示 唆 さ れ る こ とは あ っ た が ， こ れ ほ ど全面

的 に 芸 術家 に とっ て の ソ 連 の 体制 の 否 定 的 な 側 面 が 赤

裸 々 に 語 られ る こ と は そ れ ま で な か っ た の で あ る 。 言
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い 換 えれ ば
，

ソ連時代 の 音楽界 に お い て 切 り捨 て られ

て きた 記「誉が こ こ に お い て 仞 め て 歴史化 され 始 まっ た

の で あ る。ウ ォ ル コ フ 自身 ，「
ソ 連 で もっ と も希有 て

価値 の あ る も の は 記「憙て あ る 」 と
「
証言』 の 序文 で 書

い て い る。／

　シ コ ス タ コ
ーウ ィ チ は，「

害実 な 共洋 王 義の 自子 」

と し て 死 ん た 。こ の 公 的な イ メ
ー

シ ， ソ連 に お け るナ

シ ョ ナ ル な 記 憶 に 対 し て ，

『
証 言 』 は ，

い わ ば
カ ウノタ

　メセ）　
対抗記 「音と し て 登 場 し た 。 ス ウ ェ ト ラーナ ・ホ イ ム

に よれ は，ソ連 に お い て 対 抗 記 階 とは，

　 t レケヲ rH1

単 に 別 の 事 夷 と ラ ク ス 1の 集 合 で あ る は か りか，公 的

な 官僚的 　政冶 的 禹読 に 挑戦す る 両義性，ア イ ロ ニ
ー，

一

重 召諸，私的 な 抑揚 を用 い た ， 別 の 読み の 方法 て もあ一
） た

　。 対抗記 隠の 実践者た ち は，強制収谷 所 とス ターリ＿A

ム の 粛清 の 歴史 を解明 した 最初 の 人 itて あ っ た。

　しか し ，
こ の 本 に よ っ て 提 示 さ れ た シ ョ ス タ コ

ー

ウ ィ チ の イ メーシ は ，従来 の イメ
ー

ソ を完全 に うち 消
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 i　セ ノJ イ ノアイ

す もの て あ っ た こ と も あ り，当初 か ら信 唇 性が 疑わ

れ，h 出版直後 に，『
文学新聞 e、に

『証 言』 の 出 版 を非

難す る記事 か 出さ れ た 。 こ の 記事 に 名前を連 ね た の は ，

生 R［Jの ソ ゴ ス タ コ
ー

ウ ィ チ を よ く知 る，近親者 と弟 子

た ち で あ っ た。
り

こ の 反 応 は ， ソ 連 の プ ロ パ カ ン ダ の

一
つ と見 な され ， 近親者た ち は こ う した 発 言 を強 い ら

れ て い る と 想定 さ れ た 。

　他方，ヴ ォ ル コ フ が 述 へ て い る よ う な経緯 に よ っ て

『
証言」 が 成立 した の か ど うか ，

い ち早 く （1980年）

疑問 を旱 した の か ，
ロ ーレ ル ・フ J イ で あ っ た。こ れ

に つ い て は ， 別途論文 を書い て い る た め ，
こ こ て は 簡

潔 に 述 へ て お く。

【°
ロ ーレ ル ・フ 」 イ の 書評論文 は，

『証 言 』 の テ ク ス ト分 析 を行 っ て ，各章 の 冒 頭 に ン ヨ

ス タ コ ーン ィ チ か それ まて に 公 表 し た 文章 か 配 さ れ て

お り，

11
作曲家 の 署名 もそ れ ら に な さ れ て い る こ と を

明 らか に し （与 真参昭 　左 は
『
証 言』 の タ イ プ 原稿，

右 は 生前 に 公表 さ れ た 文章），記述 の 矛盾 や 誤 り を指

摘 し，ウ ァ ル コ フ と シ ョ ス タ コ
ーウ ィ チ と は それ ほ ど

親 し くな く 34 回 し か 会 っ た こ とか な い は す た とい う

イ リ
ー

ナ 夫人 の 証言 を引 用 し，
P

そ の 内容 の す へ て か

ノ ヨ ス タ コ
ーヴ ィ ヲ 自身 か ら聞 き取 っ た こ とか ら成 り

立 っ て い る と は 言 い 難 い こ と を小 した もの て あ る。B

　た か ，フ ェ イ 自身 て さ え ，
1979 年 の 時 声 て は 『証

言』 は それ 以 前 に 出版 され た も の に比 へ て ， 最 も実態

を 反 映 し た書物て あ っ た，と迹 へ て い る よ うに，
14

そ

の 後 に 現 れ た ， ソ プ ラ ノ 歌 手 ウ ィ シ 不 フ ス カ ヤ の
『
カ

リーナ 自伝』 （1984， 初出 は英文）や 指揮者 コ ン ドラ

ノ ン の
「
コ ノ トラ ソ ン は語 る 皿 （1989）を始 め と した

数 多 くの 同想 と証 言 は，1「
証 言』 で 書 か れ て い る 状 况

を裏打 ち す る こ とに な っ た。b

　 t −セ ノア でノアず

　信 薈 1生か 問 わ れ な か っ た こ れ らの 書物 に よ っ て

『証 言 』 の 存在 は 相対化 さ れ 続 け た が，そ れ で も な お

『
証 言』 は，作 曲家 の 言葉 と し て 引用 さ れ 続 け た 。

1990年 に は，マ ク トナ ル トに よ っ て 『証 言 』 を 全 面

的 に 貪料 と し て 活 用 した評 伝 が 出版 され た。］61998
年

に は，ア ラ ン ・ホーと ト ミートリイ 。フ r オ フ ァ
ーノ

鑿靉
鑿鑾i 蒙
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フ の 編集 に よ り，ア シ ケ ナ
ージ の

“
Overture” 付 きで

　 　 　 　 オ−センテ イ シテ t
「
証言』 の 信 憑 性 を擁護 す る 資料集 が 出版 さ れ た。17

　 こ の よ う に，こ の 真贋論争 は 今 日 も な お 続 い て い る。

こ の 論議 の な か で ， 際 だ っ て き た こ と は，シ ョ ス タ

コ ーヴ ィ チ を よ り よ く知 っ て い る 人 々 ， よ り親 しか っ

た人 々 ほ ど，こ の 書物 に 関 し て ， 否定的 な発言 を行 っ

て い る と い う こ と で あ る 。
こ の 問題 に こ だ わ っ て きた

一
柳富美子 は ，

「
筆者 も数年 に わ た っ て ， イ リーナ 未

亡人 や 息子 の マ ク シ ーム ，ロ ス トロ ポーヴ ィ チ ，
ニ コ

ラ ーエ ヴ ァ を は じ め
，

五 十人 以 上 の ロ シ ア人 に 取材 し

た が，シ ョ ス タ コ
ー

ヴ ィ チ か ら の距離が 遠 くな る につ

れ て
『
証言』 を本物 と認 め る，と い う奇妙 な現象 に 気

づ い た 」 と述 べ て い る ♂
呂

　 こ こ で 重 要 な こ とは ，
ペ レ ス トロ イ カ 後 も，ソ 連邦

解体後も，「
シ ョ ス タ コ

ーヴ ィ チ を よ りよ く知 っ て い

る人 々
， よ り親 しか っ た人 々 ほ ど，こ の

’
書物 に 関 して ，

否定的 な発言 を行 っ て い る 」
こ とに 何 ら変わ りが な い

と い う こ とで あ る。つ ま り，彼 らが 『
証言』 出版当初

に ， 出版 を非 難 す る記 事 に 名前 を連 ね た の は，決 して

共 産党や政府の 要 請 を断 れ な か っ た か らで は な か っ た

の で あ る。彼 らは圧 力 な しに 自分 の 考え を 自由 に 語 れ

る よ う に な っ て もな お ，こ の 書 物 を否 定 し続 け る の だ

か ら。

　だ が，だ か らと い っ て，そ れ が
『
証言』 が 偽書 で あ

る こ と の 証明 に 他 な ら な い と結論 づ け る の は短絡 す ぎ

る 。生 前 の シ ョ ス タ コ
ーヴ ィ チ と 親 し か っ た 人 々 が こ

の 書物 を否定す る に は別 の 理由もある よ うに 思わ れ る。

　 ロ シ ア の 文 化 研 究 に お い て，こ の よ う な論議の 例 を

他に も挙げる こ とが で き る 。 た と え ば ， チ ャ イ コ フ ス

キ イ の 伝記 研 究で あれ ば ， チ ャ イ コ フ ス キ イ の 自殺説

が 知 られ て い る。これ も，亡 命 した 音 楽 学 者 ア レ ク サ

ン ドラ ・オ ル ロ ーヴ ァ が 伝聞 と して 入 手 した情報 を展

開 し，デ ィ ヴ ィ ッ ド ・ブ ラ ウ ン が 広 め た も の で あ っ

た。
一

また ，ム ソ ル グ ス キ イ に お い て も類似 した 問 題

が あ る 。 詩人 ゴ レ ニ
ー

シ チ ェ フ ＝ク トゥ
ー

ゾフ の 残 し

た ム ソル グ ス キ イ に 関す る 回想 の 扱 い で あ る。
コ゚

ま た ，

音楽 以 外 で も，
“

authorship
”

（誰 が 書 い た か ） と い う

問題 と考 え る な ら
，

パ フ チ ン ・サ ーク ル の メ ドヴ ェ
ー

ジ ェ フ，ヴ ォ ロ
ー

シ ノ ブ 名義 の著作 で も同様の 論争が

起 き て い る と言 え る。
21

い ずれ に し て も，回 想 や 証 言

を ど う扱 うか ，と い う問題が 深 く絡 ん で い るの で あ る 。

　 こ う し た 問 題 が 生 じるの は ，
ロ シ ア 帝政 や ソ 連邦 と

い う体制 が，何 ら か の 情報 を隠蔽 して，単
一

の 解釈 を

強い て き た，と い う疑 い が 前提 に ある か ら で は な か ろ

うか 。ム ソ ル グ ス キ イ に お け る ス ター
ソ フ 神話 に お い

て は ， 単
一

的な解釈 が あ ま りに 機能 しす ぎた が，チ ャ

イ コ フ ス キ イ の 自殺説 に 関 して は，隠 さ れ て い た 秘密

が あ る の で は な い か ，とい う疑 い が ， 根 拠 薄弱 な伝聞

を支 え る結果 とな
．
っ た詔

3．グ リーク マ ン 宛書簡集 と

解釈 す る権利 ・語 る権利

　 ペ レ ス ト ロ イ カ 期以降，と りわ け ソ 連邦解体 以 後 に

シ ョ ス タ コ
ーヴ ィ チ の 書簡集 や彼 に 関 す る 回 想の 出版

が 相次 い で い る が ， 近親者 に よ る ロ シ ア で の 出版物 と

して 最 も重 要 な もの が，シ ョ ス タ コ
ーヴ ィ チ が 親友 の

演劇史家 イサ アーク ・グ リーク マ ン に 宛 て た書簡集 の
　 　 　 　 　 　 オ

　
セ ン ア イシテイ

出版 で あ る。信 憑 性が 疑 わ れ る 「
証言』 に 対 して ，

グ リ
ー

ク マ ン 宛書簡集 は ，
シ ョ ス タ コ

ーヴ ィ チ 自身 に

よ っ て 書 か れ た こ と が 疑 い な い ゆ え に ， そ して また 受

取人 で あ るグ リーク マ ン 本人 の編集 に よ り詳細 な 註釈

付 き で 出版 さ れ た こ と に よ り謹 話題 を 呼 ん だ。つ ま
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 カ　セ ン テ で ン テ ィ

り， こ こ で ．重要 だ っ た の は
， な に よ り も 真 　正 で

あっ た。
24

　 こ の グ リー
ク マ ン 宛書簡 に 対 し て ，根本的 な批判 を

試 み た の が，リチ ャ
ー

ド ・タ ラース キ ン で あ る 詳 タ

ラース キ ン は ， シ ョ ス タ コ
ー

ヴィ チを語 る，シ ョ ス タ

コ
ーヴ ィ チ に つ い て 記述 す る とい う行為 その もの を問

題 と して ， グ リーク マ ン 宛書簡集や マ ク ドナ ル ドの 評

伝 を 批判的 に 検討 し て い る 。

　 マ ク ドナ ル ドの 評 伝 は ，

『
シ ョ ス タ コ

ーヴ ィ チ の
．
証

言』 を て が か りに 踏 み込 ん だ 解．釈 を行 っ た 評 伝 で あ る

が ，基本的 に 英語 の 文献 しか 利用 さ れ て い な い こ とや ，

過剰な楽曲解釈 に よ っ て，い か に興 味深 くあ っ て も，
一

つ の 試 み 以．一ヒの もの に は な り得 て い な い の が 現 実 で

あ る。

　 タ ラー
ス キ ン は，グ リー

ク マ ン 宛書簡 と こ の マ ク ド

ナ ル ドの 評 伝 に，共通 し た 問題点 を見 い だ し て い る。

そ れ は，グ リーク マ ン とマ ク ドナ ル ドの 両者 が，ある

特定 の解釈 を主 張 し， また そ う した 解釈 を読者 に 強 い

て い る こ とで あ る。グ リー
ク マ ン 宛書簡集 は ，グ リ

ー

ク マ ン 自身 に よ っ て 編 集 され て お り ，

一
つ
一

つ の
．
書簡

に き わ め て 詳細 な註釈 が 付与 さ れ て い る 。 タ ラー
ス キ

ン は それ らの 註釈が 恣意的 な性格 を持 っ て い る こ と を

指摘 す る。す な わ ち，グ リーク マ ン は，シ ョ ス タ コ ー

ヴ ィ チ の 意図 を，自信 を持 っ て 解釈 して 読者 に提 示 し

て い るの で あ る。こ う した註 釈が どの 書簡 に も及ん で

い る た め，読者に と っ て は，それ らの 註 釈 か ら自由 に

書 簡 を読 む こ と は い さ さ か 難 し い こ と だ ろ う．

　 タ ラ ース キ ン は ， まさ し くこ の 点を問題 に す る。グ
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f毎津紀雄

リー
ク マ ン は ， 特権的 に 解釈 す る権利 を 主 張 し て い る

の で は な い だ ろ う か 。
マ ク ドナ ル ドは 過剰 な解釈 に

よ っ て 音楽 そ の もの を言葉 で覆い 尽 く し て し ま っ て い

る 。 この こ とを指摘す る の はた や す い ，しか し，実 は

グ リーク マ ン も ， 詳細 な註釈 に よ っ て 解釈す る権利 を

読者 か ら奪 っ て い る の で は な い だ ろ うか 。こ れ に つ い

て ， タ ラー
ス キ ン は次 の よ うに述 べ て い る。

　私が 比較 して きた ソ 連 の 読 み 方 と同様，
t．／t

グ リ
ー

ク マ ン

の 読み 方 は この よ う に テ ク ス トの 意味を取得 しよ う と す る

こ とだ っ た。あ るい はお そ ら く，彼 の ．見方 で ，そ の 権利 を

持 っ 者 に所有権 を戻 そ う と する こ と だ っ た と も言 え るだ ろ

う。17

　ソ 連時代 に 出 さ れ た （ど ん な ジ ャ ン ル で あれ ）資料

集 の 多 くは ， 詳細 な 註釈に 満 ち て お り，1
「
〜に つ い て

は ， 次 の よ う に解釈 す べ き で あ る」 と多 くの 教 え を請

うて くれ るの だ が，そ れ は ほ か の 解釈 の 可能性 を排除

し， 解釈権 を
一．．
元 的 に 管理 し よ うと す る 試 み だ っ た と

い え る。しか し，実 は グリ
ー

ク マ ン の 註釈 もそ の よ う

なもの と し て あ る。彼 は，ソ 連時代 の シ ョ ス タ コ
ー

ヴ ィ チ 解釈 を否定 し，う ち 消 して ，自分 の 解 釈 に よ っ

て 塗 り替 え よ うと試み て い る が ， それ は ま さ し く所有

権 を取 り戻す た め の 振 る舞 い で あ る 。
つ ま り，

こ れ ま

で の
一

元 化 を新 た な
一

元 化 で 置 き換 え よ う と
．
試 み て い

る の で は な い か ， と タ ラース キ ン は．疑 っ て い る の で あ

る。

4．所有権闘争 と して の 回想 ・証 言

　 こ こ で ，「
．
証 言』 に 対 す る 拒絶反応 の 問題 に 戻 りた

い 。

　 シ ョ ス タ コ
ー

ヴ ィ チ の 近親者 か ら見て ， ヴ ォ ル コ フ

が 行 っ た こ と は ，シ ョ ス タ コ
ーヴ ィ チ に つ い て の 記憶

の 所有権，語 る 権利 の 横領 で あ る。もち ろ ん，ソ連 時

代 は 文化官僚 に よ っ て もそ れ は横領 され て い た。ヴ ォ

ル コ フ と ソ連 の 文 化官僚 と は，内容 が 正反対 で あっ て

も，横領 に は変 わ りが な い 、横領 さ れ た こ と に 気が つ

い た 遺族 た ち ， 友人 ・弟子 た ち は，体制側 に 命 じ られ

た か の ごと く，しか し 自発的 に，体制側 とは異 な る意

図 で，『
証 言∫ 出版 を 非難 す る 声 明 に 参 加 した の で は

な か っ た か 。
こ れ に 対 し て

，

’
意識的 に で あ れ ，無意識

　 　 　 　 i　セ ン テ ゴシ テ で
に で あ れ ， 信 憑 性 を問題 に す る 人々 に と っ て は ， グ

リーク マ ン 宛書簡，と りわ け グ リーク マ ン 自身 に よ る

詳細 な 註釈 の つ い た それ の 出版 は，きわ め て 歓 迎 さ れ

る もの で あ っ た 。

　所有権 と は 語 る権利で あ り， 表 象 す る権利 で もあ る、

ヴ ォ ル コ フ を非難 す る 人 々 は，彼 が シ ョ ス タ コ ーヴ ィ

チ と 「
数回 し か 会 っ た こ とが な い

」 こ と を 強 調 し，

「
私 の ほ うが 親 し か っ た 」 と言わ ん ばか りで あ る。牛

前 の シ ョ ス タ コ ーヴ ィ チ と親 し く，シ ョ ス タ コ ーヴ ィ

チ の アーカ イ ヴ の 管理者で もあ るマ ナ シ ール ・ヤ クー

ボ フ氏 は筆者 の 質問 に 答 え て，次 の よ うに 語 っ て い る。

　私 は ヴ ォ ル コ フ と若 い 頃 か ら の 知 り合 い な の で よ く知 っ

て い ます。彼 は シ ョ ス タ コ
ーヴ ィ チ と 3 回 しか 会 っ た こ と

が あ り ませ ん。シ ョ ス タ コ ーヴ ィ チ はヴ ォ ル コ フ に 献呈 し

た写真 に 対 する
．
献呈 の 辞 に お い て

「
グラ ズ ノ ーフ ，ゾー

シ

チ ェ ン コ ，メ イ エ ル ホ リ ドに 関 す る 会 話 の 思 い 出 に 」 と記

して い ます （写 真 参照 ：左か ら イ リ
ー

ナ 夫人，チ シ チ ェ ン

コ ，シ ョ ス タ コ
ーヴ ィ チ ，ヴ ォ ル コ フ ）。ヴ ォ ル コ フ が

シ ョ ス タ コ
ーヴ ィ チか ら聞 き 取 っ た こ と は こ れ で 明確 に

な っ て い ま す。つ ま り，これ らの人 物 につ い て しか シ ョ ス

タ コ
ー

ヴ ィ チ は ヴ ォ
．
ル コ フ と話 を して い な い の で す。私 は

今年 10 月の 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム で 報 告 する よ う招待 さ れ ま

し た が ，当初 ヴ ォ ル コ フ も招待 者の 中 に 含 ま れ て い ま した

の で ，「

彼 が来 る な ら私 は い か な い 」 と明 言 し ま した 謂

　 こ う し た
「

回 想 」
・「

証 言 」 の せ め ぎ あ い は，所 有権

闘争 の 様相 を呈 して い る。

「証 言』 が 出版 さ れ た 時点
　 　 　 　 オ　セ ン テ ィ シ テ ゴ
に お い て，真 ．正 さ に 疑問 を 投 げ か け る 近 親者 の 立 場

．

は，亡 命者の
「

証言」 を拒 絶 し， 歴 史化 され な い 記憶

を 否 定 す る 党 ・政 府 の 立 場 と 合致 し た の で あ り，『
証

言 』 が 否 定 さ れ た 理 由 は こ の よ うに 考 え る べ き で は な

い だ ろ うか 。シ ョ ス タ コ
ーヴ ィ チ と親 しか っ た 人 々 に

と っ て ，彼 に 関 す る 記 憶 は 自分 の 生涯 の
一

部 な の で あ

り，彼 に 関 す る 記憶 を ど の よ う に 想 起 す る か とい う こ
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ソ 連．文化 を記述す る　　 歴 史の 記億化 と シ ョ ス タ コ
ーヴ ィチ 研 究 の 現 在

と は，親 し け れ ば親 し か っ た ほ ど，彼 ら 自身 の ア イ デ

ン テ ィ テ ィ の 問題 で もある。

　 記憶 は，回想 さ れ る こ とに よ っ て 初 め て ，回想 さ れ

る そ の 瞬 間 に 現 れ る もの で あ り，記憶 の 問題 は そ の 時

点 に お け る想起 の 問題 と して あ る 。 膏 い 換 え る な ら，

回 想 は
「
現 在 に お け る 過去 の 想 起 」 で あ り，「

現在 か

ら見 た 過去の 意 味 づ けで あ る。そ の 中 に は 自 己正 当 化

も 含 ま れ る 」♂
9

た と え ぼ
， 近年論争が 起 き て い る従

軍慰安婦 の 問題 を考 え て み よ う。筆者 は ， 日本占領期

の イ ン ドネ シ ア に 関 す る展 示 会 と それ に 関連 した ワ ー

ク シ ョ ッ プ に 参 加 し た こ と が あ る。珊
こ の ワ ーク

シ ョ ッ プ に は ，戦友会 の 人々 と あ る右翼団体 が 押 し掛

け ，
パ ネ ラ

ー
の
一

人 が 従軍慰安婦 に つ い て 語 り出 す と，

怒 号 が 鳴 り響 い て ， し ば し ば発言の 中断 を余儀 な くさ

れ た 。 戦友会 の 人 々 は ， 白分 た ち の 関わ っ た戦争を否

定的な も の と して 想起 した くは な い が ゆ え に ，否定的

な 想起／記憶 を封 じ込 め よ う と した の で あ る 。

　
『
証言』 の 出版 の と き， 近親者た ち は ， 自分 の 記憶

　 　 　 　 　 オ
　

セ ン テ fiシ テ ィ

の 神聖 さ と真 正 さ が 汚 され た と感 じた の だ ろ う （グ

リー
ク マ ン 自身， 1

一
彼 に 関 す る記 憶 は，私 に とっ て 神

聖 な もの で ある 」
31

と 率直 に 述べ て い る）。こ れ に 対 し

て ，友人 で あっ た グ リ
ー

ク マ ン が 自分の 受 け取 っ た 書

簡 を 編集 した 書 は，い わ ば，『
証言』 の 出版 に よ っ て

打 ち破 られ た 記憶 の ヒ エ ラ ル キ
ー

を回復 し よ うとす る

試 み で あ っ た よ うに 思わ れ る （そ れ は あ くま で 彼 らの

考 え る ヒ エ ラル キー
に す ぎ な い の だ が ）。

　 だ が
，

こ こ で ヴ ォ ル コ フ や 「
．
証言」 の 擁護者 の 語 り

［ に 目を向 けて み る と， 奇妙 な こ とに ， 彼 ら もま た ，

ヴ ォ ル コ フ が，シ ョ ス タ コ ーヴ ィ チや そ の 近親者 ・弟

子た ち と親 し か っ た こ と を強調 し よ う と して い る こ と

に 気が つ く。そ もそ も
『
証言』 そ れ 自体 に ，

シ ョ ス タ

コ
ーヴ ィ チ が ヴ ォ ル コ フ と と もに

一
敏 に 収 ま っ て い る

写 真 が い くつ も掲載 さ れ て い る 上 に （写真参照 ：上 は

1965年 ， 左 が ヴ ォ ル コ フ
， 下 は 1975年，左 が ヴォ ル

コ フ，真 ん 中 は 指揮者 ロ ジ ェ ス トヴ ェ ン ス キ イ），ア

ラ ン ・ホ
ー

ら が 編 集 し た Shostakovich　Reconsidered

に は ，ヴ ォ ル コ フ と 作曲家 チ シ チ ェ ン コ が一．
緒 に 写 っ

て い る 写真や，タ ラ
ー

ス キ ン が （ア メ リカ の 大 学で 職

を得 る た め か 〉 ヴ ォ ル コ フ の た め に 書 い た 推 薦書 まで

掲 載 され て い る 。

「
証言」 が 出版 さ れ る ま で

， ヴ ォ ル

コ フ が様 々 な関係者 と友好関係 を結 ん で い た こ と は否

定 しが た い が ，

・！l
そ の 後彼 ら の 関係 が ほ ぼ 断絶 し た こ

と も疑 い な い 。話 を も と に 戻 す な ら，ヴ ォ ル コ フ 自身

も ， ヴ ォ ル コ フ の 擁護
．
者た ち も，ヴ ォ ル コ フ とシ ョ ス

タ コ ーヴ ィ チ ， お よ び 彼 の 関係者 た ち と の 親 し さ を
オt．センテrfシテ ィ
信 憑 性 の 証拠 に し よ う と し て い る の で あ る。こ の

w監【hSo ［Orn ‘m 　v．pllic〕、・．
　 ha膕［11匚i塵rad，　IS5 ：7．

　 　 AflEr 　w叱，rk ‘⊃匸：th ／s　bo【脚k　hrxl　1）egr／」’ヨ、
Shr〕s匚ako 、．ich　ga、・c／1’oLkev ［h ¢ seove“f　i1ヒ舗」

r
’
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’Bab贐V風「11，“ith　thc
匣rlSt
．
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’
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　 　 ltetkい“w匚thm ｝
」
1
’
erl　bosi　tVLslLes ．　D・

　 　 　 Sho騙匸akfハ
．irh　3 、

’
尾972・Repii‡｛ズ’

 
盤 謙 欝 鸞鸛艶辮 ：・融 娠

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1　　
’
　．vV め四

一！　
『

ア

意味で ，彼 らの 志 向 して い る と こ ろ は と もに 同 じ な の

で あ る。

5．結び に か え て ： 「シ ョ ス タ コ
ー

ヴ ィ チ の 証 言 』 と い う集合 的記 憶

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 オ　　センテイシテ イ
　 か くし て，1「

証 言』 の 儒 憑 性 は 疑わ れ続 けて い る。

だが ， に もか か わ らず，すで に 述べ た よ うに ， 現 在 で

も ［証 言』 を シ ョ ス タ コ
ーヴ ィ チ 自身の 言葉 と して何

の た め らい も な く引用 す る研究者 ・批評家 ・ジ ャ
ーナ

リ ス トは
， 欧 米 で も 日本で も少 な くな い 。こ れ は，当

然なが ら，それ だ け興 味深 い 主 張が 『
証言』 の な か に

含 ま れ て い る か ら で あ ろ う し，33 また，引用 し や す い

文 献が 他 に 少 な い か ら で もあ ろ う。 しか し ， そ れ だ け

で 説明可能 と は 思わ れ な い 。

　
『証 言』 は，20種類 の 言語 で 総計 50万 冊 と， 音楽

書 と し て は異 例 の 部数 が 発行 さ れ て お り， 日本 で も非

常 に 注 目 を集 め た 。

コ4
シ ョ ス タ コ

ーヴ ィ チ や ソ 連 の 芸

術家 ， ソ 連社会 に 関 す る，そ れ まで と ま っ た く異な る，

正 反 対 とい っ て も よ い イ メ
ー

ジ が 読 者 に 強 い イ ン パ ク

トを与 えた こ とは疑 え な い 。お そ ら く，そ の 印象 は 集
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梅津紀雄

合的 記憶を形 成 し ， 今 日 もな お
一

種 の 記憶 の 基底をな

し，
シ ョ ス タ コ ーヴ ィ チ の 生涯 や 彼 の 作品群 は も と よ

り，

『証言』 で 言及 さ れ た 音楽家や作曲家 に つ い て 考

え る と き，『
証言』 の 記述 を想起 せ ざ る を得 な い ， あ

るい は 想起せ ず に 入 られ な くな っ て い る の で は な い か

と思わ れ る。さ らに，シ ョ ス タコ
ーヴ ィ チ に は ，

ル イ

ツ ァ レ
ー

エ ヴ ァ が 「
犠牲者 と して の 作曲家」 と題 す る

論文
’5

の 中で 示 唆 し た よ う な 「
犠牲者神話」 が あ っ た

と言 え る。1936年 の プ ラ ウ ダ 批判 に お い て も ，
1948

年の ジ ダー
ノ ブ 批判 に お い て も，

シ ョ ス タ コ ーヴ ィ チ

は
「
犠牲 者」 で あ っ た。1936 年 の プ ラ ウ ダ批判 に お

い て は，『プ ラ ウ ダ』 紙上 に お い て 二 度 ， 名指 し で 批

判 さ れ た 。 作曲 家 と し て は こ の 上 な い
「
犠牲者」 で

あ っ た。こ の 犠牲者神話 は，そ れ まで 西側 に 存在 した

集合的 記憶 に こ の ．．卜二な く合致 し た 。

　今 日 の 時点 で
『
証需 』 を評価 す る な ら ， そ れ は ，

シ ョ ス タ コ
ー

ヴ ィ チの 言葉 に，伝聞や 噂，友 人 ・知 人

た ち の 回 想が 混 じ り合 っ た シ ョ ス タ コ
ーヴ ィ チ の 周 囲

の人 々 に よ る フ ォ
ー

ク ロ ア と して 評価 す べ きで は な い

か と考 え る。私 た ち は，『
証言』 の 呪縛か ら解 き放 た

れ る べ き とき に 来て い る と思 わ れ る。こ の 本 の 可 能性

を否定す る の で も な く， また音楽 の 自立性 を説 い て 音

楽 が意味 か ら 自由 だ とい う前提 に立 ち返 るの で もな く，

彼 の 音 楽 の ， また 言 葉 の 両 義 1生や ア イ ロ ニ
ー，二 重 言

語 を 率直 に 認 め る こ と か ら 始 め な け れ ば な ら な い 。

シ ョ ス タ コ ーヴ ィ チ は作品の 中 で も，私的 な会話 や 書

簡 に お い て も，それ らを 実践 し て い た こ と は 明 らか な

の だ か ら。

　　　　　　　　　　　 （うめ つ 　の りお ・
東京大 学）

　 注

　 ス ヴ ェ ト ラ
ー

ナ ・ボ イ ム は ， 率直 に も，ペ レ ス ト ロ イ カ

　 の
“
memory 　boom ”

と呼ん で い る。　Boym ，　Svetlana，　The

　 Future　of ／Vo∫’4g’α ，　Basic　Beoks 、　New 　York ，20el，p．63．
2 ．MaHnevtb凵」TaM ，　 HaAe コ｛na，　 Bmopaff　 ffHaza ，　 CormacHe，

　 ．MOcKlla，1999，　 c．　13．
コ

武藤洋 二
「
詩 の 運 命　ア フ マ

ー
トヴ ァ と 民衆 の 受 難史』

　 新樹社，1989，お よび Holmgren ，　Beth，　PVomen　
’
s　Work　in

　 Statin
’
s　 Titne．’On　 Lidiia　 Chukovskaia　 and 　 Nadezhda

　 Mandelstam ，　Indiana　University　Press，　Bloomington ，1993，

　 を参 照。
“「証言』 の 成立 過 程 は，ヴ ォ ル コ フ 臼身 の説 明 に よれ ば 次

　 の 通 り。1960 年，第 8 四 重奏 曲の 批評 をヴ ォ ル コ フ が 新

　聞に 掲載，シ ョ ス タ コ ーヴィ チ との 付 き合 い が 始 ま る。

　 ヴ ォ ル コ フ が レ ニ ン グ ラ
ー

トの 若 い 作曲家 た ら の 本 を ま

　 と め る 際，シ ョ ス タ コ
ーヴ ィ チ に 序 文 を 依頼，彼 か ら発

　 せ ら れ る 話 に 驚 嘆 し た ヴ ォ ル コ フ 。出 版 さ れ た 本 で は

　 シ ョ ス タ コ
ーヴィ チ の 序文 は 大 幅 に 削 除 さ れ て お り，

　 シ ョ ス タ コ ーヴ ィ チ は回想 録 を 残 す こ と に 決 意，ヴ ォ ル

　 コ フ を相 手 に 語 り，ヴ ォ ル コ フ は そ れ を速 記録 し ， 徐々

　 に 文 章 に ま とめ て い く。文章 と し て 書 き直 さ れ た も の に

　 シ ョ ス タ コ
ーヴィ チ は 感 嘆。ヴ ォ ル コ フ は 適 当 な章 の 形

　 に ま と め ，シ ョ ス タ コ ーヴ ィ チ が そ れ ぞ れ の 章に 署 名，

　死 後 国外 で の 出版 が 約束 さ れ る 。 1974年 ll月 ， シ ョ ス

　 タ コ
ー

ヴ ィ チ は ヴ ォ ル コ フ を 自宅 に 呼 び，確 認 を取 る。

　原稿が 無事幽 側 に 送 ら れ て い る こ と を確 か め た 後，シ ョ

　 ス タ コ
ーヴィ チ は 写真 に サ イ ン 。ヴ ォ ル コ フ は 西側 へ の

　 出国 を 当局 に 願 い 出 る。1975 年，シ ョ ス タ コ
ー

ヴ ィ チ が

　 死 去 。翌 年，出 国 許
．
冂∫が

．
ドリた ヴ ォ ル コ フ は ア メ リカ へ 。

　 コ ロ ン ビ ア 大学 に籍 を置 き，出版 を準 備，ハ ーバ ー ＆

　 ロ
ー社か ら 1979 年秋，出版 され る。

’

最 も注 目 を集 め た 箇 所 の
一・

っ は，交響 曲第 5番 ・第 7 番

　 の 解釈 に 関す る次 の
一

節 で あ っ た。「私 の音楽 の 最大 の 解

　 釈 者 を 自負 して い た 人 物 ［ム ラ ヴ ィ ン ス キ イ．i が，私 の

　音 楽 を 理 解 し て い な い の を知 っ て ，私 は 驚 い た。私 は

　 《第五 番》 と 《第 七番 》の 交響 曲で 歓喜の フ ィ ナ
ー

レ を書

　 きた い と思 っ た が で き な か っ た の だ と ， 彼 は 言 っ て い る

　 の で あ る。こ の 男 に は ， 私が 歓 喜 の フ ィ ナ ーレ な ど 考 え

　 た こ とな ど な い と は思 い もよ らな い の だ。ど ん な 歓 喜が

　 あ そ こ に あ り得 る と い うの だ。《第五 番》で 起 こ っ て い る

　 こ と は ，すべ て の 人 に 明 らか だ と私 は考 え て い る。《ボ

　 リ
ー

ス ・ゴ ドゥ ノ
ー

フ 》の よ うに ，あの 歓喜 は強 い られ，

　脅さ れ て 書か れ た もの な の だ。そ れ は あた か も，誰 か に

　 鞭打 た れ，『お ま えの 仕事 は喜 ぶ こ とだ，お ま え の 仕事 は

　 喜 ぶ こ と な の だ 』 と言 わ れ て，立 ち上 が り，ふ ら っ き つ

　 つ も，『
お れ た ち の 仕 事 は喜 ぶ こ とだ，お れた ち の 仕事 は

　 喜 ぶ こ と な の だ 」 とつ ぶ や きな が ら，行進 を始 め る よ う

　 な もの な の だ 」。・VolkoV ，　 Solomon ，　 Testimony’r　 The

　 Memoirs 　 of ∠）mitri ∫hostakovich，　 Harper＆ Row ，　New

　 York ，1979．　p．　 t83．ソ ロ モ ン 。ヴ ォ ル コ フ 編 「シ ョ ス タ

　 コ ーヴ ィチ の 証 言： 水 野 忠夫訳 ， 中 公文 庫，ig86，321

　 322 頁。
6

こ の 記述 は ，慧眼 と 言 うべ きで あ ろ う。邦 訳 に 従 っ て 続

　 けて 引用すれ ば次 の 通 り。「
つ ま る と こ ろ，ソ 連 で もっ と

　 も希有で 価値の あ る もの は記憶 で あ る。それ は何 十 年 も

　 の あ い だ踏 み に じ られ て い た の で ，人 々 は 日記 を つ け，

　 手 紙 を した た め る よ O も も っ と良 い 方 法 を 知 っ た。一九

　 三 〇年代 に
『
大 粛 清 」 が は じ ま る と，恐 怖 に か られ た 市

　 民 た ち は 個 人 に か か わ る記録 を抹殺 した ，同時 に 記憶 を

　 も。そ れ 以 後，記
．
憶 と 見 な され る の は，毎 日の 新 聞 に限

　 られ る よ うに な っ た。歴史 は 目ま い の す る よ うな速 さ で

　 書 き換 え ら れ て い っ た。記憶 の な い 人間 は 屍体 に ひ と し

　 い
。 あ ま りに 多 くの 生 け る 屍 が わ た しの 前を過 ぎ て い き，

　 彼 らは た だ公認 さ れ た 事件 の み を，公 認 され た 方 法 で の

　 み 記憶 した 」。veLkov ，　Solomon ，　oρ．　 cit．，　p．xvi．ヴ ォ ル コ

　 フ ，前掲 書，9−10
．
貞。

7Beym

，　Svetlana，　 op ．cit ．，　p．62、ボ イ ム の 著作 は ，ポ ス ト共

　 産 主 義時代の ロ シ ア
・東欧 に お け る ノ ス タ ル ジ ア に 関 す

　 る研 究 で あ る が，ノ ス タ ル ジ ア が 記 憶 と深 い 関わ り を 持

　 つ ゆ え に （記 憶 な し に ノ ス タ ル ジ ア は 成 立 し得 な い ゆ

　 え），記憶 に 関す る研 究 に もな り得 て い る u
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ソ連文化 を記述 す る　　歴 史の 記憶化 とシ ョ ス タ コ ーヴ ィ チ ．
研究の 現在

S

冷戦 時代 に あ っ て，ヴ ォ ル コ フ の 提示 した シ ョ ス タ コ
ー

　　ヴ ィ チ 像 は，西 側 の 読 者 に と っ て 受 け 入れ や すい 物 詰 を

　　構成 し得た の に 対 して ，ソ 連 邦 共 産 党 や 政府 に と っ て は

　　受 け入 れ が た い 物語 と な っ て い た た め，ど こ よ り も ソ 連

　　で 偽書 と して 非難す る 動 きが 顕著 で あ っ た。
9

、・7umep αm ），P κa．H　 zα3ema ，14　 HO”6pfi，1979．まず，冒頭 に

　　シ ョ ス タ コ ーヴ ィ チ の 友人 ・知 人 で あ る 6人 の 作 曲 家

　　（バ ス ネ ル ，K ．ハ チ ャ ト リ ヤ ン
，

カ ラ ー一
エ フ ，レ ヴ ィ チ

　　 ン，チ シ チ ェ ン コ ，ヴ ァ イ ン ベ ル ク ）が 署名 した 公 開 書

　　簡 が あ り，次 に 編 集 部 の 文 章 が あ り，イ リ
ーナ 夫 人 と 息

　　
．IFマ ク シ ム の発言 も掲載 され て い る。

1°
ロ
ー

レ ル ・フ ェ イの 書評 ・『証言』 の テ ク ス ト分析 に つ い

　　て．そ れ 自体 を批
．
評す る こ と に よ っ て

『
証 言』 を め ぐる

　 論争 を整 理 した 論 文 を，筆 者 は tg91 年 に 書 い て い る （た

　　だ し ，公 表 は 1999 年。
．
梅 津 紀 雄

1
．
『シ ョ ス タ コ

ー
ヴ ィ チ

　　の 証 読 をめ ぐ る諸問 題 　ロ
ー

レ ル ・フ ェ イ 論文 を読 む 」

　　
「
ス ラ ヴ ィ ア ーナ 」 第 14号。梅 津 紀 雄

「 『

証 言．］ と
1・’
自

　 伝 』」
『
シ ョ ス タ コ ーヴ ィ チ大研 究ご （春秋 社，T994） は，

　　そ れ を簡潔 に整 理 した もの ）。
11

邦訳 の 翻訳者 ， 水野 忠夫の 表現 に よれ ば，次の 通 り。「
し

　 か し，奇妙 な こ と に ，す で に ソ 連 の 出 版 物 に 発 表 した 文

　 章 と同 じ部 分 が 本 書 に も く り返 さ れ て い る と こ ろ が あ

　　る 1。ヴ ォ ル コ フ ，前掲 書，510 頁、
1二 2000 年 の 時点 で も，イ リ

ー
ナ 夫人 は ほ ぼ 同 じ内容 の 発 言

　　を反復 して い る。‘・TaKHx　6ece，：⊂ocTofi，10cb　TpH ，　Kax （nafl　no

　 2　　　2，5　Haca ，　ue 　60川 ，凵匸e，　 oT 　60』ee 　、恥JMTe ．lbHO 「o　o6i ［leHP旧

　 ．ユM 目Tp 阿敵　　JLivmTpHeBH，i　ycTaBa，可　　H　　TepH 、叮　　HHTepec 　　K

　 co6ec 鴃 H円Ky ゆ．　LIIoc’raKeRHH ，　L’lpFma　AHT⊂）HoBHa ，｛，tslepTBhTe

　 6e33alUH’rHbJ，｝，　 i
’lfOCfiOtSCfftlL．

　 Hoeocmu ，．N｝ 31，8−14

　 aBryCTa ，　 C ，15読売 新聞の 記者に よ るイ ン タ ヴ ・・．一に 対 し

　 て も 同様 の 返答 を行 っ て い る。こ れ に 対 して ，指 揮者 ロ

　 ジ ェス トヴェン ス キ イは ，「
シ ョ ス タ コ

ービ ッ チ は イ ン タ

　 ビ ュ
ー嫌 い だ っ た か ら，総 計 六 時 間 も会 え た の は む し ろ

　 大 変な こ と 1 と コ メ ン トし て い る （佐々 木 喜久 「『シ ョ ス

　 タ コ
ー

ビ ッ チ そ の 実 像 を め ぐっ て．11 （F） 6時間 の 会 見で

　 何 が
…

」
『
読売新 聞』 1994 年 lL 月 4 日夕刊 ，7頁 ）。

／lt
筆者 自身は ， 1991年 の 時点 で 概 ね 次の よ うに 結論 付 け た。

　   こ の 書物 の 内 容 に シ ョ ス タ コ
ー

ヴ ィ チ 自身が 直接 に 関

　 わ っ て い る こ と は 疑 い な い が
，   す べ て の 内容 が シ ョ ス

　 タ コ
ー

ヴ ィ チ か ら ヴ ォ ル コ フ に 語 られ た も の と考 え る こ

　 と は で き な い ，  た だ し，個 々 の 記 述 に 関 し て は，い ま

　 だ ほ とん ど活 字 に な っ た こ とが な い 事 実 も含ん で い る な

　 ど，か な ワの 部 分が 真 実で あ り，資料的価値 さ え 認 め る

　 こ と が で き る。こ の うち，．  に つ い て は 微妙 な 点 が 残 る

　 と
．
考えて い る。

：4
　ΦsPi，　D・　J可ope ．1，　，，B 〔｝3BpalJlafiCb 　K　‘・CBMne’rc．，IT，cTRy ／／・｝，

　 K・BHarlKa ｝1，」願 ・1円、庵a　 tCOCT．），．　 LU・ cm （1κ06azt．・．v：e．ucO）
’

　 ．＋t8HoG θnae ．−t　　tt　　G8ttHocmbl θ，　　K 〔〕M 冂 〔〕3HTep ，　　（二HHKT
−

　 ［IeTep6yP「，　20〔工0．
／．5

こ れ らの 回 想 が ソ 連時代 の 音楽．界 を 再現 し ， 多面的 に 浮

　 か び 上 が ら せ る上 で 貢 献 し て い る こ と は 疑 い な い 。『ガ

　 リ
ー

ナ 自伝≦ と
『

コ ン ド ラ シ ン は 語 る」 と は，細 部 に お

　 い て 食い 違 っ て い る が，こ れ は 回 想 と い う 性 格 ．ヒや む を

　　 得 な い だ ろ う。
1e’MacDonald、［an 、　 The 　Ne ”，∫hostakovich，　FourLh 　Estatc，

　　 London ，199 ．
11

　Ho ．　 AIIan　 B．　 and 　 Feofunov，　 DmiLry 　 ed 、．　 Shostakovich

　　 Reconsidered．　Toccuta 　Prcss，　London ，1998．
1H 一

柳富美 1 「 『証言．1 の あ とで 　シ ョ ス タ コ ーヴ ィ チ 研究

　　の 現在」，前掲
『
シ ョ ス タ コ

ー
ヴ ィ チ 大研 究』，243 頁。

1．’
チ ャ イ コ フ ス キ イ 自殺 説 は 現在 で は ほ とん ど否定 さ れ て

　　い る 。こ の 説が 出現 した の は，1991 年 の こ とで あ る か ら，
　　

「証言」 に 関す る論争 とほ ぼ 同時 に 起 こ っ た こ と に な る。

　　亡 命 者 に よ る セ ン セ ーシ ョ ン を狙 っ た 問題 の あ る 著述 ，

　　と して ，オ ル ロ ーヴ ァ と ヴ ォ ル コ フ が 並 べ て 評 さ れ た こ

　　と もあ る （安原 雅 之
「
チ ャ イ コ フ ス キ

ー
の 死 因 論 争 に つ

　　い て 」
『フ ィ ル ハ ー

モ ニ ー
』 r990 年 4 月号）。

2°
ム ソ ル グ ス キ イの 研究 に お い て は，ヴ ラ デ ィ

ーミ ル ・ス

　　タ
ー

ソ フ の 記述 が，ロ シ ア 国内外 を 問わ ず 大 きな 影 響力

　　を持 ち続 け，それ に 正 面 か ら対立 す る よ う な ク トゥ
ー

ゾ

　　フ の 記述 は，ほ とん ど無 視 され て きた （現 在で は 再 考 さ

　　れ 始 め て い るが ），そ う した 違 い が あ る に し て も，チ ャ イ

　　コ フ ス キ イの 自殺 説 も神 話化 さ れ て い た し （活字 に な ら

　　な い 領域 に お い て），ス ター
ソ フ の ム ソル グス キイ 像 も神

　 話化 され て い た （活 字の 領域 に お い て ） と言 え る 。 ど ち

　　ら の 物 語が 流通 し て い た か 〔活 字 に な っ た 物 語 と 神話 と

　　の 関係 ） は 反対 で あ る が，神 話 化 が 成 立 し て い た こ と に

　 代わ りは な い 。
コ／ Hirschkop ，　 Ken ，　 Mikhail 　 Bakhtin ．’An 　 Aesthetic　 for
　 DemocracLv 、　Oxford　Universit｝・　Press，　Oxf （）rd ，　1999，　pp ．
　 　 126−14 ．
22

実 際，チ ャ イ コ フ ス キ イ の ホ モ セ ク シ ャ ル を示 す文献 は

　 隠 蔽 され て い た の だ が （生誕 100 周 年 に 当 た る 】94  年 に

　 出版 さ れ た チ ャ イ コ フ ス キ イ の 書 簡 集 『肉親 へ の 手 紙．E

　 に は，編者 ジダー一
ノ ブ の 註 に

「
チ ャ イ コ フ ス キ イ は ホ モ

　 セ ク シ ャ ル で あ っ た 」 と明記 さ れ て い た が，こ の 書簡 集

　 は 出版直後 に そ の 大 部分 が回 収 され た （森田 稔
「

新 チ ャ

　 イ コ フ ス キ
ー

考 　没 後
一

〇〇年 に よ せ て 」 NHK 出版，5

　 頁D ，そ の 自殺 説 が 検 討 され，最終的 に 否定 さ れ て い く

　 プ ロ セ ス に お い て，チ ャ イ コ フ ス キ イ の ホ モ セ ク シ ャ ル

　 は む し ろ 本格 的 に 確 証 さ れ た。こ の 意 味 に お い て は ，自

　 殺 説 は ， チ ャ イ コ フ ス キ イ の 伝 記 研 究 を脱 神話化 す る

　 き っ か けの 一
つ に な っ た とい え る。『証言』 が 検 討 され る

　 プ ロ セ ス もこ れ に 似 てい る。
2  一

柳 富美 子 は 次 の よ う に 書 い て い る。「
それ ぞれ の 手紙 に

　 は，書 か れ た 前後 の 状況 な ど に つ い て，グ リ
ー

ク マ ン 自

　 身 の 詳細 な 解説 と注 が 添 えて あ り，そ れ を 通 読 す る だ け

　 で も シ ョ ス タ コ ーヴ ィ チ の 半生 が か な り鮮 明 に 浮か び上

　 が っ て くる 二。一・
柳富美 子，前掲書 ， 248頁 v

ヱ4
　こ れ に つ い て，一

柳 は次 の よ うに 書 く。「こ の 書簡 の 出現

　 に よ っ て ，『
証 言 』 論 争 は第 四 ラ ウ ン ド に 突 入 した 。 ラ ウ

　 ン ドは ま だ 進 行中 だ が，ヴ ォ
ール コ フ の KO 負 け は 時 間

　 の 問 題だ ろ う 。 グ リ
ー

ク マ ン書簡 の 前 で は，『
証 言 』 は 完

　 全 に か すん で し ま う 」。一柳 富美 子，前掲書，248 頁。
：ト
　Taruskin ．　Richard、　Defining　Russia ル飯 ∫’60 め∵ HiStorical

　 and 　Hermeneuticai 　Essa．i・s．　PrinceZon　University　Press、
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1fi

タ ラ
ー

ス キ ン が こ こ で 引 き合 い に 出 した の は，ム ソル グ

　 ス キ イ の 反 ユ ダヤ 主 義 に つ い て ，そ れ は シ ョ
ー

ヴ ィ ニ ズ

　 ム の 現れ で は ない ，と説明 し た 註釈 で あ る。
刀

　Taruskin，　Richard，　 op．　 eit．，　 p．475．
1”

筆者 に よ る イ ン タ ヴ ュ
ー。2000 年 8 月，於 モ ス ク ワ 。彼

　 の 見解 は イ リ
ー

ナ 夫 人 の 見 解 と 同
一

だ と言 っ て よ い 。

　 2 00年 の イ リ
ー

ナ 夫 人 の 発 言 は，次 の と お り。“Ha

　 BTOpYIO 　BcTpeHy 　BomKoB　【1pM6bl．”　c　ΦoToaH 冂apaToM 　M

　 m 冂P〔〕cM ．，1　BM ．　TllTlleHKo，　a 　3aTeM 　MeHH 　c4e 』 aTb ΦQTorpa Φn 目

　 Ha 　冂aMHTb ．　卜la　TpeTbH ⊃　BcTpe ，1y 　oH 　冂pMHec　「oTeByFo

　 φoTorpa 鯛 冊 H 冂 o叩 〔｝cM ・［ 皿MMTpH ” ，・LLN・tm ’pHeBHqa　Ha 川 caTb

　 ee．　　ilLMHTpM 曲　　皿MHTpHeBHq 　　Ha冂Hca ．｛　　06bt’− Hbl貢　　TeKcT ：

　 ‘・ノ「lopo「oMY 　Co 爪 ）M 〔旧 y　MaceeBMqy　Bo．qKoBy 　Ha 　n 〔〕6pyto

　 【1aM 阿Tb．　 16！XI　74 り，　 a 　3aTeM ，　 cLloEHo 　1／0LtYBcTBOBaB

　 He．［anHoe ，　BepHym 　BomKoBa　H，　KaK　B ⊂n 〔）MH 正laeT 　caM 　Bo，nKoB，

　 羝om ｛ca ．ny： aHa 　I
’
laMflTb 　o　pa3FoBopax　o　F．nya3yHolie，30田 eHKo ，

　 Me 函epXo ．abne ．川 U ．・，∂TO ”epeueHb 　TeM ，　 O　KOT 。pblx 山
．la

　 pcLlb　Ha 　BcTpeHax 　c　Bo．ltcoBbbc・，．　UlocTaKoBレ麺q，　HpHHa

　 AHT〔moBHa ，〈・NepTBble　 6e33anL” THbl ，〉， ハ，focft’06cffae

　 HO60cma ，　N ！ 31，8−14　 aBrycTa ，　 c．　15．
’“

上 野 千 鶴 子
『
ナ シ ョ ナ リズ ム と ジ ェン ダー

』 青 土 社，

　　1998，t66頁。従 っ て ，想 起 さ れ，回想 さ れ る ご と に
， 記

　 憶 は 改訂 revisien を 被 る の で あ り，異 な る改 版 revision

　　に な る の で あ る。そ して，「歴史 と は ，『

現 在 に お け る過

　 去 の 絶 え ざ る再 構築』」 な の で あ り，「
過 去 は現在 の 問題

　 関 心 に した が っ て 絶 え ず
「

再 審 revision 』 に さ ら さ れ て

　　い る 」 の で あ る （上 野千鶴子 ， 前掲 書，11頁）。さ らに ，

　　（誤解 を恐 れ ず に言 う な ら）研究 者 も，もし何 か 新 しい も

　　の を 提 出 し 得 て い る の な ら，誰 も が 修 正 主 義 者

　 revisienist な の で ある （Fanning ，　David　ed．，　Shostakovick

　　Studies，　Cambridge 　Univers．　ity　Press，1995、　p．13）。
1’／

ワ ー
ク シ ョ ッ プ は 2001 年 1 月 131」に 開催 さ れ た （東 京

　 外 国語大 学海外事情研究 所の 主催 に よる）。岩崎稔
「

特 別

　　ワ
ー

ク シ ョ ッ プ の 記録 『占領 の 記憶 を ど う描 くか ？』」

11

ユ，

3斗

35

L
’
Quadrean［e 』 No ，3 （「司大 学 同研 究 所，200D は ，

ワ ー

ク シ ョ ッ プ
「

口本 人，オ ラ ン ダ人 ，イ ン ド ネ シ ア 人 一．．

目本 占領 下 の イ ン ドネ シ ア の記 憶 」 の （怒 号 の
一

部 も取

り入 れ た ） 討 議 の 記録 で あ る 。「 『
日 本人，オ ラ ン ダ 人，

イ ン ドネ シ ア人 　　口 本 占領 ドの イ ン ドネ シ ア の 記憶 」

ワ
ー

ク シ ョ ッ プ 傍聴記．： 同誌，は ， 簡潔 な傍聴記。

前 後 も含 め て，原 文 を 掲 げて お く。，・fl ．」D6M ．1 ∋
’
vero

q ピ 」10BeKa 　co　EceH 　HCMHOcTbH 〕　M 　cTpacTHocT 卜 K⊃
，
　Ha 　KoTopbTe

CHOCe6Ha 　MO 冗　ny凵．【a ．レI　 HaM 月Tb 　O　HeM 　A．，t｝］　MeH 貝　CBHIIIeHHa ．

KaM（nee 　⊂調工）Bo ，　〔）6poTleHHoe　PII　I，　11F±cbMeHH 工）　H．IM　ycTHO，　只

cTapa ．，lcH 　 xpaHTITb ，　 Ka1（ coKpoB ｝iule．レ［M正Te　 Ka コKeT ⊂H，　 qTc ｝

c．10BO ∋TU 　 Bb1301ieT　 HHTepec 　y　 TeX ，　 KTO ．柵 6レ1」1　 M　 mro6 レrT

neHlilHe 　鹽
1eUHa

縄bHO 「〔｝　凵〔〕CTaKOB 円qa ，卜．　i
’．，IMKMaH ，　MCaaT（　A．

！COCT ．｝，魚 伽 α κ Opyzy♂ nUCb ．ifa 　a ．π．〃 00 〃Zακ・csaya

κ κ ，厂 ，ノ｝zuff 説 aHy ，　DSCH ，−MocKBa，1993，　 c．3U ．

マ ナ シ ール ・ヤ ク ーボ ブ も，「
ヴ ォ ル コ フ は か 二）て 自分 の

友人 だ っ た 」 と述 べ て い る。

シ ョ ス タ コ
ー

ヴ ィ チ の オ ペ ラ 《鼻》 の 復 活上 演 や 《賭 博

師》の 初 演 に関わ っ た指揮 者 ロ ジ ェ ス トヴ ェ ン ス キ イ は ，

「
これ が 作 り物 な らボ ル コ フ は ドス トエ フ ス キ

ー
に匹 敵 す

る創作 家だ と思 う」 と述べ て い る （副島顕
一 「

「
コ ル サ コ

フ を初版 の 楽譜 で 』 読 響 名 誉 指 揮 者 ・ロ ジ ェ ス トベ ン ス

キ ー氏 が 公 演 」
「
読 売 新 聞 」 1994 年 10 月 21 日タ 刊，15

頁 ）。

日本 で も筆 者 の 把握 す る 限 りで ，6 つ の 書評 が 出た （著

者名だ け をあげれ ば，次の 通 り ：船 山 隆 ， 吉 田 秀和，柴

田南雄，森 田 稔，塩 見鮮
一
郎 ， 中本 信幸。詳 し くは，梅

津
「 『

シ ョ ス タ コ
ー

ヴ ィ チ の 証言』 を め ぐる 諸 問題 　ロ
ー

レ ル ・フ ェ イ論文 を読 む 」 を参 照の こ と）。文 庫化 され て

い る と い うこ と も，音楽書 と して は 希 な こ とで あ る。

PbtuaPeBa，　）JlapMHa ，　
i

｝くo．vno3HTop 　lcaK 爪 ePTBa
’
，　K エ，BHallKafl ，

．qHonicM，，［a 〔COCT ．｝，　 Ulocmamo．　euv ：　 ．vfetht’Oy ・lt2 κ oaeHtte ・if　 U

6evHocmbro ，　K 〔｝MITo3HTOp 、　CaHKT−［
．
！c
．
vep6ypr ，　2000，　c．

751−761．
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              Writing Soviet Culture: Historicizing Memory  and

                 Present Approaches  to Shostakovich  Studies

   This paper treats the book  called  7lestimony: T)he Memoirs  of Dmitri Shostakovich and  analyses  the dlspute

about  the authenticity  of  this book. 71]stimony was  published in English in 1979, four years after  composer's

death, in the United States, as  a memoir  of the composer,  by So]omon  Volkov, Relatives and  close  friends of

ShostakoN,ich readily  charged  Volkov  that his book  -,as  a  fake, and  that he was  not  a  close  friend of  the

composer.  From  their point of' view.  Vo]kov:s act  was  an  arregation  of  their right  to speak  his private life, their

right  te interprete his works,

   ln 1994 Issak Glikman, a  close  frjend of  Shostakovich, published letters of  Shostakovich addressed  to him

with  detai]ed annotations.  An  american  tnusicologist  Richard Taruskin criticized Glikman. He  wrote  that

Glikman's annotutions  are  so  detui]ed that they  do  not  allow  reada's  to have their own  interpretation. Glikman

went  so  far us  to say,  
"the

 memory  of  Shostakoi,ich is sacred  to me".  Glinkman's  annotutions  attempted  to return

posesssion  ofthe  composer:s  memories  to  their rightfu]  owners  and  to recover  the rights  to interpret the life and

works  of  Shostakovich frorn less intimate acquaintances.

   But  Volkov  and  his fo]lowers try to emphasize  the  connections  between Volkov  and  Shostukovich. {n

7lestimony. and  in VolkoVs  fo11ow'ers' Shostakovich Reconsidered, there are  many  photog[aphs of  Velkov  with

Shostakovich, and  Volkov  with  friends ofShostakovich,  Thus they  use  the same  logjc as  Glikman  to prove the

authenticity  of  his "testimony".

  Today, regurdless  of  its deubtful authenticity,  the impression of  7lestiniony constitutes  a  part of  our  co]lective

memory  ubout  Shostakovich's ]ife and  times.  The  myth  of  
`'the

 sacr{ficied  eomposer"  has a  deep relationshLp  with

this  co]tective  memory.  But now  we  must  ourse]ves  dispel the  myth  of  7leslimonv.

-  il l -･･


