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パ キ ス タン構 想・ と民族 F・5題

フ ー フ ル  サ ー ン ク リテ イ ヤ ー ヤ ン

パ キ ス タ ン 構 想 が ,昨 今 は 賛 否 い ず れ に せ よ イ ン ドの 全 て の 知 識 人

の 関 心 を 引 い て い る 。 こ の パ キ ス タ ン構 想 を 反 動 的 ,反 民 族 的 な 指 導 者 た ち

の 売 国 行 為 だ と きめ つ け て 葬 ろ う と して い る人 た ち も少 な くな い が ,ま た ,

イ ン ドの か か え て い る 民 族 問 題 は イ ン ドの パ キ ス タ ン と ヒ ン ド ウス タ ンヘ の

分 割 に 帰 結 す る と解 して い る人 た ち も随 分 多 い 。 こ れ に つ い て 詳 し く論 ず る

に 先 立 ち ,民 族 問 題 は一 パ キ ス タ ン 問 題 も も ち ろ ん こ れ に 含 ま れ る わ け だ が

一 単 に イ ン ドだ け の 問 題 で は な く,世 界 の 他 の 国 々 も,避 け て 通 る こ との で

き な か つ た 問 題 で あ る こ と を 申 し述 べ て お きた い 。

1.民 族 とは 何 か

(1)民 族 の 標 識                           `
あ る人 が どの 民 族 に 属 して い る か を識 別 す る た め の 最 も有 力 な 手 掛 り

は そ の 人 の 言 語 で あ る 。 服 装 か ら も民 族 を 識 別 す る こ と は で き る が 。 今 日で

は 服 装 は む しろ 民 族 性 を 失 い つ つ あ り,イ ン タ ー ナ シ ヨナ ル な もの に な つて

きて い る .ハ ツ ト,コ ー ト,ズ ボ ン とい つた もの に して も, もは や 単 に 西 欧

の 伝 統 的 な 服 装 で は な く,世 界 中 に ひ ろ ま つて し ま つて い る 。 従 つて ,服 装

に よ つ て 何 民 族 に 属 す る か を 言 い あ て る こ とは で き な い .民 族 特 有 の 料 理 も

民 族 性 を 識 別 す る 手 掛 りに な る こ と は な る 。ベ ン ガ ル 人 は 魚 料 理 と米 飯 を大

変 好 み ,パ ン ジ ヤ ブ人 は ロ ー テ イー ,す な わ ち ,小 麦 粉 の パ ン と ギ ー と呼 ば

れ る 精 製 パ タ ー ,そ れ に ミル クが 最 上 だ と言 い ,タ ミル 人 は 200グ ラム あ ま

りの 野 菜 を食 べ る に も,そ れ と同 量 の 唐 が ら し と タマ リン ドの 実 を た つぶ り

か け な い と ど ん な 料 理 も 日 に あ わ な い 。 グ ジ ヤ ラー ト人 は , ダ ー ル (豆 汁 )

に さ え 黒 砂 糖 か 砂 糖 を 入 れ な い と気 が す ま な い 。 ビ ハ ー ル 人 は な ん の お か ず

で あ れ ,油 で揚 げ る こ とに して い る 。 そ して じ やが い もや な す の マ ツ シ ユに

は 絞 り取 つた ま ま の か ら し油 を 用 い る こ とに な つて い る 。連 合 州 西 部 の 都 会

人 は ,い ん げ ん 豆 や た ち な た豆 の 煮 つ け と,パ ー パ ル とか バ プ リー と い つた

豆 や じ やが い も, メ リケ ン粉 な ど を 材 料 に し た せ ん べ い の か ら揚 げ が 大 好 物

だ 。 マールワー リー 人 の 唐 が ら し好 き と き た らタミル 人 をしの ぐ程 だ 。子 供 の 頃

か ら食 べ 慣 れ て きた 食 べ もの で独 特 の 嗜 好 が [1来 上 が る も の だ 。 だ か らベ ン

ガ ル 人 に は , ニ ユー ヨー クに い て も,油 つ こ い もの と魚 料 理 が 口 に あ う。 イ

ラ ン で しば ら 〈一 緒 に 過 ご した イ ス ラ ム教 徒 の 友 人 は 1イ ラ ン で の 単 調 な 肉

と米 との食事に うん ざ りして しまい,「 食 事 と音楽 は イン ド風に限 る 」との

裁 定 を下 した 。



音 楽 に も民 族 固 有 の 好 み が あ る 。 洗 練 さ れ た 趣 味 を 持 つ 教 養 あ る イ ン

ド人 の 随 分 多 〈が ,西 欧 の 偉 大 な 声 楽 家 た ち が 歌 うの を 2分 間 とい え ど も じ

つ と して 聴 い て は い られ な い 。 無 数 の 欧 米 人 が 聴 きな れ る よ うな歌 を 物 笑 い

の 種 に して しま う。 そ うい う人 た ち は , イ ン ドの 歌 も他 民 族 の 人 々 に は 同 じ

よ う 7vc~感 じ ら れ る の だ とい う こ と を 知 ら な い の だ 。 食 事 と同 じ よ うに ,音 楽

も親 しん で い る うち に 好 き に な る もの な の だ 。 次 第 に 西 洋 料 理 を 嗜 む よ うに

な つて い る イ ン ド人 が ,そ れ を お い しい と感 じ る よ うに な る の と同 じ よ うに

西 洋 の 音 楽 も た しな む こ と が で き る よ うに な る もの だ 。 要 す る に ,音 楽 と食

べ 物 の 民 族 固 有 の 嗜 好 は , イ ン タ ー ナ シ ヨナ ル な もの に な り得 る とい う こ と

な の だ 。 と は 言 つて も,音 楽 と食 物 が ,あ る 程 度 民 族 性 を あ ら わ して い る と

い う こ とは 確 か だ 。

しか しな が ら,民 族 性 の 最 も明 確 な し る しは 言 語 を お い て 他 に な い 。

そ れ は ,単 に 人 間 の 情 感 に 基 づ くば か りで は な く,民 族 の 盛 衰 に も深 い 係 り

を 持 つ もの な の だ .た と え ば , ア イル ラ ン ドの よ うに 民 族 的 発 展 の た め に 死

語 を 復 活 させ ね ば な らぬ 民 族 は 数 多 い 。 言 語 が 民 族 の 興 起 に ど れ ほ ど 助 け と

な る か に つ い て ,次 に 述 べ て み よ う。

言 語 の ほ か に ,民 族 の 独 自性 を JFnく 特 徴 づ け る もの が も う一 つ あ る .

そ れ は 宗 教 だ 。 筆 者 は こ こ で 文 化 を 持 ち 出 そ う と は 思 わ な い .何 故 な ら,文

化 は ,言 語 ,文 芸 ,芸 術 ,そ し て宗 教 の 集 合 体 だ か ら で あ る 。 民 族 に つ い て

考 察 す る 場 合 に 宗 教 を 無 視 し よ う とす る人 が 非 常 に 多 い 。 そ うい う人 た ち は

宗 教 が 永 久 不 変 の もの で は な い との 認 識 に 立 つ て い る の だ 。 ソ連 邦 の トル キ

ス タ ン人 は 今 か ら 25年 前 には 敬 虔 な イス ラ ム教 徒 だ つ た が ,今 で は ,老 人 た

ち だ け が わ ず か に イ ス ラ ム教 を 信 仰 して い る に 過 ぎ ぬ 。 イ ス ラ ム教 が な くな

つ て も, タ ー ジ ク人 , ウ ズ ベ ク人 , トル コ マ ン人 ,そ して キ ル ギ ス人 は 個 々

の 民 族 性 を 喪 失 し て しま つ た わ け で は な い 。 こ れ ま で 17C,そ うい つ た 民 族 の

民 族 文 化 一 言 語 ,文 芸 .芸 術 は 大 い に 発 展 した し,今 日 も発 展 を 続 け て い る。

多 数 の 人 が 宗 教 を 民 族 性 の 重 要 な 要 素 と して 認 め る 気 持 に な れ な い で い る根

拠 を 他 に も挙 げ る こ とが で き る 。 しか し,そ うす る の は , 日 を 過 去 や 未 来 に は

か り向 け て い て ,現 在 の 困 難 に は 目 を つ ぶ ろ う とす る こ と に 他 な らな い .固

有 の 言 語 ,文 芸 ,芸 術 と 同 等 に , も し くは ,そ れ 以 上 に 人 民 が 宗 教 を 固 持 し,

今 な お 宗 教 の た め な らい つ で も ど ん な 犠 牲 も捧 げ よ う と して い る国 で は ,宗

教 か ら 目 を そ らす わ け に は い か な い 。 クル デ イ ス タ ー ン の クル ド族 と イ ラ ン

の シ ー ヤ 派 の 人 た ち は と もに 同 じベ ル シ ア 語 を 話 して い る に もか か わ らず ,

クル ド族 は , 自分 た ち は 別 個 の 民 族 だ と主 張 して 斗 争 を続 け て きて い る 。 ク

ロ ア チ ア 語 と セ ル ヴ イア 語 は ,(ビ ハ ー ル 州 の )チ ヤ プ ラー 弁 とハ ー ジ ー プ

ル 弁 ほ ど の違 い しか な い の に ,宗 教 が 原 因 で 両 者 は 今 日 ま で 抗 争 を く り返 し

て きて い る 。 ク ロ ア チ ア 人 は ロ ー マ ン・ カ ト リ ツ ク系 の キ リス ト教 徒 で ,セ
ル ヴ イア 人 は 他 の ス ラ ブ 諸 族 と 同 様 に ギ リシ ア 正 教 系 の キ リス ト教 徒 なのだ。

あ る民 族 が 宗 教 の 影 響 を 受 け て お り,そ して ま さ に そ れ を 土 台 に して 独 自性

を 打 ち 立 て よ う と頑 張 つ て い る 限 り,そ の 宗 教 が 過 去 に は 存 在 しな か つた と



か 将 来 は 存 在 しな くな る か も知 れ な い ,な ど とい つ て ,宗 教 が 民 族 性 を 構 成

す る と い う考 え を退 け る こ とは で き な い .ま た ,そ れ で は ,現 に あ る 問 題 を

解 決 す る こ と も で きな い 。

筆 者 は ,我 国 の イ ス ラ ム教 徒 が ,自 ら の 民 族 性 の 構 成 要 素 と して 宗 教

に 特 に 重 き を 置 い て い る , と認 め る の に い さ さ か もや ぶ さ か で は な い 。

地 理 的 条 件 も民 族 性 の 一 要 因 で は あ るが , こ の こ と に つ い て は こ こ で

は ぁ ま り触 れ る必 要 は な い .

要 す る に ,音 楽 ,食 物 ,服 装 は 第 二 義 的 な も の と解 し,そ れ らは 無 視

して も よ い もの だ 。 しか し, 言 語 ,宗 教 ,及 び 地 理 的 条 件 は ,民 族 問 題 を考

察 して い く際 に ど う して も見 落 とす こ とが で き な い 。 同 一 宗 教 を 信 奉 して い

て も, も し言 語 が ま ち ま ち な らば ,民 族 を 別 に す る とい う問 題 が ど う して も

起 き る だ ろ う .例 え ば , も し我 々 が パ キ ス タ ン構 想 を 受 け 入 れ る とす る と ,

パ キ ス タ ン全 体 は 単 一 民 族 で は な い こ と に な る し,そ こ で は 言 語 問 題 が 緊迫

す る だ ろ う .ア フ ガ ニ ス タ ン の パ タ ー ン人 の 為 政 者 た ちは ,先 頃 ま で 全 行 政

事 務 , 読 み 書 きを ベ ル シ ア 語 で 行 な つて い た もの だ が ,今 日 で は パ シ ユ トウ

ー 語 が 有 力 に な つ て き て お り,政 府 は ベ ル シ ア 語 の 迫 放 を 強 力 に 推 進 して い

る 。 も つ と もア フガ ニ ス タ ン人 民 の う ち で パ ター ン人 に 次 い で 人 口 が 多 い タ

ー ジ ′人 は ベ ル シ ア 語 を 母 語 と して い る .辺 境 州 2の 学 校 で は ,パ シ ユ トウ

ー 語 に よ る教 育 が 始 ま つ て い る 。 筆者 は 辺 境 州 の パ タ ー ン人 が 母 語 で あ るパ

シ ュ ト ウー 語 を 放 棄 して ウル ド ウー 語 を 自 ら の 民 族 語 に す る 日 が 来 る と は思

わ な い 。東 ベ ン ガ ル は パ キ ス タ ン の 半 分 を 構 成 す る こ と に な ろ うが ,そ の住

民 た ち に した と こ ろ で ,ベ ン ガ ル 語 とい うれ つ き と した 母 語 を 放 棄 して ま で

ウル ド ウー語 を採 用 す る だ ろ うな ど と楽 観 す べ き で な い 。 バ ン ジ ヤ ブ州 で も

バ ン ジ ヤ ブ語 問 題 が す で に 起 きて い る し, シ ン ド州 や カ シ ミー ル 州 で もい ず

れ 言 語 問 題 が 持 ち上 が る に 違 い な い 。 こ の よ うに ,パ キ ス タ ンが 建 国 さ れ た

と して も,そ れ は 多 数 の 独 立 した 諸 民 族 の 連 邦 と な る に 違 い な い し,そ れ は

決 して 単 一 民 族 国 家 で は あ り得 な い だ ろ う 。

② 諸 民 族 の 発 生

上 で は ,現 今 の 問 題 を 考 察 す る に あ た つ て ,宗 教 を無 視 す る わ け に は

い か な い こ と を 述 べ , イ ン ドに お い て は な ぜ 言 語 別 の 民 族 と い う こ と を 考 え

ね ば な ら な い か に つ い て 触 れ た わ け で あ る 。 実 際 ,民 族 性 と い う もの が 言 語

に 依 拠 す る の は 確 か な こ と だ 。 そ こ で ,民 族 の 発 生 に つ い て 考 察 す る場 合 ,

言 語 の 発 生 に触 れ な い わ け に は い か な い 。 こ の 問 題 に つ い て 深 く立 ち 入 る と

な る と主 題 か ら あ ま りそ れ な い に せ よ,極 め て 詳 細 に 見 て い くこ とに な ろう。

さて,北 イン ドの 言 語 を 何 か 一 つ , ブ ラ ジ 語 と か ア ワ デ イー 語 と か ,あ るい

は , マ ガ ヒー 語
5と い つ た もの を 例 に あ げ て み よ う 。 こ れ ら の こ とば が イ ン

ド・ ア ー リア ン語 だ か ら と い つ て ,そ れ を 話 す 人 々 が 必 ず し もイ ン ド・ ア ー

リア 民 族 だ とは 限 らな い .プ ラ ジ地 方 に , ヴ エー ダ時 代 (西 暦 前 1500年 )

以 前 に ,あ る ア ー リア 系 部 族 が 到 来 した 。 そ れ 自身 は も ち ろ ん ア ー リア 系 で



あ り,そ の 言 語 もア ー リア 系 で あ つ た 。 と こ ろ が ,そ の地 方 に は , も と も と

人 種 的 に も ア ー リア 系 で は な く,言 語 的 に もア ー リア 系 で な い 人 々 が 非 常 に

た くさ ん 居 住 して い た の で あ る 。幾 百 年 もの 間 共 住 して い る う ち に 両 者 は 混

沿 して しま い ,ア ー リア 系 の 言 語 ,あ る い は , そ の 派 生 語 を す べ て の 人 々 が

習 得 して い つ た 。 そ して 非 ア ー リア 系 諸 言 語 は ,そ の 地 方 か ら姿 を 消 して し

ま つ た 。 言 語 も時 の 流 れ と と もに 変 遷 して い く もの で あ る 。 こ の こ と は , ヴ

エー ダ語 , シ ヨ ウ ラセ ー ニ ー 語 ,(プ ラ ジ地 方 の )プ ラー ク リ ン ト語 ,そ して

今 日の プ ラ ジ語 を 比 べ て み れ lfわ か る r我 国 の か つ て 古 代 ア ー リア系 ジ ヤ ナ

パ ダ国 家 5が 存 在 した 地 方 の住 民 は ,今 日 い ず れ も決 して 純 ア ー リア 系 で は

な 〈,全 部 が 混 滑 して い る 。 そ して , これ らの 地 方 に 話 さ れ て い る 言 語 は す

べ て ア ー リア 系 言 語 か ら派 生 して 11来 上 が つ た もの な の だ 。

こ れ ら歴 史 的 に 古 い 地 方 の 諸 言 語 に は ,次 の 理 由 か ら も注 意 を 払 う必

要 が あ る .す な わ ち ,何 らか の 原 因 で カ リー ポ ー リー の よ うな クル 地 方 (メ

ー ラー トコ ミ ツシ ヨナ リー ;ア リー ガ ル 県 を 除 く)6の 一 言 語 が ,今 や 北 イ

ン ド全 域 に わ た つて 歴 史 の 古 い 諸 地 方 の 多 くで教 育 の 媒 介 手 段 に な つ て きて

お り,わ れ わ れ は この カ リー ボ ー リー に 母 語 に 代 わ る地 位 を 与え よ う と して

い る の で あ る 。 言 い か え る な ら,ブ ラ ジ,ブ ラ ン デ ー リー ,ア ワ デ ィー ,バ
ナ ー ラ シ ー , ボ ー ジ プ リー , マ イ テ イ リー , マ ガ ヒ ー

=マ
ー ル ワー リー , メ ー

ワー リー ,マ ー ル ヴ イー,チ ヤ ツテ イー ス ガ リー , と い つ た 諸 語 'を 母 語 の 地

位 か ら追 い 払 お う と して い る の だ 。 プ ラー ク リ ツ ト語 時 代 で す らマ ガ ダ地 方

や シ ユー ラセ ー ナ地 方 の 言 語 は 独 自 の 存 在 を 認 め ら れ て い た の に ,今 に な つ

て も しそ の 逆 方 向 に 進 も う とす る の で あ れ ば , そ れ は 妥 当 で な い ば か りか 可

能 で も な い .こ れ ら民 衆 の 言 語 は ,我 々が 想 像 す る よ りず つ と深 〈根 を お ろ

して い る の だ 。

ブ ツ ダの 生 誕 以 前 は ジ ヤ ナパ ダ時 代 で ,当 時 の ジ ヤ ナ パ ダ国 家 (ク ル
,

パ ン チ ヤ ー ラ, コ ー サ ラ,カ ー シ ー , マ ガ ダ 8)は ,そ の 地 方 で 話 され て い

る こ とば で 区 別 さ れ ,そ れ ぞ れ 政 治 的 に 独 立 した もの と して 存 在 して い た 。

諸 王 は ,版 図 を 拡 大 した 際 ,諸 ジ ヤ ナパ ダ国 家 の 独 立 主 権 を倒 す こ と は 倒 し

た が ,言 語 な ど に 対 す る観 念 は 堅 固 で ,両 者 が 合 して 一 つ に な る と い うわ け

に は い か な か つ た 。 カ ー シ ー 国 も コ ー サ ラ国 の 販 図 に 入 つた が , コ ー サ ラ王

プ ラセ ー ナ ジ ツ ト 9は ,カ ー シ ー 国 の 住 民 の こ と を 考 慮 して ベ ナ レ ス に 実 弟

を カ ー シ ー 国 王 と して 配 さ ざ る を得 な か つ た 。 こ の よ うに 地 方 に よ つ て 民 族

性 が 異 な つて い た の で ,諸 ジ ヤナ バ ダ国 家 が 合 して 安 定 した 一 つ の 政 権 を確

立 す る こ とは で き な か つ た 。 マ ウー カ リー 朝 時 代 (西 暦 600年 )か ら, ジ ヤ

イ チ ヤ ン ドの ガ ハ ル ワ ー ル 朝 (西 暦1200年 )ま で の 600年 間 ,カ ナ ウ ジ は 連

合 州 と ビハ ー ル 州 北 部 に ま た が る 広 範 な地 域 の 首 都 だ つた 。 これ に 乗 じて ,

そ の 地 域 の 支 配 者 た ち は ,数 多 い 古 来 の ジ ヤ ナ パ ダ国 家 を 崩 壊 さ せ て , カ ナ

ウ ジ族 を 含1ど 1し た い と思 つた 。 そ して ,カ ナ ウ ジ国 の 住 民 が ,カ ナ ウ ジ 人 と

して の 誇 りを 持 つ こ と を欲 した 。 こ の 計 画 は い く らか 具 体 化 も した .そ れ は ,

今 日ノ ラー フ マ ン と か 酪 農 カ ー ス トの ア ヒー ル と か ,商 人 カ ー ス トの カ ー ン



ド クー とい つ た 多 数 の カ ー ス トが カ ナ ウ ジ人 と して の 同 族 意 識 を 持 つ て い る

点 に 見 出 さ れ る 。 しか し な が ら,つ ま る と こ ろ こ れ は 国 家 的 民 族 で は な く ,

ヵ ― ス トと い う小 さな 垣 根 を め ぐ ら した こ とに 過 ぎ な か つ た 。 そ し て , ブ ラ

ー フ マ ン と か ア ヒ ー ル の よ うに ,カ ー ス トと して 一 段 と広 い 地 域 に 分 布 して

ぃ た  諸 カ ー ス トは ,更 に 細 か く分 裂 した の で あ つ た 。

こ こ で 以 上 の こ と を 述 べ て きた の は ,言 語 別 民 族 を廃 し,領 域 支 配 の

名 目 で 単 一 民 族 を つ くる 努 力 が か つ て北 イ ン ドで な され た こ と が あ るが ,そ

れ は 不 成 功 に 終 わ つた。 と い う こ と を 言 い た か つた か らで あ る 。 も つ と も ,

そ の 際 ,い ず れ か 一 言 語 を 課 す る よ うな 努 力 は 為 さ れ ず ,サ ン ス ク リ ツ ト語

の よ うな 非 母 語・
°が ,公 用 語 と さ れ て い た の で あ る が .

2.ヨ ーロツパの民族問題

イ ン ドの 諸 民 族 に つ い て 論 じ る 中 で ,言 語 と そ れ に 依 存 した 民 族 意識

が 生 じ た の は ,あ る血 縁 的 部 族 が ど こ か 一 つ の地 域 に 定 着 した 時 で あ つ た と

い う こ と を 述 べ た 。 ヨー ロ ツパ に お い て も,そ の よ うに して 生 じ た 民 族 が ,

ス ラ ブ 民 族 とか ゲ ル マ ン 民 族 と か い うふ うに 様 々 な 地 域 に 移 動 して 定 住した。

と こ ろ が ,時 が た つ う ち に ,そ う した 民 族 間 で 混 滑 が 行 な わ れ ,そ の た め に

従 来 の 言 葉 を 棄 て ,別 の 言 語 を話 す とい う こ と が 生 じ て きた 。 プ ロ シ ヤ東 部

の 人 々は ,元 来 ス ラ ブ系 で あ つ た 。後 に ゲ ル マ ン系 の 影 響 で ドイ ツ語 を 話 す

よ うに な り, さ ら に ヒ ツ トラー の 純 血 ア ー リア 帝 国 に お い て は , こ う し た か

つ て の ス ラ ブ民 族 の 人 々 が,ゲ ル マ ン系 ア ー リア 民 族 と して 認 め ら れ た 。 と も

か く,新 しい 言 語 が 受 け 入 れ られ た 場 合 ,過 去 の 歴 史 は ほ ん の 一 部 が 抹 消 さ

れ る だ け で す む もの だ 。 しか し,今 日,東 洋 の み な らず ヨ ー ロ ツパ に も見 ら

れ る よ うな 民 族 主 義 が 出 現 した の は ,そ ん な に 古 い こ と で は な い .

(1)ヨ ー ロ ツパ に お け る ナ シ ヨナ リズ ム の 出 現

封 建 需U下 の イ ン ドに お い て は ,王 家 に 対 す る 忠 誠 心 の 上 に 人 民 の 一 体

性 が 築 か れ て い た わ け だ が ,封 建 制 下 の ヨー ロ ツパ に お い て も こ れ と同 様 で

ぁ っ た 。事 実 , この 時 代 に は 一 般 人 民 は 物 の 数 で は な か つ た 。王 と , そ の 寵

を 受 け た 僧 侶 た ち が 全 権 を握 つて い た 。 こ の 僧 侶 た ち に して も,高 僧 に は 王

や 封 建 諸 侯 の 弟 た ち が な る こ と に な つ て い た 。 と こ ろが 16世 紀 に な つ て ヨ ー

ロ ツパ の 商 人 が ,世 界 の 海 を 股 に か け る よ うに な り世 界 中 津 々浦 々 の 富 を 蓄

え る よ うに な つた 。 す る と,封 建 諸 侯 の 前 で もみ 手 を して い た 商 人 た ち も ,

自分 た ち の 力 を 自覚 し始 め た .こ れ ら商 人 層 は ,本 国 で は 政 治 に た ず さ わ る

資 格 は な い もの と 考 え られ て い た の だ が ,彼 らが 七 つ の 海 を越 え て 勇 猛 果 敢

な 諸 民 族 を 制 圧 して 支 配 を 開 始 す る に 至 る と,封 建 諸 侯 を お い て 他 に 支 配 統

治 の 術 を 知 る者 は い な い と は 誰 もい え な くな つ た の で あ つ た 。

■ 757年 の プ ラ ツ シ ー の 戦 い 1ユ で は 一 人 の 番 頭・
2が 巧 み な 剣 さば き

を 見 せ , イ ン ドに イ ギ リス 王 国 の 礎 石 を し つ か と定 め た 。 同 じ こ と を , フ ラ



ン ス ,オ ラ ン ダ等 の 諸 国 の ,株 式 会 社 と い う商 人 集 団 もや つ て 見 せ た の だ つ

た 。 ヨー ロ ツパ の 商 人 階 層 が本 国 に お け る 支 配 権 を 要 求 しな い は ず が な い 。

プ ラ ツシ ー の 戦 い の 3年 後 , ■ 760年 代・
5に は ,西 ヨ ー ロ ンパ で は

新 た な 時 代 が 始 ま つた 。 名 づ け て 資 本 主 義 時 代 .こ の 時 代 に な る と,商 人 た

ち は ,単 に 職 人 た ち の 求 め る 原 料 を ・国 か ら国 へ 運 ん で 売 る と い う業 務 を す

る だ け で は な く な つ た 。 機 械 類 が 新 し く 発 明 さ れ た こ と に 乗 じ て ,

工 場 を 開 設 し,そ の 安 価 な 商 品 で 世 界 中 の 市 場 を 埋 め つ 〈す の だ 。 商 人 層 は

今 や一 層 力 を 蓄 積 した 資本 家 層 に 変 貌 す る 。 そ して 他 で も な い そ の 力 が 増 す

に つ れ統 治 権 に つ い て も彼 らの 要 求 が 強 ま る .こ の 主 張 を 一 層 大 き くす る の

に 好 都 合 だ つ た の は , ヴ オル テ ー ル や ル ソー と い つた 大 文 筆 家 が 出 現 した こ

とだ つ た 。 こ れ ら文 筆 家 た ち は ,封 建 貴 族 の 専 制 支 配 に 反 抗 し,平 民 の 政 治

を 標 榜 す る 。 資 本 家 た ち は 平 民 の 政 治 と い う ス ロー ガ ン の 下 に 結 集 す る こ と

に 大 い な る利 を見 出 した 。 反 封 建 専 制 主 義 闘 争 を 彼 ら が 主 導 した の は そ の た

め で あ る 。 ヴ オル テ ー ル と ル ソー は ■ 778年 ・
4に 世 を 去 つ た 。 しか し,彼

ら の 筆 が 水 泡 に 帰 す こ と は な か つ た 。 そ れ は , ■ 789年 15の フ ラ ン ス革 命

勃 発 で 証 明 さ れ て い る .ル イ の 独 裁 的 な 支 配 は 終 わ りを 告 げ た .そ して ヨ ー

ロ ツパ 中 の 王 座 は 揺 ら ぎ 始 め た 。

フ ラ ン ス革 命 を 通 じて 叫 ば れ た 人 民 主 権 の ス ロー ガ ン と と もに 民 族 主

義 や ナ シ ヨナ リズ ム が 四 方 に こ だ ま し出 した 。

12)中 部 ヨー ロ ツパ に お け る 民 族 主 義 の 波

古 代 ロー マ 帝 国 を 滅 亡 さ せ た の は ゲ ル マ ン民 族 だ つ た 。 そ れ だ か ら こ

そ ,彼 らは 自 ら を ロ ー マ 帝 国 の 継 承 者 を 以 つ て 任 じた の だ 。 オ ー ス ト リア の

ハ プ ス プ ル グ家 が 全 ヨー ロ ツパ に ぉ ぃ て ■千 年 に 亘 つて 君 臨 した の は そ の た

め で あ つた 。 とい うの は ,ハ プ ス プル グ家 の 先 祖 が ロー マ を 滅 亡 させ た ゲ ル

マ ン の 首 領 だ つ た の で あ る 。 だ か ら こ そ オ ー ス ト リア 帝 国 は 神 聖 ロ ー マ帝 国

よ り も堅 固 な も の と 見 な さ れ て い た の で あ つ た .・
6と こ ろ が , ハ プ ス ブ ル

グ家 に は 一 つ 厄 介 な こ と が あ つ た 。 ハ プ ス ブ ルグ家 は 一 方 で は ,相 互 に 抗 争

しか つ そ れ ぞ れ 独 立 して い た 2ダ ー ス以 上 もの グ ル マ ン系 領 邦 国 家 群 の 名 目

上 の 君 主 だ つた が ,他 方 で は チ エ コ ス ロバ キ ア 人 , マ ジ ヤ ー ル 人 (ハ ン ガ リ

ー 人 ),ル テ ニ ア 人 ,ル ー マ ニ ア人 ,セ ル ヴ イア 人 , ク ロ ア チ ア 人 等 ,非 ゲ

ル マ ン系 民 族 が 居 住 す る 広 大 な 国 土 の 統 治 者 で もあ つ た 。 そ れ に ,そ の 国 土

の 一 州 で あ る ゲ ル マ ン系 の 人 た ち が 居 住 す る オ ー ス ト リア 州 の 人 口 は 微 々 た

る もの で あ つ た 。 こ の よ うに 神 聖 ロー マ 帝 国 は ,主 に 非 ゲ ル マ ン系 諸 民 族 に

よ つ て 構 成 さ れ て い た 。 ヨ ー ロ ツパ に お い て 民 族 問 題 が 大 変 深 刻 化 して ,オ
ー ス ト リア は 難 題 の 解 決 に 当 た らね ば な ら な くな つ た 。・

7全 ゲ ル マ ン民 族 の

君 主 た ち― そ の 中 に は プ ロ シ ヤや バ ヴ ア リア の よ うな 相 当 強 大 な 君 主 もい た

が― を 糾 合 して 単 一 ゲ ル マ ン 民 族 国 家 を 建 設 した 上 で ,ゲ ル マ ン 民 族 の 側 に

立 つ て 非 ゲ ル マ ン 諸 民 族 の 支 配・ 搾 取 を続 け る か , あ る い は , そ の ゲ ル マ ン

の 有 力 な 諸 侯 同 志 を 抗 争 させ , 自 ら は そ れ に 干 渉 を続 け る か と い う こ とに な



った 。 だ が , オ ー ス ト リア は そ う し よ う と は しな か つ た 。 19世 紀 前 半 に ハ

プ ス ブ ル グ家 は , メ ウテ ル ニ ヒの よ うな権 謀 術 数 家 を得 た 。 しか し,彼 の 全

精 力 7/1帝 国 内 の 非 ゲ ル マ ン系 諸 民 族 の 民 族 運 動 憚 圧 に 費 や さ れ て しま つ た 。

メ ツテ ル ニ ヒが 為 し得 ず し て 終 わ つ た こ と を , ビ ス マ ル クが や つて の け た 。

プ ロ シ ア を強 大 国 に 仕 立 て 上 げ た の は ビ ス マ ル クで あ る 。 そ して , ドイ ツ民

族 の 名 に お い て オ ー ス ト リア を 除 く― 全 ドイ ツ君 主 を 自 ら の下 に 結 集 させ た

上 で , 1870年 に は フ ラ ン ス を 大 敗 さ せ た 。 そ して ,そ の 後 過 去 何 百 年 も

の 間 ,継 承 さ れ て来 た 名 だ け の ドイ ツ領 邦 連 合 を 蘇 ら せ た 。 そ れ に よ つて ,

ハ プ ス ブ ル グ家 を 追 放 し プ ロ シ ヤ王 を 全 ドイ ツ 領 邦 の カ エ サ ル ,す な わ ち ,

皇 帝 に 推 挙 せ しめ た 。 こ の 帝 系 は 三 代 続 い た 。 ■ 965年 に ヒ ツ トラー が登

場 す る ま で , ドイ ツ 内 に は 民 族 統 一 が 達 成 され る こ と は な か つ た 。 当 時 で さ

え , ドイ ツに は 22の 王 家 と そ れ ぞ れ 独 自 の 政 府 が 存 在 して い た 。 ヒ ツ トラ

ー は 登 場 す る と,そ れらの 独 自 の 政 府 を廃 し, 自 らが 全 ドイ ツ民 族 の 最 高 権 者

と な つ た 。彼 は ば らば らに な つ て い た ドイ ツ 民 族 を 糾 合 す る だ け で は 飽 き足

ら な か つ た 。 今 や 全 世 界 に 血 に ぬ られ た 支 配 を お しつ け よ う と し た の だ つた。

こ こ で , ヒ ツ トラ ー が か く も大 成 功 を収 め た か け に は ,民 族 意 識 の 呆 た した

役 割 に 少 な か らぬ もの が あ つ た こ とは 明 白 だ 。

神 聖 ロー マ 帝 国 の 19世 紀 中 葉 に お け る 情 況 を 見 る に , フ ラ ン ス で 湧

き上 が つた 民 族 主 義 の 波 が ,東 =― ロ ツパ の 非 ゲ ル マ ン系 諸 民 族 の 間 に 広 ま

り始 め た こ と が 分 る 。 オ ー ス ト リア 帝 国 内 で 最 も勇 猛 果 敢 だ つ た の は ハ ン ガ

リー の マ ジ ヤー ル 人 だ つ た 。 19世 紀 中 葉 に 最 初 に こ の マ ジ ヤ ー ル 人 の 間 に

民 族 主 義 の 大 波 が 湧 き上 が つ た 。 ル イ・ コ シ ユー ト・
8(西 暦 1802-18

94年 )が ナ シ ヨナ リズ ム の 波 の 中 心 的 指 導 者 で あ つ た 。神 聖 ロ ー マ 帝 国 は

マ ジ ヤ ー ル 人 軍 人 を 大 い に 必 要 と し た が , こ の 仕 事 は 忠 誠 な マ ジ ヤー ル 人 諸

侯 た ち を通 じて 行 な わ れ て い た 。 コ シ ユー トは オ ー ス ト リア の 専 制 支 配 に抗

して 激 しい 論 陣 を 張 り,弁 説 を挿 つた 。運 動 は ,燎 原 の 火 の ご と くハ ン ガ リ

ー ば か りか そ の 外 の オ ー ス ト リア の 被 支 配 者 た ち の 間 に ま で 拡 が り世1し た 。

コ シ ユー トは 3年 間 投 獄 さ れ た が ,西 暦 ■ 840年 に 釈 放 さ れ た 。 しか し ,

運 動 は 常 に 拡 大 して 止 む こ とが な か つた 。 1848年 3月 3日 の 演 説 で ,彼

は オ ー ス ト リア の 支 配 体 tllを 痛 烈 に 批 判 した 。 こ の 演 説 が ドイ ツ語 に 翻 訳 さ

れ て ■ 0日 後 ,オ ー ス ト リア の 首 都 ウ イー ン で 学 生 。労 働 者 が 暴 動 を 起 こ し

路 上 に バ リケ ー ドを 築 い て 政 府 軍 に 抵 抗 した 。・
9

オ ー ス ト リア の 専 制 支 配 者 た ちは ,ハ ン ガ リー の 要 求 を 受 け 入 れ ざ る

を 得 な か つ た 。

コ シ ユー トの こ の 民 族 運 動 に は , オ ー ス ト リア 帝 国 内 に 住 む す べ て の

諸 民 族 か ら同 情 が 寄 せ られ ,援 助 の 手 も さ しの べ られ た .そ れ らの 民 族 は ,

マ ジ ヤー ル 人 を 先 達 と して 尊 敬 し, ハ ン ガ リー が そ の 日 的 を 達 成 し た 暁 に は

自分 た ち に 対 して 適 切 な 処 iL5が 行 な わ れ る だ ろ う と期 待 した 。 しか し,い ざ

ハ ン ガ リー が 政 治 権 力 を 獲 得 す る と,ハ ン ガ リー は ,仲 間 で あ るは ず の 民 族

一 セ ル ビ ア 人 , ク ロ ア チ ア 人 ,ル ー マ ニ ア 人 に 対 して 自分 が ウ イー ンの 政 府



に要 求 し今 や獲 得 した権 利 を 与え るの を拒ん だ の で あ つた。 それ ら異 民 族 は

地 方 自治権 と 自分 た ちの 言語 及 び風俗 習慣 を政府 に認 め て もら うとい う,た
つた これ だ け の こ とを マ ジ ヤー ル人 に要求 したに す ぎな か つた 。 しか し,マ
ジ ヤー ル人 は , これ らの 要求 を一 瞬 間 た りと も認 め よ うとは しな か すた 。ハ

ンガ リー では マ ジ ヤー ル民 族 しか認 め な い とい うか た くなな態 度 を続 け た 。

市 民 的平 等 は認 め て もよい が,マ ジ ヤール民 族以 外 の如 何 な る民 族 もマ ジ ヤ

ー ル語 以 外 の如 何 な る言語 の存 在 も容 認 しよ うとは しな か つた の だ 。 そ れ だ

け で は な か つた 。彼 らは ,他 の諸民 族 の マ ジ ヤール人 へ の 同化 事 業 を 実施 し

た 。 そ して ,す べ ての学 校及 び 役所 では マ ジ ヤー ル 語 だ け を使用 した .ア メ

リカ の歴 史学 者 , 0.D.Hazenは ,そ の著『 ヨー ロ ツパ 近 代 史 』

(MOdOrn European History)(1937年 )PP。 302-
303に 次 の よ うに書 い て い る。

「
マ ジ ヤー ル人 は ,全 国 民 に対 しては 少数 派 では あ つた が ,常 に優 勢

で あ つた 。・ … しか し民 族意 識 は強 く,そ れは ,セ ル ビア人 ,ク ロア チ ア人

ル ー マ ニ ア人 の間 に影 響 を及 ほ して い つた 。 これ ら諸 民 族 は, 1848年 の

夏 ,ハ ンガ リー 国会 に 対 して ,マ ジ ヤール人 が ウ イー ン政 府 か ら獲 得 したの

と寸 分 たが わ ぬ 諸権 利 を要 求 した 。彼 らは ,地 方 自治及 び 個 有 の 言 語・ 風 俗

習慣 を認 め させ よ うと した 。 と ころ が ,マ ジ ヤー ル人 は こ れ を一 瞬 間 た りと

も受 け入 れ よ うとは しなか つた 。 マ ジ ヤール人 は ,ハ ンガ リー では民 族 は た

だ一 つ― マ ジ ヤー ル民族一 しか認 め られ な い の だ と主 張 した 。個人 の市 民 的

平 等 は ,民 族 の如 何 を問 わず ,王 国 の あ らゆ る臣 民 に 認 め るが ,マ ジ ヤール

民 族以 外 に別 個 の民 族 とか半 ば別個 の 民族 とい つた もの は認 め られ ない 。ま

た , マ ジ ヤール人 の言 語 以 外 の公 用 語 も認 め られ な い 。… こ うい うこ とで も

のす ご い民 族 的 な怒 りが爆 発 した・ … 」

「 マ ジ ヤー ル人 は , 自分 た ち 自身 が 長年 執 よ うに 主張 して きた基 本 的

権 利 を , ど う して も他 の民 族 に 与え よ うとは しな か つた 。マ ジ ヤール人 は ,

時 を移 さず ,抑 圧 政 策,す な わ ち,マ ジ ヤー ル化 政 策 ,あ らゆ る民 族 を十 把

一 か らげ に して しま う,あ の恐 ろ しい 同化 政 策 を開 始 した 。 」

「
マ ジ ヤー ル人 は , ク ロア チ ア地 方 のす べて の学 校 で マ ジ ヤー ル 語 を

教 え るべ きだ と した 。 また,こ の マ ジ ヤー ル語 を,ク ロア チア地 方 とブ ダペ

ス トの中 央 政 府 との間 の , あ らゆ る公式 の通 信連 絡 に用 い る べ きだ と した.」

ハ ンガ リー の この政 策 と,イ ン ドの 多 〈の民 族 指 導者 た ち の考 え方 の

間 に は,非 常 に 似 か よ つた点 が あ る 。す な わ ち,彼 らは,彼 ら 自身 過去 50

年 間 手 に入 れ よ うと して戦 つて きたそ の 自決 権 を,他 の民 族 には 与え るつ も

りが な い とい うわ け だ 。

13)東 ヨー ロ ツパ に お け る民 族 主 義 の波

トル コでは , 19世 紀 ま で専制 支 配 が存 続 した が , 1908年 の夏 に

スル ター ン政 権 は議 会 制 政 府 を認 め る こ とを余 儀 な くされ た .2o前 世 紀 末 葉

に な つて もま だ。 セ ル ビア , ブル ガ リア等 に対 して トル コの スル ター ン政権



が 君 臨 して い た の で あ つ た 。 ヨー ロ ツパ の 民 族 主 義 運 動 は , トル コ に 対 して

も影 響 を 及 ほ さず に は お か な か つ た .ス ル タ ー ン政 府 は ,運 動 の 指 導 者 た ち

を 投 獄 した り,国 外 追 放 に した 。 しか し,そ れ で 運 動 を押 しつ ぶ す こ と は で

きな か つ た 。

1908年 に 青 年 トル コ党
21が 行 な つた 無 血 革 命 の 影 響 は , トル コ支

配 下 の 全 民 族 一 ギ リシ ア 人 ,セ ル ビ ア人 , ブル ガ リア 人 ,ア ル メ ニ ア 人 の よ

うな キ リ ス ト教 徒 ,そ して ア ル バ ニ ア 人 ,ア ラ ブ 人 , トル コ人 の よ うな イ ス

ラ ム教 徒 諸 民 族 一 に及 び ,そ して 一 様 に 歓 迎 さ れ た 。 あ り と あ ら ゆ る所 で ,

あ り と あ らゆ る 人 々 が 喜 び に 湧 い た 。 当 時 ,あ ら ゆ る 種 類 の 民 族 的 そ して 宗

教 的 憎 悪 が ,永 久 に トル コ の 地 か ら雲 散 霧 消 す る だ ろ う と考 え られ た .こ の

革 命 は 帝 国 内 の あ らゆ る民 族 の 間 に ,熱 烈 な 友 愛 感 情 を 醸 成 した 。

前掲 書 (PP.556-7)に よれ ば ,「 この革 命 は , スル ター ン支配

下 の津 々浦 々で 信 じ難 い程 熱 烈 に歓迎 され た 。 イ ス ラム教 徒 も,キ リス ト教徒も

即ちギリシア人,セルビア人,ブルガリア人,ア ラビア人・アル メニ ア人 ,:ト ル コ人 ,

皆 そ ろ つて,耐 え難 か つた 状況 か ら解放 された とい う喜 び の 祝典 に 歓 呼 を上

か つ て帝 国 の津 々浦 々を荒廃 させ分裂
け て参 加 した .最 も驚 〈べ きことは ,

させ た民 族 的,宗 教 的 憎悪 が完 全 に影 を ひ そめ た こ とだ つた 。 この トル コ革

命 は ,近 代 史上 も つと も友 愛 的な運 動 で あ る とい うこ とが証 明 され た 。 」

続 けて (PP.594-7),「 自由,平 等 ,友 愛 の統 治 が ま さに始

ま ろ うと して い る, とい う希望 と期 待 に ,熱 気 が み な ぎ つて い た 。 」

さて , トル コ人 た ち は ,自 分 た ちが 目標 と して 闘 つて きた革 命 の諸原

理 を トル コ国 内 の他 の諸 民 族 の処 遇 に 際 して も認 め る, とい うこ とを行 動 を

これはあらけから失敗に終わつた。自
以 つて 示 す べ き で あ つ た 。 と ころ が

=

由 ,平 等 ,友 愛 の 諸 原 理 を 活 か す 代 りに , トル コ人 だ け の 独 裁 支 配 と絶 対 権

を 確 立 し,人 民 の 諸 権 利 を 容 赦 な く抑 圧 した 。 イ ス ラ ム支 配 者 トル コ人 た ち

は , と に も角 に も全 権 力 を 自分 の 掌 中 に収 め よ う とや つ きに な つ た 。 第 1回

議 会 選 挙 の 際 に ,彼 らは 他 の 全 民 族 が 一 緒 に な つ て も, 自分 た ち が 単 独 で 多

数 を 占 め る よ うに 策 略 を め ぐ ら した 。彼 らは キ リス ト教 徒 の ギ リシ ア 人 ,ア

ル メ ニ ア 人 ,及 び イ ス ラ ム 教 徒 の ア ラ ブ人 に ,政 治上 の 権 利 を分 割 。割 譲 し

た くな か つた .当 局 の 政 策 は ,あ ま ね (ト ル コ人 に して しま う こ と だ つ た 。

ア デ ン で は 3万 人 の ア ル メ ニ ア 人 キ リス ト教 徒 が 殺 害 さ れ た 。 しか し,当 局

は 犯 人 た ち を処 罰 し よ う とは し な か つ た 。 彼 らは ,宗 教 上 の 既 得 権 を も イ ス

ラ ム教 以 外 の 宗 教 か ら 取 り上 げ よ う と し た 。商 業 に た け た 少 数 派 諸 民 族 を不

買 運 動 や そ の 他 の 手 段 で 消 し去 ろ う と欲 した 。 マ ケ ドニ ア で は , イ ス ラ ム教

徒 が 少 数 派 だ つた が , イ ス ラ ム教 徒 を 多 数 派 に す る た め に っ 他 の 地 域 か ら イ

ス ラ ム教 徒 を 呼 び 寄 せ て 定 住 さ せ よ う と努 め た 。

「 最 初 か ら して彼 らは し くじつた .自 由,平 等 ,友 愛 とい う主義 を適

用 しよ うとは せ ず ,独 裁 政 治 を復 活 しよ うと した の であ る。そ して,単 一 民

族 の支 配 と,人 民 の諸 権 利 の容赦 ない抑 圧 に努 め た .第 1回 議 会 選 挙 にお い

て は ,他 のす べて の民 族 を統 合 して も トル コ人 が多数 を 占め る よ うな 策 がめ



ぐら さ れ た 。 トル コ人 は ,ギ リシ ア 系 及 び ア ル メ ニ ア 系 キ リス ト教 徒 や ア ラ

ブ系 イ ス ラ ム教 徒 た ち に 権 力 を 割 譲 す る つ も りは な か つ た .彼 ら の 政 策 は ,

一 種 の トル コ化 政 策 で あ つた 。 トル コ人 は , 3万 人 の ア ル メ ニ ア 人 キ リス ト

教 徒 が 虐 殺 さ れ た ア デ ン の 大 虐 殺 の犯 人 を罰 し よ う とは し な か つた 。 トル コ

人 は ,あ らゆ る 宗 教 上 の 特 権 を ,力 で抑 圧 し よ う と した 。 彼 ら は ,不 買 運 動

を して 困 らせ た り,脅 か した り した .ま た ,他 の地 方 か ら イ ス ラ ム 教 徒 を 移

住 させ , イ ス ラ ム教 徒 の 異 教 徒 に 対 す る 比 率 を 高 め る よ う に し よ う と し

た 。 」前 掲 書 (PP. 598-9)
イ ン ドの イス ラム教 徒 が , ヒ ン ドウー教 徒 が 多数 派 で あ るが 故 に脅 威

を感 じさせ られ て い る とす れ ば ,上 記 の諸 例 か ら して ,そ の脅 威 は あな が ち

根 拠 の ない ことだ とは 言 え な い 。 と りわ け , ヒン ドウー教 徒 の資本 家 及 び 中

産 階 級 の人 々が ,統 治 機構 を掌 握 す る可能 性 が あ る限 り,そ の政 治 が , トル

コ人 や マ ジ ヤール人 た ちの場 合 よ り寛 大 で あ る こ とな ど望 む べ くもな い 。

3.民 族の完全独立は不可欠

(1)搾 取 の 阻 止

資 本 主 義 的 な 政 治 家 た ち は ,あ ら ゆ る国 に お い て 独 立 の 意 義 を 曖 味 に

し よ う とた くら ん で い る 。 そ して ,彼 ら の い う 自 由 とは ,経 済 的 搾 取 の 自 由

に 他 な ら な い 。 イ ン ドの 資 本 家 た ち は ,政 治 ,特 に 会 議 派 の 激 しい運 動 に 沸

き立 つ こ と も あ つ た が ,会 議 派 が 推 進 して い る独 立 運 動 の め ざす 独 立 が ,自
分 た ち に 100パ ー セ ン トの 利 益 を もた らす もの と 見 て と る や ,彼 らは 会 議

派 に 対 す る 共 感 を 表 明 し始 め た 。 そ して ,今 日 で は , イ ギ リス や ア メ リカ の

政 府 が そ の 国 の 資 本 家 た ち に 牛 耳 られ て い る の と同 様 に ,会 議 派 の 策 配 を振

つて い る の は ,ヒ ン ド ウー 教 徒 の大 資 本 家 た ち な の だ 。独 立 運 動 が , ど れ 程

資 本 家 た ち の 商 工 業 を 発 展 さ せ た こ と か― これ は ,第 一 次 世 界 大 戦 か ら今 日

に 至 る イ ン ドの 民 族 資 本 の 増 大 を 見 れ ば 分 る 。繊 維 ali品 は ,戦 前 は 高 々 5分
の 1を 国 産 して い た に す ぎ な か つ た が ,今 次 大 戦 直 前 に は , イ ン ドは ,全 繊

維 製 品 の 僅 か 5分 の 1だ け を ,外 国 に 頼 る に す ぎ な くな つ て い た 。 以 前 は ほ

と ん ど全 部 を ジ ヤ ワ島 や モ ー リシ ヤ ス 諾 島 か ら輸 入 して い た 砂 糖 は ,今 や イ

ン ドで 生 産 さ れ て い る 。 これ に 止 ま らず , イ ン ドは 国 産 の 砂 糖 を 今 や 国 外 に

輸 [1し て い る の だ 。 同 じ よ うな ,他 の 数 多 くの 大 企 業 が イ ン ドの 民 族 資 本 家

た ち の 掌 中 に 落 ち て し ま つ て い る 。 そ して ,イ ン ドの 民 族 資 本 家 た ち の 中 で

も最 大 多 数 を 占め るの が ヒン ドウー教 徒 の資 本 家 た ち だ 。「 統 一 イ ン ド」22

の ス ロー ガ ンを 叫  ん で い る ヒン ドウー教 徒 の 資本 家 た ちや 彼 らの代 弁 者 た

ちが ,同 様 に して イス ラム教 徒 が多 数 を 占め る地 方 で も産 業 を 自 らの掌 中 に

し,搾 取 を継 続 す る こ とを企 ん でい な い と,誰 が言 え よ うか 。筆者 は , イ ス

ラム教 徒 のパ キ ス タ ン構 想 の指 導 者 た ちに も,経 済 的搾 取 を しよ うとい う,

極 め て強 欲 な計 算 が働 い てい るの を認 め る 。 しか し,だ か ら と言 つて , イス

ラム教 徒 の 多 い地 方 で, ヒン ドウー教 徒の 資本 家 た ちの公 然 た る搾 取 を放 任

10



して い い ,と い う こ と に は 決 して な ら な い 。 実 際 , こ の パ キ ス タ ン構 想 を 支

持 す る者 とそ れ に 反 対 す る者 の 心 理 を分 析 して み る な ら,両 者 と も搾 取 に 都

合の よ いようにこ れ ら の 諸 問 題 を 取 上 げ て い るの が 分 る だ ろ う。 とは い え , も

し諸 民 族 の 独 立 を承 認 す る な らば ,搾 取 を 根 絶 す る革 命 を 将 来 す る の に 好 都

合 に 違 い な い 。 こ れ が ,筆 者 の 言 わ ん と す る こ と で あ る 。

(2)進 歩 の 障 害 を 除 け

イ ス ラ ム教 徒 の 資 本 家 た ち は ,新 興 資本 家 が 決 して 進 ど1で き な い よ う

な 大 資 本 家 た ち の 天 国一 独 占体 制― を 築 〈た め に , イ ス ラ ム 教 徒 だ け の 政 治

領 域 を得 よ う と 考 え て い る 。 イ ス ラ ム教 徒 資 本 家 た ち の 眼 中 に あ る , ヒ ン ド

ウー 教 徒 の お よ そ 6つ の 財 閥 は ,今 や い 〈つ か の 大 トラ ス トに 変 貌 して し ま

つ て お り,そ れ らは 多 数 の 部 門 で イ ギ リス や ア メ リカ の 億 万 長 者 で あ る トラ

ス ト資 本 家 た ち の 歩 み を 踏 襲 し,か な り進 ん で きて い る 。 こ れ ら 財 間 は , 自

分 の 銀 行 を 設 置 し, 自分 の 保 険 会 社 を 所 有 し,繊 維 製 品 `砂 糖 ,製 紙 ,ジ ユ

ー ト,油 ,及 び そ の 他 諸 々 の 大 工 場 を掌 中 に握 つて い る 。単 に「 正 義 を !」

と 叫 ん で 救 い を求 め て い る だ け で は ,小 資 本 に は , こ れ ら大 資 本 に 太 刀 打 ち

して い くこ と は で き な い 。 小 魚 が 大 魚 に 飲 み 込 ま れ る の は , よ く見 か け る こ

と だ 。 こ の よ うな 独 占体 制 で は ,あ る地 方 が 経 済 的 に 発 展 す る か 否 か は 催 か

な 大 資 本 の 意 向 に 左 右 さ れ る 。 何 故 な ら,大 資 本 が登 場 しな い か ぎ り小 資本

同 志 で は 競 合 して しま つ て 新 しい 産 業 が 興 きな い 。住 民 の 大 多 数 が こ の よ う

な 危 惧 を 抱 い て い る の に そ の 人 た ち の 意 向 に 反 して 独 占体 制 の 餌 じ きに な る

に ま か せ る の は 決 して 良 い こ と で は な い 。

③ 宗 教 的 及 び 文 化 的 側 面 の 考 慮

宗 教 的 側 面 が か ら む た め に ,政 治 的 混 乱 が 生 ず る こ と に つ い て は ,ヨ

ー ロ ツパ の 場 合 に つ い て もす で に 見 て き た .ま た ,宗 教 的 に 頑 迷 な た め に 社

会 環 境 が そ こ な わ れ た り騒 然 と な つた りす る よ うな 状 況 で あ る 限 り, こ れ を

無 視 して,や れ イ ン ドは 単 一 民 族 国 家 だ の ,や れ イ ン ドは 不 可 分 だ の と悠 長

な こ と を 言 つ て は い ら れ な い 。 現 代 で は ,宗 教 は 憎 悪 を 撒 き散 らす 以 外 な に

も為 し得 な い と い う こ と を 何 人 も 否 め な い 。 宗 教 の 名 の 下 に イ ン ドで は 毎 年

多 数 の 土 地 で 流 血 の 惨 事 を 招 い て い る 。 イ ス ラ ム教 寺 院 付 近 で の 楽 器 騒 音 25

の 問 題 は 下 火 に な る ど こ ろ か 激 化 の 一 途 を 辿 つて き て い る 。 こ れ ら宗 教 上 の

騒 動 の 根 底 に も経 済 的 要 因 や 利 已 主 義 者 ど もの 思 惑 が 働 い て い る。 と 筆 者 は

考 え る 。 しか しな が ら,そ れ ら経 済 的 諸 要 因 を排 除 す る の は ,宗 教 集 団 間 に

妥 協 を 成 立 させ る こ と 24以 上 に 不 可 能 な の は ,我 国 の 民 族 指 導 者 た ち の ほ と

ん どが 承 知 して い る こ と だ ろ う。搾 取 の 根 絶 は さ て お き,農 民 及 び 労 働 者 の

権 利 に 関 す る僅 か な 法 改 正 に 際 して , わ が 民 族 政 権 が 各 州 で 如 何 ほ ど 厚 顔 無

恥 な 態 度 を と つ た か は ,我 々 す べ て の 記 憶 に 新 しい と ころ で あ る 。 従 つ て ,

コ ミ ユ ナ ル ,す な わ ち ,宗 教 集 団 間 の 紛 争 の根 底 を 成 して い る経 済 的 要 因 の

排 除 と い う問 題 を , こ うい つた 人 々 の と ころ へ 持 ち [1す こ とは で きな い .そ



れ に ,宗 教 に 名 を か りた こ の 種 の 厳 しい 分 裂 状 況 が な くな ら な い 限 り,お た

め ご か しの 意 見 や 聖 者 と か 哲 人 , あ る い は ,天 使 様 た ち に お す が り した と こ

ろ で こ の 相 互 不 信 や 疑 念 を 解 消 す る こ とは で きな い 。 最 近 の 政 治 的 問 題 を 解

決 す る の に 際 して ナ ー ナ ク25ゃ ヵ ビ _ル 26を 処 方 箋 と して 持 ち ど1そ う とす る

試 み は 全 〈の 自己 欺 肺 で あ ろ う。 従 つ て,各 民 族 は ,そ の 多 数 を 占 め る地 方

で は 完 全 な 自主 独 立 を 達 成 す べ き もの と な る .

14)真 の 革 命 を 支 援 す る も の

イ ン ドは ,無 数 の 問 題 を 抱 え て い る 。一 貧 困 ,文 盲 .迷 信 ,社 会 的 旧

弊 ,カ ー ス ト制 度 ,不 可 触 賤 民 制 ,教 育 の 有 無 と は 無 関係 の 失 業 ,官 職 に 於

け る カ ー ス ト 0宗 教・ 地 域 に よ る派 閥 と か 対 立 ,等 々 。 こ れ らす べ て に 効 〈

薬 は た だ 一 つ しか な い 。 そ れ は ,全 国 民 に 衣 ,食 ,住 ,医 療 ,教 育 等 の 便 宜

を計 る こ と を 政 府 が 自 らの 第 一 の 責 務 と考 え る よ うな 政 治 経 済 制 度 が 我 国 に

生 ま れ る こ と だ 。 こ れ は ,人 民 の 必 要 と利 益 の た め に 産 業 が 経 営 され て 初 め

て 可 能 と な る 。 資 本 主 義 制 度 は 十 や 二 十 の 家 族 を 億 万 長 者 に は で き る に して

も,一 般 人 民 を 自tえ と失 業 か ら守 つ て や る こ とは で きな い の だ .こ れ を 説 明

す る の に , こ こ で 多 くを 語 る 必 要 は な い 。

諸 民 族 の 自主 独 立 を 認 め れ ば ,次 の よ うな 意 味 で 我 々 は 大 きな 支 え を

得 る こ と に な る 。 即 ち ,そ うな つた 場 合 ,我 々 の 経 済 を 眼 日 と した 斗 争 に 対

す る コ ミ ユ ナ リス ト (宗 派 至 上 主 義 者 )た ち の 妨 害 が 減 少 す る に 違 い な い 。

イ ス ラ ム教 徒 が 多 数 を 占 め る州 で は ,労 働 者 及 び 農 民 の 斗 争 相 手 の 大 部 分 は

他 な ら ぬ 多 数 派 た る イ ス ラ ム教 徒 と い う こ とに な る 。 そ こ で は , イス ラ ム教

徒 た ち の 主 導 権 の 下 に 行 な わ れ る 労 農 運 動 に , ヒ ン ド ウー 教 徒 を 危 機 感 に 陥

れ て コ ミユナル な分 裂 を発生 させ る こ とは で きな くなろ う。そ こで は ,「 イ

ス ラム教 の危機 」とか「
ヒン ドウー教 の危 機 」とか い う偽 りの ス ロー ガ ンを

標 傍 して経 済上 の 問題 を隠 蔽 しよ うとの企 み は [1来 な くな るに違 い な い 。

〔未完 〕

〔 解題 〕

本 論 文 (Pttk i s t百五 ブ百 jtttiyon kl samasy百 )は ,

最 初, ヒンデ イー 語 の月刊 誌『 ハ ンス 』に掲 載 され た の で あるが,訳 ど1に あ

た つては ,『 イ ン ドの課 題 (五 j kT samasyttem)』 〔ァラハバー ド ,

1945〕 所 収 の ものを テ キ ス トと して 用 い た 。 ラー フルが これ の執 筆 を開 始

したの は, 42年 6月 9日 で あ る。当 時 ,彼 は ハザ ー リー パ ー グ刑務 所 に服

役 中 で あ つた 。

これ が 執筆 され て か らす でに 四半 世紀 以上 の年 月 が 過 ぎ去 つてい るが

イ ン ド亜 大 陸 に お け る民 族 問題 を検 討 す る際,一 つ の見 解 と して重 要 な位 置

を 占め る もの と思 わ れ るの で こ こに訳 ど1し た 。 また。「 母 語 に よ る教 育 」を

持論 と した ラー アル の本 論 文は ,今 日の イ ン ドの言 語 問題 を考 え る際 に も見

逃 す こ との で きぬ もの で あ る。

次 に ラー フノン ● サ ー ン ク リテ イ ヤ ー ヤ ン (Rahu■ Sankrityttyan)



を 簡 単 に 紹 介 す る 。 1893年 4月 に連 合 州 (今 日 の ウ ツ タル・ プ ラデ ー シ

ュ)ア ーザムガル 県 バン ドハー 村 で 撃 羅 門 の 家 庭 に 生 まれる。本 名 は Kedarr.ath

P ttnde.少 年 期 は ウル ド ウー 語 を 学 ぶ .母 方 の 祖 父 母 の も と で 両 親 や 弟 妹 と

離 れ て 育 つ と い う家 庭 環 境 もあ つ た が ,軍 隊 勤 務 を した こ と の あ つ た 母 方 の

祖 父 の 昔 語 りや 11歳 の 時 ,教 科 書 で 読 ん だ ウ ル ド ウー 詩 の一 節 に 感 銘 を 受

け た こ と もあ り,異 郷 へ の あ こが れ が 強 〈, 14歳 の 時 ,ベ ナ レ ス,カ ル カ

ッ タヘ 家 出 した の を 初 め と して 家 出 を 繰 返 す 。 16歳 の 時 に は カ ル カ ツタ で

丁 稚 を し,翌 年 に は 遁 世 の 念 に n_Kら れ て ヒ マ ー ラ ヤ山 麓 の 聖 地 ヘ サ ー ド ウー

の 姿 に 身 を や つ して 放 浪 した 。 12年 に は ビハ ー ル 州 サ ー ラ ン 県 パ ル サ ー

で ヴ ィシ ユ ヌ 派 僧 院 に 入 る 。 そ の 後 , ヒ ン ド ウー教 改 革 派 の 一 派 で あ る ア ー

リヤ・ サ マ ー ジ に ひ か れ , 1915-16年 は ア ー グ ラー , ラ ー ホ ー ル で ア

ー リヤ・ サ マ ー ジ の 学 校 で 勉 学 。

そ の 後,ア ー リヤ・ サ マ ー ジ の 宣 教 活 動 に 従 事 。 16年 頃 か ら仏 教 へ の

関 心 を 深 め ,パ ー リ語 や 仏 教 経 典 を 学 び 始 め る .こ う した 生 活 の 間 に も南 イ

ン ドを 含 め イ ン ド各 地 を 旅 行 .21年 に は ビハ ー ル 州 チ ヤ プ ラ ー 県 で 第 一 次

サ テ ィヤ ー グ ラハ 闘 争 に 参 加 , 22年 1月 に は 逮 捕 さ れ , 6ケ 月 の 刑 に 処 せ

られ る 。獄 中 で 共 産 主 義 関 係 の 書 物 を 読 む 。 23年 4月 か ら 2ケ 年 間 は 反 逆

罪 で 獄 中 生 活 .「1獄 後 も, コ ン グ レ ス に 属 し政 治 活 動 の か た わ ら ア ー リヤ・

サ マ ー ジ の 宣 教 活 動 に も従 事 .1927年 5月 に は セ イ ロ ンに 留 学 , 28年

9月 に は ト リ ピ タ カ・ ア ー チ ヤー リヤ と な る 。 29年 7月 か ら 30年 に か け

て チ ベ ツ トの ラ ツサ の 僧 院 に 留 学 ,帰 国 に 際 して は 仏 教 経 典 ,チ ベ ツ ト絵 画

類 多 数 を 将 来 . 30年 6月 に は セ イ ロ ン で 得 度 , こ れ ま で の Ramodar

Swami の 名 を 改 め ,法 名 ラー フ ル・ サ ー ン ク リテ イヤ ー ヤ ン (ラ ー フ ラ 。

サーンクリテ イヤ ー ヤ ナ )と な る .30年 12月 帰 国 ,第 二 次 サ テ イヤ ー グ ラ

ハ 闘 争 に 参 加 , サ ー ラ ン 県 で 指 導 .同 7月 Bihar SOcia■ ist Party設

立 に 参 加 .同 11月 セ イ ロ ンヘ 渡 り,翌 年 7月 マ ハ ー ボ ~デ イ・ ソ サ イ テ

イー (大 菩 提 会 )か ら ロ ン ドンに 仏 教 の 宣 教 活 動 の た め 派 遣 さ れ る 。 33年

1月 に セ イ ロ ンヘ 戻 る が ,そ の 間 ,共 産 主 義 文 献 を 読 み 漁 り,ソ ビ エ トに 関

す る 認 識 を 深 め る 。 34年 3月 か ら 12月 に か け て 再 度 チベ ツ ト旅 行 。 35

年 に は 日本 ,朝 鮮 , ソ ビ エ ト,イ ラ ン を旅 行 。 36年 5-11月 に は 3度 目

の チ ベ ツ ト訪 問 . 37年 1 1月 か ら しニングラー ド大 学 のThoStcherbatsky

教 授 の 招 き で 訪 ソ,同 大 学 に 約 2ケ 月 間 滞 在 .38年 4月 か ら 10月 に か け

て 第 4回 チベ ツ ト旅 行 。 同 12月 国 民 会 議 派 社 会 党 員 と な る 。 39年 1月

サ ー ラ ン 県 で 農 民 運 動 を 指 導 。 5月 逮 捕 さ れ =僧 衣 を 脱 ぐ .7月 釈 放 される。

39年 10月 , イ ン ド共 産 党 ビ ハ ー ル 支 部 設 立 に 参 加 。 40年 度 の 全

インド農民会議の議長に選11さ れるが,同 3月 ,共 産党員として逮捕・投獄

さ れ 。 42年 7月 23日 ま で 服 役 .44年 10月 イ ラ ン経 由 で レ ニ ン グ ラ ー

ド大 学 ヘ サ ン ス ク リ ツ ト語 の 教 授 と して 赴 くが ,戦 時 中 の た め テ ヘ ラ ンで 翌

年 6月 3日 ま で 待 機 。 47年 7月 ま で 同 大 学 で 教 授 の か た わ ら中 央 ア ジ ア 史

の 研 究 .同 8月 帰 国 .帰 国 後 は ヒ ン デ イー 語 学 術 専 門 語 辞 典 の 編 纂 の ほ か ,
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仏 教 学 。歴 史 学 。文 学・ 語 学 な ど 多 方 面 に わ た る研 究 。著 述 活 動 に 従 事 .小
説 や 紀 行 ,伝 記 な ど の 作 品 も多 数 発 表 。 そ の 全 著 作 は 200点 以 上 に 及 ぶ .

58年 6月 う。ら 4ケ 月 余 中 国 訪 問 , 59年 9月 , セ イ ロ ン の Ke■ aniyaの
Vidya■ankar大 学 哲 学 科 主 任 教 授 と して 赴 任 .61年 8月 病 気 の た め 帰 国

63年 4月 14日 歿 。 そ の 豊 か な 才 能 と永 年 の 研 鑽 に よ る該 博 な 知 識 は 各 方

面 に 勝 れ た 業 績 を 生 み ど1し て い る .ま た ,そ の 行 動 的・ 実 践 的 生 涯 は 甚 だ感

銘 深 い .

主 な 著 書・ 訳 書・ 註 釈 書 は 次 の一通 り。 ″Buddhac arya″ ″Prama■ a―

vttrttikabha,ya′ o′ HindI Kavyadhara ′
,′ Vaigyanik Bhautik―

v5こ ′
,′ Maahya Eshiytt ktt ltihas ′

,′ Abhidharmakosha′ ,

′Ba■ svln sadI′ ,′ shasall Shabd kosh′ ,′ vo■ gtt se Gang百 ′
,

な お , 自伝 と しては , 
′MerI 」ivan Yatra′ 5巻 ( 1 94 4‐-6 7) 力ゞ

あ る。

〔訳 註 〕

(1) ラー フル が本 論 文 を執筆 当 時 ,パ キ ス タンは 国 家 と して存 在 してい な

か つた ので,本 訳 文 では PakistarLを 適宜「
パ キ ス タ ン構 想 」「 同 問題 」7i

ど と訳 した _

パ キ ス タン構 想 は, 1930年 の ム ス リム連 盟 大 会 に お け る汎 イス ラ

ム主義 詩人 ムハ マ ツ ド ●イ クパ ール の「 イ ス ラム・ ラン ド」提 案 に端 を発 す

る と言 わ れ るが ,政 治 的 に具 体 化 した のは , 1940年 3月 の ムス リム連 盟

ラホール 大 会 t/Cお け る所 謂パ キ ス タ ン決 議 (ま たは ラホー ル決 議 )以 後 で あ

る 。 これ は , ジ ン ナ ーの「 二 つ の民 族 論 」Two―Nation Theoryに 基づ く

もの で,そ の要 旨は ,イ ン ドの北 西 部及 び東 部の イ ス ラム教 徒 が多数 居 住 す

地域 に独 立 国家 の 剣 設 を要求 す るとい う もの で ある 。 1942年 8月 の会 議

派 の「 イ ン ドか ら出 てゆ け (Qttit lndi∂ 」 決 議 以 後 の独 立 斗 争 高場 の中

で,独 立 後 の国家 構 成 をめ ぐつて このパ キ ス タ ン構 想「 二 つ の民 族 論 」, ヒ

ン ドウー 。マハ ー サ バ ー等 の右翼 政 党 や会 議 派 の「 統 一 イ ン ド論 」,共 産 党

の「 多民 族 論 」 (1942年 8月 発 表 )が 激 し く議 論 され たが , この論 文 は

そ の 過程 で発 表 され た もの で あ る。

(2)正 式 には 北西 辺 境 州 で,イ ラ ン及 び ア フガ ニ ス タ ン国 境 に接 す る地 域 .

独 立 前 の州 構 成 は 次 の とお り。連合 州 ,ビ ハ ー ル州 , オ リ ツサ州 ,中 央州 ,

ボ ンベ イ州 ,マ ドラス州 ,北 西 辺 境州 ,バ ンジ ヤブ州 ,シ ン ド州 ,ベ ンガ ル

州 ,ア ツサ ム州 .

(3)ブ ラジ語  西 部 ヒンデ イー語 の 代 表 的 な地方 語 の一 で,北 部州 の南 西

部 ,ァ ー グ ラー,マ トウラー ,ア リー ガル地 方 に 話 され る。

ア ワデ イー語  東 部 ヒンデ イー語 の代 表 的 な 地 方語 .北 部州 の東 部 ,

州 都 ラ ク ノウや ア ラハ ーパ ー ド地 方 に話 され る 。

マ ガ ヒー語  ビハ ー ル州 東 南 部 の ガ ヤー県  を中心 に そ の周 辺 で 話 さ

れ る 。「 マガ ヒー 」とい うこ とばは「 マ ー ガ デ イー 」が転 訛 した もの で,学
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識者 の間 では マー ガ デ イー 語 と もい わ れ る 。系 統 的 に は ベ ンガ ル 語 に近 い .

(4) ヴ エー ダ語  ヴ エー ダ聖 典 に 用 い られて い る言 語 を後代 の古 典 サ ンス

ク リツ ト語 と区 別 して言 う。

シ ヨウ ラセ ー ニー 語  シ ユー ラセ ー ナ,す なわ ち, 今 日の プ ラジ語地

方 に 話 され た中 期 イ ン ド・ アー リア ン語 (西 暦 前 6世 紀一 西 暦 11世 紀 )の

一 で, 2, 3世 紀～ 7, 8世 紀 に かけ ての もの を さす と考 え れば よい .

プ ラー ク リツ ト語  「 プ ラー ク リ ツ ト」とい う語 は 広狭 様 々の意 に用

い られ るが , こ こで は (プ ラジ地 方の )と あ るの で , シ ヨウ ラセ ー ニー よ り

も う一段 階新 しい ,い わゆ る,ア パ ブ ラン シ ヤ語 (7, 8～ 10, 11世 紀)

を考 え れば よい の で あろ う。             ・

(5)イ ン ド亜 大 陸 に 進入 した ア ー リア民 族 は ,父 権 的家 長制 度 に よる大 家

族 kll■ a)を 最 小 の 社会 単 位 と して い 〈つ か の 部族 国家 を形 成 して い た 。つ

ま り血 縁 的共 同体 を営 ん で い た .し か し,や が て農耕 文化 等 の 発展 ,先 住 民

との 混 清 と平 行 して,ガ ン ジスリII流 域 を中 心 と して,地 方 (janapada)す

な わ ち地 縁 的 農村 共 同体 を社 会 的 基盤 とす る王 権 が い くつ か形 成 され た 。 こ

の時代 を ジ ヤナパ ダ時代 (1000BO～ 600BC.Rajbal■ IPa■4eya,
′Prttcin Bhttrat′ )と ょ ぶ .仏 教 興 起 時代 以 前に 成 立 し仏 典 等 にみ え る

十 六 王 国 (ク ル 国 ,パ ンチ ヤー ラ国 , コー サ ラ国 ,カ ー シ ー国 ,マ ガ ダ国 等)

は , この地 方 国 家 (janapada)に あ た る。

(6) (Khar■ Bo■⊃  今 日の標 準 ヒンデ イー語 を カ リー ボー リー ヒンデ

ィー と呼 ぶ こ とがあ るが , こ こでは,そ の標 準 ヒンデ イー語 の母 体 とな つて

い る古 代 の クル地 方`現 今 の デ リー北 東 方 ,北 部 州 の西 北 部 を中心 に 話 され

る言 語 。

(7) 〔ブンデ ー リー語 〕 (Bunde■ i)西 部 ヒンデ イー語 の一地 方 語 で ,

主 に ブ ンデ ール地 方 ,す な わ ち,中 央 州 の北 部 を中心 に話 され る。 〔バ ナ

ー ラシー 語 〕 (BanarasI)一 般 に は 次 の ボー ジ プ リー語 の西 部 方言 とされ

ベ ナ レ ス で 話 され る 。 カ ー シ カ ー と も呼  ば れ る . 〔ポ ー ジ プ リー 語 〕

(BhojpurI)ビ ハ ー ル州 の西 部及 び 北 部州 の 東 部 に か け て話 され る主 要 な

言 語 。 〔マ イテ イ リー語 〕 (Maithi■ I)ビ ハ ー ル州東 北 部の ミテ イラー

地 方 を中心 に 話 され る .マ ガ ヒー及 び ボ ー ジ プ リー と並 び , ビハ ール 語群 を

成 す 。 〔チ ヤ ツテ イー スガ リー語 〕 (ChattISgaFhi)東 部 ヒンデ イ

一 語 の一 で 中 央 州 の東 南 部 を 中 心 に 話 さ れ る 。

|:; 漢 』キ 姦 0電彦王 . 王 は ,妹 を マ ガ ダ国 王 ビ ン ビサ ー ラに 嫁 が せ た が

ビ ン ピ サ ー ラの 死 後 ,そ の 後 継 者 ア ジ ヤ ー タ シ ヤ トル と争 い ,勝 利 して カ ー

シ ー 国 を 掌 中 に 収 め た 。

(10)非 母 語 と し て の サ ン ス ク リ ツ ト語  サ ン ス ク リ ツ ト語 は ,雅 語 。文 章

語 とし て 厳 密 な 文 法 規 則 の 下 に バ ラ モ ン ,王 族 等 の 所 謂 知 識 階 層 に よ つ て 人

為 的 に 現 代 ま で 維 持 され て き た 。 こ れ に 対 して ,古 代 に 人 々 の 国語 と して 用

い ら れ た プ ラ ー ク リ ツ ト語 は ,北 イ ン ドを 中 心 に 先 住 民 の 諸 言 語 か ら多 くの



影 響 を 受 け つ つ 地 方 別 に 分 化 発 達 し,本 文 中 の 諸 地 方 語 を 生 み ど1し た 。 そ し

て 当 然 ,そ れ ら が 各 地 方 の 母 語 とな つ た .更 に 南 イ ン ドで は ,北 イ ン ドの 諸

地 方 語 とは 言 語 系 統 を全 く異 に す る 諸 語 が 用 い ら れ た 。 こ の よ うな 言 語 の 多

様 性 の 中 で ,サ ン ス ク リ ツ ト語 は 文 章 語・ 非 母 語 で あ つ た が 故 に , ヒ ン ド ウ

ー 文 化 圏 の一 体 性 を 維 持 し文 化 的 交 流 の 媒 介 手 段 と して の 役 割 を 果 た し た 。

中 国 文 化 圏 の 漢 文 ,キ リス ト教 文化 圏 の ラテ ン語 等 々 と比 す こ とが で き る 。

(11)英 人 ク ラ イ ブ (Robert O■ ive)が イ ギ リス東 イ ン ド会 社 軍 を 指 揮

して , フ ラ ン ス 総 督 デ ユ プ レー (」.F.Dup■ e童 )の 後 援 の 下 に カ ル カ ツ タ

を 占 領 した ベ ン ガ ル の 副 王 シ ラ ー ジ・ ウ ツ・ ダ ウ ラ (Siraj ud Dau■ a)

と支 援 の フ ラ ン ス軍 を 破 り, ベ ンガ ル に 於 け る イ ギ リス の 覇 権 を 砕立 した戦い。

(12)ク ラ イ プ の こ と 。

(13)原 文 に は 1760年 と あ る が ,産 業 革 命 の 契 機 と な つ た 機 械 の 新 発 明

は , 1760年 代 に な さ れ た 。 例 え ば , 1764年 ハ ー グ リー ヴ ス の紡 績 機

械 , 1765年 ワ ツ トの 蒸 気 機 関 , 1768年 ア ー ク ラ イ トの 水 力 紡 績 機 械

等 々 .

(14)原 文 に は 1788年 と あ る ハ 誤 り. VO■taire(1694-1778)。

」.J.ROusseau  ( 1 7 1 2-1 7 7 8).
(15)原 文 に は 1792年 と あ る が ,誤 り。

(16)1473年 以 後 神 聖 ロー マ 帝 国 (962～ 1806A.D)の 皇 帝 位

を継 承 して い た ハ プ ス プル グ家 は , 1806年 ナ ポ レ オ ン 1世 の た め に 神 聖

ロ ー マ 皇 帝 の 称 号 の 辞 退 を 余 儀 な 〈 さ れ た 。 こ こ に 神 聖 ロー マ 帝 国 は 消 滅 し

同 家 は 単 に オ ー ス ト リア 帝 国 (1806～ 1918A.D)の 皇 帝 と称 す る

よ うに な る 。

(17)ド イ ツ統 一 に 関 す る こ の 様 な 方 針 が 大 ドイ ツ主 義 と呼 ば れ ,オ ー ス ト

リア を排 除 し プ ロ シ ヤ中 心 の 統 一 方 針 た る小 ドイ ツ主 義 と対 立 した .

(18)コ シ ユー ト (La」 os KOssuth)(1802-94)当 時 オ ー ス ト リ

ア 帝 国 (ハ プ ス プ ル グ家 )の 支 配 下 に あ つ た ハ ン ガ リア で民 族 主 義 運 動 を 指

導 し, 自 由 主 義 を主 張 した 。 1848年 二 月 革 命 に 刺 戟 さ れ て 大 マ ジ ヤー ル

主 義 に よ る民 族 独 立 を 要 求 し, 9月 に は オ ー ス ト リア か ら独 立 と憲 法 を 得 た 。

1849年 諸 国 の 干 渉 を排 して 臨 時 政 府 を 樹 立 し総 督 と な つ た が ,結 局 ロ シ

ア の 干 渉 で 独 立 に 失 敗 .ア メ リカ , イ ギ リス で 亡 命 生 活 。 彼 の亡 命 後 ,ハ ン

ガ リア に は 保 守 派 が 台 頭 。

(19)メ ツテ ル ニ ヒは , こ の ウ イー ン の 暴 動 で 失 脚 じ イ ギ リス に 亡 命 .

(20)原 文 に は 1902年 と あ る が,1908年 の 誤 り。

(21)オ ス マ ン・ トル コ帝 国 で は , 1876年 12月 に 代 議 政 治 等 の 民 主 主

義 的 内 容 を 盛 つ た ミ ドハ ト憲 法 を 制 定 した が ,の ち 保 守 派 の 巻 き返 して 憲 法

は 停 止 さ れ た 。 こ れ 以 後 の 専 制 政 治 に 反 対 して ,立 憲 政 治 を 再 び 確 立 せ ん と

して 1894年 に トル コ軍 人 , イ ン テ リ,学 生 ,官 吏 等 に よ つ て 結 成 さ れ た

民 族 主 義 結 社 が 青 年 トル コ党 で あ る 。 党 は , 1908年 エ ン ヴ エル・ パ シ ヤ

の 指 導 の も と に サ ロ ニ カ で 武 装 蜂 起 し,皇 帝 ア プ ド ウル・ ハ ミ ド 2世 に 迫 つ
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て憲 政 を復 活 させ,政 権 を握 つた 。 この 革命 は た だ ちに西 欧 帝 国 主 義 列強 の 侵

略 と, トル コ民 族 以 外 の 被 支 配 諸民 族 の 噴 [1を 招 い た 。

(22)(1)を 参 照 .

(23)ヒ ン ドウー教 徒 と イス ラム教 徒 等 の宗 派 対 立 所 謂 コ ミ ユナル騒 動 は ,広

範 かつ 深 い社会 的 背景 を 持 つ が,個 々の騒 動 の き つかけ は イ ス ラム教 寺 院 付近

で の ヒン ドウー教 徒 の宗 教 行 事 に伴 う楽器 騒音 等 極 め て些 細 な トラブル が大 半

を 占め る 。

(24)1919年 イ ン ド統 治 法 以来 , イギ リス側 は ,「 分 割統 治政 策 」に 浩 い

1932年 の「 コ ミ ユナル 。ア ワー ド (裁 定 )」 1935年 新 イ ン ド統 治法 に

基 づ く宗 教 別 分 離 選 挙 制 を通 じて,宗 教 集 団 間 の対 立 を腸 つた 。 これ に 対 して

イ ン ド側 の各宗 教 集 団 は ,議 席 の 配分 等 をめ ぐつて対 立 と妥 協 を く り返 した 。

(25)ナ ー テ ク (1469～ 1539A.D)シ ク教 の開 祖 .カ ビール な どと

同 じ く,最 高 神へ の献 身 的 な 信仰 を もち,清 純 な生 活 を守 つて,人 々に奉 仕 す

べ きこ とを説 き,カ ー ス ト制 度 ,偶 像 崇 拝 や形 式 的 な儀 式 を無 意味 な もの と し

て退 け た 。

(26)カ ピー ル (1440頃 ～ 1518A.D)ベ ナ レ スに イス ラム教 徒 の子

と して 生 まれ,バ クテ イ思 想 ,ス ー フ イー思 想 ,ヨ ー ガ等 か ら影 響 を うけ ,「
ヒン ドウー教 徒 に もイス ラム教 徒 に も同 じ道 が 示 され る .人 は 神 を ア ラー とよ

ん で もよ 〈, ラー マ とよん で もよい 」 と説い た 。

〔訳 ,議 〕 ヒンデ イー 3年 級 遠藤 格 ,秦   智

〔解  題 〕         古賀勝郎
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