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の 全 訳 で あ る 。 著 者 の

フ レ ド リ ク ソ ン は ア メ リ カ の 歴 史 学 者 で 、 ア メ リ カ 合 州 国 と南 ア フ リ カ で の 人 種 問 題 の 比 較 史 を 専 門 と し て い る 。 主 に ヨ ーロ ッ パ と ア メ リ カ 合 州 国 、 南 ア フ リ カ で の 人 種 主 義 の 歴 史 を扱 っ た 本 書 で も 、 様 々 な 地 域 や 時 代 を 、 あ る テ ー マ の も と に 概観 ・ 検 討 し て 立 体 的 に 歴 史 を 叙 述 す る フ レ ド リ ク ソ ン の 研 究 手法 が 十 全 に 生 か さ れ て い る 。　
本 書 の 目 的 と し て フ レ ド リ ク ソ ン が 挙 げ て い る の は 、  「 人 種

主 義 が 中 世 か ら 現 在 に か け て 台 頭 し 、 衰 退 す る

（ 残 念 な こ と に

ま だ 消 滅 し て は い な い ）

物 語 を 簡 潔 な 方 法 で 示 す こ と 」 で あ り 、

そ の た め に 「 人 種 主 義 」 と い う 語 そ の も の に 正 確 な 定 義 を 与 える こ と を 試 み た と い う 。 そ の 定 義 と は 、 人 種 主 義 は 永 続 的 な ヒエ ラ ル キ ー と 信 じ ら れ る よ う な 「 人 種 秩 序 」 の 確 立 を 目 的 と する も の と し て あ り 、 そ の 意 味 で 人 種 主 義 は 人 間 社 会 に 所 与 の もの で は な く 、 普 遍 的 な も の で も な け れ ば 近 代 科 学 に 基 づ く 理 論で も な い と す る も の で あ る

（ こ の 意 味 で 、 フ レ ド リ ク ソ ン に よ れ

ば 「 ほ と ん ど 普 遍 的 な 人 間 の 欠 点 」 で あ る 「 外

ゼノ フ ォ ビ ア

国 人 嫌 悪 」 は 、 人 種

主 義 の 出 発 点 で は あ る と し て も 、 人 種 主 義 と は 違 う も の と し て 区 別さ れ る ）

。 ま た 、 上 記 の 目 的 の た め 、 そ の 研 究 の 範 囲 を 、 資 料

に よ る 遡 及 可 能 性 、 世 界 的 影 響 力 の 大 き さ 、 そ れ に 人 種 主 義 が機 能 す る な か で 反 人 種 主 義 が 形 成 さ れ も し た 地 域 で あ る と いう こ と を 理 由 と し て 、  「 ヨ ー ロ ッ パ 」 と 一 五 世 紀 以 降 の 植 民 地の 拡 大 に 限 定 し て い る 。　
本 書 の 描 く 物 語 は 、 概 ね 以 下 の よ う な も の で あ る 。 ま ず 第 一

章 で は 、 中 世 ヨ ー ロ ッ パ で の ユ ダ ヤ 教 徒 に 対 す る 不 寛 容 と 、 大航 海 時 代 か ら ル ネ サ ン ス 期 で の 人 種 主 義 の 萌 芽 と の 連 続 性 が扱 わ れ る 。 そ こ で 主 な 考 察 対 象 と な る の は 、 最 初 に 植 民 地 支 配を 行 な っ た 大 規 模 な 国 家 と し て の ス ペ イ ン で あ る 。 第 二 章 では 、 一 八 〜 一 九 世 紀 に 被 抑 圧 者 の 「 解 放 」 に 呼 応 し て 出 現 し た近 代 的 人 種 主 義 イ デ オ ロ ギ ー に つ い て 、 ア メ リ カ 合 州 国 の 反 黒人 主 義 と 、 ド イ ツ の 人 種 的 な 反 セ ム 主 義 の 台 頭 を 比 較 す る 。 そし て 第 三 章 で は 、 二 〇 世 紀 に 出 現 し た 、 フ レ ド リ ク ソ ン が 「 明示 的 人 種 主 義 体 制 」 と 呼 ぶ 三 つ の 政 体 （

ジ ム ・ ク ロ ウ 法 時 代 の

米 国 南 部 、 ナ チ ス ・ ド イ ツ 、 ア パ ル ト ヘ イ ト 下 の 南 ア フ リ カ ）

の 台

頭 と 失 墜 を 、 世 界 的 文 脈 で 検 討 す る 。 最 後 に 、 エ ピ ロ ー グ で二 一 世 紀 に お け る 人 種 主 義 の 今 後 、 特 に グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ンと 人 種 主 義 の 再 生 産 に つ い て 述 べ 、  本 書 を 締 め く く る 。 さ ら に 、「 補 遺 」 と し て 、  一 九 二 〇 年 代 以 来 の 「 人 種 主 義 」 概 念 が た ど った 来 歴 を 、 歴 史 的 に 検 討 し て い る 。　
以 上 が こ の 本 の お お よ そ の 内 容 で あ る が 、 こ う し て 「 西 洋 に

現 わ れ た 最 も 名 高 い 二 つ の 人 種 主 義 」 で あ る 反 セ ム 主 義 と 白 人至 上 主 義 の 、 過 去 六 世 紀 に わ た る 発 展 過 程 を 幅 広 く 比 較 し 、 概
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略
史
を
コ
ン
パ
ク
ト
か
つ
明
解
に
叙
述
し
え
た
点
を
、
本
書
の
第
一
の
意

義
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
訳
者
解
説
」
に

も
あ
る
と
お
り
、
研
究
範
囲
の
同
定
過
程
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
よ
う

な
、
フ
レ
ド
リ
ク
ソ
ン
自
身
の
「
オ
ク
シ
デ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
の
見
え
隠
れ

す
る
部
分
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
も
、
同
時
に
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
。
具
体
的
に
は
、
平
等
主
義
や
反
人
種
主
義
が
「
西
洋
」
で
生
ま
れ
た

も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
、
非
「
西
洋
」
の
側
か
ら
の
反
人
種
主
義
運
動
の

歴
史
や
そ
の
主
体
性
が
見
え
に
く
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
点
、
ア
メ
リ

カ
合
州
国
や
南
ア
フ
リ
カ
の
白
人
が
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
や
「
西
洋
」
の
延

長
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
点
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
「
同
化
」

の
問
題
に
つ
い
て
、
一
定
の
留
保
は
し
な
が
ら
も
、
人
種
主
義
と
は
言
え

な
い
と
し
て
い
る
点
も
、「
オ
ク
シ
デ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
の
反
映
し
た
部
分

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
い
か
に
排
他
的
で
な
い
も
の
で
あ
れ
、

同
化
（
本
書
中
で
は
主
に
キ
リ
ス
ト
教
／
「
西
洋
」
社
会
へ
の
同
化
が
想
定
さ

れ
て
い
る
）
と
は
常
に
一
方
的
な
暴
力
を
伴
う
も
の
で
あ
り
、
同
化
す
る

側
と
さ
せ
ら
れ
る
側
と
の
間
に
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
築
こ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
の
に
変
わ
り
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
問
題
点
に
対
し
て
、「
日
本
の
人
種
主
義
を
見
す
え
て
」

と
い
う
副
題
の
つ
い
た
「
訳
者
解
説
」
で
は
本
書
の
内
容
を
補
う
よ
う
な

形
で
補
論
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
フ
レ
ド
リ
ク
ソ
ン
の
比
較

史
の
射
程
を
さ
ら
に
広
げ
る
も
の
と
し
て
、「
地
政
学
的
な
意
味
で
の
『
日

本
』」
を
想
定
し
、
被
差
別
部
落
の
人
々
、
ア
イ
ヌ
や
琉
球
の
人
々
、
台

湾
や
朝
鮮
を
は
じ
め
と
す
る
植
民
地
出
身
者
と
そ
の
子
孫
に
対
す
る
差

別
、
植
民
地
に
対
す
る
苛
烈
な
同
化
主
義
政
策
で
あ
る
皇
民
化
政
策
な

ど
、
日
本
の
な
か
で
機
能
し
た
様
々
な
人
種
主
義
の
あ
り
方
が
検
討
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
う
ち
特
に
皇
民
化
政
策
に
つ
い
て
、
フ
レ
ド
リ
ク
ソ
ン
が

肯
定
的
に
想
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
同
化
」
と
の
質
的
違
い
を
明
ら
か

に
し
な
が
ら
、
そ
の
根
底
に
あ
る
人
種
主
義
的
な
側
面
を
鮮
や
か
に
浮
か

び
上
が
ら
せ
て
い
る
。
ま
た
、
本
文
中
に
日
本
の
人
種
主
義
を
考
え
る
上

で
の
参
照
文
献
が
随
時
示
さ
れ
て
お
り
、
優
れ
た
ブ
ッ
ク
・
ガ
イ
ド
と
も

な
っ
て
い
る
。

　
フ
レ
ド
リ
ク
ソ
ン
は
、「
人
種
主
義
」
と
い
う
用
語
を
様
々
な
事
象
に

応
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
西
洋
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
人
種
主
義
が
持

つ
特
殊
な
特
徴
」
を
見
定
め
に
く
く
な
る
と
し
て
、
こ
れ
を
警
戒
し
て
い

る
。
し
か
し
、
上
に
見
た
訳
者
補
論
の
よ
う
に
、
本
書
の
な
か
で
歴
史
的

に
抽
出
さ
れ
た
「
人
種
主
義
」
概
念
を
踏
ま
え
な
が
ら
、「
西
洋
」
と
は

別
の
立
ち
位
置
か
ら
過
去
や
現
在
の
様
々
な
問
題
に
こ
れ
を
応
用
し
て

い
く
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
問
題
が
よ
り
明
ら
か

に
な
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
パ
レ
ス
チ
ナ
で
の
紛
争
や
、
二
〇
〇
一
年

の
い
わ
ゆ
る
「
九
・
一
一
」
に
端
を
発
す
る
「
ア
ラ
ブ
・
フ
ォ
ビ
ア
」（
あ

る
い
は
「
イ
ス
ラ
モ
フ
ォ
ビ
ア
」）
と
呼
ば
れ
る
差
別
、
ま
た
グ
ロ
ー
バ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
に
よ
っ
て
周
縁
化
さ
れ
た
人
々
の
あ
い
だ
で
醸
成

さ
れ
る
排
外
主
義
な
ど
、
人
種
主
義
的
状
況
は
現
在
も
無
く
な
っ
て
い
な

い
。
こ
う
し
た
状
況
に
対
抗
し
、
意
識
的
に
向
か
い
合
う
た
め
に
も
、
本

書
の
提
示
す
る
人
種
主
義
の
歴
史
と
、
歴
史
的
な
構
築
物
で
あ
り
、
そ
れ

ゆ
え
に
変
更
あ
る
い
は
廃
絶
可
能
な
も
の
と
し
て
の
人
種
主
義
概
念
は

重
要
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
人
種
主
義
の
歴
史
を
学
ぶ
簡
潔
な
入

門
書
と
し
て
も
、
世
界
各
地
の
様
々
な
人
種
主
義
的
状
況
を
考
え
る
上
で

の
ツ
ー
ル
と
し
て
も
、
重
要
な
基
礎
文
献
と
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。

（
相
川
拓
也
）


