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南洋仮想空間の 文学考
一 日本人 の 南洋文学 ･ 南洋体験批判批判と展望試論 -

荒 井 茂 夫

要旨 : 南洋文 学 と い う用 語の 概念 は漠然 と し て い るが ､ 東南 ア ジア の 歴史 的政 治空間 と して の

性質 と摺 り 合わ せ た 新 た な概念 の もと に
､ 過去の 植民地 文学や 現代の 南洋 を舞 台と した 文学を 加

え た南洋 文学 と い う 研究分野 を構想す る｡ それ によ っ て 日 本の 近代や 戦後 ば か りか
､ 東ア ジア の

将来 を展望す る視 点を思想す る試 み で あ る｡

はじめ に

東南 ア ジ ア を歴史的文化空間と して 見 る と､ 土 着民族文化 の 土台 の 上 に ヒ ン ズ ー

教､ 仏教､

イ ス ラ ム 教
､

そ して キ リ ス ト教が 時代を追 っ て 流入し､ 交差 し つ つ 現代 に 至 っ て い る と い う 東

南 ア ジ ア 諸国民族文化 の 多様性を 眺望す る こ と が出来 る が
､

こ れ を 文学的空間 と して 見な お す

と どの 様 に 見え る で あ ろ う か｡ 海洋部 と大陸部の 十の 独立 国に は そ れ ぞ れ の 文学が あり ､ 全体

を 文学空間 と し て と ら え よ う と す る の は
一

見無謀 に 見 え る が､
こ れ ら の 国が 独立 す る 以前 の 帝

国主義植民地支配 の 近代 と い う､ 独立 民族国家と して の 国境 が未 だ 定ま ら な い 時代の 状況を 含

め て 見な お せ ば､ 帝国主義 の 版図の 上 に 多様な 民族文化 を載積す る 多様な 民族言語 に よる 文学

が 営ま れ ､ そ の 中に は 当然支配者 の 言語も含め
､ よそ 者 の 言語 に よ る 文学も含ま れ て い た こ と

が 分か る ｡

周知の よう に ジ ョ
ー ジ ･ オ ー ウ ェ ル は植民地警察官 と し て ､ サ マ セ ッ ト ･ モ ー ム は諜報員 と

して ､ ジ ョ ゼ フ ･ コ ン ラ ッ ドは船員 と して ､ そ れ ぞれ 植民地生活 の 体験 を 通 して ､ 熱帯の 風景

や原住民族の 生活､ ま た支配者 で あ る白人と の 関わ り な ど帝国主 義植民地 に 生 き る 支配者 と被

支配者 の さ ま ざま な 生 き様を措 い て ､ 英文学史に 名を残 し た｡
コ ン ラ ッ ドの 作品 な どが 多く映

画化 さ れ て い る の は 一

般的に 認知 さ れ て い る そ の 反植民地主義的意識 の 反映 と い う よりも､
エ

キ ゾチ ッ ク な 熱帯的魅惑 の 中に ドラ マ が 繰り広げられ る と い う異境性 が 人 々 を 引き つ けた 典型

だ と言 え よ う ｡ も っ と もよ そ 者 の 言語 に よる 南洋 を舞台 とす る文学 に と っ て は､ 魅惑的異境性

こ そ が こ の 文学空間の 本質的な意味 な の だ が｡

ま た そ れ ば か り で はな く こ の 空間 に は､ 原住民族か らす れ ば 白人 の 支配者 で は な い が 明 らか

に よ そ 者 で ､ 支配者白人 の 買弁的役割を果た し､ 原住民族 よ り も優位 な 地位を占 め た 中国人

(華僑) に よる 中国語 の 文学が ､

一

九世紀後半 か ら行 わ れ る よう に な っ た ｡ そ し て 今 日 で は
､

総称 して 東南 ア ジア 華文文学､ 個別 に は国名を冠 した 華文文学 と な っ て 独自の 文学世界を 形成

す る に 至 っ て い る｡ 日 本の 近代文学の
一

部も こ の 世界 に 足を踏 み入 れ ､ 太平洋戦争 (大東亜戦

争) の 時代 に は､ シ ン ガ ポ ー ル に お ける 郁達夫 と井伏鱒 二 等 の 日本人作家 との す れ 違 い に 象徴

され る よ う に ､ 筆僑 の 中国語文学 と パ ラ レ ル に 行 き違 っ た こ と もあ る｡

即 ち 国民国家 と して の 国境が 確定さ れ る以前 の 東南 ア ジ ア は､ さ ま ざま な 言語 の 自由な 文学

空間 で あ っ た と言 え る の だ が ､ 戦後東南ア ジア 諸国が 独立 し た後 は､ 各国の 主要民族言語文学
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に よ っ て こ の 空間 は分割 さ れ る こ と に な り､
か つ て 他者が 支配 した 自由な 文学空間 と して の 南

洋の 文学 と は別 の もの と し て 出発 した の で あ る｡ と は言え ､ 他者が こ の 地理 的文学空間 を舞台

に 取り入れ た文学 は絶 え る こ と なく継承さ れ､ か つ て 帝国主 義植民地支配 の もと に 広 が っ て い

た国家的境界 の な い 自由な文学空間と して の 意味 が消滅す る こ と ば な か っ た｡ こ れ が今 日 的な

南洋文学 の 世界 で あ っ て ､ そ れ は地理的南洋土 着 の 文学､ 即 ち原住民族 の 文学 と は別 に
､ 本来

他者 の 文学的営為 に 委 ね ら れ た世界 な の で あ っ た｡ 従 っ て 既述 の 英文学作家 の 作品も､ 或 い は

南洋 を主題 に 作品を書 い た近代 日本文学の 作家ば かり か現代 の 流行作家 の 作品 (例え ば馳星周

な ど) ま で も含 む こ と が 出来る
､

い わ ば仮想空間的相貌 を もつ もの な の で あ る｡

一

方東南 ア ジ ア 諸国の 文学 と は
､ 大戦後独立 し

､
こ れ ま で 五 十数年 ほ どの 間 に 成長 して き た

地理 的南洋土 着 の 民族言語文学 と して
､ 政治的実体空間に 立 脚 した 文学な の で あ る｡ しか しそ

こ に は地理 的意味を超え た
"

東南ア ジ ア 文学
p

と 称す べ き統合的概念 はな い ｡ 言 い 換え る と､

南洋土 着 の 諸民族 に は
` `

南洋文学
"

の よう な統合的意識 は なく ､ 南洋土 着の 文学 と は本来原住

民族 の 文学世界で あ っ て
､

そ の 上 に 欧米植民地支配者 の 南洋文学､ 中国人 (華僑 ･

華人) の 南

洋文学､ 日本人 の 南洋文学な どが 重層的に 展開さ れ て き た の で あ る ｡
こ れ ら は本来 み な土 着的

南洋 の 実体に と っ て は他者 で あ っ た｡ 他者自体の 民族言語 が異 な る よう に 南洋 に 対す る他者 そ

れ ぞ れ の 意識も異な るもの で あ っ た｡ そ れ はま た こ の 南洋 と い う 文化 ･ 文学的空間が 同時に 政

治的経済的空間で あ っ て ､ 当然文学そ の もの を切り離 して 論 じる こ と は出来 な い と い う こ と な

の で あ る ｡

ま ず こ の よう に 所謂
` `

南洋文学
''

の 概念 を 明らか に した 上 で
､

こ の 文学的仮想空間が も っ て

い る 歴史的仮想政治空間 と して の 側面に つ い て ､ 中華的文化現象 を軸 と し て 描き出 し
､

や はり

他者 で あ る 日 本人が こ の 空間 に 残 した 足跡 に 対す る批判を再検討 し､ 日本 と 中国､ 両者の 関係

に お い て 文学空間或 い は政治空間と して の 南洋 を将来的な 文脈 で 展望 す る｡

1
. 仮想政治空間とし て の南洋とそ の 視点

南洋 と は海洋部東南 ア ジ ア 地域 を指す い さ さ か漠然 と し た用語 で あ る｡ 古来南海 と称さ れ ､

南 シ ナ 海 に 広が る南方諸国或 い は南方僻遠の 地を漠然 と指す 用語 で あ っ た ｡ こ こ で イ メ
ー ジす

る 南洋は ､ 島喚部東南 ア ジ ア に 属 し､
マ レ

ー

半島､
ス マ ト ラ ､ ジ ャ ワ

､
ボ ル ネオ

､
フ ィ リ ピ ン

諸島 に 囲ま れ る南 シ ナ 海を中心 とす る､
い わ ゆ る外南洋 に 相当す る 空間で あ る｡ 他者 で あ る南

洋文学や 華文文学 を理解す る前提と して ､ ま ず こ の 空間に 対 す る 視点を整理す る必要が あ る｡

多様な 民族 と文化 が共存 す る こ の 広大で 自由な 南洋海域 は､ 白石隆氏が 好著 ｢海 の 帝国｣ で

オ リ バ ー
･ ウ オ ル タ ー

ス の ｢ 海 の マ ン ダ ラ｣ を 引用 して 措い て い る よう に ､
1 9 世紀半 ば 頃ま で ､

見渡す限り水 と森 の 広 が る人 口 稀少地域で あ っ た ｡ 海上 河川交通の 要衝 に 港市土 侯国が幾 つ も

成立 し
､ ま た豊か な土 地 に 人 口 の 集住が 始ま り､ そ う した ｢ 港市｣ や ｢ 人 口 の 集住地｣ に 力を

持 つ 王 が 現れて 国を建 て ､ そ れ らが 中心 とな る ｢ マ ン ダ ラ 構造｣ の よ う な ｢多中心｣ の 地域 で

あ っ た ｡

` 1 ) そ の 上 に 中華帝国的権威 に 形式的 に 服従す る 朝貢貿易的支配関係 が緩 や か に 覆 い 被

さ り､ さ ら に 大航海時代 を 経て ヨ
ー

ロ ッ
パ 帝国主義が 侵入 して き たが ､ 彼 ら は 明ら か に 土着 の

｢港市｣ や 土 侯国 に と っ て は他者 で あ っ た ｡ ｢ 多中心｣ とい う 点 で は オ ラ ン ダ や イ ギ リ ス の 東イ

ン ド会社も､
い わ ば そ う した 中心 の

一

つ で あ っ た と考え て よ い だ ろ う｡

前近代 の 南洋 は個人も国家も南洋原住民族世界 の マ ン ダ ラ 的構造空間を無制限 に 利益の 場と
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荒井茂夫 南洋仮想空間の 文学考 一日 本人の 南洋文学 ･ 南洋体験批判批判 と展望試論-

して 使う こ とが で きた の で あ る｡ 朝貢貿易を前提 と した 暖味な 政治原理 に よ る中華的権威支配

と 称す べ き世界 は､ 清末ま で に は実質的に 欧米帝国主義経済 の 覇権支配 シ ス テ ム に 変貌 した が ､

こ れ も1 94 1 年 日本帝国が太平洋戦争 を発動 した こ とに よ っ て 終鳶 した ｡ 日本 は 3 年 8 ヶ月 の 間､

欧米帝国主義を 駆逐 し､
い と も危 う い 大東亜共栄圏 と い う 政治

･

経済的覇権 を打 ち立 て よ う と

した の で あ る｡ 大東亜共栄圏の 理 念 と して の 意味は
､ 初 めて 南洋 に 共存共栄 を理 念 と し た政治

経済的共同体の 構想 を照射 して
､ 多中心 世界を

一 つ の 共同体的概念 で 把握 し よ う と し た こ と だ

と い え よう ｡ つ まり､
こ れ を南洋 の 政治文化と して み る な ら ば

､ 朝貢貿易的酸味な前近代的観

念で は な く ､ 何 ら か の 政治的理 念 に よ っ て 南洋を覆う と い う､ 他者が 南洋原住民族社会 の 上 に ､

統合を構想 で き る仮想空間と して の 南洋 を投影 した も の と い え る の で あ る｡ 他者 の 政治 理 念 に

よ る統合や 支配 の 構想 は､ よそ 者 の 南洋文学の 成立 を予測 さ せ る もの で あ っ た｡

戦後 ア メ リ カ が南洋 に 構築 した新 し い 秩序も､ 安全保障と経済発展 の 実利を纏わ せ
､

南洋の

実体空間 を 占め る A S E A N 諸国の 上 空 に 拡散す る
､

か つ て 大東亜 共栄圏 の 構想 で 覆わ れ た 歴

史的仮想政治空間をア メ リ カ の 政策意志 で 覆 っ て い る の で あ る｡ ア メ リ カ の 開発戦略 とは 植民

地主義 に 代 わ る支配 の イ デ オ ロ ギ ー に 属す る性質を含蓄 して い た と い え よう ｡ だ か ら こ そ 開発

戦略 の もと で 成長 した 土 着の 南洋､ 即 ち原住民族国家 の リ ー ダ ー が 地域主義的統合を め ざ し て

19 9 0 年 に E A E G (｢ 東 ア ジア 経済 グ ル ー プ｣ ､
9 1 年に は E A E C ｢ 東 ア ジ ア 経済協議体｣ に 改称)

を構想 し た 際に
､

ア メ リ カ は排他的地域経済機構と 見な して 強く反対 した の で あ る｡ ア メ リ カ

の 開発戦略の 代行者 で あ る 日 本は ､ 当然 そ の 意 を 受 けて こ れ に 賛同 しな か っ た｡
E A E C の 構

想 を リ ー ド した マ - テ ィ
ー ル 前 マ レ

ー シ ア 首相 の ア ジア 主義的意識 は 日本 に 強 い 期待 を持 っ た

が
､ 失望 に 終 わ っ た｡ し か し中国の 積極的な支持がそ れ を補填 した｡ 中国 は 90 年 1 2 月 に マ レ

ー

シ ア を 訪問 し た 李鵬が E A E G 構想 に 真 っ 先 に 賛同 を表明 し､
E A E C に た め ら い な く 加入 を 表

明し た の で あ る｡ 2 0 0 5 年 1 2 月東ア ジ ア 首脳会議 の 期間 に
､

マ - テ ィ
ー

ル は胡錦涛 と会談 し
､

メ デ ィ ア に 対 して 小泉首相 の 靖国参拝反対を表明した が
､

そ れ は親 日派 マ ハ テ ィ
ー

ル の 日 本 に

対す る痛烈 な 皮肉で あ っ た｡

中国は市場経済の 導入 に よ っ て 驚異的 に発展し､ 東 ア ジ ア の 経済的求心 力と して 復活 した ば

かり か
､ 政治大国 と し て の 新 た な 中華主義を 南洋 に 投射 し始 め て い る の が今 日 の 状況な の で あ

る｡ ア メ リ カ 的支配構造 に 組 み込ま れ ず
､

自ら の 原則 を押 し通す 中国は
､

む し ろ自ら を 対抗軸

に して 東 ア ジ ア に 覇 を と な え る こ と もで き る し､ ま た そ の 潜在的文化力が 歴史的中華帝国の 遺

産と して 残 さ れ て い る の で あ る｡

こ の よう に 見て く る と 2 00 5 年 12 月 の ｢ 東 ア ジア 首脳会議｣ は､ 現代中国が 歴史的中華帝国

の 変相 と して
､

しか し か つ て の よ う に 形式的な 宗主 国の 自大的権威 や 暖味な 政治原理 に よ る 関

係な どで はな く
､ 明 ら か に 東 ア ジ ア の ヘ ゲ モ ニ ー を構築 しよ う と す る 挑戦者 と して

､ 歴史的南

洋の 仮想政治空間 に 復活 した こ と を表象す る と言え よ う｡ 実体的南洋世界 の 上 空 に 拡散す る こ

の 空間 に ､ 他者 で あ る ア メ リ カ の 政策意志が 覆 い 被さ り､ そ こ に 中国の 政策意志 が新 た な挑戦

者と して 放射 され て い る の で あ る｡

2
. 中華的歴史遺産と して の南洋仮想空間

南洋の 他者 と し て 最大 の 人 口 規模 を誇り
､ 南洋全体 に 広が り､ か つ て は華僑 ( 中国籍 で 外国

に 居住す る もの) と 呼ば れ ､ 今日 で は華人 (外国籍で 外国 に 居住す る もの) と 呼ば れ る 人 々 が
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形成 し た社会 は､ 中国に と っ て
､ 中華帝国の 歴史が残 した あ る種 の 社会資本 と 見な す こ と が 可

能 だ ろ う｡ ま た彼 ら が育 ん で き た 中筆意識 こ そ 現実 の 中国 に と っ て は潜在的文化力 と な る の で

あ る｡

1 9 世紀清朝 は､ 華僑 を
``

天 朝棄民
"

と して 国民的保護 の 外 に お い た が ､ そ の 末期 に は葦僑

の 家族送金 に 注目し､ 帰国投資 を誘致す る た め に 華僑の 栄達志向に 訴 え､ 売官､ 売爵を手段 と

し た｡

(

1
2)

一

朝 に して 華僑 は ｢ 天朝棄民｣ か ら買官 に よ っ て 夢想の 栄達を実現 し､ 官服衣帯を纏

い ､ 家耐 の 神牌 や 墓碑 に も官 ･ 爵位を刻 み､ ま さ に 郷里 の 地方劇 で 演 じ ら れ る ｢ 衣錦還郷｣

｢ 栄宗躍祖｣ の 物語 の 主人公 と な る こ とが 出来 る よ う に な っ た｡ 閉塞的 な華僑社会の 支持 を確

保す る た め に 領事館 は 啓蒙活動を行な っ た｡

(3) た とえ ば
､

- 八 九 一

年に 総領事 と し て 派遣 さ れ

た 黄遵憲が 詩文を 教授す る ｢文会｣ を通 して 改良派の 思想を 啓蒙 し
､

マ ラ ヤ に 逃避 し た康有為

が 孔学会､ 学校､ 商会の 設立 を 呼びか け､ 華僑社会の 団結を 訴え
､ 改良派 の 支持者 を獲得 しよ

う と した の もや はり華僑の 財力 に 注目 した か ら で あ っ た ｡

1 9 世紀末 す で に 南洋各地 の 主要 な都市 に 拡大 した 華僑社会 は
､ 天朝棄民 の 世界か ら 一

躍中

華の 政策目的が 波及す る 領域 に 書き替 え ら れ た の で あ る｡ 清末の 中国か ら の ア プ ロ
ー チ は､ 南

洋華僑世界と 中国 との 関係の 基本構造 を作 り上 げた ｡ 即 ち南洋仮想空間 に 実体化 し た筆僑社会

は 中国に と っ て は 政治的経済的後背地 と位置付 け られ る もの で ､ 投資資金源 と なり､ 中国政治

の 後背地 と な っ た の で あ る ｡ そ して 教育 (啓蒙) ･ 情報 ･ 宣伝 は こ の 仮想政策領域を 作動さ せ ､

拡散 す る仕掛 け で あ っ た ｡ 葦僑 ･ 華人 が 中国人 と して 共有す る 言語や 中華的文化価値 に う っ た

え か け､ 中華的権威 に よ っ て 顕彰 し､ 栄誉 を与え る こ と が ､ 華僑 ･ 華人 の 動力 と な る｡ そ の よ

う に 中華的仮想空間の オ ペ レ
ー

シ ョ ン ･ シ ス テ ム の 枠組み を描く こ とが で き る の で あ る｡ 華語

に よ る メ デ ィ ア の 発達は こ こ に 始まり､ 爾後今日 ま で
､ 南洋華僑 ･ 華人社会 の 情報空間 を形成

し
､ 中国発信 の 情報 を 中葦圏世界に 伝達拡散す る 重要な 回路 と して 役割 を果 た し て い る｡ そ し

て ､ こ の 仕掛 け は 同時に 革命派 も改良派も使 い
､

そ の 後国民党も使 い ､ 共産党も使 っ た｡ 今 日

ま た､ 復活 し た歴史的中華帝国の 変相 と して の 中国に と っ て も同様の 遺産 な の で あ る｡

3 . 南洋仮想政治空間に お ける中華圏の 今日的相貌

今 日
` `

華文文学
"

と 呼ば れ る 華僑
･

華人の 文学は
､ 南洋 の 中華的仮想空間 に お け る 中国独自

の 啓蒙宣伝活動 の 中か ら誕生 し､ 既述の よう な 他者の 文学 と して
､

か つ て 時代状況 に
一

定 の 役

割を果た し た｡ 言 い 換 え れ ば現在の 葦文文学も中華圏的世界 の 中 に 位置 づ け ら れ､

一

定 の 役割

を 果た して い る こ と に な る が
､

そ の 中華圏世界は今 日 どの よ う に 構想さ れ る だ ろ うか ｡

1 9 9 0 年代 に､ 台頭す る中国の 経済的存在 の 増大 を受 けて ､ ｢ 中筆経済圏｣ と い う用語 が ジ ャ
ー

ナ リ ズ ム で 使用 され る よ う に な っ た｡ ア ジア の 華人社会 を軸 と した 経済統合 の 枠組み を構想す

る もの だ が ､ 何か 合意 され た シ ス テ ム が で きた わ け で は な い
｡ 中国は 実利を と る た め に ､ 華人

投資家の 不信を払拭 し た り､ 代表団を 南洋華人社会 に 派遣 して ､ 華僑 ･ 華人投資 の 優遇 や 国際

慣例 に 照 ら して 生 産 ･ 経営 の 自主権を保障す る こ と を説 い て 回 っ た ｡ ま た 中国共産党が 没収 し

た 胡文虎 (2 0 世紀前半 ､ 漢方薬で 成功 した シ ン ガ ポ ー ル の 財閥) の 財産 を ､
こ の 年全て 長女

の 胡仙 (香港星島日 報社主) に 返す こ とが 大きく報道 さ れ た が ､ 筆人財閥の 中国国内に お け る

財産 が保障さ れ た こ と は､ 華人投資家の 信頼回復に 大 き な効果を あ げ た の で あ る｡

振り返 っ て 清朝末期 を見 る と､ やは り同じ よう に 帰国華僑 の 投資誘致 に と もな い貴官汚吏の 賄
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荒 井茂 夫 南洋仮想空間の 文学考 一日 本人の 南洋文学 ･ 南洋体験 批判批判 と展望試論一

路要求や 不良民 に よ る剥奪 を防ぐ法律を作 っ た り､ 再三 に 渡 り安全を保障 し､ 保護 を表明 した

り して い る ｡

( 4)
当時も今 日 も葦人は エ ス ニ ッ ク な共感を基づ い た 投資協力 を行 っ て き た｡ 即 ち､

中華的仮想空間の オ ペ レ ー シ ョ ン ･ シ ス テ ム が､ 時を経て 今日 機能 を復活 して い る の で ある ｡ 或

い は む しろ 日本占領時代か ら8 0 年代 まで の 間機能 を停止 して い たと言 う べ きか も知れ な い ｡

こ の 中華経済圏的構想の 理 論的背景 に は
､

ワ ン ･ ガ ン ウ ( 王摩武教授
､
現東 ア ジ ア 研究所所

長､
シ ン ガ ポ ー ル) が 19 8 4 年 に 提起 した ｢ エ ク ス タ ー

ナ ル ･ チ ャ イ ナ｣ ( 中国語 で は ｢海外中

華｣ ｢ 外中華｣ ｢ 外華政策｣ な どと訳 さ れ る) の 概念が あ る｡

(5)
こ れ は 中国の 政策的意図が 波及

す る新 た な政策領域 に つ い て 論 じた もの だ｡ 具体的に は香港､ マ カ オ ､ 台湾同胞､ 帰国華僑 ･

華人 に よ っ て 形成 さ れ て い る ｢ 経済､ 政治 の 循環領域｣ で あ り､
地 理 的 に は 中国南岸部 お よ び

華僑 ･

華人 を通 して ヨ ー ロ ッ
パ

､ ア メ リ カ､ 日 本､ 東南 ア ジ ア 諸国 に ま で 及 ぶ 広が りを持 つ
｡

しか も 内政外交 が交錯 す る 定義 しが た い 複雑 な政策領域 で あ る と す る｡ そ して 中国 はそ こ に 大

き な発展 の 契機 を見 だ して お り､
こ れ を構成す る 単位 は各 々 そ の た め に 役割を担 っ て い る ､ と

い う もの だ｡ 例 え ば南洋華人 は ､ 故郷 と して 強 い結 び つ き を持 つ 広東､ 福建 に 対す る 投資 に 利

益を 求 め る こ と が で き る し
､ 中国も そ れ を期待 して い る｡ 帰国華僑 ･ 華人や そ の 親戚 も海外 と

の 関係 を動員 し て 地方 の 発展 に 結 び つ け る こ と が 出来 る と考 え る の だ が ､ す で に 現実 に そ の よ

う に な っ て い る｡ 文革時代 は 外国の ス パ イ
､

ブル ジ ョ ワ と見 な さ れ て 迫害さ れ た 帰国華僑 は
､

8 0 年代 に 入 る と 復権 し
､
｢ エ ク ス タ ー

ナ ル ･ チ ャ イ ナ｣ の 概念或 い は 中華経済圏的構想 の 中 で

華人 と と もに 重要 な役割 を付与 さ れ る よう に な っ た の だ が､ 正 に か つ て 清朝 の ｢天朝棄民｣ が

一

躍財政立 て 直 し の 寵児 と な っ た 時代劇 の 再演と い え よ う｡

中華経済圏的構想 が成立 す る の は､ 華人財閥の 投資活動 に 対す る期待 が大 き い か らで あ る が
､

個 々 の 投資家の 活動 を 圏と い う大 き い 概念で 捉え る こ と ば 出来 な い ｡ そ れ は 二 千万人を 越 え る

南洋華人社会の 人 口 的背景 と､ そ こ に 共通す る民族言語文化 に 基 づ い た 意識的共感世界が あ る

か ら こ そ
､ 可能 な の で あ る｡ 正 に 潜在的文化力 で あ ろ う｡ ｢ エ ク ス タ ー ナ ル ･ チ ャ イ ナ｣ が

｢ 経済 ･ 政治 の 循環領域｣ だ と い う の は華人社会 の 連係 の 背景 に 貫流 す る 意識的共感世界が あ

る こ と が 前提 で ､ そ の 中を､ 何 ら か の 政策的意図が流れ 伝 わ っ て い く こ と が 出来る
､

そ の よ う

な動力 と 場を言う の で あ る｡ 言 わ ば 国境 を越え た エ ス ニ
ッ ク な連帯 の ネ ッ ト ワ ー ク ､ 或 い は そ

う した 幻想を共有す る共感世界 の 広 が り､ と い う こ と で あ る｡

今 日 華人の ア イ デ ン テ ィ テ ィ
ー は各 々 居住国の 国民意識 へ と変容 して い る が

､ 葦僑 ･ 華人 の

歴史を通 して 最も変化が 少 な か っ た の は中華文化 に 対す る 自負或 い は共感意識 で あ っ た ｡ そ れ

が求心 力 と な り､
さ ら に 同じ言語 を共有す る こ と に よ っ て ､ 南洋各地 の 華人社会の 間 に は雲 の

よ う に 国境を 越え た 一

つ の 国民的世界が成 り立 て い る の で あ る｡ こ の よう に構想す るの が ､
C ･

P ･ フ ィ ツ ツ ジ ェ ラ ル ドの ｢ 第三 中国｣ (
``

T h e T h i r r d C h i n a

"
一

九六五 年) だ が､ ｢ エ ク ス タ
ー

ナ ル ･ チ ャ イ ナ｣ の 概念 も そ れ を前提 と した構想 なの で あ る｡

〔6)

華文文学 の 南洋に お け る歴史的蓄積 と広が りは､
こ う し た エ ス ニ

ッ ク な共感の 連鎖を支 え て

い る歴史的文化現象 と して 見直 され る の で あ る｡

今 日政治大国と して の 中国 は､ ア メ リ カ 的支配構造 に 組 み込 ま れ ず､
- ン テ ィ ン ト ンが 指摘

す る よ う に ､ 東 ア ジ ア の ヘ ゲ モ ニ
ー を構築 しよ う とす る挑戦者 と し て 復活 した の で あ る｡

(7)
変

相中葦帝国と も名付 ける こ と が で き よう｡ 中国は もと もと歴史的南洋の 仮想政治空間 に 独自 の

活動領域を歴史遺産 と して 保有 して い た の で あ る｡
こ の 領域 は ア メ リ カ も日 本も､ 或 い は ま た

南洋土 着民族も進入 で きな い 世界 なの で あ る｡ 東南 ア ジ ア の 華文文学は そ う した 文脈の 中で 捉
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え な け れ ば な ら な い . 即 ち本来 は原住民族の 文学で は なく､ 南洋の よそ 者の 文学で あ っ た 華文

文学 は ､ 今日 華人 が 居住国国民 と して どん な に 主張 して も原住民族文学 と はな り得 な い 現状か

ら す れ ば ､ や は り 新 しい 南洋文学の 中に 位置付 ける べ き で あ ろ う ｡ 中国 に お け る海外華文文学

研究の 隆盛は ､ そ れ が 歴史的な 中華文化 の 共感世界の 象徴 で あ り､ 歴史的文化現象 と い う文脈

で 見 る べ き もの な の で あ る｡

4 . 日本人 の 南洋体験と南洋文学批判批判

中国人 (華僑 ･ 華人) の 南洋 との 関わり は歴史的 に 深く､ 厚く
､

歴史的後背地或 い は政策領

域 と して の 華人社会の 力 を エ ス ニ ッ ク な言語文化の 共感 とい う オ ペ レ
ー シ ョ ン シ ス テ ム に よ っ

て 動員 して き た が
､

そ の 中か ら生ま れ た 華文文学 と い う 南洋の 他者 の 文学 は､ 今 日 で は 中国に

と っ て 新た な ア プ ロ
ー チ の 回路 の

一 つ に な っ て い るの で ある ｡

一

方 2 0 世紀前半 か ら 特 に 濃厚 に 南洋 と関わ っ た 日本人 に は
､

歴史的に 長く継続 し た深 い 経

験 はな い ｡

日 本人 と南洋世界 の 関 わり は
､ 藤 田豊八 の 研究 に よれ ば

､
ポ ル トガ ル 人 が1 50 9 年 に マ ラ ッ カ

に 初め て 現れ た と き に す で に 日本人が 通商 して い た と い うか ら
､ 古く は そ こ ま で 遡る こ と ばで

き るが
､

`8)

歴史文化現象 と して 登場す る の は御朱印船時代 を は さ ん だ - 六 世紀中頃か ら - 七世

紀中頃ま で の 時期 で あ る｡ 即 ち南洋 に 日 本町が 形成さ れ ､
そ の 後 1 63 5 年以降

一 連 の 鎖国令が

出さ れ ､ 徐 々 に 消滅 し て い く時代 で ある ｡

岩生成
-

(｢ 南洋日 本町の 研究｣ ( 南亜 細亜文化研究所､ 昭和 15 年､) の 統計 に よる と
､

1 6 0 3

年か ら 1 63 5 年 ま で の 南洋渡航船 の数 は 331 隻 とな り､

一

隻当た り の 平均乗員数 は 204
.

4 人 な

の で ､
こ の 間6 76 8 9 .

5 人 が江戸時代初期鎖国ま で 御朱印船に よ っ て 南洋 に 渡航 した こ と に な る ｡

そ の 他外国船 に よ る渡航者を 拾 えば こ の 頃海外 に 出 た 日本人同胞 は延 べ 10 万人以 上 に 上 り､

その 内
-

割が 南洋 に 留 ま っ た と す れ ば
一

万人 に な る｡ さ ら に 同時代以前 の 渡航者､ キ リ シ タ ン

信徒や そ の 他 の 渡航者を加え れ ば 当時南洋移住者 は七千人 か ら 一 万人 あ っ た と推計 し て も過大

で は な い と して い る ｡

(9)
こ の 時代 の ホイ ア ン

､
ア ユ タ ヤ

､
プ ノ ン ペ ン

､
ル ソ ン な ど南洋 に お け

る 日本人 の 活動 は､ 誰もが ｢ マ ン ダ ラ構造｣ の 中心 に な る可能性が あ る時代 の ヨ ー ロ ッ
パ 人勢

力や 華僑 と 同じく､ 南洋 に お ける他者 と して の 冒険的活動 で あ っ た と言 え よ う｡ 岩生 は ｢遅羅

国風土 軍記｣ や ｢ 遥羅国山田 氏興亡記｣ な どを引用 し､ 関 ヶ 原の 戦 い 及 び大阪落城 の 後､ 諸国

に 溢れ た過剰浪人 が遥羅 に 渡 っ た よ う に 伝 えて い る ｡ も ち ろん
､

シ ャ ム に 日本人町が で き た の

は古くか ら獣皮 や鮫皮 の 交易を 行い
､

シ ャ ム が 豊か で 食料が 豊富 な た め に 移住 す る者 が 多か っ

た こ とや ､ ま た 京都 の 角倉､ 茶屋､ 筑前 の 伊藤､ 長崎の 末次な どの 商人が シ ャ ム
､

カ ン ボ ジ ア
､

ト ン キ ン
､

コ ー チ な どで 貿易を行い
､ そ の 地 に 留ま る 者が 妻子をもつ よ う に な っ た こ と な どを

日本人町形成 の 真相 と して い る｡ 国王 の 禁衛隊 に 属す る 日 本人 3 00 人 ほ どが
､

恩顧を 蒙る 上 司

の 処刑 に 憤慨 して 王 宮 に 侵入 し､ 新王 に 強請 して 日 本人 に 好意的で な い 高官を 虐殺 し､ ア ユ タ

ヤ の 町を 封鎖 し
､

ペ チ ャ ブ リ に 引 き上 げ て 自立 を 図 ろ う と した 事件 (16 1 0 年) に 見 ら れ る よ

う な戦闘集団が､ 徐 々 に 形成 され た 日 本人町か ら突然出現す る と は考 え が た い ｡

(10 )

や は り､ 日

本町 は主 に 先駆的交易者､ 御朱印船貿易従事者､
キ リ シ タ ン信徒等 で 構成さ れ

､
過剰浪人 は そ

の 中に 含 ま れ て い た と す べ き で あ る｡ 岩 生 の 推計 に よれ ば最盛期 (16 2 5 年頃) で ル ソ ン 日 本

町 3 00 0 人 ､
シ ャ ム 日本町 15 0 0 千五 百人､

カ ン ボ ジ ア 日本町 35 0 人 ､
コ ー チ ( ホイ ア ン) 日本
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荒井茂夫 南洋仮想空間 の 文学考 一日本人の 南洋文学 ･ 南洋体験批判批判 と展望試論-

町三 百人 と な る が
､

そ の 中で 流浪武士 が 武を売 り物 に し た と考 え る べ き で あ ろ う｡ こ う した戦

闘集団 の 活躍 は ア ユ タ ヤ ば かり で なく ル ソ ン ( 高山右近 の 残党) や ホ イ ア ン の 日 本町で もあ っ

た が
､ 彼 ら は 同時 に 交易活動も行 っ て い たの で あ る｡

小倉貞夫氏 は (｢ 朱印船時代の 日 本人｣ 中公新書) ､ 東南 ア ジア に 進出 した 日 本人は武力に よ

る 威圧を頼 ん だ た め に 滅亡 し
､

逆に 中国人 は迫害 に 対 して 武力 で 応 え るの で はな くい つ も耐 え
､

ト ラ ブ ル メ ー カ ー

に な る こ と ば希 で あ っ た故 に 定着す る こ と が で き た
､

と 結論 す る が い さ さ か

短絡的 で あ る｡ 戦前 す で に 藤田豊八 が当時の 日 本人 が駆逐 さ れ た原因を ｢ 勇敢 に して こ とを 好

み
､ 他人 を して そ の 恐 る べ き を思 わ し め し こ と ｡｣ と い う 戦闘者 (武 士) 的特性 に よ る こ とを

指摘 し て い る が
､ 僅 か 50 年 ほ どの 間で

､
しか も 平和的な 御朱印船貿易も 行わ れ な が ら 後続の

歴史 が な い 日本人 の 南洋進出に 対す る批判的評価と して は不足 で あ る｡ さ ら に こ れ を日 本人の

海外進出の パ タ ー

ン と 見な して 民族性 を尚武と ま で 評価す る と す れ ば 牽強で あ ろう ｡ 視線 を移

せ ば武力 の 行使 は ｢ マ ン ダ ラ 構造｣ の 世界 で は普通 の こ と で あ っ た こ とが 分か る｡

イ ギ リ ス 人 ジ ェ
ー

ム ズ ･ ブル ッ ク (1 8 0 3 - 1 8 6 8) は1 8 4 1 年 に ､ 確定 した 領土 を もつ サ ラ ワ ク

王 国を 築き 初代 ラ ジ ャ ( 王) と な っ た｡ 1 9 4 5 年日本帝国 に 駆逐 さ れ る ま で
､

三 代 に 渡 っ て 栄

華 を誇 っ た ｡ ｢ マ ン ダ ラ 構造｣ の 中心 の
一 つ で あ っ た と い え よ う｡ ま た マ ラ ッ カ 海峡の 要衝 ペ

ナ ン を自由貿易港 と して 発展さ せ た フ ラ ン シ ス ･ ラ イ ト (1 7 4 0 - 1 7 9 4) も
､

ラ ジ ャ と は称 さ な

か っ た が ､ 1 7 8 6 年 ､ 対岸の ケ ダ ー

の ス ル タ ン と 戦い
､ 脅 し て 島 を買 い 取 り 支配 した 点 で は王

国に 匹敵す る権力 の 中心 で あ っ た ｡ 後に サ ラ ワ ク 王 国は イ ギ リ ス の 保護国 と な り
､

ペ ナ ン は直

轄植民地 と な っ て
､ 大英帝国の 大版図に 組 み込 まれ た｡ 彼 ら はみ な武力 を使 っ た の で あ る｡

華僑 の 進出は 時間の 幅､ 人の 量､ 経験 の 蓄積が 圧倒的 に 勝 っ て い る し､ む し ろ規模 の 大 き い

暴力装置 を も っ て い た の は中国人で あ っ た｡ い わ ゆる 亦盗亦商 と い う 言葉 が あ る よ う に
､ 海商

は 当然武装 し て い た｡ 1 5 7 4 年 に は海賊リ マ ホ ン が 62 隻 の 艦隊と 兵 2 00 0 を 率 い て マ ニ ラ に 侵

入 し た｡ 中国の 海賊は シ ャ ム
､

ベ タ ニ
､ マ ラ ッ カ の 間を 往来 し奪掠 と通商 を兼 ね行 っ て い た の

で あ る｡

(l l )

こ の 海域に お け る中国人の 活動 は ヨ
ー

ロ ッ
パ 人を 凌ぐほ ど で あ っ た｡ 台湾の オ ラ ン

ダ人 を駆逐 した鄭成功の 海洋王 国は 南洋に 交易綱 を拡張 し
, 軍団を送 っ て カ ン ボ ジア の オ ラ ン

ダ商館 を 焼 き討 ち し て オ ラ ン ダ人 を皆殺 しに した こ と もあ っ た ｡

`12 )

1 7 7 0 年 に は 客家の 冒険商

人､ 会党 の 長羅芳伯 ( ? - 1 7 9 5) は ､
カ リ マ ン タ ンの サ ン バ ス で

､

一

帯 に 客住 す る 中国人 を 結

集 し､

"

蘭芳大公司
"

を作り､
ス ル タ ン か ら 金の 採掘権を奪 い

､

` `

大唐客長
''

と称 し て 御璽 ま

で 作 り､ 黄色地 の 三 角形の 布 に 赤い 文字で
``

蘭芳大統制
"

と書 い て 国旗 と した の で あ る｡ 国王

と は称 さ な か っ た が ､ 武力を 備え
､ 金の 採掘 ば かりか

､ 農業商業も行 わ れ､
主 に 広東嘉応州か

ら人力を供給 し､ 独立 国の 様相 を呈 し､
1 8 8 4 年オ ラ ン ダ に 滅 ぼ さ れ る ま で 続 い た の で あ る ｡

1 8 3 0 年 に は､

` `

蘭芳大統制
"

か ら 分派 した 劉善邦が サ ラ ワ ク の バ ウ に
"

十三 条公司
''

を 作り

金 の 採掘 を 中心 に
､ や は り

一

大勢力 と な っ た｡ 劉善邦 は ジ ェ
ー

ム ス ･ ブ ル ッ ク と 対立 し
､

1 8 5

年 2 月 か ら 4 月 ま で 戦い
､

一

時 はサ ラ ワ ク王 国の 首都ク チ ン を落 と した｡ 襲撃か ら逃れ て 生 き

延 び た ブ ル ッ ク は 反撃 に 転 じ､ ダ ヤク 人や マ レ ー 人 な ど の 中国人対 す る憎悪を 利用 して 兵力 を

増強 し て 勝利 した の で あ る｡

(13 )

日 本の 山 田長政 は ､
1 7 世紀初頭 シ ャ ム の 宮廷政治 に 日本人軍団を統率 し て 深く関わ り､ リ

ゴ ー ル 太守 に 任 ぜ られ
､

地方権力 とな っ た故 に 中央 の 脅威 と なり､ 毒殺 さ れ る に 至 っ た が
､

王

国的な権力 の 中心 に 匹敵す る もの と言え よ う｡ た だ､ 日本人 の 初期 の 南洋に お け る活動 は､ 幕

府 に も と より帝国主 義的思想 な どな か っ た故 に
､ 長政 ば かり か角屋 ､ 茶屋､ 納屋な どの 南洋 に
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雄飛 した 国民の 商業活動 を 国家的に 利用す る こ と な ど思い も よ ら なか っ た｡

ブ ル ッ ク ､ 長政､ 羅芳伯､ 劉善邦達 に 共通 して い る の は､ み な 国家権力的背景 を持 た な い よ

そ 者 の 冒険者で あり､ 武力 に 頼 っ て い た こ と で ある ｡ 山 田長政の 戦闘集団もこ う し た南洋 の 自

由な 空間 に お い て ､
マ ン ダ ラ 構造的多中心 の

一

つ の 動力と な っ て い た と理 解す べ き こ と な の で

あ る｡ 長政 は ブ ル ッ ク ､ 羅芳伯､ 劉善邦達 と 同様 に 南洋の 歴史的冒険空間を象徴す る人物 な の

で あ る｡

昭和 6 2 年､ 日 ･ タ イ 修好百年記念事業と して 日 本の 無償援助 で ア ユ タ ヤ の 日本町跡 に ｢ ア

ユ タ ヤ歴史記念館｣ を 作 る こ と に な っ た｡ 民間か らの こ の 運動も長政 を 日 ･ タイ 関係 の シ ン ボ

ル に 取り上 げた た め に ､ タイ で 知識人 の 聞か ら山 田長政記念館 に な る の で は な い か と批判 が 出

さ れ た｡ 日 本で も戦前英雄視 さ れ学校教材 に 登場 し南方進出の 宣伝材料 の 一 つ に な っ た故 に ､

矢野暢氏 が 長政 は国策的 に 作 ら れた人物 で あ る と い っ て ､ 日 ･ タ イ 関係 の シ ン ボ ル に な る こ と

に 警鐘 を 鳴ら し
､

長政の 実在を否定 しよ う と し た｡ 満州事変以降 日本 の 南進政策 が 山田長政

を英雄 に 仕立 て 上 げ ､ 昭和 1 5 年 に は ｢ 南進の 先覚者｣ と し て 扱 わ れ
､ 国策映画も作 ら れ

､ 平

田 篤胤 の ｢ 気吹○ (風 辺 に 夫)｣ (1 8 1 3 年) をも と に 修身 の 教科書 に も登場 し た｡ 圧胤 の ｢ 従

わ ぬ 国を 長政 が 討 ち平 ら げ -

実 に 御国の 武勇 を天竺 中 に 輝か し つ け た で ご ざ る｡ 大 日本魂 の 人

の 外国に 渡りた る 時の 手本 と もす べ き こ と｣ な ど と い う 日 本の 南洋武力進出を美化 す る よ う な

長政礼賛 な どは 許容さ れ る べ く もなく､ 矢野氏 は ｢ 日 本人の 頑の 中に あ る長政 は実在 しな い｣

と主張 した｡ 実在の 否定 は で き なくと も英雄 に 仕立 て 上げられ た 長政 の 歪曲の 歴史 は放置で き

な い と批判 した の で あ る｡

一

見､ 戦後の 日本 の 知的風土 か ら は
､

ごく自然 な､ 民間経済人の 素

朴 な 日 夕 イ 修好記念意識 に 対す る ジ ャ
ー ナ リ ス チ ッ ク な 批判 と言 え る が､ 実 は 出口 の 見出せ な

い 戦後知性 の 退廃を表象 して い るの で あ る｡

矢野氏 は膨大 な 資料を 駆使 し､ 撤密 で 優 れ た近代 に お ける 日 本 の 南洋 と の 関わり に 関す る 研

究 を ｢『南進』 の 系譜｣ ( 中公新書､ 昭和 50 年) と ｢ 日本 の 南洋史観｣ ( 同､ 昭和 54 年) と い

う 二 冊 の 啓蒙書 と して 上 梓 して い る｡ 後学 は そ の 研究内容 に つ い て は鑑 と し､ さ ら な る 発展の

基礎 と す る と こ ろ で あ る ｡ た だ､ そ れ ら の 序 の 中で
､ 研究 の 動機､ 目的 に つ い て

､
｢ き ら び や

か で 尊大 な近代 日 本､
つ ま り今 日ま で 脱亜入 欧 を続 けて き た近代 日本 の 『業』 を暴 き

､
且 つ 裁

こ う と す る｣ の が ｢ 私の か っ こ い い 意図｣ で あ る と い い
､
｢ 時に は ぐら つ い て だ め に なり そ う

な こ と もあ っ た｣ が
､

と に かく で きた と い う こ とで あ る｡ こ の 目的の た め に ｢ い わ ゆ る 『南進』

と い う い ま わ しい 現象｣ を､ 即 ち南洋 の 他者 と し て の 日 本人 の 悪 ｢業｣ を 詳細に ｢ 暴く｣ とい

う評価方法 で 日本 の 南進論の 膨大な蓄積 を丹念 に 検証 した の で あ る｡ そ して ､ 南進論 の 蓄積の

過程 は､ 明ら か に 日 本人の 『南洋』 観 の 堕落 の プ ロ セ ス で あ っ た､ と裁く｡ さ ら に ｢ 百年あ ま

り の 南方関与 の あ と で ､ 私た ち は､ い ま ま た､ ま っ たく､ 新 し い 出発点に 立 た さ れ て い る わ け

で あ る｡ 考 え て み れ ば た い へ ん む だ な百年 で あ っ た よ う で あ る｡ ｣ と言 っ て 論を締 めくくる の

で あ る｡ 初読以来今 日 見直 して も払拭 で き な い 虚無感 は
､

つ ま る と こ ろ 優れ た 研究で あ りな が

ら戦後 の 購罪 の 知的風 土 の 矛盾か らよ っ て 釆 た る もの で あ ろう ｡ ｢ 暴 き｣ に 徹底す れ ば､ ｢ 歴史

悪｣ の 業 を背負 っ た 日 本人 は い ず れ 自己否定 か ら革命 の 方向に 向か う か ､ 或い は社会主義 に 向

か わ な け れ ば な ら な い
｡ そ こ に こ そ 戦後 か ら70 年代ま で の 左翼的発想 の 展望が 開 けて い た の で

あ っ た ｡ しか し東ア ジア 政治空間に お け る ア メ リ カ支配 の 発展戦略構造 に 組 み込ま れ た 日 本は､

そん な感傷 と は 別に 急速な 経済発展 を遂 げ
､ 腰罪 の 知的風土 か ら の 発想で は対応で きな い 時代

を経過 して きた ｡ 結局矢野氏は暴くだ けが 目的で ､ ｢ む だ な 百年｣ の 上 に ｢ 新 た な 出発点 に 立 っ
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荒井茂夫 南洋仮想空間の 文学考 - 日本人の 南洋文学 ･ 南洋体験批判批判 と展望試論-

た｣ もの の ､ 連想 さ せ る の は負 の 重み だ けで ､ 何 の 展望 も出せ な い の で あ る｡ 長政論に 固執 し

た 矢野氏の 心 性 は そ う し た文脈 で 理 解で き る の で ある ｡

矢野氏 は ｢『南進』 の 系譜｣ (1 9 8 頁) で
､
｢ 歴史の 教訓 に 照 ら して 言 え ば

､ 中国 と の 関係 を

決 して 不安定化さ せ て は い け な い ｡ 日 本が 中国と の 関係で 過誤 を 犯せ ば す ぐさ ま 東南ア ジ ア で

の 不自由な事態 に つ な が っ て い く｡ 日 中関係 の 安定は 東南ア ジア で の 日本人 の 自由な活動 の 基

本条件 で あ る｡ 日 本人 は､ 南洋華僑が ､ い ざ と な っ た ら 中国本 土 の ナ シ ョ ナ リ ズ ム の 反射板 と

して 機能す る と言 う こ と を軽く考 えて い た ｡ ｣ こ れ が 日本人の 悪 ｢業｣ の 果て の ｢ 教訓｣ だ と

い う の で あ る が､ 言 い 換え れ ば
､

日 本人 の 活動 は歴史的に 中国の 利害 に 規制 さ れ る よ う に な っ

た と い う こ と で あ ろう ｡
つ ま り 過去に そ う で あ っ た よ う に

､ 今 日 で も中国は 中葦圏の 結合原理

で あ る 中華的共感意識 と い う政策受容回路 に 情報 を伝え ､ ｢ 反射板｣ を機能 さ せ る こ とが で き

る と い う こ と な の で あ る｡ 大国と の 関係を不安定化さ せ な い と か､ 過誤 を犯 さ な い と か い う こ

と ば､ し か し､ 屈従を意味す る もの で は な い だ ろ うか ｡ 今 日 の 文脈 で 見 る な ら ば､ 日本 は ア メ

リ カ支配 の 傘 が外 れ る よ う な 動揺 が生 じ た場合､ 自立 で き な い な ら ば､ 明ら か に 東 ア ジ ア の ヘ

ゲ モ ニ ー を構築 しよ う と す る挑戦者 と して ､ 歴史的南洋 の 仮想政治空間 に 復活 し た 中華帝国の

変相 と して の 中国支配 の 秩序に 入 ら な けれ ば な ら な い の で あ る｡

矢野氏 が 挙 げ た 日 本 の ｢ 業｣ の
一 つ に ｢ 拠点｣ 思想 と ｢ 圏｣ 思想､ と い う 考 え方 が あ る ｡

｢ 日 本 の 南洋史観｣ の 中で ､ 日 本 は台湾 を 南洋進出の 政策情報拠点 に し､ 面 の 支配を求め る

｢ 圏｣ の 思想 が ｢ 満州国｣ で あり ｢大東亜 共栄圏｣ で あ っ た と い う の で あ る｡ も ち ろん 悪業 と

して 行 っ て い るの で あ る が｡ だ が､ こ れ を 中国的な ｢拠点｣ 思想 と ｢圏｣ 思想 に 読 み替え る な

らば
､ 実 に 中国 は夙 に 南洋各地 に 歴史遺産と して 形成 され た 華僑社会 を ｢拠点｣ と し

､ 清末以

降､ 雲 の よう に 国境 を越 え て 広 がる 第三 中国的な ｢圏｣ を後背地 と し､ さ ら に 今 日 で は エ ク ス

タ ー

ナ ル ･ チ ャ イ ナ の よ う な 中国の 政策領域 と し て の ｢ 圏｣ を 東 ア ジ ア の 政治空間 に 綱を か け

る よ う に 形成 し て い る の で あ る ｡ こ う した 今日 東 ア ジ ア の ダ イ ナ ミ ズ ム を見 れ ば
､

矢野氏が

｢暴 き｣ の 作業か ら得 た ｢教訓｣ に 発展的示唆 を読み 取 る こ と は難 し い と言 え よ う｡ ま た ､ 購

罪的戦後知性 の 梗桔を処理 で き な けれ ば､ 将来 を託す べ き 展望を 示す こ と は困難 で はな い だ ろ

う か

･

南洋文学批判批判

近代 日本 の ｢ 業｣ を暴く こ とがで きた とい う 矢野氏 は､ 戦後の 購罪 の 知的風土 の 矛盾に よる と

こ ろの 出 口 の 見出せ な い 知的状況 に没入 して い た とい え る の だ が
､

こ れ は 日本の 戦後民主 主 義的

知性の 宿命的道程 で あ っ た の か も知れ ない ｡ 文学評論に おい て も同様 に 見出せ る現象 で あ る｡

戦後す ぐに 刊行 さ れ た ｢文学時標｣ (19 4 6 年) は､ 文学の 戦争責任者 を追求 す る た め に ｢ 文

学検察欄｣ を設 け高村光太郎や 火野葦平 な ど多くの 作家､ 評論家､ 学者を 告発 した の で あ る ｡

発刊者 の 小 田切秀夫 や荒 正人 は告発 の 基準を細分 し､ ｢ 文学の 冒涜者 た る戦争責任者｣ を追求､

弾劾す る こ とが ｢文学領域 に お い て 民主主義を確立す る た め の 第
一

歩 で あ る｣ と した ｡ 木村
-

信氏 は ｢文学 の 戦争責任50 年｣ ( ｢ 昭和作家の 南洋行｣ 世界思想社､ 20 0 4 年) と い う文 で
､

こ

う した 告発 に か か わ らず ､ 文学的生命 を失 っ た 者もなく､ か え っ て 戦後も活躍 した 文学者が 多

か っ た こ とか ら､ ほ と ん ど不毛 と い っ て も よい よ う な結果 しか もた ら さ な か っ た よう だ と 指摘

して い る｡ そ の 後文学者 の 戦争責任追及 は
､

5 0 年代中頃 に 吉本隆明な どが ｢ 文学者 の 戦争責

任｣ で もう
-

度 と り あ げ､ さ ら に 空自が あ っ て 90 年代初 め の 桜本富雄氏 に 跳 ぶ と い う｡ 桜本

氏 の ｢ 戦争責任 と 戟後責任｣ ( ｢ 月刊 As a h iJ 1 9 9 2 年) と い う 文か ら見 て と れ る の は､ 告発 と
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い う か
､
｢ 暴 き 立 て る と い う姿勢｣ で あ る と､ 木村氏 は指摘 し て い る ｡ た と え ば

一

般的 に 反戦

詩人 と して 評価 さ れ て い る金子光晴の 戦時中の 詩 に は､ 全集 に は収 め られ て い な い 戦争肯定､

大東亜共栄圏賛美の 詩 が あり
､

そ れ らを 暴き 出す 形 で 紹介 して い る と い う の だ が､ そ れ が告発

で あ る の は
､ 学業を さ ば り､ 放蕩三 昧､ 上 級学校も次 々 と中退す る よ う な者 が

､
｢ 少年倶楽部｣

別冊付録 (｢ 僕等 の 愛国賓典 ･ 実用もの しり ダイ ヤ集｣) で
､ 少国民 に 向か っ て 心身 を鍛 え､ 銃

後の つ と め を尽く そ う
､

な ど と説教す る こ と は無恥も 甚だ し い こ と に な るか ら だ｡ ( 前 田均 ､

｢ 全集未収録 ･ 『反戦詩人』 金子光晴の 戦争翼賛｣ ､ 天理 大学報､
1 9 9 7 年)) ｢ 君 が代 は 姿勢を正

して 聞き ま し ょ う｣ ｢ 愛国切手 で 空 へ 飛 びま し ょ う｣ ､ 支那事変 の 英霊 の 乗 っ た 列車 に は標識が

貼 り付 け て あ る か ら ｢戦没者 の 英霊 に 遇 っ た時 に は､ 必ず 黙祷 を 行 い ま し ょ う｣ ､
な ど と書 き

連ね られ て い れ ば
､

い っ た い 金子の 詩 ｢鮫｣ が反戦反植民地 主義的意義 で 評価 され る こ と と撞

着す るわ け で
､ ｢ 文学時標｣ 的暴 き の 標的 とな る の も当然 な の か も知 れ な い ｡ 前田 均氏の 論 も

､

や はり金子 の 反戦か ら の 変節 を モ チ ー

フ と し て い る ｡

桜本氏 は さ ら に 90 才 に な ろう と す る 魚井す ゑ に 対 して も 同 じよ う な 作業 を し
､

か つ て 戦争

翼賛的文章を 書 い た ｢責任を どう とり ま す か｣ ､
と い う 姿勢 で イ ン タ ビ ュ

ー

を 行 い
､

そ の 結果

を ｢魚井す ゑ に み る 『反戦』 の 虚構｣ と して ま と め た と い う ｡ 木村氏 は こ う した告発 ･ 糾弾 す

る姿勢 に 対 し て
､ 桜本氏 が 自身 は愛国少年と して 愛国作文 を書 い た こ と を告白 した こ と を免罪

符 と し､ そ れ に よ っ て 魚井す ゑ を糾弾す る や り方 は卑怯 で あ る
､

と い う 高橋隆治氏の 反論を 紹

介 し､ 戦争協力 の 度合 い の 強弱 で 文学者を 捉え る の は ｢ い つ ま で も問題解決に な らな い｣ と 述

べ て い る｡ 告発 す る者 は 常に 正 義 に 安住で き る こ と を確認 し て 糾弾 を 行う もの だ が ､ 結局そ れ

が 目的な ら ば ､ 問題 さ え 腰臆 と して ､ 解決の あ り得な い 問題 の 中に 知性を 消耗す る こ と に な る

の で は な い だ ろ う か｡ 高橋氏が ､ 作家 が戦争体験を 戦後 どの よ う に 受 け継 ぎ､ 持続 し､ 自分の

文学的営為に 係わ ら せ た か と い う視点 で み る必要が あ る と い い
､ 木村氏が 作家が 一 旦 書 い た こ

と は十字架と して 背負 っ て い る 故に
､

そ れ に 対 して どう 対応 し続 けた か 最後 ま で み る べ きだ と

指摘 す る の は
､

正 しくそ の 通 りで あ ろ う｡

た と え ば 転向 とい う 事実もま た 文学者 の 真実で あ っ た こ と を み るな ら ば､ 文学者 の 許容す べ

か ら ざる 側面を告発追求す る と い う 感得 の 仕方 で は
､

解決の な い 追求 の 循環 に 陥 っ た転向文学

評者 の 戸惑 い が見 え るだ けで ､ 文学的示唆を読み 取る こ と ば で きな い ｡ 転向文学が事実 な ら ば
､

放持 とデ カ ダ ン ス の 金子 の 南洋文学も事実 な の で ある ｡ 金子の 南洋体験 は 中国人 (華僑) と の

接触 が大半 で あ る ｡ 殖民地支配下 の 民族 の 惨 め さ に 同情 し
､

日本人 の 行状 を冷視 しな が ら
､

｢ 二 つ の 民族 の 和解 の き っ か けが つ か め るの で は な い か と い う､ 大 そ れ た考 え｣ を もち つ つ
､

寝て い る讃嬢 の 腹部か ら手 を 回し入れ 虻門ら しき もの を探り当 て
､ 指を鼻 に か ざ して 日 本人 と

少 し も変 わ ら ぬ ｢ 同糞同臭｣ で あ る (｢ ね むれ 巴里｣) な どと夢想 し
､ 噴く こ とが で き る 多面相

的詩人 な の で あ る｡
こ れ が金子 の 特徴 なの で あ っ て

､ 反戦詩人 の レ ッ テ ル に よ っ て 見る ま で も

な い の で あ る｡

文学者 の 戦争責任 と い う課題 は 当然植民地支配と い う 問題 と も関わ り､ 引 い て は矢野氏的 な

日本 の 近代 の 歩 み と も係 わ っ て 来る の だが ､ そ う した視点か ら 文学者 の ｢植民地責任｣ を論 じ

て い る の が 川 村湊氏 で あ る｡ (｢ 南洋 ･ 樺太 の 文学｣ ､ 筑摩書房､ 19 9 4 年) 川村氏 は､ 戦争 や過

去 の 異民族 に 対 す る 差別や 蔑視を繰り返 さ な い た め に ｢ 植民地責任 や戦争責任｣ を読 み続 け､

そ して 植民地文学 や軍国主義文学を ｢過去 の 反省の 上 に 把握｣ す る こ と に よ っ て 日 本の 近代文

学 の 本当の 姿 や ｢ 本質的な 問題｣ を 解 こ う とす る｡
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川村氏は 日 本近代史 ･ 近代文学の 中で
､ 植民地支配の 事実 はな か っ た も 同然 と な っ て 隠蔽さ

れ て き た が
､
｢ 文学者 の 戦争責任｣ が論議 さ れ る よう に ､ 文学者 に も ｢植民地責任｣ が あ っ た

と い っ て
､ 日本 の 悪 ｢ 業｣ へ の 新 たな 切り 口 を提示 して い る｡ しか し こ れ は ｢文学者 の 戦争責

任｣ 追求 の 角度 を変 え た増幅 で あ っ て ､ 境界を付 ける こ と は 二 重 の 鞭を 加え る試 み と言え よう､

だ か ら こ そ
､

日本 の ｢ 植民地責任 や戦争責任｣ を ｢事実 と し て あ っ た の だ と い う こ と をず っ と

突 き つ け て い か な けれ ば な らな い ｡｣ そ し て
､ 植民地 に お け る 日 本人の 文学 を ｢ 読み 続 け､ 研

究す る こ と に よ っ て｣ ､ ｢ な か っ た こ と に し よう と い う 考 え に 対 し て
､ 常 に ア ン チ テ ー ゼ を突 き

つ けて い か な け れ ば な ら な い｣ と い う告発の 継続が目的で あ る こ と を理 解 さ せ る の で あ る｡

大東亜文学者会議 (19 4 2 年) で 台湾の 西川 満 が 日本語 を 知 る こ と に よ っ て 八 紘
一

宇 の 精神

に ふ れ る こ と が で き る な ど と い う の は
､
｢ 言語 ナ シ ョ ナ リ ズ ム で あり

､ 異民族の 文学者 た ち に

対す る 『日本語』 の 強制 に ほ か な ら な い ｡｣ と告発 し
､
｢ 植民地 に 居住 して い た 日 本人文学者 は

『日 本語』 侵略の 先兵 と し て
､

-

現地 の 母語抹殺 ､ 抑圧 の 動き に 手 を貸 した｣ と告発 し､ さ ら

に 近代 日本が 歩 ん で き た ｢脱亜入欧｣ の 文明化は
､ 同時に ｢ ア ジア ･ 太平洋民族や 国家｣ を相

対的 に 未開視 し
､ 野蛮民族 ､ 野蛮国と し て 見る こ と の よ っ て 成り立 っ た と

､
日 本の 近代を 告発

す る｡ そ う し た さ ま ざま な か つ て の 時代的知性や 近代史 の 告発 を
､ 国民 に ｢ ず っ と突き つ け｣

続 けて
､ 何 を求 め よ う と して い る の か

､ 或 い は こ れ か ら の 時代を どの よう に 展望 し よう と い う

の か
､ 全く論 じ ら れ る こ と もな く､

た だ た だ悪業の 奈落に 落と さ れ た 日 本が 見え るだ けな の で

あ る｡

過去 の 異民族 に 対 す る 蔑視や 差別､ 悪逆 な 日本人の 国家的所業を 突き つ け ｢ 再 びそ の よう な

こ と を繰り返 さ な い た め に｣ 謂う所 ｢反省｣ を ｢突き つ け る｣ と い う だ けな ら ば
､

矢野氏の 発

見 し た ｢ む だ な百年｣ の 後の ｢ 新た な 出発点｣ が 展望の な い 感慨 で あ るの と 同じ よう に
､ 負の

重み を こ れ で も か と い う ほ ど科 しな が ら､ 救済の 展望は 連想 し よう もな い ｡ もはや 日本もア ジ

ア も革命 に 救済 の 連想 を 求め る 時代 で は な い の で ある ｡ わ ず か に 安易な 平和主義的指向性や 特

定 の 党派 に 連想 の 糸 を結 ぶ の で は､ 東ア ジ ア の ナ シ ョ ナ ル な ダイ ナ ミ ズ ム に 応ず る こ と ば で き

ま い ｡ 矢野氏 と の 違 い は､ 川村氏は告発者独特 の 普遍的正 義感 に 安住 し て 国民国家 の 将来的展

望が で き な い と い う 点で あ ろう ｡

植民地文学や 軍国主義的文学を､ ｢ 過去の 反省の 上 に 把握｣ しな けれ ば ｢ 日 本の 近代文学 の

本当の 姿｣ や ｢ 本質的な 問題が 解 けな い の で は な い か｣ と い う 自問 に 対す る 回答 が
､

こ の 力作

の 意味 だ と言 え よ う が ､ 結局､ 残忍無惨 な軍国主 義 ･ 日 本帝国主義 の 本当の 姿 は さ ま ざま な分

野 で 暴 か れ て き た こ と で あり､ ｢ 植民地責任｣ と い う 新 た な告発 の 鞭を ｢文学者の 戦争責任｣

の 上 に 加 え な お し､ 暴 きな お し て も､ ｢ 本質的な 問題｣ と い う の は
､ 実 は

､
で は それ で どう す

る の か､ と い う展望 で あ る べ き で あ っ て
､ ｢ 解 け な い｣ 解 け る な ど と い う知的遊戯 こ そ

､ 出 口

の 見出せ な い 購罪的知性の 退廃で はな い だ ろ う か｡ そ れ が 国民国家 の 将来的展望 が で き な い 原

因で あり､ 矢野氏 が か ろう じて 出 した ｢教訓｣ に 類す る示唆 さえ 出せ な い 原因で あ ろ う｡

全体 と し て 見 れ ば 評論の 筆致 は深く､ 優れ た作業な の だが
､

こ の ｢ 本質的問題｣ が見 え て こ

な い の で あ る ｡ 視野の 狭さ と偏り は､ 例え ば高見順に 加 え た鞭 の あ と を見れ ば歴然と して い る｡

川村氏 は､ 高見 が バ リ 旅行 で ｢植民地人｣ に示 し た同情や 共感 は､ 植民地宗 主 国オ ラ ン ダ と 対

等 な強国 日本 の 観光客 に 過 ぎ な い 遊客の 幻想で あ る｡ だか ら バ ス の 中の 無礼な現地人に ｢ 土 人

の 癖 し て 偉 そ う に｣ と ､ 心 の 中で 罵る の は､ 根深 い 民族的差別 や偏見 に 支配 さ れ て い る こ と を

証明す る もの だ
､

と 言 い
､ 南洋 と関わ り深い 文学者 と し て 活躍 し な が ら､ 敗戦後の 日 本で は殖
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民地問題 や南洋 に 対す る 関心 も責任も放棄 す る道 を歩ん だ
､

と告発す る｡ 高見 は確 か に ｢ 太平

洋戦争が 植民地解放 の き っ か け に な る と 信 じら れ､ 戦争の も っ て い る そ う し た面 に 協力 し た い

と お も っ た｣ の で あ る か ら文学戦犯と して 告発 さ れ る作家 に 値す る の だ ろ う が
､

し か し果 た し

て ､ 高見が バ リ旅行 で ｢植民地人｣ に 示 した 同情 や共感 は､ 氏 の 指摘す る よ う に 植民地宗主国

オ ラ ン ダ と対等 な強国日本 の 観光客 に 過ぎ な い 遊客の 幻想 で あ っ て
､ 高見 が バ ス の 中の 無礼 な

現地人 に ｢ 土 人 の くせ して 偉 そ う に｣ と心 の 中で 罵る の は､ 根深 い 民族的差別 や偏見 に 支配 さ

れ て い る こ と を 証明す る もの な の で あ ろ う か｡ ｢ 植民地人｣ へ の 同情や 共感 は ､ 転向者高見 が

失 っ た 階級連帯の 代替 を そ こ に 見た と い う点 か ら は幻想だ と い う こ と もで き よ う｡ し か し､ 後

者の 視線 は､ 高見が 終戦の 年 の 秋､ 殺人的な混雑 の 横須賀線の 車内で
､ 栄養失調 で 骸骨 の よ う

に な っ た 復員兵の 姿 と､
ガ ラ ガ ラ の 進駐軍専用車内で 痴態の 限りを つ く し て い る米兵 と 日本娘

の 姿を 対比 して み た視線 と､ 実 は同 じな の で は な い だ ろう か ｡ こ の 光景か ら高見 が 自尊心 に つ

い て 考え
､ ｢ 国民 が 国民 の 正 しい 自尊心 を 失 っ た ら

, 国は滅 び る｣ と 断 じた 心 性 は ｢ 植民地人｣

に 共感 し同情 しな が ら ｢ 土 人の くせ して｣ と心 の 中で 罵 っ た の と同 じ琴線上 に 共鳴し て い る の

で あ る｡ 米兵 と 日 本娘 の 痴態 は ､
バ ス の 中で 偉 そ う に し て い る 現地人 と 同質 で あ っ て ､ ｢ 植民

地人｣ に 示 した 同情や 共感 と ｢国は滅 び る｣ と観 じた 自尊心 も表裏 は異 な る が実 は等質 な の で

あ る ｡ た とえ ば こ の よう に 読み 解く こ と に よ っ て 示唆や 展望が 開 け よ う｡ い っ た い 高見が 見 た

日 本人の 自尊心 の 喪失の 問題 こ そ
､
実 は ｢ 本質的問題｣ で あ っ て

､ 南洋 の 被植民地民族が 求 め

て い た もの もそ れ で あ っ た の で ある｡ 解決 の な い 追及と 断罪の 循環か ら脱 し な け れ ば
､ 展望 は

な い こ と を ､ 読み 取る こ とが 出来る の で あ る｡

高見が 徴用時代の ビ ル マ で の 体験を書 い た ｢ ノ
ー カ ナ の こ と｣ や ｢ ウ ･ サ ン ･ モ ン の こ と｣

は
､

彼 の 南洋体験の 代表作だ が
､

そ こ に 措か れ て い る の は､ 木村
-

信氏 (｢ 昭和作家の 南洋行｣ ､

世界思想社､ 20 0 4 年) が い う よ う に
､ 戦争 と い う 非日 常 の 中で ､ 人間と し て の 対等の つ な が

りを希求す る姿 で あ ろう｡ だか ら日本軍 の 印度侵攻が始 ま っ た ら連れ て 行 っ て くれ ､ と い う り ･

サ ン ･ モ ン の 純粋 さ に 胸を熱く し
､ 信頼 を裏切 っ た ノ

ー カ ナ の 悲哀の 表情 に ｢ イ ン ド人 に 絶望

したく な い｣ ｢ 人を信 じ た い｣ と い う の で あ る｡

木村氏 は ま た ｢ 高見順は ､
ビ ル マ の 文化を西洋 との 比較 に お い て 高 い と か低 い

､
ま た

､
進 ん

で い る とか遅れ て い る と い っ た観点か らは捉え な か っ た｣ と指摘 して い る が､ そ れ は ジ ョ
ー ジ ･

オ ー

ウ ェ ル の ｢ ビ ル マ の 日 々｣ と対比す れ ば明 らか で あ ろう ｡ 社会主 義 に 傾倒 した後年 の オ ー

ウ ェ ル な ら､
こ の よ う に は 書か な か っ た だ ろう と評さ れ る が ､ と に か くオ ー

ウ ェ ル は大英帝国

警察官 と し て ､ 第
一

次大戦後民族運動 が盛ん な時期 に ビル マ に 赴任 し､ 帝国の 残忍な ｢抑圧 の

動 き に 手を貸 し た｣ の で あり
､
｢ 黄色の 法衣をま と っ た 仏教僧 は最悪 で ､ どて っ 腹 に 風穴 を あ

け て やり た い く ら い｣ に 憎悪 し
､ 蔑視 し た と い う ｢植民地責任｣ は あ き ら か な の で あ る｡ そ こ

に 書 か れ て い る の は 支配者 の 人種的偏見 と侮蔑で あり､
エ ロ ス 以外 に は､ 高見 が措く よ う な ビ

ル マ 人 と の 人間的接触 は描 か れ て い な い ｡

イ デ オ ロ ギ ー

の 時代 を脱 し急速に グ ロ
ー バ ル 化が 進む 今日 ､

こ う し た課題 は 欧米 の 植民地文

学 と の 比較 の 上 で 研究 を進 め な けれ ば､ 戦後 日本の 知的状況の 中に 循環す る ば か りで ｢解決｣

の 方向を見出せ な い の で は な い だ ろ う か｡ 先 に 提示 した 南洋文学 の 新 し い 概念 は ､ そ う し た意

味 で の フ ィ
- ル ドな の で あ る｡ こ の 南洋文学 の フ ィ

ー ル ドは 時代 と と も に 前進 し て い る｡ ｢ 文

学時標｣ の 時代以来 の 視点の 継承か ら脱 し､ 欧米植民地文学及 び戦後 の 作品を含め た ｢南洋文

学研究｣ の 分野 を確立 す る こ と に よ っ て ､ 新 たな 展望が 開か れ よ う｡

- 3 0 -



荒井茂夫 南洋仮想空間の 文学考 一目本人の 南洋文学 ･ 南洋体験批判批判 と展望試論-

た と え ば 川村氏 は､ 三 島由紀夫 の ｢ 痛王 の テ ラ ス｣ や ｢ 暁の 寺｣ を エ キ ゾ テ ィ ッ ク で エ ロ ス

的な ｢南｣ を描 い て い る が
､
｢ 戦前的な南洋 エ キ ゾチ シ ズ ム ヘ の 退行 で あ る｣ と い う 否定的価

値付け を行 っ て い る｡ 氏の 発想か ら は当然 の 読 み方で あ ろ う が
､ 新 しい 時代の 南洋文学 フ ィ

ー

ル ドに 位置す る 作品 に 対す る こ う した偏り の あ る評論 は
､ 南洋文学を 戦後日 本の 知的状況の 出

口 の な い 循環 に 陥れ る だ け で ､ 文学の 可能性 を踏み つ け る こ と に な る｡

療王 の 寵愛 を 受 けた 蛇神 ナ - ギ の 愛憎､ 第
一

夫人が妬心 か ら蛇神の 住む 塔 に 上 が り､ 儀式を

犯 し た故 に 蛇神自身に な っ て しま う お どろ し さ
､ 心優 し い 第 二 王 妃 の 献身､ 療王 の 肉体 の 滅び

と寺院の 建立 の 対比と い う永遠性の 象徴､ カ ン ボ ジ ア の ジ ャ ヤ パ ル マ ンセ世 の 伝説 に題材を と っ

た こ の 戯曲や
､

三 島が転生の 中の 滅 び と永遠 に 自 己を仮託 し よ う と した 四 部作 ｢豊鏡 の 海｣ ､

ジ ン ジ ャ ン ( 月光姫) の 脇腹 に あ る はず の ほ く ろに 転生 の 証を見 よ う と す る ､ 年老い た本多繁

邦が ､ そ の た め に わ ざわ ざ建て た別荘の カ ラ ク リ 穴か らの ぞ き見 を す る ｡ ｢ わ ず か 二 三 間先

に 見え る ジ ン ジ ャ ン は
､ 美 しい

一

類 の オ レ ン ジの よう に ､

- みず み ず しく湛え て 揺れ て い た｡ ｣

肉体の 消滅､ 寺院建立 に 仮託 さ れ る永遠性､ 転生の 証明 の た め の ア ジ ア ( 南洋) 的設定､
こ れ

らが エ ロ ス 的 な ｢南｣ で あ る だ け で
､ 単 に ｢ 退行で ある｣ とす る な ら ば､

い か な る 南洋文学も

書か れ なく なる の で は な い だ ろう か｡ 馳星周の ｢ マ ン ゴ ー レ イ ン｣ は ､ 不良日 本人が拳銃を 持 っ

て ア ジア の 都市 を我が 物顔 に 横行す る
､ 戦争の 話 な ど知 らん ､ と う そ ぶ く よ う な登場人物 な の

で あ る ｡ こ う い う 見方 も で き る の で ある が ､ こ れ も ｢退行｣ だ と さ れ る の で あ ろ う か｡ もは や

｢文学時標｣ の 時代以来 の 視点を寄せ つ け な い 大衆南洋文学 の 世界が あ る の で あ る｡

こ う した ズ レ ば か りか
､ 読 み違 い も指摘で き よ う｡ 井伏鱒 二 の ｢ 花 の 町｣ は井伏 の ユ ー モ ア

と い う特徴が 醸 し出さ れ て い る作品で ､ 特に 小説 の 舞台が シ ン ガ ポ ー ル
､

す な わ ち 日本支配下

の ｢ 昭南市｣ で な けれ ば な ら な い 必然性は う す い
､ と 言う の だ が

､
こ れ は シ ン ガ ポ ー ル で な け

れ ば な ら な い ｡ な ぜ な らば ､ 氏の 告発の ひ そ み で い う な ら ば
､ 権力 に 頼 り安心 を得 た い 故 に 日

本軍人 に 好意 を 抱く寡婦ア チ ャ ン とそ の 男性的な軍曹が結 ば れ れ ば
､ 戦後 ジ ュ ロ ン の 帰還待機

キ ャ ン プ で 繰 り広 げ られ た 引き裂か れ る よ う な別離の と い う 無惨 な ｢業｣ に つ な が り
､

こ の 作

品が そ の 前段階の 展開で あ る こ と に 川村氏 は気 づ か な けれ ば な ら なか っ た はず で あ る｡

おわ り に

南洋の 自由 な現実 の 活動空間お い て 最大 の 他者と して 定着 した の は華僑 で あ っ た｡ 撃僑社会

は 歴史的 に 中国の 政治経済的後背地 と し て 役割 を果た し た が､ 今 日 ま た 姿を変 え て 復活 し､
-

ン テ ィ ン ト ン の 指摘 に 従 え ば 中国の 存在 の 増大 に 呼応す る役割 が 予期さ れ る こ と に な る｡ 南洋

各国に 実体化 し た華人社会 は そ れ ぞ れ民族的環境､ 政治社会的環境も異な るが 言語文化 の 共有

と い う共感世界が あ っ て ､ そ れ を何 ら か の 政策的意図が循環 す る こ とが で き る場 と して 考 え る

の が 中華 ｢ 圏｣ 的構想 で あ っ た｡ そ れ はま た時代 に よ っ て 変化 す る 仮想領域 な の だ が
､ 南洋 の

北京語文学即 ち華文文学 は 出発 の 当初か ら中国的紐帯 の プ ロ パ ガ ン ダ と して の 役割を果 た し て

き た｡ しか し戦後南洋諸国の 独立 に 従 っ て 土 着化の 方向を歩 ん で き た もの の ､ 民族言語 の 壁 に

隔 て ら れ､ 南洋本人 の 文学 と し て はま だ公認さ れ て は い な い ｡

一

方 ま た 華文文学 は本来具有 し

て い る 中華的文化共感の 故 に 今 日ま た復活 した 中華 の 伝統的 ア プ ロ
ー チ を 受容す る回路 と な っ

て 注目 さ れ る よ う に な っ た｡

華人世界 は東 ア ジ ア の 支配 シ ス テ ム の 中で 中国に と っ て は政治経済的な 歴史的遺産だ と言 え
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るの で あ る｡ 特 に 日本 と の 関係 で 見る な ら ば こ の 中華 ｢ 圏｣ が
､ 選択 を要す る状況下 で 日本 を

支持す る こ と は通常 の 状態 で は想定で き ま い
｡ それ は矢野氏 の 教訓 を待 つ ま で も な い こ と で あ

る｡ 今 日 中国の 影響力 を受 け入 れる か どう か､ 南洋諸国が 日本 と の 関係 に お い て 何 ら か の 選択

に 直面す れ ば
､ 歴史的中華帝国の 権威的支配に な びく の が南洋 の 政治風土 で あ っ た こ と を想起

な けれ ば な ら な い ｡ た だ
､ 中国の 存在の 増大と ナ シ ョ ナ リ ズ ム の 放射 は

､ 中華 ｢ 圏｣ 的世界で

は共感 を持 っ て 歓迎 さ れ て も 隣国日本や 南洋の 非華人 に と っ て は あ る種 の 圧力で あ ろう ｡ 日 本

は南洋 の 非華人 や葦人 を 含め た 協調 と発展の 戦略を確定 しな け れ ば な ら な い こ とば 確か だ が
､

求め ら れ る の は制度的な 国家戦略な どで はな く
､ 文明史的戦略を思想す る こ とが で き る 知的風

土 の 創出で あ ろ う｡ そ う した 意味か ら
､ 本稿で 提起 した南洋文学の 概念を 照射 し直 して

､ 他者

の 南洋文学 を 同 じ枠組み の 中で 検討 し直 さ な けれ ば な ら な い ｡ そ れ に よ っ て 戦後の 購罪的知性

に よ る 出 口 の 見出せ な い 議論 の 循環か ら跳躍 し
､ 創造的な 南洋文学の 知的風土 を作り出す こ と

に よ っ て ､ 逆 に 日 本の 文学知性状況に 働 き か ける こ と が で き よう ｡ ま た さ ら に 求 め ら れ る の は

南洋本来の 原住民族文学 と の 関 わり を検討す る こ とで あ る ｡ そ れ に よ っ て 多言語多文化多民族

の 東ア ジア 文学の 景観を 措く こ とが で き る し
､ 多様性の 発見 は共存の あ り方 を示唆す る こ と に

な る｡
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､ 顔 清淫 ｢ 清朝鷺宮 制度輿 星馬華族領導層 1 8 7 7- 19 12｣ ､

『新加 披華族 史論集』 所収､ 南洋大学 ､
1 9 7 2

年 ､
5 4 頁 ｡

5
ヽ

W a n g G u n g w u
,

` `

E x t e r n a l C hi n a a s a N e w P olic y A r e a

'
'

,
P a cifi c A ffa i r s

,
V o l 1 5 8

,
N o ･

1 S p rin g 1 9 8 5
,

u n i v e r sit y o f B riti s h C o l o m b ia
, p p . 28 - 4 3

, 中国語訳 は ｢ 東南 亜 与葦人｣ 桃楠編､ 友誼 出版 公司､ 北

京､
19 8 6 年 ､

2 4 8 - 2 6 7 頁所収｡

6
､

C ･ P ･ F it z g e r al d
"

T h e T h ir d C hi n a

''

D o n ald M o o r e P r e s s L t d ･
,
19 6 9

, p p ･ 8 4- 8 6 ･

7
､

- ン テ ィ ン ト ン は ｢ 文明の 衝突｣ (集英社､
1 9 9 8 年) の 中 で 次 の よ う にの べ て い る

｡
｢ 中国派 もう

一

度 ､ 世 界の 諸問題 に お け る自 国の 役割を定義 し直 さな けれ ば な ら なか っ た｡ そ して
､

二 つ の 目標 を定

め た
｡

そ れ は 中国文化 の 擁護者 と な り
､ 文明の 中核国 とな っ て 他 の 全 て の 中国人社会 を 引き つ け る磁

石 の 役割 を は た す こ と と
､

歴史的な地位 を復活す る こ と､
つ まり 一 九世 紀 に失 っ た東 ア ジア の 覇権 国

と して の 地 位を取 り 戻す こ とだ っ た
｡ ｣ 2 5 5 頁 ｡

8
､ 藤 田 豊八 ｢ 欧勢東漸次初 期に お け る海外 の 日本人｣ 『東 西交渉 史の 研 究 ･ 南海篇』 荻原星 文館､ 昭和

1 8 年 ､ 所 収､
1 4 5

､
1 4 6 - 1 5 1 頁 ｡

9
､ 岩生成 -

｢ 南洋日 本町の 研究｣ 南亜細亜 文化研究所､ 昭和 15 年 ､
2 - 1 0 頁｡

10
､

同右､
1 2 0 - 1 2 2 責 ｡

l l
, 前 掲､

藤田 豊八 ､
1 5 1 頁 ｡

12
､ 岩 生成

-

｢ 南洋 に本町 の 研究｣ 南亜研究所､ 昭和 15 年 ､
10 2

,
10 3 頁 ｡

13
､

丘 立 基 ｢ 砂労越史話｣ 国際時報社､
2 0 0 3 年 ､

10 2 - 1 1 1 頁 ｡

L i t e r a t u r e i n t h e I m a gi n a r y S p a c e o f t h e N a n y o
,

o n th e C riti ci s m o f J a p a n e s e N a n y o

L it e r a t u r e a n d E x p e ri e n c e

- 3 2 -


