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近代国民国家 の イ デ オ ロ ギ ー 装置 と 国民的偉人
一

楠木正成をめ ぐる明治期の ふた つ の 出来事 -

W h a t i s L o y a l t y ? : i d e o l o g i c a l s t a t e a p p a r a t u s

a n d i t s c o n t r a d i c t i o n i n - o d e r n J a p a n

森 正 人

要旨

本稿は1 8 6 0 年代か ら1 9 0 0 年代初頭 日本 の い わ ゆ る 国民 国家創設時に お い て ､ 楠木正 成が ナ シ ョ

ナ ル ア イ デ ン テ ィ テ ィ 創出 の た め に どの よう に象徴 化さ れ て い っ た の か ､ ｢ 国家 の イ デ オ ロ ギ
ー

装 置｣ と ｢ ア ン ビ バ レ ン ス｣ の 概念 を用 い な が ら詳述 す る｡ とり わ け1 8 7 0 年代初頭の 湊川神社創

建 過程 と1 8 9 0 年代に 開始さ れ る宮城前 へ の 銅像設置過程 に注 目す る
｡

江戸時代 との 連続性を保 ち

な が ら も､ 近代国民国家に お い て 湊川 神社 が創建 され た こ と は
､

一

方で 西洋近代を受容 し なが ら
､

他 方で 古代 の 政治 シ ス テ ム を 復活さ せ る と い う 矛盾 を滑 ら か に した
｡

さ らに 近代国民国家 にお い

て不可 欠な ナ シ ョ ナ ル ア イ デ ン テ ィ テ ィ と忠誠 の 創 出の た め の 物質 的イ デ オ ロ ギ
ー

装置 と して も

機能す る こ と が期 待さ れ た
｡ 神社

､
石碑

､
天皇 の 行幸 は イ デ オ ロ ギ ー を 再生 産 して い っ た の で あ

る｡
19 C 末に 鋳造 が 開始 され た楠木銅像 もま た

､ 同じく イ デ オ ロ ギ ー の 再生産 の 役 割が 期待さ れ

た が､ と り わ け楠木 が 乗馬す る 馬種を め ぐる議論 は
､ 西洋近代 に 埋 め込 ま れ た 非西洋近代国家の

模倣 と その ア ン ビバ レ ン ス を 示 して い た
｡

Ⅰ はじめ に

19 0 3 年 1 0 月 1 1 日 の 早朝 ､ 東京 の 宮城 (現在 の 皇居) 前 に 設置さ れ た楠木正 成銅像近く の

芝生 上 に て
､

一

人の 男が 刃物を 自 らの の ど に 刺 して 自殺 して い る の が 見 つ か っ た｡ 男は 神田 区

錦町に 住み ガ ス 会社 に 勤務 して い たが
､ 持病 の て んか ん を苦 に して 自殺を図 っ た もの と見 られ ､

遺書を 所持 して い た ｡ 発見後す ぐに 永楽病院 へ 搬送さ れ た もの の
､ 介抱の か い な く死亡 した｡

こ の 男の 自殺に 関 して は
､

そ の 発見後二 日 に わ た っ て 身元 や遺書等が 新聞紙 上 で 報道 さ れ､

か ら う た せ い き ょ う

｢ 誓 っ て 楠公 と慕 田を共 に せ ん と心 の 誠を詩 に 寓 せ た る彼 の 海坊僧清江 が 亜流｣ と評 さ れ た

(『読売新聞』 19 0 3 年 1 0 月 1 2 日) ｡ 当時 の 読売新聞は､ 政府 や 外国の 事件 の ほか に 東京都周辺

の 事件 を 中心 に 扱 っ て い た が
､ 新聞社 が あ え て こ の 自殺を二 日 に わ た っ て 報道 し た の は､ そ れ

が な さ れ た場所 と そ の 行為 が 国家 に と っ て 重要 な意味 を持 ち え た か ら で あ っ た｡ そ れ はす な わ

ち､ 楠木正 成 と 国家 と の 結 び つ き に 支 え ら れ て い た｡

本稿 は､ 幕末 か ら 明治時代､ 大正 時代 に か け て の い わ ゆ る 日本近代国民国家成立 期 に お け る

国民統合 と そ の 矛盾 を 明ら か に す る こ と を目的とす る｡ とく に ､ 中世 の 武将 で あ る楠木正 成 に

注目し､ そ れ が 国民統合 の 象徴 と し て み な され て い く過程 を追 い なが ら
､

そ こ に 表れ る西洋化

を 目指す 日本 の 矛盾 に も言及 し た い ｡

ア ン ダ ー

ソ ン (1 9 9 7) に よる 国民国家の 定式化 に よ る と
､

1 6 4 8 年 の ウ ェ ス ト フ ァ リ ア 条約

以降､ 国民国家 を単位 とす る世界秩序が 登場 し
､
次第 に 世界中 に そ れ が浸透 して い く過程で は､
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国民国家を基礎づ け る文法 が見 ら れ る と さ れ る｡ 『想像の 共同体』 第二 版 に モ ジ ュ

ー

ル と して

新 た に 付 け加え られ た 人 口統計､ 地図､ 博物館 は､ 個 々 人を 国民 へ と統合 す る物質的な イ デ オ

ロ ギ
ー

装置 と して 機能 した ｡

こ こ で ア ン ダ ー

ソ ンの ア イ デ ア に ､ ア ル チ ュ セ
ー

ル の い う ｢ 国家の イ デ オ ロ ギ ー 装置｣ を差

し挟む こ と は本稿 に と っ て 意義深 い こ と で あ ろう ｡ ア ル チ ュ セ
ー

ル (2 0 0 5) は 国家装置 と 国家

の イ デ オ ロ ギ
ー

装置を 区別 し
､ 前者 で は抑圧が 機能 して い る の に 対 し

､ 後者 で は前者 に よ っ て

保証 され な が ら も矛盾を は らん だ イ デ オ ロ ギ ー

に よ っ て 機能 す る と 指摘 す る｡ 両者を厳密 に 区

分す る こ と ば で きな い が ､ 前者 はお も に 公的領域､ 後者 は私的領域 に お い て 機能す る と さ れ､

とりわ け社会的諸関係の 再生 産の 過程が 強調さ れ れ る の で あ る｡
つ まり､

イ デ オ ロ ギ ー は物質

的装置を通 して 個人 に 主体 とな る べ く呼 びか け､ 不断に くり返 さ れ る プ ラ チ ッ ク を通 し て 支配

は再生産さ れ る の で あ る ｡

ア ン ダ ー

ソ ンが 国民国家の モ ジ ュ
ー ル と して 付 け加 え た地図､ 博物館も､ 国民 の 起源 と現在

との 連続性を 見せ つ ける た め に 人び と に 国民と い う主体 と な る よ う 呼び か け る｡ そ し て こ れ に

近 し い 機能 を果 た す もの と して 本稿 で 取り上 げ る の が ､ 国家 を 代表 - 表象す る 国家的偉人 で あ

る ｡ 過去 に 存在 した 特定の 人物を表象す る こ と で
､ 国民 の あ る べ き モ デ ル を構築 し､ 個人 に そ

れ とな る べ く呼び か け る｡ しか もそ れ は 不断に 再生産 さ れ る｡
こ こ で は 国民統合装置 の 要諦 と

して の 国民的偉人が どの よ う に構築 さ れ た の か 注目 した い ｡

筆者 は す で に
､ 近代国民国家 の 中で 真言宗の 宗祖 で ある 弘法大師が

､
｢ 日本文化｣ ｢ 日本精神｣

と 結び つ け られ て い く様相 を 明ら か に して い る｡ そ れ は 日本文化､ 日本精神 あ る い は 国体 と い

う 具体的な 意味内容を と もな わ な い もの を実体化 して い く過程 で あり､
し か も これ に は 国家 と

い う 権力主体 だ け で な く､ マ ス メ デ ィ ア と い う媒介的な主体す ら も 関わ っ て い た こ と を提示 し

た ( 森 20 0 5) ｡

弘法大師が 明治初期 に ､ 真言密教 と い う外的要素を持 ち込 む こ と で 日本 の 純粋性を汚 し た も

の と 見な さ れ て い た の に 対 して ､ 本稿 が注目す る楠木正 成 は､ 天皇 に 忠誠を尽く し た人物 と し

て の 評価を江戸時代を通 して 得 て き た｡ た と え ば､ 南朝 と楠木 の 側 に 偏 っ た太平記 に よ る と､

現在の 大阪府千早赤阪村 に 生を受 け た楠木正 成 (1 29 4 - 1 3 3 6) は
､ 鎌倉幕府 の 打倒 を 目指 し た

後醍醐天皇 の もと で 功績 を あ げる｡ 倒幕後 に 足利尊氏をは じ め とす る武将 が報償 へ の 不満か ら

北朝を擁立 す る 中で
､ 楠木 は南朝 に 残り悲劇的な最期を遂 げ

､
さ ら に 息子 の 正 行も父親 と 同様

に 南朝側 に 立 ち
､

や はり悲劇的な最期を遂げる と い う もの で あ る｡ こ う し た美談 と忠誠の 物語

は江戸時代末期 より と り わ け強調 さ れ､ 明治 か ら第 二 次世界大戦終了時 ま で 続く近代国民国家

に お い て は 国民統合 の た め の 役割 の
一

翼 を に な っ た の で あ っ た｡

本稿 で は 1 86 0 年代か ら 19 0 0 年代初頭 に 時期 を 限定 し
､

ふ た つ の 出来事 を中心 に す え て
､ 国

家的な偉人 と し て 楠木正 成 が どの よ う に 扱 われ て き た の か
､

また そ の 過程 に 映 し出さ れ た 近代

国民国家 日本 の あ り よ う を示す つ も り で あ る｡ 幕末期か ら明治初期 に か けて 楠木が 天皇 へ の 忠

誠 の 象徴 と し て 注目され て い く過程 に つ い て は､ す で に 招魂社の 成立過程を 明 らか に す る 宗教

史的研究 で 言及 さ れ て い る ( 小林 ･ 照沼 1 96 9 ､ 村上 1 9 7 4) ｡ さ ら に ､ 楠木をIiE る 湊川 神社か ら

依頼 を受 け た森 田 (19 8 7) は､ 単 な る神社史 に と どま らず 楠木正 成を 社会的文脈の 中 に 位置 づ

け る こ と に 成功 し て い る｡

た だ し､ あ ら ゆ る研究 は つ ね に 時代 の 思潮 に 状況 づ け られ て お り､ あ らた め て 別の 視点か ら

問題 を捉え る こ と ば必要さ れ る｡ し たが っ て
､ 本稿 は こ う した 先行研究 を十分 に 参照 し つ つ も､
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あく ま で 楠木正 成 を 中心 に 据え て
､ 先述 の 目的 に 沿 っ て ､ 先行研究 で は紹介 さ れ て い な い 出来

事 や史料を提示 す る つ も りで あ る｡ 先行研究で 言及さ れ るす べ て の 出来事を網羅 す る こ と は本

稿 の 目的で は な い し
､ 近代資料を用 い る もの の 歴史学的作法 に と ら わ れ る つ も りもな い ｡

前稿 で は権力 が マ ス メ デ ィ ア に よ っ て 媒介さ れ る様相 を と ら え た が
､ 今回は あ くま で 国家 が

物質的装置を介 して ナ シ ョ ナ ル ア イ デ ン テ ィ テ ィ を作り出す 過程 を追 い た い ｡ した が っ て ､ 理

論的枠組 み と して は 後退 して い る こ と ば十分理解 して い る が
､ 本稿を起点と す る 一 連 の 研究 に

お い て 重層的な権力 の あ り よう を示 し た い ｡ 本稿 はそ の た め の 重要 な 出発点で あ る と考 え る｡

資料 と して
､ 当時の 新聞記事 や刊行物の ほ か ､ 国立 公文書館に 所蔵 さ れ て い る公文書を用 い る｡

先行研究 で す で に 紹介さ れ て い る 資料も多く含ま れ て い る が､ す べ て 改め て 目を 通 した こ と は

言 う ま で もな い ｡

Ⅱ ｢ 忠臣｣ と して の楠木正成

( 1 ) 楠社 の 成立

江戸時代 に 展開す る 尊皇思想 に お い て
､ 楠木正 成 へ の 評価 は 高め られ た｡ と りわ け､ 『大 日

本史』 を編纂 した 水戸学 に お い て 勤王 の 士 と して 楠木 が 位置 づ け ら れ ､
1 6 9 2 年 に は楠木 の 死

地 で あ る もの の 荒廃 を き わ め て い た湊川 に 水戸光囲が石碑 を 建立 して い る ｡ 尊皇撲夷思想が 展

開す る江戸時代末期 に な る と､ 天皇 へ の 貢献者 の 魂を慰霊 しよ う とい う 思潮が 高ま り
､

招魂祭

が各地 で 開催 さ れ る よう に な っ た｡ こ の 招魂祭 に おい て と りわ け重視さ れ た の が 楠木の 慰霊 で

あ り､ 記録 で は 1 84 7 年 より楠公祭が 執り行わ れ て い る｡ そ して
､

1 8 6 8 に 起 こ っ た 戊辰戦争 に

お い て 新政府側 に 多数 の 死者 が生 じ た こ と か ら ､
1 8 6 9 年 の 東京招魂社 を 皮切り に 各地 に 招魂

社 が創建 され る｡
こ れ ら が靖国神社お よ び護国神社 へ つ な が る (小林 ･ 照沼 1 96 9 ; 村上 19 7 4) ｡

招魂社 の 思想 は 楠木正 成の 慰霊と 深く関わ っ て おり､ 楠木を 紀 る神社の 創建 は江戸時代末期

より薩摩藩､ 尾張藩､ 水戸藩 はそ れ ぞ れ楠社 の 創建を 建白 して い た ｡ 薩摩藩 の 建白に 対 し て は

朝廷 が 18 6 7 年 に 湊川 に 社殿を創建す る こ とを 聴許 して お り､ 幕府が 楠社 を京都 に 創建す る こ

と を認 め る の は 186 7 年 で あ っ た ｡ こ う して 楠社創建の 気運 が高 ま る なか ､ 明治政府が 誕生 し

た年､
1 8 6 8 年 4 月 21 日 に 太政官が神祇事務局 に 楠社創建 を命 じ､

こ れ に よ り国家 に よ る楠社

創建 が決定 さ れ た の で あ る｡

い つ 楠社 の 場所 は
､

1 8 6 8 年の 文書で はす で に 決定さ れ て い た｡ 1 8 7 1 年 2 月 に は地な ら しの

儀式が執り行 われ ､ 本格的 に 創建が 着手さ れ て い っ た の で あ る (藤巻 1 93 9) ｡ 創建 に 際 して は

多く の 献納 が な さ れ ､ とり わ け周辺 の 49 町か ら 70 4 9 本の 手 ぬ ぐい が献納 さ れ､
さ ら に 東方 は

深江や槍屋
,

西方 は須磨 や妙法寺 な どか ら も出仕 され た こ と は､ 各戸 が 自主 的 に 行 っ た の か ､

各町で 何 ら か の 力が 働 い た の か は不明 で ある と は い え ､
ロ ー カ ル を巻き込 み な が ら楠社 の 創建

が な さ れ た こ とを物語 っ て い る｡ そ して ､ ナ シ ョ ナ ル な象徴 に ロ
ー カ ル を 自明の こ と と して 埋

め込 ん で い く こ と こ そ､ ナ シ ョ ナ ル ア イ デ ン テ ィ テ ィ 創出に お い て 肝要 で あ る と指摘で き よ う｡

と こ ろ で ､
1 8 7 0 年 4 月 4 日､ 当時の 最高行政機関で あ る 太政官 の 下 に 設置さ れ た軍事管轄

の 兵部省か ら太政官 へ 伺 が 提出さ れ て い る ｡ そ こ で 18 6 8 年 より招魂社の 造営 が 開始 さ れ た こ

と を感謝 す る 文言 と と もに
､ 楠木 だ け で なく彼 に 連な っ た者 た ち へ の 贈位､ さ ら に 楠木 を稚 る

招魂社造営が 速や か に な さ れ る こ と を願 い 出て い る｡

兵部省 は､ 18 6 8 年 よ り招魂社 へ 配和 され る べ き人物 の リ ス ト作成を開始 して い た｡ 同文 で
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は ､ 先行す る戦死者 の リ ス ト作成が 終了す れ ば､ 楠木の 部下 で あ っ た名和､ 菊地両氏 を は じめ

とす る武将 も招魂社 に で き る だ け速や か に 配和 す る よう 求 めて い る｡ さ ら に 同文 で は
､ 戦死者

だ け で は なく､
た と え ば江 戸時代中期の 勤王思想家 で ある 高山彦九郎 と い っ た人 び と も祭和 し

な けれ ば ｢ 不相済畢克御不相当ノ 事 二 相成候｣ で あ る と も申 し出て い る の で あ る｡

こ れ に 対 して
､ 同年 4 月 13 日 に 神祇官 は ｢別紙兵部省 ヨ リ 申出候楠公以下南朝忠節 ノ 輩招

魂社 へ 配祭 ノ 儀 - 既 二 去辰年楠社御造営御布告 ノ 通 二 付不及其儀事 卜相考候｣ と い う文書を送

付 して い る｡ つ ま り神祇官 の 最終的な 判断は
､ 戊辰戦争 で 天皇の た め に 戦 っ た複数 の 英霊 を配

る 招魂社 に 楠木正 成 を合紀す る こ とば 不適で あり
､ 建設中 で あ る楠木正 成個人を神 と し て 稚 る

湊川 神社 が そ れ に ふ さ わ しい と い う こ と で あ っ た｡ そ して ､ ｢ 兵部省 ノ 心 得 ヲ 以右社境内 へ 新

杜取建候儀 - 格別 ノ 事｣ で あ る が
､
｢ 過 日諸官員葬地 モ 御渡相成候儀 こ 付官員埋葬且 小社取建

ノ 儀 - 見合候方 卜考候｣ と､ 華族百官の 神葬地 に つ い て も同様の 要請 が あ っ た が
､ 楠社敷地内

に 楠木の 部下た ちを肥 る社殿 を建設す る こ と と と もに 見合わ せ る こ と が望 ま しい と さ れ た｡ こ

う して 楠木正 成の た め に 楠社が 造営さ れ る こ と が決定さ れ た が
､

そ の
一

方 で 太政官 が求 め た楠

木正 成以下の 諸将 へ の 贈位 に 関 して は あ い ま い なま ま 残さ れ て い る ｡

新設 さ れ た 招魂杜 は当初 ｢楠杜｣ と 呼ば れ て おり､ 森 田 (19 8 7) に よ る と 国学者 で あり当時

神祇官に 出仕 して い た 矢野玄通が 名称を ｢大楠霊｣ とす る よう に 提案 し､ ま た他 の 人 び と もそ

の 名称 を思案 して い た ｡ さ ら に 堺県知事 の 小河
-

敏 は こ れ を ｢ 南木神社｣ と称 し､ さ ら に 楠木

の 息子､ 楠木正 行を柁る ｢小南木杜｣ を河内に 作る 案を 提出 して い る｡
こ れ が後 の 四条畷神社

の 創建 に つ な が っ て い く こ とを 森田 (19 8 7) は指摘 して い る ｡ 名称 に 関す る こ う し た 一 連 の 議

論 は
､

一

方 で 過去と の 連続 を示 し､ 他方 で 国家に お け る新た な 再位置づ け を端的に 示 して お り
､

さ ら に 敷術す れ ば 新た に 誕生 した国民国家 に お ける神話の 創出過程を 示 して い る と も言え よう ｡

森 田 (1 9 8 7) は紹介 し て い な い が､
1 8 7 2 年 4 月 2 2 日 に 福羽教部大輔 と 嵯峨教部卿が

､
そ の

年 に 新 た に 設置 さ れ た最高政治機関の 正 院 に 湊川 神社の 神霊代 に つ い て 意見 を提出して い る｡

それ に よ る と
､ 楠木 の 遺物だ け で なく ｢ 同氏 - 忠烈出群 ノ 儀 二 付正 成神霊 卜寅筆 二 被為染｣ を

神霊代 とす る の が適当で は な い か と い もの で あ っ た｡ 最終的に 神霊代 とな っ た もの は筆者 に は

不明 だが ､ 湊川神社造営 に 関 して ､ 少 なく とも政府内に は大 き な 関心 が 寄せ られ て い た こ と が

分か るだ ろ う｡

1 8 7 2 年 5 月 24 日
､ 湊川神社 は盛大な鎮座祭を行 い

､ 楠公忌日 に あ た る そ の 翌日 に は初の 例

祭が 開催 さ れ た ｡ こ の 日
､ 太政官は こ の 神社の 名称 を ｢湊川 神社｣ ､ 社格 を別格官弊社 とす る

こ と を 正 式 に 達 して い る｡ 湊川神社創建の 動 き は､ 菊池氏 を紀 る 菊池神社 ( 熊本県菊池市 :

18 7 0 年創建) 北畠 ･ 児島両氏をIiE る 阿部野神社 (大阪府大阪市 : 1 8 8 2 年創建) 等 に 影響を あ

た え て い っ た の で あ る (森 田 1 98 7) ｡

( 2 ) 忠誠の 可視化

湊 川 神社鎮座祭 3 日 後 の 5 月 28 日
､ 湊川 神社 を造営 ･ 管理 す る兵庫県 は教部省 へ 次 の 文書

を送付 して い る ｡

湊川神社境内 二 有之候楠公石碑､ 従来両覆屋根外囲専別紙甲印図面掛紙 ノ 通修理 有之候
､

追 々

及破損不潔 ニ モ 有之且 同社御造営及落成候 二 付 テ -
､ 堂宇 二 等 シ キ建物 ヲ 設 ケ

､ 衆庶 ノ 拝見

ヲ妨候 - 不都合 卜相考候間､ 在来ノ 分取除乙 印掛紙 ノ 通取建可申哉､ 又 - 両覆 ナ ク シ テ 元図
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l
; 人

ノ 適取計候方 二 俣故
､ 相伺 申候 否至 急御差 国 有之度候也

つ ま り
､ 韻川 神祉墳I

^
) に 存在す る 楠公 の 石碑 は

､ 従来は 図 1 b の よ う な状態 に あ っ た の だ が
､

破損 した り 汚れ た り す る お そ れ が あ る こ と か ら湊川神社竣 工 に と も な い そ れ を 隻 手 の よ うな も

の で 覆 っ て い る ( 図 1 a) ,｡ し か し こ れ で は 人び と か せ っ か く の 石碑 を拝 み 見る こ と が で 主 な い

の で
,

こ れ を取 り払 っ て 園 1 c の よ う に す る か あ る い は 従来 の 状態 に 戻す 方が よ い と考 え る の

で 宅急指示し て ほ し い と い う こ と で あ るc､
こ れ に 対 して Ⅰ8 7 2 年 6 月 23 日 ､ 教部省か ら正 院 へ

次 の よ う な 文書か 操.

1

[ ほ れ た
L,

兵庫県管内楠公石碑建物ノ 儀二 付別紙ノ 通園 面相添伺出候､ 右 - 尋常石碑 ノ 比 二 無之候 - バ
､

左 ノ 適 及 指令FB: 存候此段相伺候間遠 二 卸評決有此 度慎也

こ れ を受 け て ､ 兵庫県6 月 24 日 ､ 兵庫県 に 囲 1 c の よ う に フ ェ ン ス を取 り 付け て 管理 す る よ う

指令が [j
l

さ れ た の で あ る o 文章か ら は こ の 石碑 が ｢ 尋常石碑｣ と は 比 べ も の が な い と い う 国家

の 意思 が 読み ら れ取 れ よ うo

こ れ は
一

見す る と些細 な 申 し出と そ れ に よ る 建造物 の 修正 の よ う に 思 わ れ ､
こ れ ま で 取 り上

げ ら れ て こ な か っ た 出来事 で あ る か､ ナ シ ョ ナ ル ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 育成 と い う意味 で は看過

で き な い ｡ 天皇 へ の 忠誠を 人び と に 直接的に 見せ る と い う こ と か
､

人び と に 国民 た る こ と を呼

び か け る た め に 必要な の で あ り
､

そ の 石碑 を は っ 重 り と 見 せ る の に 十分な施設が 必 要 だ と 考え

ら れ た こ と を暗示 し て い る o ま し て や
､

そ れ が 汚 さ れ た 宝宇 に 囲ま れ て い る と い う事態 は
､ 決

し て 好ま れ ざ る 事態 で あ っ た に 違 い な い o

湊川 神社は 神戸 市 だ け に と どま らず
､ 東京 - 産出し て い っ た ｡ 湊川 神杜創建 の 1 年後､

1 8 7 3

年 6 月 4 日 に
, 当時 の 宮司折 田年秀 か教部省 へ 湊 川神社の 遥拝所 を東京に 建築す る 許可を願 い

出 た の で ある .⊃ 析 出 は, 西洋 か ら文明と く に 合男≡惟 を 旨とす る 学問 か 流 入す る 近代化 の 過程 に

お い て ､ 日 本の 国体危機 に 陥 る 可能性 が あ る と し て ､
｢ 教化ノ

ー

助｣ と し て 楠公遥拝所 を東京

都 に 設 置 した い と 述 べ て い る ｡ 場所 は
､ 東京都第一大区十 三 小区 二 丁目に 住む牧野療民 の 邸内

で あ り､ そ れ を譲 り受 け､ 東京府 へ 申請も済ま せ て お り､ あ と は 教部省 か ら の 許可 を得 る だ け

で あ っ た o 教部省 は ｢ 全 ク 私祭 ノ 儀 ニ テ 差 支無之筋｣ と し て 問さ 届 け た o た だ し､ 西洋文明 に

-

-

･

-

: .

l

1

-

i
-

二
I

-

図 1 b 囲 1 c

図1 兵庫県に よ っ て 提出さ れた 楠公 石碑周辺 の 図案

川 興) 兵権 県よ り敏 郎省 へ の 何 ( 柑7 2 年 5 JJ
'

2 8 rl : 閃 立 公文古館所 感文吉)

汁) a
,

t つ は 不鮮[1j] で あ っ た た め rt E-か ト レー ス した
｡

Fig u r e l ･ D e sig n s o f s u r r o u n d i n g a r 〔h i t e ⊂t u r e o r t h e m 〔) n u r n e n t b v r ly o g l) I) r F re C I u T e

i n 2 8 M a y 柑 72 ( i n N a li o - I ^ r c h iv 亡S () r J a p a n : rlg u r e a a n d b v v
r

c r e t r a c e d b y t h e a u th o r)
･
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よ る 国体 の 危機 と い う 問題構制 は当時の ク リ シ ェ で あ っ た ｡ しか も湊川神社 だ け で なく､ 霧島

神社等 の 多くの 神社が こ の 時期 に 東京府 へ の 遥拝所設置を 願 い 出 て い た こ と が､ 公文書館 の 前

後 の 記録 か ら分か る｡

ま た
､

1 8 7 4 年 9 月 に は陸軍 が 桜井 の 駅 で の 楠木親子の 別 れ の 図 を 印刷 し て い る｡ こ の よ う

に 1 86 0 年代末 か ら 18 7 0 年代初頭 は､ 楠木を可視化す る た め の 基礎 づ くりの 時期と言 え る ｡ そ

し て ､
こ の 時期 の 楠木 の 可視化 に おい て 最も重要 な契機 は天皇 に よ る湊 川 神社 - の 来訪で あ っ

た｡ そ れ は､ 新 た に 創建 さ れ た湊川神社の 重要性 と､ 楠木 が体現 す る 天皇 へ の 忠誠の 両方を可

視化 した か ら で あ る｡ 以下､ 藤巻 (19 3 9) と筆者が 収集 した公文書史料 に もと づ き跡 づ け た い ｡

1 8 7 2 年 ､ 伊勢 ､ 京都､ 大阪､ 九州､ 香川
､ 神戸 と い う ル ー ト で 明治天皇 に よ る行幸が 行 わ れ､

神戸 に お い て は湊川 神社 へ 立 ち寄 る こ とが 期待さ れ た が､ 暴風雨 の た め に 予定が 狂い か なわ な

か っ た ｡ 次 の 行幸 は 1 8 7 7 年 に 行 われ ､ 神戸港 より の 帰航 に 際 し て 湊川神社 へ 立 ち寄 る こ とが

再び期待 され た｡ 2 月 5 日
､ 湊川 神社 より兵庫県令森岡昌純 へ

就 テ - 今般聖上 西京行幸還御 ノ 時､
日 本港停車場 ヨ リ御通輩ノ 御路次門前筋 ヨ リ当社正 門マ

い さ さ か

テ 柳七拾間､ 何卒本社 へ 御臨幸被為在 二 於テ ハ
､ 本県 - 素 ヨ リ 全国 ノ 人民愛国忠義 ノ 赤心 ヲ

服暦仕､ 当今人道世教 二 於 テ 幾分 ノ 恩頼 ヲ 可奉蒙儀 卜存奉候間､
宜 シ ク 御執奏可被下 (以下

略)

と の 要望が 出さ れ､ 兵庫県は こ れを行在所 へ 何 と して 送付 した ｡ 式部寮 は そ れ に 対 し て

本文湊川 神社奉幣ノ 式既 二 相済候上 ､ 更 二 臨幸相願候 - 厚キ ニ 過 キ候儀 卜存候､ 然共思召 ヲ

以テ 臨幸被為在候儀 モ 或 - 可有之哉､ 尚宮内省 ニ テ 評議有之度候事

と ､ 同年 1 月 2 8 日 に 神武天皇陵参拝お よ び 孝明天皇十年祭 に 際 して ､ 神戸港 に 上 陸 し た天皇

が 勅使を 湊川神社 に 遭 わ し､ 奉幣を献 じ て い る こ とで 十分だ と い う認識を
一

応示 して い る｡ そ

して
､

そ の う え で 宮内省 で 評議 した こ と もう か が え る ｡

こ う して 天皇 に よ る巡幸 の 可能性 が巡 っ て き たが ､ 同年 2 月 に 西南戦争 が 生 じた た め に 天皇

は京都 に 約半年滞在 す る こ と となり､ 予定 は大幅 に 狂う こ と と な っ た｡ そ して 結局､
同年 7 月

28 日 に 天皇 が神戸 を 出港 す る際 に は湊川神社 へ 立 ち寄 ら な い ､ と い う 通達 が 式部寮 よ り兵庫

県 に 出 され た の は 7 月 20 日 だ っ た｡

天皇 に よ る 湊川 神社 へ の 臨幸 がか な っ た の は そ の 3 年後､ 1 8 8 0 年 7 月 11 日 で あ っ た ｡ 6 月

に 山梨県､ 三 重県､ 京都府を行幸 した天皇 は､ 神戸港 に て 東京 へ 向か う 軍艦 に 乗 る た め に 神戸

市栄町 に 宿泊 し､ 兵庫県庁､ 神戸師範学校
､ 神戸地方裁判所 と と も に 湊川神社 へ 立 ち寄 っ た の

で あ る｡ しか も こ れ に 際 して ､ 楠木正 成は 当時の 太政大臣の 位階に 相当す る正
一

位 を贈位さ れ ､

こ れ を祝 し て 湊川神社は 翌月 2 日に 臨時大祭 を行 っ た｡

こ う して 象徴化 さ れ た 楠木 正 成を ､ 当時の 人 び と は どの よ う に 認識 し て い た の だ ろ う か ｡

1 8 9 2 年 ､ 宮内省 が 楠木 の 血統を調査 した と こ ろ
､

5 0 名以上が 自ら を 楠木
一

族 の 血を ひ くもの

と して 系図や古文書等を 添 え て 届 け出た｡ しか しな が ら ｢ 未だ 一 人 の 正 統者 な し｣ で あ っ た と

い う (『読売新聞』 18 9 3 年 3 月 23 日) ｡ 自ら を楠木
一

族で あ る と名乗り出 た人 び と の 家 に 古く

より伝 え ら れ て い た 文書類 が偽物 で あ っ た の か
､

そ れ と も名乗り出 た人 び と 自ら が 偽造 した の
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か ば 定か で は な い o しか し
､ 天皇 へ 忠義 を尽 く した 人物 と して 人 び と に広 く受 け容れ られ て い

た か ら こ そ
､ 宮内省の 呼 び か け に 50 名以 上 が 名乗 り出た の だ と 考え られ ようo

さ らに
､

1 8 9 2 年 に は 次の よ う な 新聞記 事が 得 ら れ た ｡

京都下京区廿八組下馬町 の 中野頗 助方に 祖先 よ り伝 は る 二 偶の 宝 物 あ り､

-

は 鐙 の 片執に

して 他 の
-

は 兜 の 前 に 装 う ペ き 直径 三寸計り の 古鏡1j: る が
, 共 に 楠河内守 正 成公 の 遺物な り

と称 し此上 な く珍重 し居 る よ し に て 先年九鬼宝 物取調委員長が 巡回 の 細 り鑑定を 請 ひ しに 鎧

の 方 は
一

応取調 の 上 な ら で は 何 と も判断 し難 し と の 車 な り し よ し を伏 見稲荷神社の 宮司某か

打 ち 開き頻 り に 所望す れ ども源 助 は 頭 を振 り楠公 を祭れ る 藤川神社 へ 寄附せ ん と 決心 した る

由 を 神戸 の 同神社 へ 申 し入 れ た り と (『読売新聞』 1 89 2 年 8 月 13 口)

九鬼隆
一 か 宮内庁臨時全国宝 物取調委員 長 に 就任す る の は 18 8 8 年 ､ 帝董博物館長 に 就任 す

る の は 1 8 8 9 年で あ り ､ 口 本 の 文化財行政 を
一

手 に 握る 人 物 で あ っ た ｡ そ の 九鬼が 京都 の
-

氏

間人の 家 に 伝わ る壷昌と 古鏡 をわ ぎわ ぎ鑑定 した 理 由 に は ､ 当時の 日 本の 古物が 海外に 流出し て

い た こ と へ の 危慎 に 加え
､

そ れ が 楠木正 成 に 関わ る 事物 の 可能性を 有 して い た こ と も挙げ ら れ

よう ｡ そ して 鎧が 柚木 の もの で あ る 可能性か 捨て き れ な い と い う判断が 下 っ た と き
､ 伏見稲荷

神社 の 宮司が そ れ を 所望 した こ と こ とか らも､ 板木に 関わ る事物 に 対す る 人び と の 評価 を読 み

取る こ と が で き る だ ろう o さ ら に
､ 所有者か そ の 要求を 拒否 し湊川 神社 へ ｢ 寄附｣ した こ とか

らは
､ 楠木 とそ れ を 柁る 湊川 神社に 対す る 所有者 の 強い 認識が理 解 で き る だ ろ うo

Ⅲ 皇 居前 へ の楠木銅像設 置過程

( 1 ) 面貌 を い か に 描 く か

現在 の 皇居､
二 条橋近く に 鎧兜に 身 をま と っ た 馬上の 楠木正 成 の 銅像は 置か れ て い る ( 園 2) ｡

こ の 銅像 に は､ 1 8 9 0 年 に 三 井財閥 か愛媛県の 別子銅山 の 閃抗 2 00 年を 記念 し て ､ 楠木正 成

の 銅像 を鋳造 し 宮内省 へ 寄附す る こ と を 決定 し た と い う説明が 付さ れ て い る o しか し当時 の 読

売新聞を 見る と､ そ の 鋳造過程は そ れ ほ ど単純 で は な い こ と が分か る ｡

1 8 9 1 年 8 月 5 日 の 読売 の 新聞記 事 に は, ｢ 皇城 の 正 門外 に 古来名 士 の 銅像を設置す る の 議

- と 度宮中に 起 り て｣ と あ り
､ 楠木正 成以外 の 歴 史的な 人物 の 銅像 を設置す る と い う 議論 が 起

こ っ て い た こ と か分か る か
､ 詳細 は 不明 で あ る ｡

-

: 皇 居は 1 92 0 年代か ら次第 に 天皇 イ デ オ ロ ギ
ー

を

囲 2 皇居 二 重橋前の 楠木正 成像

Fig u r e 2 . T h e b r o r l Z e St a t u e O r M a s a s hig e

K u s u n o ki j u st o u t sid e K o 砂 o ( I m p e ri at P al a c e)

可視化 す る 役 割 を に な い は じ め た か
､

こ の 時朝 は

ま だ こ う し た 役割 を境極的 に に な っ て はお らず
､

周辺 は荒廃 し 無用 の 長物 と さ れ て い た と さ れ る

( 原 200 3) ｡ し か し な か ら
､

こ の 銅像制作 を め ぐ

る プ ロ セ ス に お い て は
, 銅像を ど こ に 設置す る の

か と い う 議論 を含 め て ､ 皇居を 象徴化 し よう と い

う 意図 も か い ま 見え る ｡ だ か ら こ そ ､ 本稿の 最初

に 紹介 した よ う に こ の 銅像前で 自殺 した 人物 の 報

道が な さ れ た の で あ る ｡
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銅像制作 の 議論 が進 む な か で
､

鎧兜 に 身 をま と い 乗馬す る 楠木の 姿を 銅像 に す る とい う ア イ

デ ア が 岡倉覚三 と川 端玉 章 に よ っ て ひ ねり出さ れ
､

｢ 最 も優等な り｣ と評価さ れ た｡ 両者 に は

賞典金 50 円が支払 われ た (『読売新聞』 18 9 1 年 8 月 5 日) ｡ さ ら に 同記事 に は
､ 当時､ 銅像制

作費 に お お よ そ 3 万円必要 だ と予想 され て い る もの の
､

それ を 帝室が 出す の か 美術協会が 出す

の か
､

あ る い は別 の 団体 が 出す の か 未決 で ある と付さ れ て い る ｡ お そ らく こ の 段階で
､

三井財

閥が製造費寄附を 申し 出た もの と考 え られ る ｡

表 1 は
､ 読売新聞に お ける こ の 銅像制作 に 関 わ る記事を示 し て い る｡ 1 8 9 2 年 5 月 20 日 の 記

事 で
､

こ の 銅像制作を東京美術学校 (現在の 東京芸術大学) に 委託 した こ とが知 らさ れ た｡ 具

体的な ス タ ッ フ と し て ､ 楠公 の 木型制作 に 高村光雲､ 山 田鬼斉､ 石川光明､ 馬の 木型 制作 に 後

藤貞行､ 鋳造 に 岡崎雪斉が 記さ れ て い る ｡ そ して 実質的な 鋳造 は大阪造幣局が 担当 した｡ ま た

こ の 時点 で ､ 1 万 5 千円あ ま りの 費用を 要 して 鋳 型 の 半分程度 が で き あ が っ て い た｡

実際 に ､
1 8 9 3 年 3 月 の 時点で 銅像の 木型 が完成 し て おり､ 同月 22 日 に 宮内省 の 大広間で 展

覧 に 供 され た｡ こ う して 銅像制作 は順調 に 進ん だ よう に 思え る が ､ 鋳型の 製造 に お い て は ふ た

つ の 問題 が生 じて い た
｡ そ の ひ と つ が ､ 楠木の 面貌 に 関す る もの で あ っ た｡

1 8 9 2 年 11 月 5 日
た か し つ と

の 『読売新聞』 の 記事 に よる と､ ｢ 天下
一

統の 後厳く其子孫を捜索 して 後患を 絶た ん と力 め た

れ ば足利氏百五 十余年間楠の くす とも言ふ もの な く其の 血統遺物もま た 殆ん ど全く跡 を失 ふ に

至｣ っ た た め
､ 楠木が どの よう な容貌で あ っ た の か に つ い て 議論 が生 じた の で あ っ た｡ そ こ で

人相学 あ る い は骨相学者 に も ｢或 は知勇を 主と し或 は徳望を旨と し甚 しき は之 に 加 ふ る に
-

挙
マ マ

数千人を殺我す る の 残忍な る 気象を 以て し終 に は不幸短命の 相も写 す｣ 面貌 を 占わ せ た が､ や

はり納得 の い く結果を 得る こ と はで き な か っ た と い う｡ 最終的に は
､ 高村光雲 が案出 した面貌

が 可決さ れ た｡ 彼の デ ザ イ ン は､ ｢ 忠節 ･ 知謀 ･ 勇敢及 び徳望 に して 年齢 は 四十
-

二 歳恰 も 金
か ちい く さ

剛山勝軍の 時代 に 在り と云ふ｣ もの で あ っ た の で あ る｡

こ う して 再構築さ れ た 国家的偉人 に た る 楠木の 面貌 は ､ 以後各地 に 創設 さ れ る楠木銅像 の プ

ロ ト タイ プ と な る の だ っ た｡ ち な み に 高村 は こ の 1 年後 の 18 9 3 年 ､ 現在 の 東京都の 上 野公園

に 置か れ て い る 西郷隆盛像の 鋳型も手 が けて い る｡

( 2 ) 馬像 にみ る近代 日本 の ア ン ビバ ラ ン ス

楠木の 相貌の 問題は
､ 当時の 名彫刻家高村 に よ っ て 解決 さ れ た｡ そ れ は

､ 高村 が有 し て い た

技術と ある 種の 権威 に よ っ て 解決 しう る問題 だ っ たと言 え るか も しれ な い｡ しか し
､ 高村をも っ

て して も解決で き な い 難問が存在 した｡

先に 示 した 18 9 2 年 11 月 5 日 の 記事 に は
､ 次 の よ う な文章 が続 い て い る｡

つ ま び

其乗馬は実際何れ の 馬匹 を用い たるや をくを詳 らか にす る能は ぎれと も先づ は木曽馬なる べ しと

の 推測 より初め に 其骨相を写せ しも之以て 確乎た る拠り所す る に 非れ ば目下馬匹に 明達の 聞え

ある 同校教授の 馬場氏が 木曽 ･ 薩摩及 び陸奥産馬匹 の 優所を収集 し在朝在野の 伯楽 の 評論 を

経て 之れ こそ 日本良馬の 標準 なりと言 ふ べ きもの に 作りた りと当事者の 苦心 誠 に 想ひ 見る べ し

こ こ に お い て 問題と な っ て い るの は､ 楠木 が騎乗 す る馬 はい っ たい 何を モ デル とす る の か とい う

こ と で あ っ た ｡ 挙げ られて い る木曽産､ 薩摩産､ 陸奥産は もちろん 日 本馬で あり､ 日本国家の 象

徴 とな る べ き 銅像 に お い て 馬が 日本馬 で ある こ とは 自明で ある はず だ っ た ｡ しか しな が ら自明 で
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ある べ き馬の 種別 こ そ が､ 楠木 の 面貌を めぐる論争と は比較で き ない ほ ど大き な議論 を惹起 した

の で あ る｡ 森 田 (1 9 8 7) は こ の 問題 を美術 に お ける技術的問題 と して 扱 っ て い るが
､

そ れ は当時

の 日 本の 近代化が抱 えて い た矛盾を映 し出して もい る｡

美術 は所与 で は なく､ 近代 日本に お ける 西洋化に 深く状況 づ けられ て い る｡ 様 々 な美術の ジ ャ

ンル や制度や 用語 は近代 日本 に お ける西洋 との 接触と い う歴史的産物な の で あ る (佐藤 1 99 6) ｡

こ う した当時 の 日本美術 の 問題 に つ い て 『読売新聞』 は､ ｢ 九鬼隆
一

氏 の 西洋流の 観念 を以 て
マ マ

日本美術を 評下 して よ り当事者中に 日本西洋 の 両派を 生 じ絵画 の 上 に 乳蝶 を来 したる よ し は嘗

て 聞く所 な り｣ ( 『読売新聞』 1 1 月 14 日) と示 して い る｡ 銅像と い う 西洋美術の ひ とつ の ジ ャ

ン ル で は､ 西洋美術の 技術と モ チ ー

フ が前提され る｡ しがた っ て
､ ｢ 楠公乗馬の 銅像は全く西洋

馬匹 の 骨相を写 した る もの な り｣ と い う同日 の 記事 は当然 の 帰結 で あ っ た｡

しか しなが ら
､ 楠木 が騎乗す る馬 が ｢西洋馬｣ をモ デ ル と して い る こ と ば ｢ 怪説｣ とさ れ ､

｢ 先頃
一

旦 組立 て た る同肖像を写真 したる もの な れ ば西洋派の 美術家 を して 親 しく之を熟覧せ し

め以 で 怪説 の 根を 絶 つ べ し と言ふ 人 々 少か らず と い ふ｣ ( 『読売新聞』 11 月 1 4 日) とあ るよ う

に ､ そ れが 西洋馬 で あ っ て は決 して な らな い と認識す る人 が多 か っ た の で ある｡ なぜ なら､ こ の

銅像 は日 本国家の 象徴 とな る べ き もの だ っ たか らで あり､
それ ゆ え に 日 本の 固有性を 指 し示す 日

本馬が希求 され た と考え られ る｡

1 8 9 6 年 に 4 月 に こ の 論争 に 終止符 を打 つ ため に
､ 馬 の 彫刻を担当し た後藤貞行 が 自ら説明を

行 っ た｡ ち なみ に 新聞記事 で の 紹介 に よる と
､ 後藤 は元陸軍人 で あり､ 日本画 ､ 油絵､ 写真芸

術を学 ぶ もの の
､ 薬品に より失明した が

､
そ れで もそ の 後高村光雲 の もと で 彫刻を 学び､ 馬 の 彫

刻に か け て は 当代随
一

で あ っ た とい う｡ そ の 後藤 に よる 説明は､ 次 の よう なもの だ っ た
｡

而 して 楠公の 乗馬は 一

見亜 刺比亜種 の 如くな る より或人古実 に違 へ りと答 め ける に 氏日 く余 が

此 の 馬を 彫む に 当り余 は種 々 の 図 に依 り遺骨に 依り馬具 に 依り又 は 自身飼育せ る経験に よりて

古今 を 参照せ り｡ 去 れ ば此馬た る余が 理 想の 馬に して 従来 の 日本産 とは栴 々 異 る処無 き に 非

ら ざれ どそ は未だ 飼育の 宜 しきを 得 ざる の 致す所 なり｡ 若 し 日本産 に して 従来最良の 飼育を得

ん か正 に 此銅馬 に 等 しき者 を造り得 るに 至る べ し｡ 故 に 余が彫刻は 日本名馬 の 標本 と見倣 して

可な らん (『読売新聞』 18 9 6 年 5 月 3 日) ｡

つ まり､ 後藤が 刻ん だ馬 は
､ 最良の 飼育条件で 育成 した完壁 な 日本馬 で あり

､
そ の 完壁さゆ え に

歴史上 一

度 も現れ た こ と の な い ､ した が っ て 誰 も見 た こ と の な い ｢ 理 想｣ の 日 本馬だ と い う の で

あ る｡ だか ら こ そ ､ 日 本馬で はな い
､ 古実と違う と いう 批判が 生 じるの だ と い う こ と なの だ ろう ｡

こ の 一

見荒唐無稽 な 回答 に は
､ 近代化 を目指す 日本の 立 ち位置が 見事に 示 され て い る の で は な

い だ ろうか ｡ 天皇制の 復活 に より立 ち上 が っ た 明治政府 は､ 古代の 政治 シ ス テ ム を再現 し
､

日 本

の 伝統 と純粋性 を強調す る こ とに より国家の 正 統性を打 ち出 した｡ お よそ 5 50 年以 上 も以前 に 生

存 し､ 後醍醐天皇 へ の 忠誠を尽くし た 一

武士 の 銅像が 建て られ たの は､ 天皇 へ の 忠誠を広く国

民に 啓蒙す る だ け で なく､ 当時の 政権や 朝廷 と現在との 連続性 を強調す る必要 が あ っ たか ら で も

あ る｡ よ っ て
､

日 本的な る もの の 象徴で ある銅像の 馬に 日 本馬が 求め られ た の で あ る｡

しか しその
一

方 で ､ 近代国家 シス テ ム を取り入れ た 日本 は､ 到達す べ き目標 と して の 西洋 を こ

の 時点 で はまだ も っ て い た｡ 西洋に はな い 固有の 日 本ら しさ を強調す る こ とで ｢ 近代の 超克｣ が

可能 だ と い う議論 は まだ こ の 時代 に は訪れて い なか っ た か ら
､

日本 の 立 ち位置 は つ ね に 目指す べ
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き西洋 との 距離 に よ っ て
､

つ まり西洋で 生まれ た近代国民国家の 枠組み に おい て の み検証可能な

の で あ っ た｡ 銅像 や彫刻 な どの 西洋美術の
- ジ ャ ン ル の 到達度もまた

､ 西洋美術の 枠組み に お い

て の み可能だ っ たの だ｡ したが っ て ､ 馬像で は ｢ 日 本馬｣ で はなく ｢ 亜 刺比亜種｣ ｢ 西洋馬｣ で

な けれ ばな らず
､

日 本の 伝統 と純粋性 を強調す る ため の 銅像 で あ るた め に
､

それ が歴史上 一 度 も

登場 した こ との ない 理 想 の 日本馬で ある とい う 弁明も必要だ っ た の で あ る｡

ポ ス トコ ロ ニ ア ル 批評家 の ホ ミ ･ バ ー バ (2 0 0 5) は ､ 植民地的主体 (宗 主 国) の シス テ ム 内に

あ る植民地的他者 (被植民者) の 関係 に お い て は､ 後者 は前者 と の 距離 の 中で 前者を模倣す る

もの の ､ ズ レが 生 じて しま う こ とを説く｡
これ を彼 は ｢ ア ン ビ バ レ ン ス｣ と表現す る が､ 楠木の

銅像制作に お ける馬 の 論争 に 見 られた の は
､

まさ に 近代国民国家をめ ざす 日本 の ア ン ビ バ レ ンス

な状況だ と言え る だ ろう｡

1 8 9 1 年 に 制作が ス タ ー ト した もの の ､ 1 8 9 4 年か ら 1 89 5 年に か け て 日本 が引 き起 こ した 日 中

戦争に より
一

時制作 は 中断 され ､
1 8 9 6 年 に ようや く銅像自体 は完成す る｡ しか し そ れ を どこ に

設置す る か とい う 問題 がさ ら に残さ れ､ 最終的に 宮城前の 二 重橋 に 設置さ れる の は 19 0 0 年で あ っ

た｡ こう して 日本人の モ デ ル た る楠木正 成 は
､ 銅像 と して 理 念化さ れ想像/ 創造さ れ ､ 各地 ある

い は各小学校 に広が っ て い っ たの で あ る｡

第 二 次世界大戦が 開始 され た後 に は ｢ 日本精神の 発揚｣ と ｢ 誠忠顕彰 の た め｣ 1 9 3 9 年の 朝 日

新聞 に は大手門前 に お ける和気清麻呂の 銅像設置計画が 持 ち上 が っ て おり ｢宮城外苑の 尽忠の

無精楠公 の 銅像 と遠く相対 して 大手門外に 至誠 の 文臣の 気高い 姿が 仰が れ｣ る こ と が期待 され

て い る が
､

それ が実際に 成 し遂げられ たの か どうか は不明で ある (『東京朝日 新聞』 1 93 9 年 3 月

1 0 日) ｡

ⅠⅤ おわ りに

本稿 で は 湊川神社 の 成立 と宮城前 へ の 楠木正 成銅像設置 の 過程を追い な が ら､ 近代 日 本に お

け るナ シ ョ ナ リ ズム の あり よう の
一

側面を提示 した｡ 楠木正 成 の 霊を紀る 湊川神社の 思想は江戸

時代末期の 尊皇撰夷思想 に お ける 招魂社 の 思想あたりま で さか の ぽ る こ とが で き､ 天皇を 頂点に

い ただく古代政治形態の 復活を
一

方で 掲げた 明治政府 に お い て ､ そ れ は有意 で あ っ たと い え る｡

近代国民国家 シ ス テ ム と古代 へ の 希求と い う矛盾 は､ 楠木を は じめ とす る歴史的人物の 表象が 国

民国家の モ ジ ュ
ー ル と して 貢献 しう ると い う 点に お い て

､
す な わ ち､ 古代 へ の 希求が現今の 政権

と ナ シ ョ ナ ル ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 正 当性を保証 しう る とい う点 に お い て
､ 容易 に 解決 しえ たの で

あ っ た｡

1 8 7 2 年 に 創建さ れた湊川神社は､ 天皇 へ の 忠誠を物質的に 可視化 し､ ナ シ ョ ナ ル ア イ デ ンテ ィ

テ ィ を下支え す る こ と が期待 され て い た｡ そ れゆ え に､
1 8 7 2 年 に は より は っ きりと楠木 の 死を人

びと に 示す た め に
､ 堂宇 が取り外さ れ代わり に柵 が設 けら れた の で あり､ ま た天皇行幸 に 際 して

は湊川神社 へ 立 ち寄 る こ と が繰り返 し請願 され たの で あ る｡ さ ら に ､ 1 8 9 0 年か ら は天皇イ デオ ロ

ギ
ー

を体現 す る宮城前 に
､

1 0 年 の 歳月を要 して 楠木正 成 の 銅像 を設置 した こ とは､ 近代 日本 に

おけ る国民国家 とナ シ ョ ナ リズ ム の 確立 を検討す る上 で 見逃す こ とは で きな い だ ろう｡

しか し､ 神武天皇や 楠木正 成と い っ た 国民的英雄を再構築す る 一

連 の 過程 に お い て ､ 古代を

希求 しなが ら近代化を推 しす す め ると い う 矛盾が顔をの ぞ か せ て い た ｡ そ の ひ と つ が宮城前 に 楠

木銅像 を設置す る 際に 生 じた 馬の 形態の 問題で あ っ た｡ 日本的な るもの を 西洋美術 とい う枠組み
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で 表現 せ ざるを え な い と い う 引き裂か れた 状況は､ 近代 に 埋 め 込まれ 西洋 をた えず 目標とせ ざる

を えな か っ た日 本 の 必然 で あ っ た と言え よう｡ こ の 時期の 日 本 に は
､

まだ 西洋を真 に 対象化す る

こ とが 困難だ っ た の で あ る｡

湊川神社､ 銅像な どの 物的装置を通 して も形成され つ つ あ っ た楠木 をテ コ と したナ シ ョ ナ ル ア

イ デ ンテ ィ テ ィ の 創出様式 は､ 南北両朝の 正 統性 をめ ぐる議論 に お い て 確立 さ れ たと考 え る｡ こ

の 間題 は､ 教科書 の 記載内容か ら生 じて お り､ 国家の イデ オ ロ ギ
ー

装置 と して とくに ア ル チ ュ セ
ー

ル が学校教育 に 注目 して い た こ とを想起す れ ば､ 教科書問題 とナ シ ョ ナ ル ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 問

題 と して 別稿 に て 検討す る必要が ある｡ もち ろん
､ 西洋を物質的文明と規定 し､ そ れ に 対 して 日

本が 有す る 内在的な力を 強調する こ とで 日本独自の 脱近代化を も とめ る時期 に お い て も楠木の 果

た す役割 は減退せ ず､ む しろ増 した｡ こう した過程 は､ 前稿 (森 20 0 5) で 示 した ナ シ ョ ナ ル ア イ

デ ン テ ィ テ ィ に 対す る イデ オ ロ ギ ー を 不断に 再生産す る プ ラ テ ィ ッ ク
､ 重層的決定と い う 概念を

差 し挟 む こ とに よりより明確に 捉え うる と考える｡ こ れ に つ い て も別稿 に て 検討 した い ｡
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h o r s e ･ I n s h o r t it w a s c o n t r o v e r s i al i s s u e b e c a u s e
,
o n t h e o n e h a n d i t w a s t h e i s s u e c o n c e r n i n

g th e

h is t o ri c a l c o r r e c t n e s s
,

o n t h e o t h e r h a n d i t w a s th e i s s u e o f n e g o ti a ti o n b e t w e e n t h e J a p a n n e s q u e

a n d t h e fr a m e w o r k o f W e s t e r n a r t . T h e c o m pl e t e d p r o d u c t l o o k e d li k e a n A r a b i a n h o r s e a n d th e

s c u l p t o r e x pl ai n e d i t i n t h e c o n v ol u t e d l o g
i c; it w a s m o d ell e d o n t h e h i

g
h e s t -

g
r a d e J a p a n e s e h o r s e

w h i c h n e v e r a p p e a r e d i n J a p a n e s e h i st o r y . I n f a c t
,
i t w a s a n i d e ali s e d s h a p e ( Fi g u r e 2) .

T h i s c o n cl u si o n i m pli e s th e a m b i v a l e n c e o f n o n
- W e s t E u r o p e a n c o u n t ri e s a i m i n g t o b e m o d e r n

n a ti o n s t a t e ( B h a b h a 1 9 9 4) .
T h e s e c o u n t ri e s c o u l d i d e n tif y th ei r o w n s el v e s o n l y w i th i n E u r o p e a n

f r a m e w o r k ･ I f t h e s t a t u e w a s i n d e e d a i m e d t o b e a n a ti o n al s y m b o l
,
it m u s t h a v e a c c e p t e d

J a p a n e s e h o r s e
,

w hi c h w a s n o t w i th i n E u r o p e a n a r t st y l e a n d c o n c e p t . T h e s e e m i n g lァ c o n t r a d i c
-

t o r y c o n cl u si o n i n d i c a t e s th e a m b ig u it y o fJ a p a n e s e m o d e r n i z a ti o n .
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