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日本海海戦 100周 年記念事業 1000人委員会主催

日本海海戦 100周 年記念歴 史セ ミナー 「世界 を変 えた 日 露戦争」

基 調講 演

　 ほ 　ろ

「亡びるね」

日本における 国際主義と土着主義の抗争

平 川 祐 弘 （東京大学名 誉教授）

　　 平成 17（2005）年 5 月 28ff
パ レ ス ホ テ ル （パ レ ス ビル 3 階会議室 ）

　本 日 は 日本海海戦 ］00 周年を 記念 する 日 に お 招

きい ただ き光栄に存 じます。

　お 集ま り の 皆 さ まは ど の よ うな関 心 で こ の 会

にお 見 え で し ょ うか
。 皆 さまは何 を通 し て 日本海

海戦に つ い て の 知識やイ メ
ージ をお 持ちで し ょ う

か 。 司馬遼太 郎 『坂 の 上 の 雲』と か 嵐寛 寿郎扮 す

る明 治天 皇や東郷 司令長 官 の 映画 などを通 して と

か 、 あ る い は さ らに 専門的 な研 究や 読物 を通 して

とか と存 じます 。 本 （2005）年 は ア ル ゼ ン チ ン 海 軍

観戦武官ガ ル シ ア の 証 言 も鷹書房 弓プ レ ス か ら訳

が刊行 され ま し た、また 、こ こ に お持 ち した の は

『日本海海戦 をめ ぐっ て』 フ ラン ス語 で は 1905

Autour　dθ 器 oαθん加a と い う各国作家の 報告や感

想 を集 めた書物で パ リの Omnibus 社か ら本年 出

版され 私 の もと へ 送 られ て ま い りま した 。

　 日露戦争が世界史 の
一転換点 で あ っ た 、と い う

こ と は こ の 大 冊 の 編 者 ケ ラ ・ヴ ィ レ ジ ェ

Quella・Villagerも強調 して お ります 。 が、本 の 裏

表紙に は 「2001 年 9 月 11 日 の ニ ュ
ー

ヨ
ー

ク、ツ

イ ン ・ビ ル デ ィ ン グ の 破壊 に も臨敵す る事件で あ

っ た 」 と、本 の 宣伝文句で はあ りますが 、書か れ

てお ります 。 世界 史を変えた 大事件 と申して も、

そ れ を誇 らか に感 じる人 、 感 じな い 人 、 脅威 と し

て 感 じた人、9 ・11 と並 べ る入、と様 々 で ござい

ます 。
こ の 本 の 中で も日本 の 勝利 は Yellow　Peril

黄禍で あ る、そ う主張 す る 日 露戦争 へ 日本 軍 に従

っ て 特派員 と し て 赴 い た ア メ リカ 人作家ジ ャ ッ

ク ・ロ ン ドン な どの 記事 も出 て い ます 。

世界史の 解釈権を誰が握るか

　世 界史を変えた事件 と 申 し ま し て も、評価は
一

定 してお りませ ん 。 し か もこ の歴史的評価 とい う

の は変わ る し、ま た 意図的に 変え られ る こ ともご

ざい ます。イ ン ドの ネル
ー、 ロ シ ア の レー

ニ ン 、

ア ナ ト
ー

ル ・フ ラ ン ス 、H ・G ・ウ ェ ル ズ な どに

限 らず、口露戦 争当時 、 日本 に来て い た 中国留 学

生 はおお む ね 日本の勝利 を肯定的 に評価 した こ と

は 、周作人 な どの 思 い 出に 出て お ります e

　 しか し現在の 中華人 民共和国で は、目露戦争が

中国固有の 領土の 上で 日本帝国が戦 っ た侵 略戦争

の
．一．．
環 と して否 定的に記 述 し て い ます。 とい うか

中国 は、歴 史は 現在 の 体制 に都合 の 好い よ うに 書

く とい う前近代的な伝統が 牢固 と して抜 きがた く

生きて い る国で ござい ます。 日本海海戦 を ど う評

価す るか、とい う問題 は 肚界史 の 解釈権を誰が握

る か、とい う問題 で もござい ま し ょ う。

　そ れ で は その 日露戦争 に つ い て の 私た ちの 記

憶 とは どうい うもの で し ょ うか 。私 自身が 日露戦

争 に つ い て 興奮 し た最初は 、山中峯太郎の 『敵中

横断 三 百里』を読ん だ小 学校低学年 の 時で 、 日華

事変の 頃で した 。 兄が借 りて きた本 を私 も読 ん だ

後 で 、往年 の 建 川 斥候隊 長 の 建川 中尉が今 は中将

で 日本 の 駐 ソ大使 とな っ た時は、遠 い 過 去 と現在

が思 い もか けずつ な が っ て 、

．
奇妙 な感 じが い た し

ま し た 。

　当時 の 私 は 日清 ・日露 の 海戦を図入 りで 解き 明
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か し た 小学校 高学年 向きの 書物 も読み ふ け りま し

た 。 子 供心 に 三笠 ・敷島 ・富士 ・朝 日以下の 戦艦

の 名前や性能を覚え た の は 、今 の 少年や タイガー

ズ ・フ ァ ン が プ ロ 野 球 の 赤星 ・金本 ・今岡 ・矢野

以 下 の 打順や 打率 を覚え る よ うな もの で した 。 別

に 特に 軍国主義者だ っ た の で は ご ざい ませ んi
。

　それ で も旅順 港 の 奇襲 で もっ て 日露戦争 も始

まっ た か ら次の
一

戦 も必ずや奇襲 で始まるだろ う

と子供心に も思 っ て い ま した．それ か ら、東京が

空 襲に あえぱ関東 大震災 の 際の 下 町 の よ うに焼か

れる だ ろ うと も思 っ て い た 。 桜井忠温 の 『肉弾』、

水野広 徳 の 『此
一

戦』は 改造社の 現代 日本文学全

集で戦争中に読み ま した。私 の 時代は テ レ ビ がな

か っ た か ら本は よ く読ん だの で す ．

　平田晋策の 『日米も し戦は ば』は昭和前期に書

か れた 作品で すが 、米国艦隊が 目本近海 へ 遠征 し

て きた とこ ろ で 聯合艦隊に よ っ て壊滅 され る とい

う シ ナ リオ で、バ ル チ ソ ク艦 隊 の 遠征 と い う日本

海海戦 の 戦 闘 モ デ ル が強烈に 日本人 の 頭 に焼き付

けられ て い た こ とを示 して い ます。将来 の 日米決

戦 も同 じよ うな コ ー
ス をたどる としか思えなか っ

た 日本人 の 錯誤 を示 して お ります 。 軍 人 は過去 の

戦争 を念頭 に 浮 か べ て 戦 うか ら 、 前で な く後 ろを

向 い て 戦 う。 そ れ で 失敗す る 、とい われ て お りま

すが 、昭和の 海軍軍人の 多 くは 平田 晋策 レ ベ ル の

発想だ っ た ろ う、と思い ます。

　 し か し 昭和 の 子 供に と っ て 海軍 は 憧 れ の 的 で

した。小 学校に 上がる時、「大きくなっ た ら何 にな

る」 と聞か れて プ ロ 野球 の 選手 と答 え る 少年が昨

今は多い そ うです が、私 は 口頭試 問を受けて 「海

軍大将」 と答 えた ら 「軍艦 が沈没 した らど うす る」

と聞か れ て 返 事 に っ ま っ た。そ うした ら 厂泳 ぐね 」

と体 育の 中島先生が助け向を出 して くれ ま した 。

母に は返事に 詰ま っ た とは報告せず 自分か ら 「泳

ぐ」 と答 えた とい い まし た 。 中学 1年 の 時に 陸軍

幼年学校 を受ける と申 し出た ら担任 の 三 島先生 が

「4 年まで 待 っ て 海軍兵学校 にな さい 」 とすすめ

て くれ ま し た 。泥 臭い 陸軍に 比 べ て 海軍 は それ だ

け人気 が あ っ た とい うこ とです。

ニ ミ ッ ツ 提督 と軍艦三 笠

　 し か し H 本 で も敗戦後 は 日露戦争 を否 定 的 に

見 る 見方 が表に 強 く出ま した。私 は満州事 変 が始

ま っ た昭和 6 年生れ、い ま 73 歳で すが、ア メ リ

力 軍 の 日本 占領時代 に 学生 生活 を送 っ た 者で す 。

思 想検閲を して い るなとは感 じま した 。 私 が 中学

の 同級生に宛て た 手紙 も開封 されて セ ロ フ ァ ン で

貼 られ て い ま した。 しか しどの 程度かは解 らなか

っ た 。 とにか く戦争が終 っ て 空襲が な くな りほ っ

と し た の は まぎれ もない 心 理的事実です 。 教室で

体罰が な くな り、民主主義 を歓迎する気持 もあ っ

て、そ の 時代の 風潮 に結構感化 され ま した。

　 日本 の 大新聞や ラ ジ オ は 連合国側 の 戦争 宣伝

で もあ っ た 日本 悪 玉論 に 同調 い た しま した 。 5 ・

15 事件や 2 ・26 事件で 首相や重臣を暗殺 し軍部

に ひ きず られて 日．本は戦争 の 泥沼 にはい りこ んだ 、

とい う認識は 広 く国民 の 間にあ りましたか ら、軍

部は非難 され ました 。 平和憲法が歓迎 され 、さら

には 内村鑑 三 の 非戦論 とか与謝野晶子 の 「ああお

と うと よ 、君 を泣 く」 が もて はや され た の か と思

い ます。

　 しか しそ うは 申 して も多少 とも し っ か り した

人 ならば、原 子爆弾 を投下 した人 道にそ む く罪を

不 間に して お い て 日 本側 だ け を裁 くの はお か しい 、

とい う気持は あ りま した。東京裁判は茶番で あ る、

と思 っ て お り、最初に渡米 し た折 に も ワ シ ン トン

の 学会で 、 英語 で そ う申 しま した 。 米国の 学者か

ら反 撃を食 ら う こ と も無か っ た。彼 ら とて もあれ

は政 治的裁判 で あ る とい うこ とは認識 して い るか

ら で あ ります 。

　私 は 不破哲 三氏 と同 じ
一

高 の 寮 の 社 会 科 学研

究会にお りま した 。 東京裁判の 判決 の 放送 も昭和

23 年の 1］月 で したか 、
一
緒 に ラジオ で 聞き ま し

たが、death　by　hanging と い う英語が 聞き取れな

か っ た
。 ラ ジ オ が 悪 か っ た と い う よ り私 に英語 の

リス ニ ン グの カが なか っ たせ い です 。

　そ れ で もア メ リカ の 占領 は ソ 連 軍 や 中 国軍 の

占領 よ りは ま しな こ とは わか っ て い ま したか ら、

寮は 共産党細 胞 の 部屋 で 「赤 光る星」 な ど とい う

昭和 初年 の 寮 歌 を特 にカ を こ め て 歌 っ て は い ま し

たが 、 私 自身 は ソ 連製の 世 界 史解釈に服す る こ と

は あ りませ ん で した e しか し唯物 弁証 法 な どと い

う言葉の魔 力は強 くて 、マ ル ク ス 主義．史観 は 広 く

浸透 し、日本の 歴史学界は戦後左翼に支配 され、

そ の 名残 が い ま も教科書に色濃 く残 っ てお ります。

　 そ れ か ら、私 は大陸で も何度 も教えて学生た ち

と話 して わ か っ た の で す が 、 人 民 中国 の 日本 史解

釈 もそ の 派 の 井 上清教授 の 解釈 が支配 的で した 。

中国 の 学生 が読 む 目本史 は井上 清の 箸書 の 中国訳
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が多い 。 そ の 井上 氏 の 本 を権威に私な どに 反論 し

て くる か ら 「文化大革命 の 際、紅衛兵 を支持 した

そ ん な先生 の い うこ と闘 い て い て い い の か ね 」 と

ぼそ っ とい うと、黙 りま した 。

　そ の よ うな左 へ 左 へ と靡い た 戦 後 日本 の 時流

の 変化 を象徴的に示 した の は下痢止 め の ク レ オ ソ

ー
トの薬 の 名前の 変 り方 です。か っ て は征露丸 と

い う名 前で した 。 出征の 征 の 字 の 征露丸です。満

洲 へ 出征 し た 兵隊 さん が持 参 した 薬です。それ が

戦後 は出征の 征は征服の 征だ か ら宜 しくな い とい

うの で正義の 正 をと っ て正 露丸、す なわち ロ シ ア

は 正 しい とい う名 前に改め られ ま した。お笑い 種

で あ ります が、商売人 とい うの はそ うい うもの で

す 。
た だ し、だ か ら とい っ て 元 の 征服 の 征露丸に

戻せ とまで 申す気は私 には ご ざ い ませ ん。

　軍艦 三笠 は ダ ン ス ホ
ー

ル とな り、早稲田大学大

隈講堂 に エ イ ゼ ン シ ュ タイ ン の 映画『イ ワ ン 雷帝』

を見 に 出か けた ら、映画が始 まる前に 「我等の 祖

国 ソ 同盟 」 など と 甲高 い 声で ぶ つ は ね あが りの 左

翼イ ン テ リが い た時代で 、しか もそ う叫ぶ と講堂

で大 拍手 が湧 き起 こ る とい う倒錯 し た時代 で あ り

ま した。軍艦三 笠 よ り戦艦ポチ ョ ム キ ン の 方が 大

事 に され た の で あ ります。

　第二 次大戦 中の 日本が 日清 ・
日露の こ ろ に比 べ

て 品 位を失 な っ て い た 二 とを象徴的に 示すの は軍

歌の 歌詞 の 劣悪化 で す 。
「出て来 い 、ニ ミ ッ ツ 、マ

ッ カ ーサー、出て 来 りゃ 、地獄へ逆落 と し1 など

と歌わせ て い た。そ の ニ ミ ッ ツ 提督が戦後何 年 か

経ち、見 るに見か ね て 軍艦三笠 の 保 存 の た め に私

財 の 提 供を申し出られたか に 聞きま した 。 私 も な

にが しか 出 した か ど うか 記憶 に は っ き り し ま せ ん

が 、三 笠 の 甲板 の 上 質の 木材 を文鎮 に した も の を

頂きま した
。 東大紛 争の 時に 私 の 研究 室 を暴力 学

生 に 占拠 され 、そ の 記念 の 品 もな くされ て しまい 、

残念 に思 っ て い ます 。

　そ の 戦後 日本 と い うの は あ る意味 で は戦 時 中

の 日本 よ りもさらに 閉鎖 された情報空閥で した 。

戦 前戦 中は検閲 が あ る と新聞に は × × の 伏字が 印

刷 され た 。 中野 正剛 が東条首相に抗議 し て 割腹 自

殺 を遂 げた時 は伏 字なが らそ の 事態は子供心に な

ん とな く感 得で きた 。 戦後は 検閲 し た とい うこ と

が わか らな い よ うに しました。し か し私はそ の 閉

鎖 され た 情報 空 間 の 外 へ 当時 と し て は例外的に 早

く、数少 な い フ ラ ン ス 政府留学生の
一

人 として 昭

和 20 年代の 末に 出 る こ とを得ま した 。 そ の よ う

な私 が外 国に い て 日本海海戦に つ い て ふ と した機

会に考えた こ とを本 日の 話 の 枕に させ て い た だ き

ます 。

『ラ ・ バ タイユ 』との 出会い

　先ほ どご紹介 し ま した本に も、ク P 一
ド

・フ ァ

レ
ー

ル の la　Batailleす なわ ち 『日本海海戦』が含

まれ て お ります 。 は じめ に そ の 読書体験か ら申 し

ま し ょ う。 23 歳の 私は パ リで留学 1 年 目の 冬、フ

ラ ン ス 人 の 友達 もまだな くて孤独で した。昭和 29

年の 大晦 日 、
フ ラ ン ス 人は 郷里 に帰 り 、 私 は寮に

ひ と りぼ っ ち取残 され て そ の本 を読ん だ 。 西洋人

が fi本を ど う見て い るか 、とい う私の 専門の 比較

文 学の テ ーマ を検証す るた めで した 。 だが読み 出

す と引き込 まれ て しまい 夜を徹 しま した 。

　 こ の 『日本海海戦』には何が書 かれて い る か 。

著者 フ ァ レ
ー

ル は フ ラ ン ス 海軍 軍 人 で 作家、後に

将官 に進み 1935 年 、対 抗馬 の ク ロ
ーデル を制 し

て ア カデ ミ
ー ・フ ラ ン セ

ーズ の 会員 に選 ばれ た人

です 。
し か し今で は す っ か り忘れ られ て しま い ま

した。1876 年、明治 9 年 リ ヨ ン 生れ 、日本海軍

で い えぱ山梨勝之 進大将 よ り 1 歳年 上、同 じ くフ

ラ ン ス の 海軍将校 で 作家で あ っ た ピエ
ー

ル ・ロ テ

ィ よ りは 26 歳年 Fで、 ロ テ ィ ときわめ て 似た経

歴 を辿 っ た人 で あります。ちなみ に こ の ロ テ ィ の

ほ うは、年齢は東郷平 八郎 よ り 3 歳年下 で IS「
oO

年生れ で す。 ロ テ ィ の 方 は明 治 20 年代 ・30 年代

か らすで に世界的に 有名 な早 熟の 作家で した。ア

カデ ミ
ー ・フ ラ ン セ ーズ の 会員に 41 歳 とい う最

年 少 の 記録 で 選ばれま した。日本に材 を取 っ た『お

菊 さん』と か 『秋の 日本』 は 当時広 く読まれ ま し

た 。

　 ラ フ カ ディ オ ・ハ
ー

ン は ロ テ ィ と同い 年で 、 ロ

テ ィ をい ち は や く英語 に訳 し
、

ロ テ ィ が描 く 日本

に憧れて 来 日 し ま した。 ロ テ ィ に よ っ て描かれた

日本は まだ小 さくて 、ひ 弱で 、鹿鳴館 の 時代で 、

西洋人 に小馬 鹿に され て お りま した 。
ハ
ー

ン は 日

本 に住み 着 い て ロ テ ィ が描い た 口本は お か しい 、

N 本 の 女 を小馬鹿 に し 長崎で 月 ぎ め で 結 婚 し た ロ

テ ィ は鼻持ち ならぬ フ ラ ン ス 人だ と気が つ い て 、

それ か らは 自分 自身の 道を進 み ま し た 。

　私 の 推察で は 日露戦争 当時の ロ シ ア 海軍将校

の 日本イ メ
ー

ジは こ の ロ テ ィ に よ っ て 形作 られた

と こ ろが きわ めて大 きか っ た と思 い ます。それ と
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い うの は 当時 の ロ シ ア の 海 軍将校 は貴族の 子弟か

ら構成 され て い ま し た。 ロ シ ア 貴族 の 第
一

外 国語

は トル ス トイやツ ル ゲーネ フ の 小 説 な どで もお わ

か りの よ うに フ ラ ン ス 語で した 。 後進国 ロ シ ア に

お ける上 流階級 の フ ラ ン ス 語の 使用頻度は きわめ

て 高か っ た。ポーツ マ ス で 小村寿太郎 と談判 した

ロ シ ア 外相 ウ ィ ッ テ も記者会見の 席上 、「日本 に賠

償金はび た
一

文払 わ なか っ た 」
“Pas　UII 　sou

”

と フ

ラ ン ス 語で 言 っ て の けた の は有名です 。
m シ ア へ

留学 し た海軍 軍人 の 廣瀬武 夫がサ ン ト ・ペ テ ル ス

ブ ル ク で m シ ア語 の ほか に フ ラ ン ス 語 の 学習 を始

めた の はそ の た め で す 。

　 東 山 千栄子 と い う築地小劇 場 出身 の 女優 さん

が い ま し たが 、彼女 も子供時代帝政 W シ アで過 ご

し て フ ラ ン ス 語 を学ん だ
。

ロ シ ア の 貴族 の 海軍将

校に は フ ラ ン ス 文 化 へ の 憧 れ はそ れ は強い もの で 、

ロ シ ア 革命後 も亡命先に フ ラ ン ス を選 ぶ人が圧 倒

的に 多か っ た わ けで あ ります。

　 ロ テ ィ は フ ラ ン ス 人 の 第
一

等の 作家で しか も

自分た ち と同 業の 海 軍士宮で す 。 港 々 の 女と の ア

バ ン チ ュ
ー

ル を異国情緒豊 か に書い て い る。 しか

も 19 世紀 の 末年か ら 20 世紀 の 初頭、フ ラ ン ス で

も
一

番人気、とい うこ とは 当時の 国際祉会で も
一

番人気の 作家で し た。それだ か らロ シ ア の 海竃将

校が ロ テ ィ を愛読 した こ とは 間違 い ない
。 と い う

か皇太子 と して来 日した ニ コ ライ ニ 世や そ の 周 辺

の ロ シ ア 人 の 日本像 、日本イメ
ー

ジそ の もの が ロ

テ ィ の 文学作品 に よ っ て 多分に 形成され た もの だ

と思い ます。

　 ロ テ ィ は 日本 の 男を愚 弄 し 日本 の ム ス メ を 小

馬鹿 に し た。畳の 家は もとよ り鹿鳴館の 舞踏会 も

笑 い もの に し た
。 日本人 は西洋 の 物真似 に た け た

黄色 い 猿 だ とい う見方です 。
ロ シ ア将校 もお そ ら

く同感 して 日本を軽 く見て い たに 相違な い 。 その

よ うな西洋 人の 日 本観を皆 さま は 不 愉快 に お 感 じ

で し ょ うが、 しか し そ の ロ テ ィ の お か げで ロ シ ア

海軍 が 日本海 軍 の 力を見 くび っ て い た か ら、そ の

実力誤認 の おか げで H 本が勝利 を収め得 た とい う

側 面 もあ っ た。そ の よ うに考えれ ば、 ロ テ ィ の H

本に 対する悪意に近 い 過小 評価 も 目本 の 勝利 に 閥

接的に貢献 した とい えな い こ と もあ りませ ん 。

　余談に な りますが 、今 口 の 地 球社会で 日本に つ

い て も っ と も悪意に 満ち たイ メ
ー

ジが 広 く流布 さ

れて い る国は 、矢吹晋先生 は よ く御存知 か と思い

ますが、中華人属共和国で あ りま す。 し か し 日本

の 中国研 究者や チ ャ イ ナ ・ス クー
ル の 人は、失礼

な が らそ の 点を余 りは っ き りと指摘 して こ な か っ

た。 IOO 年前 は西洋で は無知か ら H 本に つ い て 間

違 っ たイ メ
ージがひ ろま っ た 。 現在の 中国で は 日

本に つ い て 間違っ たイ メ
ー

ジ を意図的に教え込 ん

だ か ら、誤 っ た イ メ ージが ひ ろ まっ た 。

　 しか し中国 人 で そ れ を 訂 正 し よ うとす る人 が

少 ない 。そ の ため に い まや 自家中毒の 症 状を呈 し

て い る。それ とい うの は、もし訂正 しよ うとす る

と親 日派 と目 され る。それ が恐 ろ しく て 知 日派は

口 を閉 ざし が ちで ある。 日本 に い て 日本の 大学に

勤めて い る中国 人 も中国向 け には表立 っ て 批判は

しない
。 日本 で 出 て い る 中国語の 新聞す ら もあ ま

りい わ な い 。 日本の 金融界 で 活躍 し て い る中国 系

の 人 も大陸の 御機嫌 を損な うま い と して 八方 美人

で 振舞 っ て い る。後難 を恐れ て の こ とで し ょ うか 。

中華思想が しみ つ い て い て抜 けない か らで し ょ う

か 。 こ の よ うな 状況は 単な る無知 よ りもず っ と性

質 が悪い 。

　言論 の 自由が保 障 され な い 中国 な ど の 国 と 日

本 とが つ きあ うの は容易な こ と で は ござい ま せ ん。

しか し彼 らが 自分た ち の 誤 ま っ た 日 本認 識に基 づ

い て 反 日暴動 を起 こ した ら、幸い に も西洋の 世論

は 中国批判に まわ りました 。 だ とす る と ロ テ ィ の

歪 んだ 日本記述 が露仏同盟 の 間柄 に あ っ た ロ シ ア

の 不 為にな っ た よ うに 、中国の 日本に つ い て の 歪

ん だ歴 史教育 は、結局 、中国の 不 為に なる の では

な い で し ょ うか 。

ロ テ ィ と異なる フ ァ レー ル

　本題 に戻 ります 。
フ ァ レ

ー
ル は ロ テ ィ と同 じよ

うな経歴 をた どっ た 軍人 作家です が、29 歳の 時に

日本海海戦 とい う当時の 世界の 海 軍将校の 誰 しも

の 心 に 深 い 印象を残 した 事件 に遭遇 し ま した 。 そ

の 前の 世界史的な海戦は 皆 さま御承 知 の トラ フ ァ

ル ガ ル の 海戦 で 、
こ れ は今か ら 200 年前 の 1805

年 で した。そ れ だか ら ロ テ ィ と フ ァ レ
ー

ル と で は

日本観 が逆転 した 。 私 が パ リに着 い た 頃は フ ラ ン

ス の 百科事典は まだ 戦前 の ま ま で 「日 本 は 米 国、

英 国に 次 ぐ世界 の 3 番 目の 海軍大 国で ある 」 な ど

と出て い た。1945 年 ま で の 30 年 間は 、目本海軍

は フ ラ ン ス 海軍 よ り上 に位置 して い た の です e 外

国認識 と外 国 の 実態 と の 間 には 時間的に もギ ャ ッ

プ が生 じ が ちですii。
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　さて そ の フ ラ ン ス 海 軍将校 Charles　 Bargogne

筆名 Claude　Farrさre が 日本に対 する讃嘆の 情 を

こ め て 書い た の が 『日本海海戦』 la　Bn　tail？e とい

う明治 40 年か ら 41 年に書き 上 げ た作品 で す 。 決

定版は明治 44 年に 出ま した 。 作中の 時は明治 38

年 4 月 15 日か ら 5月 29 日 ま で の 長崎 が舞台です。

作者 の 分身であ る フ ラ ン ス 入画家、イ ギ リス の 観

戦武官、イ タ リア の 色 男、ア メ リカ の 億万長 者で

離婚歴 の あるホ ッ ク レ
ー夫人 、清朝シ ナ の 大官な

ど国際色豊か に 登場 しますが、 日本か らは侯爵依

坂海軍 大尉 と夫人光子、攘夷思想 を胸に秘 めて い

る平田大尉が あ らわれ ます。

　 こ の 小説は約 3分 の 1ほ どが 、昭和の 初年 、 高

橋 邦太郎の 手で 『ラ ・バ タイ ユ 』とい う題で 訳 さ

れ ま した。 こ の 作品 は大 正 12 年 に も早川雪洲が

演 じる無声映 画 にな り ま した が 、 昭和 9 年に もフ

ラ ン ス で 名優 シ ャ ル ル ・ボ ワ イ エ に よ っ て 映画化

され、非常な成功 を収 め ま し た 。 フ ラ ン ス の 地 中

海艦隊 の 協力 を得た そ うで す 。後者は トーキ
ー

映

画 と して フ ラ ン ス だけで な くア メ リカ で も英語版

Thθ Battle と して 上演 され て ヒ ッ トし た最初 の

フ ラ ン ス 映 画だ そ うで す 。 1934 年 11 月 22 日 に

ニ ュ ・一一ヨ
ー

ク の ク ライテ リオ ン ・シ ア タ
ー

で公 開

され ま した
。 小 説 と は 少 し筋を変え て あ る よ うで

すが、本 日 の 会 の 組 織者にお願い して 、
一度 日本

で も取 り寄せ て上 映 した らい か が と存 じます 。

　 小説 とは い うが ノ ン フ ィ ク シ ョ ン に近 い
。 そ の

歴史に即 した 面が比較文化 史家 で あ る 私に と っ て

は 貴重 な の で 、と っ て つ けた異国趣 味 の 色 事や ハ

ラ キ リはまあ ど うで もい い の ですが、し か し それ

な しには フ ラ ン ス で は小説も 、 ま して や 映画 も受

け るはずが あ りませ ん。ヒ ロ イ ン の 依坂侯爵夫人

とイ ギ リス の 観戦武宮フ ァ
ーガ ソ ン 大尉 と の 情事

と、それ で名誉を失 っ た N 本軍人 の 切 腹 と い う話

が入 れ て あ る の です。

　 こ の ： っ だ けは 作 り話だ と著者 自身 、後 の 版の

序文 で 認 め て い ます。戦前早川雪洲 とい う国際的

大 ス ターは 日本国内で は反 日的な西洋映画に 出演

す る とい うの で必 ず し も評判 は よ くなか っ た．あ

る い は映画の そん な西 洋 人観客を喜ばすた めの 筋

立 て も評判 に 関係 し た の か も しれ ませ ん 。西洋人

の 多 くは 日本人が 自分た ち の カ だけ では 日本海海

戦の よ うな大勝利 を収 め えた はず が ない と頭か ら

決め て か か っ て い るiii。それ で依坂大尉 が妻が英

国武 官に身を任せ る こ とを黙認 しつ つ 、英 国武官

か らバ ル チ ッ ク艦 隊に打ち勝 っ 秘策を学ん だ とい

うお 話が加 えられて い る の です。

　なお 戦後 、依坂夫人光子 は髪 を下ろし て 尼寺に

入 り二 度と人前に出ず に生涯を終え る こ ととなっ

てお り、光子の 車が尼 寺に入 る とこ ろで 小 説は終

りま す 。
こ の き っ ぱ り と した 光子 に ち な ん で

MITSOUKO とい う香水が 1919 年 に Guerlainか

ら出ま した 、 今の 日本で は 日 本海海戦も知 らな い

くせ に 、こ の 香水の ブ ラ ン ドは知 っ て い る女の 子

がお ります 。

愛国主義的国際主義と国家主 義的土着主義

　私は 『和魂洋才の 系 譜』 とい う河出か ら出 した

書物（今は平 凡社 ライ ブ ラ リ
ー

に入 っ て い ます）の

中で フ ァ レ
ール に つ い て す で に論 じた の で本席 で

は深 く 立入 りませ ん が、西洋人の 作者か ら 日本海

軍 を観察 し て 何が
．一

番 大切 な問題点 で あ るの か 、

と い うこ とが私流 に見 えて きま した 。そ れ をお話

申し た い 。 それ は個 々 の 戦術的な問題で はな く、

皆さま意外に お感 じになるか と存 じます が、日本

にお ける国際主義 と土 着主義の 抗争 と い う問題な

の で す 。

　 フ ァ レ
ー

ル を読 ん だ 当座 は そ こ が わ か りませ

ん で し た が 、 十数年 後 そ の 点が、い うな らば比 較

文 化史的 に 、見 え て き た 。そ こ に 焦点 を絞 っ てお

話申 し 上げます 。 で は 日本 にお ける愛国主義的国

際主義 と国家主義的士着主義 と の 抗争 とは何か。

それ は も っ と軍人 さん の 身 にひ き つ けて い うと、

大和魂 を大 きな声で 言 うか 、 言わ ない か 、と い う

精神 態度 に帰着す る よ うに 思い ます 。

　本席にお集ま りの 皆 さまは、 日木精神 や大 和魂

は 大切 だ とお考 えの 方が多か ろ うと存じます 。 私

も大切だ と思 い ます 。 ただ し 「日本人に は大和 魂

が あ る か ら戦争 に勝 て る 」と い う必 勝 の 信念 は 「日

本人 は 日本 人だか ら戦争に勝て る 」 とい うの と同

じ無証 明 の 理屈に帰着 す る危険が ご ざい ます 。 こ

れ は庶民 を激励す る分に は有効 で し ょ うが、上 に

立 っ 人 まで が頭か らそ う信 じ こ む な ら
一一一種 の 思考

停止 で 、 知 的怠慢 と呼ぶ べ き で し ょ う。大和魂 は

…一
面 で は大切 だ が 、し か し反面で は そ の よ うな醒

めた認識 を持 つ こ と が大 切だろ うと思 い ます。

　 と くに 日本 海海戦 で 白入優越 の 神 話 が 打 ち破

られ た 、 とい う こ とを強調す る あ ま り 日 本入 優越

の 神 話 を作 っ ては絶対に い けな い 、と い うこ とで
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す 。

　フ ァ レール の 作 品に即 して そ の 点 を説 明 い た

し ます 。 日本人 の 主人 公 は フ ラ ン ス の 海軍兵学校

出身 の 侯爵依坂大尉 です 。 元は大 名の 家の 生れ と

い うこ と に な っ て い る 。 小松宮依仁親王 が明治 23

年ブ レ ス ト海軍兵学校を 卒業 した とか 村上 格
一

、

伊東義五 郎 などとい うフ ラ ン ス に学ん だ一
連の 日

本海軍軍人 を想起すれば い い の で し ょ うiv
。

　依坂大尉 は フ ラ ン ス 人 の 目か ら見る と隣に 坐

っ て い るイ ギ リス の 海軍武 官 とほ とん ど同 じに見

えた 、 とあ ります 。 目が つ り一ヒが っ て い て 髭が薄

い 点 を除け ば当時 の 日本の 海軍兵学校出身者が英

国の 海軍士官にそ っ くりだ とは、海軍兵学寮で教

官 をっ とめた チ ＝ ．ン バ レ ン な ど もい っ て い る。イ

チ m − ・
ス ズキ がア メ リカの 大 リ

ーグに溶 け込 ん

で ア メ リカ人 の 選 手 と して英語 で挨拶 して も颯爽

と して い る よ うに秋 山真 之大尉 な ど もア メ リカ の

艦隊に 乗組 ん で 米国艦隊幹部 と談笑 し て とくに違

和感を与え なか っ た。それ と同 じ よ うな様で し ょ

う。

　そ の 秋 山な ど も 日本海海 戦前夜 に 佐世保 に 家

を借 りて夫人 を呼び 寄せ た こ とは知 られ て い ます

が、依坂侯爵夫人光子も長崎に 来て い る。そ して

そ こ に外 国人 を もて なすサ ロ ン と もい うべ きもの

を西洋の調度 をきちん と取 り揃 え て 開きま し た 。

それ は 日本が 黄禍 と呼ばれ ぬ よ うに警戒 し 文 明 国

と して振舞お うとっ とめた 。 明治 日本 は、日華事

変以後 の 昭和 日本 とは違 っ て 、外国人交際や 国際

世論 を大切 に した か ら で す。

　皆 さま明治村 で 西 郷従道海軍 大臣の 西洋館 が

保存 され て い る の を御覧 に な っ た か と思い ますが、

明治の 指導者 は外 国人をもて なすこ とに懇 ろで あ

っ た 。そ れ が 国際社会で 日本 を名誉ある地位 に保

っ た めに必 要なこ とを よ く自覚 して い た。ただ官

だ け でな く民 に も 自発的 にそ の よ うに勤め る上 流

階級 とい うの があ りま した 。 依坂侯爵夫人光 子 も、

夫 と ともに フ ラ ン ス へ 渡 りそ こ で 4年 問暮 ら して

社交場裡 に磨き上 げ られ た 非常 に 西洋化 した 日 本

女性 で す。

　 フ ァ レ ール は地 中海艦 隊勤務 の 艦 上 や ツ ー W

ン 鎮守府、北ア フ リカ の 港で 『日本海海戦』 を執

筆 したよ うですが、私は これ は フ ァ レ ール が実際

に そ の よ うな西洋化 し た H 本人 家庭 に招 か れ た こ

とが あっ た の だ と推論い た します。そ うでな い 限

り、描 くこ との で きな い よ うな鋭 い 観察が い くっ

もあ る か らです 。 長崎の 風物ば か りか茂木 とい う

漁村 の 女郎ま で よ く書い て あ る 。 Mogi と綴 ると

フ ラ ン ス 語で は モ ジ と発音 し て し ま う。そ れ で

Mogui と綴 られ て い た の で 最初は 私は 茂木 だ と

は わか らなか っ た 。

　 フ ァ レ
ー

ル が 実際に 長崎に 来た の は 明治 32年、

1899 年で 3 日間 しか滞在 しなか っ た。それ だ か

ら 『日本海海戦』 中の 長崎描写 は ロ テ ィ の 『お菊

さん』 の 長崎描写 をもっ ぱ ら転用 した の だ とい う

説 を Quella・Vill6gerは Le　eas 　Farrerp．（Presses

de　la　Renaissance，1989）で述 べ て い ますが、どな

た か フ ァ レール と 日本 の 関係 を後年に い たる まで、

い ま少 し詳 し く調 べ る方が出て もい い か と思 い ま

す。親 日派 として 昭和にな っ て か ら も日本側 にな

に か と利用 され た人 で もあ りま した。『日本海海

戦』の 中で はそ の 長崎の依坂侯 爵家で の パ ーテ ィ

ー
の こ んな揚面が書かれて い ます。

　依坂大尉 は 上 品 に笑 うと妻 光子 の 手 に接 吻

した 。 しか しフ ラ ン ス 人画 家 フ ェ ル ズ はそ の し

ぐさに不器用な硬 さが ある の に気が つ い た 。 依

坂 侯 爵 は 毎 日妻の 手 に 接吻 し て い る の で は な

い に ちが い ない 。多分客入の 鋭 い 視線がそ れ を

見破 っ た こ と に 気が つ い た か ら だ ろ う。 依坂 侯

爵 は い きな り強い 声で 話 し始め た。

　微妙な観察です n 西洋化 し た 目本人 には家庭用

の 顔 と外 人用 の 顔 が あ りますが 、 作者はそ の ぞ と

面 の 下に あ る もの をすばや く見て とっ た の で す 。

依坂侯爵は 来客の 西洋人 に煙草 をすすめた成行 き

で 、

　依 坂侯 爵夫人 に も近 づ い て トル コ 製煙 草の

箱を彼女 に も差 し出 し た 。 彼女は
一瞬躊躇 し た

か に 見えた が、す ぐい そ い で 煙草を取る と 自分

で火 を点 けた。侯爵は 自分が妻の た め に火 を点

け て や る とい うこ とを 考え て も い な か っ た よ

うだ 。

黄色い肌 と白い 肌

　皆 さまは 大砲 の 撃 合 い や水 雷艇の 夜襲 の 話 を

御期待にな っ て 本席にお見えか もしれ ませ ん。 ロ

シ ア 側には黄海 の 海戦に も参加 し 日本海海戦に も

参加 した ウラジ ミ
ール ・セ メ ノ ブ な どの 将校がい

て実 に 見事 な リア ル な記 録 を残 して い る 。 1936
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年 に 出た ドイ ツ 人 の フ ラ ン ク ・テ ィ
ー

ス Frank

Thiess：Roman θillθs　Seekrieges，　Tgushima 『ツ

シ マ 』とい う小説 も戦 闘記述 は セ メ ノ ブ に 依拠 し

て い ます。それなの に 、フ ァ レ
ー

ル の 小説の こ ん

な軟弱な話を 申して 恐縮で あ ります 。 しか し こ の

依坂夫妻 の や りと りの 記述 は根 も葉 もな い フ ィ ク

シ ョ ン とす る に は細 部 の 観察が物理 的に も心理的

に もあま りに真実感が あ っ て フ ァ レ
ー

ル の 作 り話

とは とて も思えな い 。

　皆 さ ま の 中に は こ ん な西 洋 か ぶ れの 依坂 侯 爵

夫妻 に対 して 嫌悪感を抱く方 もお られ ま し ょ う。

また こ ん な話をす る平川 に対 し反感 を持つ 方 もお

られ るか もしれ ませ ん 。 明治 の 海軍部内に も もち

ろん こ ん な気障な西洋か ぶ れに 対 して反感 は あ り

ま した。 しか し問題 な の は昭和の海 軍部内には そ

の種 の 反感 はさらに強 ま っ た と い うこ とで し ょ う。

　薩摩 出身の 平 田大尉
一 作 中の フ ラ ン ス 人画家

フ ェ ル ズが 、時勢 よ り 40 年遅 れ て い る と評 し た

男ですが、その 平田が 西洋人や西 洋かぶれ の 日本

人 に反撥 し て 、日本語 で こ う言 っ た の が フ ァ レ ー

ル に も聞 い て わか っ た。

　 「俺た ち の 肌 は黄色 く、彼 らの は 白い
。 金 の 方

が銀 よ りも価値が あ る 」

　くだ らん 強が りを言 うな 、 とい う方は本席 に も

お られ る か もし れ ま せ ん 。 しか しそ う言 い た くな

る心理 は 実は こ の 私 に もよ くわか るの です 。 個人

的な体験 を述 べ て恐縮で すが、1955 年 の 夏、私は

前年の 秋横浜か ら渡欧する船 で
一

緒にな っ た フ ラ

ン ス 人 の お嬢 さんに招か れ て 、そ の お 金持 ち の お

祖母 さん の ノ ル マ ン デ ィ
ー

の 別荘で 過 ご しま した 。

貧乏 な留学生 に とっ て実に嬉 し い こ とで し た 。 海

水 浴に 行 く と、フ ラ ン ス の 男が近づ い て きて 日 に

焼 けた腕 を私の 細腕 の 隣に の ば して 「おや 、あな

た の 方 が 白い です よ 」 な ど と冗談 を い う。 土 地 の

公 証人 で した、

　 日本人 は まだ よ ほ ど珍 しか っ た ， それが 白人 の

お 嬢 さん と
一緒に い る と 「黄禍で すな 」 な どと冷

や か しを い う者 もい ま した 。P6r重ljaune 英語で い

うyellow　perilで す が 、 別 に悪 気は あ り ま せ ん 。

そ こ で 私 も負 けず に、

　 「神様 は竈で 人間 を焼 い て拵 え た
。

は じ め に 焼

き過ぎて 真 っ 黒 な の が黒 ん ぼ、次は焼き損な っ て

生 っ ち ろい の が 白人 、 そ の 次に こ んが りと上手 に

焼け た の が黄い ろ の 黄色 人 種 」

　な ど と言 っ て笑 っ て い ま した。こ ん な御挨 拶は

か りに冗 談だとわか っ て い て も今の 日本だ と人種

偏見 だ差別語だ とかなん とか 目く じらを立て る人

もい るで し ょ う。 しか し フ ラ ン ス は人種偏見が も

ともとア ン グ ロ サ ク ソ ン よ りよ ほ ど少な い か ら、

そ ん な馬鹿な御挨拶 も気 楽に い えたの か と思い ま

す 。 フ ラ ン ス の い い と こ ろは言葉狩 りをす る人が

少 な い こ と で 、それが言論の 自由を保 障 して い る

の で し ょ う。

排外主 義と欧化 主義

　平 田 大 尉 の 金 は 銀 よ り価値 が あ る と い う発言

はそ こ まで は 愛す べ き強 が りで 、パ ン の 焼き具合

にた とえた私 の 冗談 と大同小異で 、 さ ほ ど違 い は

な い で し ょ う。 しか し昔の 海軍兵学校 の 同期 生 の

仲 は次第 に険悪 とな ります。依坂大尉 も平田大尉

も共 に愛 国者 ですが、平田は維新前か らの 攘夷思

想 をか た くな に守 り続けて い る。そ れ で 四 十年遅

れて い る と フ ラ ン ス 人 に陰で い われ た e し か し こ

の 保守的な排外主義者平 田 と欧化 主義者 の 依坂大

尉の 友情 には だん だん と亀裂が生 じます 。 平田 に

は バ タ く さい 依坂が、もは や 日本人 で は な くな っ

て しま っ た よ うで、不愉快 でたま らない 。 それ で

こ う言い ま した 。

　以前の 君は 俺 と同 じよ うに 外入 を憎 ん で い

た。だ が い ま君は外 人 を愛 して い る。君は だ ん

だ ん と彼 らの 風俗 を真似 、そ の 趣味に な らい 、

そ の 思想を君 自身 の もの とし 、 そ の 言葉 をまる

で 母国語 の よ うに 話 し、しか も絶えず同盟国人

と称す る あの イ ギ リス の ス パ イ と っ き あ っ て

い る 。 君 の して い る こ とは結構 なこ とだ 。 だが

しか し君 と俺 と の 間 に は もは や埋 め る こ と の

できない 感情の 裂 目が生 じて しま っ た 。

　こ の よ うな平 田大尉の ほ とん ど生 理 的 と も い

える感情的反 撥に た い し て 依坂侯爵は 、安政年間

に米艦 へ 密航 し て 米国 とい う敵 1胄偵察を しよ うと

欲 した 吉田松 陰の 系譜に連な る 長州 藩 の 人 と して、

西洋 文 明摂取 の 論理 と心理 を次の よ うに披瀝 しま

す 。

　私 は ま ず ヨ
ー m ッ パ 人 の 頭脳 をわ が もの と

しなければ な らな い と感 じた。た とえそれ が他

の 点 で い か ほ ど高価に つ こ う とも、と に か く西
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洋 か ら学ばな けれ ば な らぬ と 感 じ た の だ
。 苦心

し、苦労 し、苦悩 して 打込 ん だ の だ 。 なぜ な ら

そ の こ とな しに は 日本の 国の 独立 も、 日本民族

の 興隆もあ り得 なか っ たか らだ。大名 の 家に生

れ 、そ の 家で 訓を受 けた私 だ が、西洋 の 魂を よ

りよく真似 るた め に 、囗本 の 家で習 っ た 訓を忘

れ よ うと つ とめ て 、恥 し さの た め に 顔 を赤 らめ

た こ とが幾度あ っ た こ とか 。 しか しそ の たび に

私 は 思 っ た の だ e 患者を治療す るために は病人

を泥の 湯の 中 へ 漬 ける医師 さえ もい る。その よ

うな湯 に つ か っ て こ そ は じめ て病 人 は 健康体

を回復す る の だ 、と 。

日本人の 外国語能力

　私 自身は フ ラ ン ス 文 学や フ ラ ン ス 文 明に 憧れ

て フ ラ ン ス 語 を…生懸命学び フ ラ ン ス 政府 の 留学

生試験 を受けた者で 、恥を しの ん で異国 の 文化 を

学 ん だわ けで は あ り ま せ ん 。 し か し後進国か ら来

た留学生 と して依坂の い わん とす る主張は 実に よ

くわか りま し た 。 私 には依坂 を気 障だな ど と冷や

か す 気持は ま っ た くな か っ た。私 が恥 じ た の は 、

依 坂大尉 の よ うに フ ラ ン ス 人 と自由自在 に 交際で

きない とい う自分の 不甲斐な さで した 。 金 もなか

っ た。社交性 に もとぼ し か っ た 。 場数も踏ん で い

な か っ た 。 敗戦国 の 日本 か ら肩身 の 狭 い 思 い を し

て 渡欧 した者 として は、明治の 先輩の 堂 々 た る振

舞 をフ ラ ン ス の 海軍将校 が賛嘆の 念をこ め て記述

し て い る の を読 ん で 感銘深 うご ざい ま した。

　 戦後 10 年、目本人留学生 全体が落 ち込 ん で い

ました。遠藤周作の 『留学』にはそ の 劣等感 が見

事 に描 かれ て い ます。だが こ ん な負け犬 じゃ い け

な い ん だ 。 引 っ 込み 思案で は駄 目だ．積極的に 自

分 か ら打 っ て 出ろ、と思 い ま し た。 しか し頑 張ろ

うと し過 ぎて逆に それ で窮屈にな っ て い た こ とも

あ りま した 。 当時 の パ リの 日本館 で 桃の 節句の こ

ろに ダ ン ス ・パ ー
テ ィ

ー
を開 く の がな らい で した

が、日本人 学生 は 踊 らない で 受付で ク ロ
ー

ク預か

り係 を して 、それで い くば くか の 銭を貰 っ て い る 。

しか しパ リの 日本館 Maison 　du　Japon に外 国人

男女が踊 りに集ま るなら、最初は 皆 さ ん顔見知 り

が少 な くて遠慮 して突 っ 立 っ て い る か も しれ な い

が、 しか しバ ン ドの 第
一一曲が流れ た ら 、日本の 青

年紳士 がまず フ ラ ン ス 人令嬢 に声をか けて 踊 り出

し、それ で
一

夕 の うたげ を始 め る べ きで は ない か 、

と 私 は 思 い ま し た
。

　皆 さん は 日本 の 外交官や大学教授 や新聞特派

員はその 土地 の 人 と自由に話 し合 っ て い る と錯覚

し て お られ るが、実相はは る か に違 い ます。・今 日

の 日本人 の 外 国語 能力 を（B ）相手 の 主張は理 解で

きる 、 （A ）相手 の 主 張 を 、
正確 な 日本知識 に基づ

き、相手 の 外 国語 を用 い て反論で き る、とい う二

段階に分ける と、おおむね 相手の 主張は理解 で き

る とい う（B ）水準 どま りで す。上 手に反論で きな

い 。す る と反論で きな い 自分を非 とした くない 心

理 も働い て、
“ Oui，　oui ，　c

層
est ¢ a ．

”
とか 「対 、 対」

な どと相槌 を打 っ て 相手の 主 張をそ の まま是 と し

や す い
。 それ が実は敗戦後 日本に瀰 漫 して今 日に

及 ん で い るメ ン タリテ ィ
ー

で もあ りま し た。

　フ ァ レ
ー

ル の 小 説に 描か れ て い る 明治 日本に

真実 を感 じ、昔の 日 本 人に感動 した 私 は読ん で い

る うちに、自国の 近代化の 努力 に誇 りを感 じ、明

治の 先入 は偉 か っ た と思い 、それ と同時 に折角選

ばれ て フ ラ ン ス に渡 りなが ら、こ の 先輩た ち の よ

うに フ ラ ン ス の 生活 に溶 け込み 得ない で い る 自分

自身を恥 し く思 っ た次第で す 。 で すか ら平田 大尉

に共感する気持 は全然あ りませ ん で した。精神 主

義者の 平 田は 大言壮語する が参謀 として 無能です 。

こ の ような洋行体験者の 国際派 と多数の 国内派 と

の 対 立 には立 身出世の 問題 も絡む か ら隠微 に な り

や す い
。

日本の 宿命 と しての 西 洋化

　 と こ ろ で 平 閏 に 非難が ま し い 目 つ きで 見 られ

た 依坂 大尉 は 逆に こ う問い つ め ま し た 。

　こ の 対 馬 で の 海戦 が敗 北 に終 る 方が よ い と

は 日本人 誰 しも思 うま い 。敗北 を喫 し て も構わ

な い か ら 日本人 は 昔なが ら の 攘夷 を唱 え る 日

本人で あ る方が よ い と は誰し も思 うまい 。

　それ に対 して 平 田大尉 は皮 相 的に 西洋化 して

ゆ く日本 の 将来を衷心か ら憂 い ます e

　 しか しもし負 けた な らば ど うする 。 西洋 を真

似 て き た 日本 人 は そ れ こ そ 猿 呼ば わ りされ る

の が 落ちだ ぞ 。 またこ の 戦い に勝ち、平和条約

が締 結され た と して も、そ の 後の 日本は ど うな

る。君の よ うな人 たち は ヨ
ー

ロ ッ パ 式の頭脳や

思想、 ヨ
ー

ロ ッ パ 式の 風 俗や趣味を東京 へ 持ち
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返 るだ ろ う。 日本 の 国民 は君た ち の 輝 か しい 先

例に動 か されて 、君 た ち の よ うな趣 味、風 俗、

思想 をます ます真似 る よ うに なるだ ろ う。

　フ ァ レ
ー

ル の 現行 の 『日本海海戦』 と水野広徳

の 『此
一

戦』は 2 冊 とも同 じ 1911 年、明治 44年

に 出た本で すが 、フ ァ レ
ー

ル にあ っ て水野に な い

の は 、 とい うか 多 くの 戦記物に 欠落 して い るの は、

こ の よ うな 目本 の 「宿命 と し て の 西洋化 」 とそれ

に伴 う心理 的 な の 悶題 の 考察か と思 い ます。ちな

み に 水野広 徳が国 際問題 に 目が 開かれ る の は第一

次世界大戦 の 後か ら で す 。

　さて 国家的危機の 際に は 「目本人は 大和魂を持

て 」 と い う主張が声高に 説かれ ます 。
こ こ で 大和

魂 とい う問題が浮 上 す る の は 日本人 の ア イデ ン テ

ィ テ ィ
ー

にま つ わ る 自覚がそ の 言葉 に よっ て表現

され るか らで もあるの です 。 それ が 日本人に と っ

て傷つ きやすい 微妙な問題 とな りがちなの は、日

本人が外 か ら迫 られ て 物質的に も精神 的に も西 洋

化 を余儀 な くされ て い る か ら で もあ ります。西 洋

化 の 過 程 で 日本人 と し て の 誇 りが傷 っ け られ る こ

とはい ろ い ろあ るか らです。

　フ ァ レ
ー

ル の 作 中人物は 産業化 の 功罪 を長崎

の 風景描写 にか らめて語 ります 。 港内 の 出島や 大

波止 な どの 町 並 の 続く東側 と比 較 し て 西側 を フ ラ

ン ス 人画家フ ェ ル ズ は 見ま した．，

　西側 には ほ と ん ど家が 見 えず、山 々 の 緑の 衣

が そ こ で は そ の ままそ の 緑 の 裾 を 海に ひ た し

て い た 。 西側 の 山 々 は ごつ ごっ して刻み 目が深

く、東側の 山 々 よりもはるか に 日本風 で、昔の

墨絵の 画 家が 和紙 の 巻 物に描 い た 風 景画 の そ

れ も極上 の も の を思わせ た。 し か しそ の 西側 の

丘 の 間に谷間が
一一

つ あ っ た。それは黒 い
、 無 気

味な谷間で 、そ こ か らは昼 とな く夜 とな く工場

の 濃 い 煙がた ち の ぼ り、ハ ン マ
ーの 音が喧 しく

響 い て い た。それは 長崎造船 所 であ っ た 。そ の

工 場 は い ま 目本 を守 るた め に全力 をあげて 武

器 を造 り艦船を造 っ て い る ，
フ ェ ル ズは桜の 咲

い た遠 くの 山を眺 め、また 山麓 の こ の 造船所を

眺 めた 。
「多分 こ れ の お 蔭で あれも救われ るだ

ろ う。 だ が それ に し て もな ん とい う損害で ある

こ とか ！」

　画 家 フ ェ ル ズ の 目に は 三菱の 長崎造 船 所 とそ

の 煤煙 、そ してそれ に象徴 され る近代西洋 の 技術

文明が 、 大和 の 国の 美 し い 自然や醇朴な風俗 を破

壊す る害悪 と して 映 じま し た 。 しか し造船所 は活

動を停止 し な い
。 それ が 日本を救 う艦 船を造 るか

らです。それは 日本 を救い もし、長崎 を破壊 しっ

くしもした 。 事実、三 菱の 長崎造船所は それか ら

37 年後 には世界最大 の 戦艦 武蔵 を建造 し た 工 廠

で した。そ して そ の よ うな工廠 が あ っ た が た め も

あ っ て昭 和 20 年 8 月 9 日 、 長崎 に は 原子 爆弾が

炸裂 しま した。し か し長崎市 の 復興そ の もの が造

船産業に負 うて い た の で す 。

一
時期 は 巨大なタン

カ
ーを造 る三 菱 の お か げで 市民 の 三 割近 くがそ の

生計 をた て て い ま した。

　そ の よ うな産業化 の 功 罪 に つ い て は 別 に 論ず

る として 、画家 フ ェ ル ズ は造船所 と桜の 咲い た向

うの 山を見比 べ て 「多分 こ れであれ も救われ るだ

ろ う」 多分こ の 軍事力 の お か げ で美 しい 日本 の 自

然 も救われ るだ ろ う、と呟きま したが、当時 の 日

本人に と っ て殖産興業を選ぶ の は 自明 の 選 択だ っ

た と思 い ます v 。

　 い ま 日本の 敗戦後、外国の 作家を経由 して 日本

の 過去 と親 し くな っ た 話を い た しま したが、それ

で は戦前 、私 の 幼年時代、 日本海 海 戦 とは い か な

る もの で あ っ た か 。 そ の 面 か らも考え て 見 ま し ょ

う。私は小 学校に 1938年、昭和 13 年 に上 が りま

した が、そ の 東京高師付属小学校 の 講堂には左右

に 大 きな額 が 掛か っ て い ま した。そ の
一

つ は乃 木

希典陸軍 大将の 書で 、い ま
一

つ は東郷平 八郎海軍

大将 の 書で し た
。
68 年後の い まそ の 額が さて ど う

な っ て い ます こ とか 。

　その 昭和 10 年代 には 日露戦争 を実際に戦 っ た

方 々 がま だ ご存命で 、海軍記念 日 に小学校 の 講 堂

にお 話に 見え ま した 。 対 馬海峡で ロ シ ア の ウラジ

オ 艦隊に 撃沈 され た 軍用船に乗 り合せ た 兵隊 さん

の お 話が 子供心 に 印象深 く残 っ てお ります v
バ ル

チ ッ ク艦 隊が対 馬海峡や津軽海峡 を通 っ て ウ ラ ジ

オ ス トッ ク に入 り込ん だ ら大変だ っ た ろ うな、と

小 学 2 、 3 年 生の こ ろ思 っ た こ と で あ りま yた 。

そ の 時す でに 日本海海戦は それ は それ は たい へ ん

古い 昔 の こ とだ と思 っ て お りま した 。 と こ ろ がそ

の 昭和 14
、 5年 当時か ら 逆 算し て わずか 34、5 年

前の こ とで した。

　 し か しそ の 日露 戦 争 と 太 平洋 戦 争 の 三 十 数年

間の 間に 日本 が どの よ うに変わ っ て しま っ た か 、

それはなぜ か にっ い てそれ は後ほ どふ れ させ て い

ただ きます。
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島田 謹二 先生の 講義と著作

　次は敗戦後、日本の 学者 を経由 して 日本の過去

と親 し くな っ た話 をい た しま し ょ う。私が東京大

学で 学んだ恩師 の
一一

人は 島田謹 二 先生 で 、本席 に

お集ま りの 皆様は 島田先生 の 『ロ シ ヤ にお け る廣

瀬武夫』と 『ア メ リカ にお け る秋 山真之』をお読

み の 方 も多い か と存 じます。こ の こ 冊が 日露の 海

戦 を戦 っ た明治の 海軍軍人 の 外国体験 を語 っ て も

っ とも見 事な研究で あ りか っ 読物 であるか と存 じ

ます 。 司馬遼太郎の 『坂 の 上の 雲』に も 『ロ シ ヤ

に お け る 廣瀬武夫』に 触 発 され て 書か れ た部分が

か な りござい ます。司馬氏も島 田先生に 格別 の敬

意 を表 してお られ ま した 。

　そ の 島田 先生 が世間で 軍 神 と して奉 られ た 廣

瀬武夫 とは違 う血 の 通 っ た 廣瀬 を発掘 された の は

昭和 35 年 8 月 7 日竹田 の 廣瀬神社の 御神体 とな

っ て い た行李 の 中を見 られ た時で した。軍神廣瀬

は旅 順港 外 で怨 みぞ 深 し、一一片の 肉の 塊 を残 して

戦死 し ま し た か ら遺骨は ござい ませ ん ， しか し廣

瀬 は よ く手紙 を書 く人で したか ら、御神 体の 行李

に は廣瀬や廣瀬家が受取 っ た手紙 が い っ ぱ い は い

っ て お りま した。そ の 中には交戦 国の ロ シ ア か ら

廣瀬の 兄嫁あて に送 られ て きた英雄 ヒ ロ セ の 死 を

弔 うドイ ツ 語で し たた め られ た女性 の 手紙 もは い

っ てお りま した 。 そ う した手紙 を読み解 くこ とで

人間廣瀬の 生き方がまざまざとよみが えっ た の で

す
vi
。

　 私は ちょ うどそ の こ ろ 5 年間の ヨ ー一一ロ ッ パ 留学

か ら
一

度戻 っ て 職 も見っ か らず 島田先生 が大 学院

で廣瀬 あて の 手紙 を解読す る演習に 出て い ま し た 。

世間は安保反 対 の 大騒動 の 年で し た か ら海軍軍人

を授 業 に取 り上 げる とい うの は 実に反時代的な当

時と して は破天荒 の こ とで した 。 しか し私 は 自分

自身 の 外 国体験 に照 ら して廣瀬 の 外国体験 が身近

に感 じ られ 、島田先生 の 佐藤春夫 『法 然』とか 『藤

村詩集』の 授業な どよ りよほ ど面白か っ た 。 それ

とい うの も先 ほ どの 依坂大尉 と平田大尉 と い う二

つ の 人 間類型 の 中 で 廣瀬武夫は む し ろ依坂 に 近い

日本男児だか らです 。 そ して 島田先生が しみ じ み

と した 口 調 で い われ た の は 「軍 神 など と い う鋳型

に は め られ て しま うと、半世 紀前 の 日本人 が 今の

世間にはか く もわ か らな くな っ て しま うも の か 」

と い うこ とで した 。

　それで私 もお手伝 い した い と思 い 、遠縁 の 山梨

勝之進大将を 島田先生 に御紹介 しお話 を うか が う

会 を東郷神社 を借 りて 企画 し ま し た。す る と 「大

将の 話で なく二 等兵 の 話な ら聞きに行きます 」 な

どとい う返事 を よ こ した の が い る、そ れ が昭 fa　30

年代半ば の 風潮で したvii 。『m シ ヤ にお け る 震瀬武

夫』の 出版記念 会 の 席で 、 若 き N の 山梨 大将が 目

露戦争前夜軍艦朝 日 で 用 談 した、男 で もむ し ゃ ぶ

りっ きた くなる よ うな人間的魅力に富む先輩廣瀬

の 思い 出 を語 られ ま した 。 私 が 「島田先生は 大和

魂が あ る学者 で 」 とそ の 席 で御挨拶 した ら、戦後

の 日本で は大和魂 と m にす る の は タブ
ー

で 皆ぴ く

っ と し た 、と い う感 じ で し た 。 同 輩か ら 「よ くあ

んな こ とを言 っ た なあ」と後 々 まで 言われ まし た。

　私 自身は 『西欧の 衝撃 と 日本』や 『平和 の 海 と

戦 い の 海』 とい う書物で廣瀬や秋 山 の 先輩や同期

や後輩の 斎藤実 、 鈴木貫太 郎 、 山梨勝之進 、 堀悌

吉な どの 事蹟を調 べ ま し た。そ の よ うな私 の 仕事

を目に留め られ、ご面識は なか っ た の で あ ります

が、本 日の 会 の 発 起人 の 中島洋様か ら本席で お 話

す る よ うに とお声 をか けられ た と先ほ ど伺 い まし

た e

　 し か し私は 不 肖の 弟子 で あ りま して 、島田 先生

の よ うに丹念 に実証 的に明治 の 海軍 軍人 の 実態を

調 べ 抜 い た こ とは な い の で す 。 島田先生 は 89 歳

の 時 に第 3 作 『ロ シ ヤ戦争 前夜の 秋 山真之』と い

う 1246 ペ ージ の 大冊 を 1990 年 5 月 28 日 に 朝 日

新聞社 か ら刊行 されま した。こ の 講演 を依頼 され 、

島田先生の 第 3作をあらた め て 読み通 し、70 代か

ら 80 代 とい う高齢 の お仕事 で あ るに もか かわ ら

ず 、記述 の 数 字 の 細か く具 体的で あ る こ とに驚き

ま し た 。 そ して 読み なが ら 、 やは り明 治の 軍 人 と

昭和 の 軍人 とは違 うと感 ず る節が あ りま した 。

明 治の 軍人 と昭和の 軍人

　近年 の 日本史の 大切 な論争点の
一

っ は 、こ の 明

治 の 軍人 と昭 和 の 軍人 とは果た し て 違 うか 否か 、

とい うと こ ろに ござい ます 。 西尾 幹二 氏 は明治 の

軍人 と昭和の 軍人は それ ほ ど違 うはずは ない とし

て 、『坂の 上 の 雲』で 興隆期 の 明治 日本 を見事 に描

い た 司馬遼太 郎が昭和 の 軍人 を貶 め て い る こ と に

対 し違和感 を表明された か に 記憶い た し ます 。司

馬 氏が 『坂 の 上 の 雲』で 明治 を肯定 しなが ら、昭

和 を否定的に 見 た評価に 対 し疑義 を呈する 向きは
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他に もお られ ます 。

　司馬 さん は読者 に受 けや す い 明 治 とい う興隆

期 を昭和 40 年代に描 い た 。当時 の 日本は高度成

長期で 国民 の 自信も回復してきた 。そ れ だか ら流

行作家 として受けま し た。 しか し 日本人
一

般読者

がい や が る 『坂の 下 の 泥 沼』を具体的 に分析 し な

か っ た。そ こ が司馬氏 の ず るさで もあ り、それ だ

か ら司馬氏は誤解 されま した 。 が私 は 明治 と昭和

とはやは り違 うと感 じ ます
Vlll

。

　では 明治 と昭和は どこ が違 うか 。 ま ず国の トッ

プ の 指導者に つ い て 考えてみ ます 。 伊藤博文 、 西

園寺、山縣 らの 幕末維 新 の 活動家は直接外 人 と接

して鍛 えられま した 。 彼 らは敵を知 り己を知 っ て

い た 。 近衛文麿、平沼、東条、小 磯な ど昭和 の 政

治家は 、よ り完備 され た 学校教育を通 して外 国 に

つ い て 習い は しま した 。 しか し東条首相 らの
’
世界

知識 は、ス イ ス に 駐 在 した こ とは あるけれ ども外

国語 で外国人 と親 し く接 した人 とは と て も思 え ま

せ ん 。 英語 で トル ス トイ な ど も読み英国公使館に

遊び に来て は 玉 を突い て い た伊藤博文等の 外 人交

際に は とて も及 ばな い 。 東条 の 世 界知識 は 日本製

で し た。それ で 世界認識 を誤 っ た 。

　 しか し こ れ は 日本の 新聞も悪 い の で す 。 東条 と

い う人は真面 目な勤勉 な几帳面 な人で 新聞 を丹念

に読ん で 、線 も引い て 、ス ク ラ ッ プ まで 作 っ て い

た 。 そ して新聞を読ん で 自己 の 正 当性 を信 じ て い

た 。 しか しそれだ か ら間達 っ た の で は ない で し ょ

うか 。 戦後の 日本 の 政治家で も 『朝 N新聞』の 社

説 などを丹念 に読 ん で い る政 治家で 、そ の た め に

問違 っ て い る人 も沢 山お ります 。 民主 党の 岡 田克

也氏 も、い や在 日中国 大使館 の 諸氏 も 『朝 日』 の

社説の 読み 過 ぎて間違 っ た の か と推察い た します 。

　 次に明治と昭和で軍 人 も変質い た し ま し た 。 明

治 の 海軍 は国際派ナ シ ョ ナ リス トが要職を占め て

リ
ー

ドい た しま し た 。 日本海海戦 を戦 っ た 旗艦三

笠 以 下 は 英 国 製 で す 。 私 は 先 日 ，勿 ∂擁

lt’ove “Jfate　・1｛kOlatioilshi　 with 　the 晩 畝 日本 と西

洋 と の 愛 憎 関係 ）と い う書 物 を 英 国 の Global

Orientalか ら出 しま し た が、こ こ にお 見せ す るカ

バ
ー

は三 笠艦 で す n 日英同盟が結 ばれ て い た 間 は

英 国の 造 船所 で 造 られ た 三 笠 は ま さに 目英友好 の

シ ン ボル で した 。日本の 士官は 西洋に渡 り 軍艦 を

受領 し 日本 に回 航 しまし た。そ の 外 国体験 で多 く

を学習 した の です。

　 し か し英国が仮 想敵 国 と なる に 及 ん で 日本 が

聯含艦 隊の 旗艦 を英国に造 っ て もらっ た とい う こ

とが逆に恥 となる
ix

。 しか しイ ギ リ ス は い まで も

ミ カサ を造 っ た こ とを誇 りに して い る。それだ か

らヴィ ッ カ
ーズ ・ア

ーム ス トロ ン グ造船 所の あっ

た バ ロ ウ ・イ ン ・フ ァ
ーネ ス の 町 に は Mikasa

Streetとい う地名 が今 日も残 され て い ます 。 それ

で私は三笠艦を 日英の 愛憎関係 の シ ン ボ ル とし て

拙著 Japall　is　Love・Hate　Rela　tionshw
’

with 　the

PVestの カ バ ー
に選び ま した。

　それ に 対 し て 昭和 の 日 本 で は 軍 艦 は 目本製で

す 。 そ れ は
一

面 で は大進歩 で した 。 日本人の 愛国

心は満足 しま した 。 技術屋 は単純で す か ら誇 りに

思い 喜び ま した 。 しか し 目本 の 海軍軍人 もまた メ

イ ド ・イ ン ・ジ ャ パ ン とな っ て 敵を知 らな くなっ

た とい う致命 的 な欠陥をもた らし た こ とを忘れ る

べ きで は あ りませ ん 。

愛国的 国際主義 と土着的国家 主義の 相克

　先 ほ ど の 書物 の 依坂 大尉 と平 田大 尉 とい う両

極端 の 二 人 の 口本海軍軍人像 は フ ァ レール の 手に

な る造形 で し ょ うが、典型的な類型 で あ る こ と に

間違 い はな い の です 。
だ が俵坂的な 日本人 は政府

の 首脳 に も軍の 首脳 に も次第 に い なくな っ て しま

い ま した 。 山本五十六 は太 平洋戦争 を戦 っ た 日本

海 軍 の 軍人 の 中で 日本海海戦に も参加 した唯
一

人

の 人 か と思 い ますが、国際派で あ ります 。 依坂 と

平 田 とどちらの タイプ か とい えば依坂です。西洋

女性 と社交 ダン ス もなど も巧み に踊 っ た人 で はな

い で し よ つ か 。

　 白人女性 は 黄色 人種 の 男か ら ダ ン ス を 申 込 ま

れ る と 「疲れ て い ます」
“No

，
　 thank 　you．工am

tired．
”

な ど とい っ て断 る 。 それ で い て そ こ に 白人

の 美青年が現われ る と さっ と応 じて 踊る。それで

日本 の 男は す ぐ怒 っ て パ ー
テ ィ

ー
に行 か な くな っ

て しま うが 、山本は それで 怒 っ ては い けな い 、断

られて も断 られ て も執拗に 申込 ま なけれ ばな らな

い 、な ど と若 い H本軍人 に ア メ リカ入 と の 交際法

を諭 し て お ります。

　 そ ん な ダ ン ス の 話な ど ど うで も よ い
。 もっ と軍

事に 密着 した話 をせ よ、とお 叱 り を受け そ うで あ

り ますが 、しか し私は 軍事 史の 専門家で もな い か

ら、また 軍事 技術 史以 前の 根本的な 問題把握で 日

本人 の 多 くは 間違 っ た
、

と考 え る者 で す か ら、そ

の 点に つ い て 常識論 をお話 しま し ょ う。 た とえ ば
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太平洋戦争にっ い て 渡部昇
一

氏 な どは 「も しミ ッ

ドウ ェ イ の 海戦で 日本が勝っ て い たな ら、 日本が

戦争に 勝 っ て い た か も しれ な い 」 とい う仮定をな

さい ま した。本席に もそ うした希望的観測の 考え

方 の 方はお られ る と思い ます。

　しか し第 ：r一次世界 大戦 の 特色は 生産戦 で あ っ

た 。 双 方 が あ らか じめ定め られ た駒数 の 軍艦で 勝

負 を競 い 合 っ た の で は な い
。 日本海軍 は 開戦当初

ア メ リカが所有 して い た 7 隻の 空母は こ とごと く

撃沈破 しま した 。 そ うした けれ ど も、1945 年 8

月、ア メ リカは なお 20 隻 の 正 式空母 を活動 させ

て い た。戦争 中に ア メ リカ が新造 した航空母 艦 は

26 隻 、 日本 は 7 隻、護衛空母 に い た っ て は 、ア メ

リカは 110隻、 日本は 7隻 とい う大差で し た。

　その よ うな生 産 戦 の 時 代 な の だ と い う認 識 が

徹底 し て い れば、また 日本の 経済力 とい う見地か

ら考えれば、5 ・5 ・3 とい う比 率はむ しろ 日本に

都合が 良い 面 もあ っ た 。 しか し 「米英がそ れ ぞれ

日本の 6 分 の 10 で我慢 して い る。そ うい う風に

考えれ ばよ い で は な い か 」 な ど とい う発想 には 、

数 の 公 平が好き な 日本人 は不満 で た ま らな か っ た 。

そ うい う風 に頭 はま わ らず、米英が そ れぞれ 10

で 日本が 6 とい う数字は不 平等で け しか らん、と

小学生 の 私 は子 供 心に も思 っ て い ま し た。

　 ちなみ に 「米英がそ れぞれ 日本 の 6 分 の 10 で

我慢 し て い る。そ うい う風 に 考えれ ば よい で は な

い か 1 と い っ て ワ シ ン トン 会議 の 決 定 に反 対 して

激昂す る若い 海軍士官 を諭 し た古賀峯
一

は、山本

五十六聯合艦隊司令長官の 戦死 の 後、その 職を継

い だ方で あ ります 。 1 年後に 戦死 され ました 。 山

本 五 十六 ももちろ ん ワ シ ン トン 会議 の 軍縮 に賛成

い た しま し た 。 軍縮 に賛成の 本省 の 赤煉瓦組 と反

対 の 艦 隊派 の 対 立 な ど とい うこ とが言 われ ま した

が 、日本海海戦が歴史的な戦史の モ デル と して頭

に こ び りつ き、開戦時に現存す る艦艇 の 勢力 で 海

上 で 雌雄 を決 し よ うとい う戦略に 立 て ば 5 ・5 ・3

で は こ ち らは飛 車 角落ち で勝負す るか ら不 利で い

やだ と思 うの は 当然で し ょ う。だ が ア メ リカ と い

うの は 、い っ て み れ ば手 も とに鉋や鑿や 木材 を持

っ て い て 、飛車や角 を次 々 に彫 っ て は盤 上 に打 っ

て くる とい う手に 負 えぬ相 手、先 ほ ど申 した数だ

け の 航空母艦 を戦時 中に造 っ た相手だ か ら物 質的

には勝て る は ずは あ りませ ん 。

　 す る とそ こ で 何を 日本側は言 い 出 した か 。 物 量

で か なわ な い と思 っ た 時 に 日本人 が言 い 出 し た の

は精神力であ り大和魂で す 。 その 点を 日本に お け

る愛国的国際主義と土着的国家主義の 相克 とい う

観点か ら、よ り平明に申します と 「大和魂」 と い

う言葉 を手がか りに、日露戦争 前後の 目本人の 外

国に対す る心 理 の 推移 を考え、そ の メ ン タ リテ ィ

ー
を分析する こ とで、将 来 の 資 と い た した い と存

じ ます 。

洋行 と明治の 日本 人

　先 に述べ た愛媛松 山出身の 秋 山真之 は、薩摩出

身者 が主流 を 占め る明治 の 日本海軍 の 中で 、そ の

優れ た能力 に よ っ て 頭角をあらわし た 人物で あ り

ます。司馬遼太郎の 『坂 の 上 の 雲』は さま ざまな

意味です ぐれた作品で あります が 、 秋 山とい う海

軍軍人を軍入の 世界の 中だ け で 見 て い な い 。 秋 山

と正 岡子規 を同列 に並べ て 、軍人 も文人 もひ と し

く明 治 の 俊秀と して と らえた こ とに よっ て 日本人

読者の 視野を拡げて くれ た 、と思 い ます X
。

　戦前 の 軍 部に 限 らず戦後 の 日本 の 作家た ち に

もお 山 の 大将が多か っ たが、『坂の 上 の 雲』の 司馬

氏 はそ こ の 捉 え方が違い ま した。松 山出身で 1868

年、すなわ ち明治元年生まれ の 秋山 と、 そ れよ り

1 年先に 同 じく松山で生れ た正岡子 規 との 交流が

書い て あ る 。 軍人 と文 人 の 世 界 が 二 つ なが ら語 ら

れ て い る
xi
。で は文 士 の 正 岡子 規 と罵 人 の秋 山真

之 の 関係で あ りますが、

君を送 りて 思ふ こ とあ り蚊帳 に泣 く

　とは 明治 30 年、病牀 2 年 目、幼友達、秋山真

之 が海軍 か ら派 遣 され て洋行す る こ とが決 っ た時

の 自分の 気持をそ の ま ま五 七 五 に い た し ま し た。

こ の 句は 子規が新聞 『日本』に 、「秋 山真之 ノ米国

ニ ユ ク ヲ 送ル 1 の 言葉 を添 えて掲 げた 句 です。

　なぜ 蚊帳の 中で 泣 い た か 、明治 の 有為 の 青年 に

と っ て欧米 へ 行 き、先進 国の 文化 を学び祖国 に伝

え 、 後 進国 で あ る 自国の 発展 に 寄 与す る こ とは 男

子
一生の 大事件で あ りま し た。1 歳年下 の 秋 山 に

は そ の 機会 が 与 えられ た s しか し結核性の 腰椎骨

の カ リエ ス を病む正 岡には そ んな夢は 叶え られ る

べ くもない 。 正岡は も とも と外 国 の 地図 に旺盛な

関心 を 示 し た 男 で 、日清戦争 の 時は新聞記者 と し

て 戦地 に赴い て 無理 が崇 っ て軍 用 船の 中で喀血 し

結核 が 発病 し た 。 それほ ど 目本 の 外 の 世界 も見た

か っ た正 岡で す 。 それ が い まは昼 夜疲労 の 体で臥
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せ て い る 。 それで 蚊帳の 中で 泣 い た と い うの であ

り ます。軍人 とい う危険 を伴 う職務に就 く友人 の

身の 上 を心配 し て 泣い た 、とい うの で は もち ろん

ござ い ませ ん
xii

。

　 と こ ろで 「洋行 」 と い う明治 日本人 の 最大 の 関

心事 か ら話 を始め ま した が 、 こ の 洋行 とい うこ と

は外 国を自分の 眼で 見 る、とい うこ と で あ ります 。

孫子 の 兵法の 言葉 を借 りれ ば 「敵ヲ 知ル 」 と い う

こ と で す 。 吉田松 陰は そ の た めに 下 田でア メ リカ

の 船 に 乗 り込 ん で 米国 へ 行 こ うと した。今 日 で も

そ の 必 要に変わ りは あ りませ ん 。 昭和 39 年以後

は 日本人 の 海外旅行は JAL パ ッ ク とい う形 で 商

品化 され、海外で 何 を見、ど う感 じる べ きか まで

パ タ
ー

ン 化 され て しまい ま した 。

　 日本 の チ ャ イ ナ ・ス ク
ー

ル の 極端 な人は 中華人

民共 和国を礼賛 して 新中国には 蝿もい な くな っ た

と申 しま し たが 、観光客が行 くよ うに な っ て か ら

はそ ん な誤 っ た中国認 識は さすが に減少 しま した。

しか し H 本人の 外 国知識が JAL パ ッ ク程度の 認

識 で 留まっ て る の で は 、心 もとない e 私 の お話は

我 々 は相手 を知 り己 を知 らなけれ ばな らな い 、と

い う海外体験な い しは海外偵察ない し は敵情偵察

の 意味 と、そ の よ うな世界の 中に生 きる ff本 人 と

して の 自尊 の 意味に っ い て お 話 申した い
。

　それ も相手を知 るだ けで な く、そ の 相手に対 し

て も納得的に相手 の 言葉 を用 い て 説明で きる能力

を身に 着けなければな らぬ段階に来て い る とい う

こ と をお 話 したい の です 。 皆 さま ご承 知の よ うに、

日本 の 運命 は 日本だ けで 独 りで決 め る こ とは で き

ませ ん 。 それ は 日本海海戦 の 時 もそ うで あ っ た し、

100 年 後 の 今 日にお い て もそ うで あ ります 。

　それ で は 日本海海戦 ま で の 日本海軍 と 、 それ 以

後の 日本海軍 とには質的な差異 があ るか 、 と申す

と、
一

面にお ける 日本の 進 歩が他 の
一

面に お ける

口本 の 退歩 をもた らした ように思 えてな らない の

で あ ります。

Made 　i皿 Japan

　先 ほ ども 申しま した が 、 日 本 の 産 業化 が進 み 、

主力 艦 も次 々 と made 　in　Japafiとな りま し た 。 こ

れ は
一

面 にお け る進 歩で あ ります xiii。しか し 日 本

の 軍艦 が 日本製 とな るに及ん で 、世問は あま り意

識 しな か っ た が、日本の 海軍将校 の 西洋体験 も変

質 し始め ま し た 。 海軍将校 もい うな らば 日本製 と

な っ たか らです。以前は made 　in　Japan と は お よ

そ い えなか っ た 。 日露戦争 を戦 っ た海軍の 首脳は

海軍兵学寮な どで 英国海 軍将兵 か ら習 っ た 。 国歌

斉唱 の 訓 練 の 時 、君が 代 で な く God　 Save　 the

Queenを歌 っ た 、とい う滑稽な ほ ど徹底 した英国

流の 教育を受けた こ とさえあ りま した 。

　 しか し彼 らは 日本人 で あ る 。 武 士 が 、士 族 が、

日本 と英国 と
一
身 二 生 の 教育 を受けた と こ ろに明

治の 軍人 の 強みがあ っ た。よ り正確 に い うとその

よ うな世界 を見通す こ との で きる、今 の 言葉 で い

えば bi・cultural の 教育 の 良い 面 を身 に つ けた人

が 要所要所 を 占め る こ とがで きたか ら、明治の 日

本は 国際情勢の 荒海 を上 手 に舵 を取 っ て乗 り切 る

こ とがで きました 。

　 具体的に 申す と、明治 の 軍人 と昭和 の 軍人 とは

違 う． 西洋製 の 軍艦 の 受領 に西 洋に行 っ た 。 そ の

向 うの 造船所で は 日 本 人の 思 い も つ か な か っ た ス

トライキ もある。そ うし た社会 を見る眼を開 く体

験を広 く海外で積んだ世代 と、それ 以 後の 世代で

はや は り人間 の 出来が違 う，日本入は 日本製 の 大

艦大和 を誇 る うちに、世界が 晃 えな くな り、戦 い

に踏み切 っ た。明 治の 生き残 りの 鈴木 貫太郎など

には世界 の 中 の 日本 の 実 力が見 えて い た か ら、彼

らが終戦に持 ち込 ん で くれた とい うこ とをゆめ忘

れ る べ きで は あ りませ ん。

　 日本製 の 主力艦 大和が 聯合艦 隊の 主力 となる

や、日本の 技術に対する信頼 とともに 大和魂 に対

する過信や 自惚れ が生 じま した 。
「戦艦 大和 は沈ま

な い
。 大和が沈 む 時は 日本 も沈む時 だ か ら 、 大 和

は沈ま な い 」 とい うよ うな論理 が乗組 員の 問で 躡

かれ ま した
。 それ が 心 の 支え とな っ た の は前提 と

して F日本が滅 び るはず はな い 」 とい うfi本不敗

の 神話 が信念 と して分か ち もたれ て い たか らで す。

　 日本 が ア ジ ア 大 睦か ら朝鮮海 峡に よ っ て 離れて

い た か ら、大陸か らの 軍事支配の 手が及びに くか

っ た 。 そ うした地理 的与件 の こ とは話 題 とせ ず 、

万世
一

系 の 天 皇を い ただ く 日本は特別 の 国の よ う

に思 い 込 ん で い た 。 日本人 には 大和魂があ る、そ

れ だ か ら 日本が勝 つ 、な ど と私 な どは子 供心 に 教

え込 まれ ま した 。 そ ん な風 に して 我 と我 が国 を励

ます言 葉 は、大和魂 に対す る信 仰 の メ カ ニ ズ ム を

示 して い るか と思 い ます xiv 。

　 日本 は 尚武 の 国で す か ら土着 主 義的愛 国主 義

はもともと強か っ た。 日本で 産業化が進み 自信 が

っ くとさらに 強 くな っ た。ちょ うど今の 大陸中国
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の よ うなもの です 。 愛国主義 が頭 をもたげ始めや

す くな っ た。 日本精神 とか大和魂 とか い えば聞 こ

え は よ い が、世界を知 ろ うと しな い 井の 中の 蛙た

ち の 叫び がか しま しくな っ たの だ と思い ます。自

己 中心 的な自己正 当化 、自己絶対化 の 傾 向の 強 い

甘や か された正 義漢ほ ど始末の 悪い 者は あ りませ

ん。

　昭和維 新の 志士 な ど と
一

部 マ ス コ ミ が誉 め そ

や した 5・15事件や 2・26事件の 青年将校 は軍縮

に賛成 した重臣たちを殺害す る こ とで事実、 日本

を 亡ぼ しま した 。 外 国の カ をあ る がま まに認識す

る こ と こ そ が勇気 あ る行為 な の で す。 対米戦争に

反 対 した り、日本 に終戦 をもた らした真に勇気あ

る海軍軍人 が 、 日本海海戦で魚雷艇で偉功を立 て

た水野広 徳や 鈴 木貫太郎で あ っ た こ とは、圭観的

な強が りをい うこ との 好 きな 、 日本 人
一

般 の 精神

の 弱 さを逆に 示 し て い る か の よ うに 思 われ ます 。

　 島田謹二 『ロ シ ヤ戦争前夜 の秋 山真之』 とい う

書物 の 冒頭に は 、 お配 り した ハ ン ドア ウ トに ある

よ うな秋 山真之 評 が掲げ られ て い ます。まず秋 山

が薩摩出身の 海軍軍人
一
般 を批評 した言葉が あ り

（「鹿児島人 ノ 通 弊 トシ テ 自他 ヲ計較考慮 ス ル コ ト

乏 シ 。 眼界第二 人 称迄ハ 及 ベ ドモ 、動モ ス レ バ 第

三 者 ヲ漏 ス ノ患ア リ」）、っ い で 同 じ く薩摩 出身 の

財部彪 との 比較で 秋 山は 自分 の 特色を、

　　事 二 臨 ミ変 二 触 レ 大 和魂ヲ暴露セ ザ ル 点 ハ 予

（秋 山 自ラ 云 フ ）君 二 優 レ リ ト信 ズ

　 と明治 30 年 8 月 ll 日 の 夜、太平洋 を渡る英国

の 汽船 コ プ チ ッ ク 号の船上 で 述 べ ま した 。 こ の こ

とは財部 の 日記に記 されて い ます 。 秋 山は薩摩 の

軍人は 自分 と相手 とを比較考量 しない 通弊が あ る

と指摘 しま した。ま して第三人 者が どう見て い る

か、な ど眼中に な い
。

こ れ は薩摩 の 特性 か も しれ

ない が、主流で ない 愛媛出身の 秋 山に は強 く意識

され た こ とで し ょ う。

　そ れ で は 「事 二 臨ミ変 二 触 レ 大和魂ヲ暴露セ ザ

ル 点 ハ 予 君 二 優 レ リ ト信 ズ」とは 何を意味す るか 。

暴露 とい う言 葉 は 「旧悪が 暴露する j な ど と い う

用法 か らも類 推 され る ように決 し て い い ニ ュ ア ン

ス は ありませ ん 。 しか し大和 魂は海軍 軍人 に とっ

て は肯定的 に受取 られ て い る精神的価値 で ありま

す 。 それ で 「事 二 臨 ミ変 二 触 レ 大和魂ヲ暴露セ ザ

ル 点 ハ 」 な ど と い う文 面 に 接す る と私 ど も解釈 に

迷 うわ けで あ ります。小堀桂
一

郎氏 に聞 い たが わ

か らなか っ た 。

　私 の 解釈は 非常事態 に 際会 し合理 的 な解決 法

が見つ か らな い
。 する と無闇 に大和魂 を唱 え出す

者が い る 。 日本は武力 で は劣っ て い て も大和魂が

あるか ら勝 つ 、とい う信念 を唱え る者が薩摩の 海

軍軍人には多い e それ に対 して秋 山は、私 はそ う

い うよ うな強が りは い わない 。そ の 点、秋 山は 自

分 は財部君、君 よ り優 っ て い る、と忌憚の ない 見

方を述 べ た の だ と思 い ます 。 財部は そ の 秋 山の 自

他 の 評価 に感心 したか らこ そ 秋山の 人物評 を 日記

に 書き留めたの で はない で しょ うか 。 これ は留学

途上の 船 で親 しい 仲で あ っ た か らこそ言 い えた入

間観察か と思 い ます 。

　明治の 中葉、世間
一

般は大和魂を鼓吹す る こ と

は 愛国的で あ り良い 事だ と信 じて い た。い や、本

席にお 集ま りの 方の 多 くもそ うお考え で あ りま し

ょ う。 そ の よ うな先入 主が 強い と、「事 二 臨 ミ変 二

触 レ 大和魂 ヲ暴露セ ザ ル 点 ハ 予 君 二 優 レ リ ト信

ズ 」 とい う言葉 の 意味が わ か らな くな っ て し ま い

ます。秋山は 大正 3 年、郷里 の 松 山で の 講演で も

「戦術 とか 勇気 と か言 うもの の 、 数字的な努力 は

争 われ ぬ j （『日本海海戦随想録』）と合理 的 な 発

想 の 重 要性を強調 してお ります。

f大和魂」 とい う言葉

　新渡戸稲 造 は武 士 道こ そ が 日本 の 魂 で ある と

い うこ とを英 語で 主 張 し て 非常 に 受 けま した 。

．Bushido，　 thθ　SOU ノ　O／Jap ∂n 　eま北 清事変 の 最中に

書かれ 、日露戦争で 日本が勝利 をお さめ るや西洋

で爆発的に読 ま れ ま した xv 。

　 こ の よ うに 見 て くる と 大和魂 を唱 え る こ とは

良い こ とと悪 い こ と と両義性 がある こ とが わか る。

良い と して も、ど こ に問題 点が潜んで い る の か。

　幕末維新 に際 し て は尊 皇攘夷 が 盲 目的に唱 え

られ ま した。日清 ・日露の 役に 際 して は大和魂が

声高に唱え られま した。大和魂 も日本精神 を唱 え

る こ とも必 要で あ りま し ょ う． し か し 目露戦争に

際して 要路 の 人 は我武者羅な排外主義 に陥る こ と

な く 、 世界 の 中の 日本を常に意識 して 行動 い た し

ま した 。 10 年 前 の 三 国干 渉 の 記憶が鮮烈に刻まれ

て い た か らで あ ります 。 国 際環 境に対 して非常に

気 を使 っ た。

　だ が H 本 が対 馬 の 海戦 で 空 前の 大勝利 をお さ

め るや、大和魂が物質的な力を超越す るなに か特
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別 の もの の ようにみ な され始めま した 。 そ の よ う

な感情的な風潮の 中で我 が国の 知性的な国際主 義

は翳 りが見 えだ した の だ と思い ます。夏 目漱石 は

明治 38 年 『吾輩は猫 で ある』の 中で大和魂 を唱

える人の 空威 張 りをこ う冷や か しま した 。

　大和魂 ！と叫ん で 日本人 が 肺病やみ の 様 な

咳 を した ……　大和 魂 ！と新聞屋 が 云 ふ 。 大和

魂 ！ と掏 摸が云ふ 。 大和 魂が
一

躍 して 海 を渡 つ

た 。 英国で 大和魂 の 演説 をす る 。 独 逸で大和魂

の 芝居 をす る
……　東 郷大 将が 大 和 魂 を有 つ

て居 る 。 肴屋 の 銀 さん も大和魂 を有 つ て 居 る 。

詐欺師、山師 、 人殺 しも大和魂 を有 つ て 農 る 。

大和魂とは どんな もの か と聞 い た ら、大和魂 さ

と答 へ て 行 き過ぎた 。 五 六間行 つ て か らエ ヘ ン

と云 ふ 声が 闘こ えた。

　大 和 魂が 国 内ばか りか 外国 で も話題 に な っ て

い る こ と を 漱石 は 知 っ て い ま し た 。新 渡 戸 の

Bushido，　thθ　Sou／of 　Japan が読まれ 出 した 。 学

生仲間だ っ た岡倉由 三 郎が英国で英語 講 演 し た こ

と も耳に入 りま した。 しか し大和 魂を唱 える 日本

人 の 心理 に劣等感 の 裏返 しと して の ナ シ ョ ナ リズ

ム の 空疎 な強が りを漱石 は感 じ取 っ て い ま した 。

『吾輩 は猫で ある』の 六章の 末尾 に出て くるこ の

カ リカ チ ャ
ー

は読者 の 笑 い を誘 うよ うに 書 い て あ

る 。
「大和 魂はそれ 天狗 の 類か 」 とい う台詞で 締め

く く られ て い ます 。

　 しか し湫 石 は 日本海海戦 の 後、『戦後 文界の 趨

勢誰 とい う談話で 、 大和魂を無 闇に唱 え 出 した 日

本人 の 心理 に つ い て こ う述 べ て い ます 。

　吾 々 は 大和 魂一一一
又 は武 士魂 とい ふ こ とを

今 まで も卩 に したが 、然 しこ れ を今 日 ま で 無暗

に 口 に した とい ふ の は 、或必 要か ら出た の で は

あ るま い か 。
こ れ を事 実の 上 に現 ずる事な し に 、

そ の 声を して高か ら しめ ん と叫ん だ の は、
一

方

に 精神 の 消耗 と い ふ事 を思は せ る の と、一一方に

は恐 怖 と い ふ こ とを抱 い た が為 で は ある まい

か と臆測 す るもの が あ る の も余儀 な い こ とに

なる 。 自信 か あ つ て い つ た の で は な く て そ の 精

神 の 消耗 を杞 憂す る恐怖 と い ふ語 の 呼び 換 へ

ら れ た 叫び で あ る と思 は し め た の も余 儀 な い

の で ある。

　 こ れ は 談話筆記 だ か ら文 章 が も っ て まわ っ て

長 くな っ た の で し ょ うか 。 それ と も 100 年前の 日

本で は 「大和魂」 を批判す る こ とは タブー
に触れ

る こ とに近か っ た か らで し ょ うか 。 そ れ で漱石 は

「余儀 な い 」 の 語を二 度 も繰返 しま した 。 そ して

文意の 明瞭さ を欠き なが ら、それで もなお 言わず

に い られ な い な にか が あ っ た の で は な い で し ょ う

か 。

　そ う し た 思い が胸 中 に 秘め られ て い たか ら こ

そ 明治 41 年 『三 四郎』の 中の 広 田先生 は 「い く

ら 日露戦争に勝つ て も、だめですね 1 と平然 とい

い 、反論する 若者に 向 い 「亡び るね」 とい っ た の

だ と思い ます。世間は漱石
一

流の 逆説的表現か と

軽 く読み 過 ご しま した が、そ の 予 言は 不幸に も 40

年 も経 た ぬ 間に的中い た しま した。

　 日本海海 戦の 前 と後 で 日本 は ど の よ うに 変 っ

た か
。 日露戦争を戦 っ た 日本人 も第 二 次世界大戦

を戦 っ た 日本人 も、それ な り に愛 国者で あ りま し

た 。 別 の 言葉で い えばナ シ ョ ナ リ ス トで あ っ た 。

しか し日露戦争 の 際に 躙家の 指導に当 っ た 日本の

政治家 ・軍人 と昭和の 日本 で国家 の 指導 に当 っ た

政治家 ・軍人 の 問に はやは り違 い があ っ た。明治

37、8 年の 日本は政府 と軍 と意思疎通が よ くま と

ま っ て い た けれ ど も、昭和の 日本 は 、軍 部 は 勝手

に動 く、政府 は軍部 を コ ン トロ ール 出来ない 、と

い うま こ とにみ っ ともな い 国家で あ っ た。それ か

ら同 じく愛国 的なナ シ ョ ナ リス トが国を指導 し た

と い っ て も 、 1．904年 とそ の 35年 後 の fi本とで は

ナ シ ョ ナ リス トの 質が変 っ て い た 。

　明治 日本の 特色は、政治や軍事 の 要職 を国際派

ナ シ ョ ナ リス Fで 占めて い た こ とだ と私 は考え ま

す 。 当時 の 日本 の 国際派は 多 くは い なか っ た。 し

か し彼 らが鍵 を握 っ て い た。キ
ー ・ポ ジ シ ョ ン を

占め て い た 。 そ の こ とが大切 な の であ ります。そ

の お 蔭で西洋 帝国 主義 の 時代に 日本は生 き延び た。

また戦争 の 指導につ い て 考 える と明治 と昭和 で は

大違い で あ る。陸奥 宗 光 の 『蹇蹇録』 を読む と、

日清戦争の 前後、外交 と軍 事 の 指導が有機的に行

なわれて い た こ とが よ くわか る。外 交と い うの は

相手がある こ とで す か ら国際的視 点を持た な けれ

ばな らな い
。 軍事 と て も敵が い る こ と で すか ら相

手 との 相対 的な力関係 を判断せ ね ばな らない 。

　 と こ ろが 満州事変以 後 は て ん で ん ば らば ら で

した 。 満州事変そ の もの に は 良かれ悪 し か れ 日本

の 関東 軍 に計画性が あ っ た 。軍事的 ・短 期的に は

大成功で したが、国際政治的 ・長期的に は大失敗

で した 。 それ は ま さにそ の 成功 に よ っ て 日本が軍
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部 の 発言力の 強い 国 と化 し、政府 と軍 部 とば らば

らの 国 になっ て しま っ たか らで、私 は昭和前期 の

日本は み っ ともな い 国 で あ っ た と思 い ます。その

ために 日華事変以後は時の 勢い に 流され て 日本軍

はゲ リラ の 泥 沼 にず るず る と引きず り こ まれて し

ま い ま し た。

　 日本海海戦は 世界の 日本 に 対す る認識 を変 えま

した 。 それ は 同時に 日本 をも変 えま し た 。 世 界 の

中の H 本に っ い て客観的 に 自己 を見つ め るこ とを

蔑ろに する よ うに な りま した 。 日本は もはや少数

の 国際協調主義の エ リ
ー

トが支配 す る国で は なく

なり、自己陶酔的な土着 主義が抑えが た く強 くな

っ た 。 秋 山真之 は ワ シ ン トン 条約 の 2 年前 に 亡 く

な りま した が、生 きて い た ら ど の 立場 に立 っ た で

し ょ うか。

　大和 魂 はす ば ら し い と 自画 自賛すれ ば景気は

良 くて結構 の よ うであ りますが、そ うした 主観的

な精神 主義者 が海軍部内に強 くな っ た 時、山本五

十六 は そ うした風潮 を苦 々 し く思 っ たか らで あ り

ま し ょ う。 駐米大使館付武官 と して 、ポ トマ ッ ク

河畔 に 咲 くか つ て 尾畸行雄が東京市長時代 に贈 っ

た桜 の 苗木が い まは花 を満開 させ て い る絵葉書を

郷里 の 恩師 に 送 り、こ んな文 面 を添 え まし た 。

　当地昨今吉野桜満 開、故国 の 美を凌 ぐに足 る

もの 有之候 。 大和魂 また我国の
一

手独専に あら

ざる を諷 するに似た り。中央巍然た るは ワ シ ン

トン 記念塔 。

　ア メ リカ通の 山本 は 日本に 大和魂 があ る な ら、

ア メ リカ に は ア メ リカ 魂が あ るぞ 、と言い た か っ

た の で す。

　国際派 と土 着派 の 隠微 な 抗争は各 界に ご ざい

ます 。
こ れ か らます ます ふ え る で し ょ う。東大 の

外 国研究 の 名誉教授で 国際会議に 絶対出な い お 山

の 大将 もお られ ます 。 井の 中で 正 論を叫ぶ 土着派

の 蛙 は お よそ男 ら しくな い 、最低だ と思い ます 。

しか し ひ たす ら外国に追随す る国 際派 も見識不足

で す。相手 の 外 国語 を理解 し、相槌を打 っ だ けな

ら簡 単だが 、問題は 外国語 を駆使 して反 論 し相手

を説得す る こ とで す 。 だ が そ ん な国 際派 ナ シ ョ ナ

リス トは稀な の で す
xvi

。 戦後 の 日本は組織的に そ

の 種の 人材 を育成 し外国に対応する こ とを怠 っ て

きた 。 しか も昨今の 日本人に はそ の 種 の 訓練や能

力や 自信が欠けて い る 。 そ うした意 味で今 日の 日

本 の 国防力 には 問題 があ る とい うこ とを申 し述べ

て本 日の お話 を結ばせ て い ただ き ます 。

　結論は 日本人 に 大和魂は 必要で あ る 。 しか し秋

山真之や 山本五 十 六 な どが 日本海軍で
一

番問題の

ある の は大和魂、大和魂 と 誇い 立 て る連 中だ 、 と

心 中 ひ そ かに感 じ て い た、とい うこ と、そ し て 日

本海海戦 の 勝利が 日本人 に大和魂 とい うこ とをい

よ い よ 言わせ る よ うにな っ た 。 そ してそ の よ うな

態度 が 日本 の 歴史 を変え、日本 を第二 次世 界大戦

の 敗北 へ 追い 込 ん だ 、そ うし た見方 も可能で あ る

とい うこ とを 申 し述べ て 終 わ り とい た し ます。

注

i
日清 ・

日露 の 戦争 で は宣戦 の 詔勅に 「天鮪 ヲ保

有 シ 1 と天祐 の砧 が佑で な く示 す偏で 、鮪弘 の 名

前の 鮪 と同 じ、とか伊東祐亨司令長官の 鮪 も私 と

同 じなど とい うこ と も子供 心 に は残 り ま し た 。ち

なみ に大東亜戦争で は天佑 と佑 が人偏 にな りま し

た e 神頼み でな く人頼み で 勝て る の か な 、 な ど と

思わな い で もなか っ た。 しか し人 間は非 常時 にな

る と東郷平八郎 とか 山本五 十六 とい っ た 聯合艦 隊

総司令宮に 非常な信頼を寄せ る、聯合艦隊総 司令

宮坐乗 と聞 く とそれ だけ で不 沈艦の よ うな 印象を

受ける。

　後年 ダン テ の 『神 曲』煉獄篇第三 十歌の 五 八行

以下 を訳す時、そ の 坐乗の 語を用 い よ うと したが 、

それ で は何 の こ とか わか らな い 、とい われ た こ と

が あ る 。

ii 私 は パ リに 長 く留 ま っ て 勉強 し た か っ た か ら、

あ りとあ らゆ る ア ル バ イ トを し ま した。
一度フ ラ

ン ス の 映画 『トム ソ ン 少佐の 手記』 に エ キ ス トラ

で 日本の 水兵 と し て 引 っ 張 り出 された こ とが あ る 。

戦後の 日本に は海軍はな い 、とい っ たが先方は 聞

い て くれ ない
。

そ もそ もダ ニ ノ ス の 原 作に も 日本

水兵 は登 場 しない の で す 。 水兵帽 をかぶ ら され た

が 、
フ ラ ン ス 海軍 の 水兵帽は頭の 天 辺 に 赤 い 丸 い

房 が つ い て い る 。
Bonnet 　a　pomp （，nrouge とい い

ますが 、 そ の ポ ン ポ ン だけは幼稚園児み た い で 日

本の 海軍 さん に ふ さわし くな い か ら と頼 んで取 っ

て もらい ま した 。

iii1956 年 の 『戦場 にか け る橋 』と い う世界的 に ヒ

ッ ト した 映画で も早 川雪洲演ずる 日本部隊の 指揮

官はタ イか ら ビ ル マ に 通ずる鉄道建 設で ク ワ イ 川

に橋 をか けね ばな らない が 、そ の 技術 がな くて ア
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レ ッ ク ・ギネ ス 演ず るイギ リス 兵捕虜の 技術力 を

借 りた とい うこ とに話 の 筋が設 定 され て い る。実

に 馬鹿げ た設定 で す が、白人優越 の 思想は 白人優

越 の 神話が 日本海海戦 で 打ち破 られ た後 も続き ま

した 。

iv　Yorisaka は鯵坂 と日本語表記す べ きか も しれ

ない が依仁親王 の 名前が連想に浮か ん だ の で 依坂

と訳 し ま し た 。

v 私 自身 は パ リ へ 行 き フ ァ レ
ー

ル の 『日本海海戦』

を読む こ とで、明治 日本の 国造 りの 努力 を さらに

強 く再確認 しました。それは江藤淳氏風に い うと

私 どもの 祖先 の 日本 の 国造 りの 努力 を肯定す る こ

と で あ り、個人的に は学生 の こ ろ 自分が俗物 とみ

な して た て っ い た 父 、私の 父 は戦前の ドイ ツ で化

学技 術 を学ん だエ ン ジ ニ ア ですが そ の 父 の 生 き方

の 肯定に も つ なが り、私に と っ て もそれな りに 「一一

族再会」 であ りま した 。

　江藤淳氏 は 昭和 36年、島田謹二 教授 の 『ロ シ

ヤ における廣瀬武夫』を読ん で、自分の 祖父た ち

の海軍の 意味を肯定的に再発見 した 由です 。 そ れ

が江藤氏 の
一

族再会 へ の き っ か け とな っ た の で し

ょ う。あの 本の お か げで 救われた と江藤 さん は私

に言 い ま した 。 私 は実は フ ァ レ
ー

ル に つ い て の 論

を江藤氏 が編集 して い た 『季刊芸術』 に 1968 年

東大紛争 の 最中 に寄稿 して氏 の 知己 を得た 者で す。
vi 豊後竹 田 の 廣瀬神 社 の 参拝者 の 名 前を記 した

綴 りに島 田先生 は こ う書 い て い ます。

　昭和三 十五年八 月 七 日

　廣瀬 武夫 中佐 の 生 涯の
一．一

節 を研 究調査 の た め

来 り感懐 きは ま りな し

　 こ の 日は 六 十三 年 前 ロ シ ヤ に留学す るた め 中

佐が ヨ コ ハ マ を出港せ し 口に当る

　神 殿 に ぬ か づ け ば細 雨 音な く俄か に 降 りきた

り英魂 も照覧あ るが如 し

　　東京 大学比較文 学教授 　島田謹二

vii
そ ん な返 事 をよ こ し た 人は 子 安宣邦氏 で 今で

も 『朝 日新聞』 など に 寄稿 して お られ ます。

viii 江藤淳氏は身 内に海軍 関係 の 方が 多 くい た

が 、
「第二 次大戦 に い た る迄 の 、海軍 と い う組織 の

堕落に つ い て は 、 目清 ・日露を戦 っ た 者 の 孫 と し

て い ろ い ろ い い た い こ とが あ ります」 とい う認識

を示 した 乎紙 を私 が 市丸利 之助少将に つ い て本

『米国大 統領 へ の 手紙 』を出 し た 時 い た だ い た こ

とが あ ります 。

ix それ は 日本で は 日中友好 の シ ン ボル と思 い 込

んだ 上海の 大製鉄 所建設に まつ わ る NHK の 『大

地 の子』 と い うテ レ ビ が 、 日本では連 臼連夜国民

的感動を呼び ま し た が 、中 国で は 『大地 の 予』 は

公 開す らされ ませ ん で した 。 中国人の 俳優が善意

の 中国人 養父母 と し て 描か れ て い るに もか かわ ら

ず で す。中国最大の 製鉄所が 日本 の 技術援助や O

DA で 造 られ た とい う こ と を国 民 に知 らせ た くな

か っ た の で し ょ うか。 日本人 の 手 を借 りて造 っ た

とい うこ とを恩に感ず るよ りは忌 々 しい と心 中で

思 っ て い るか らで し ょ うか 。

　だ がそ うい えば 日本人 も軍艦三 笠は誇 りに し

た が英国製 と い うこ とは あま り言 い た くなか っ た

の で はな い で し ょ うか。

X それ とい うの はそれ まで の 文学者は文 ± だけ で

固ま っ て 文学の み を 良 し と し、罩人 の 悪 口 を い っ

て 人気 を博 して い ま した 。 それ が戦後の 日本文壇

であ り論壇で あ り思想風潮 で した 。 自分 たち だけ

で 別 個 の 世界 を形 作 っ て 、そ の 中で の 唯我独尊で

す。そ こ か ら軍人差別 とい うべ き見方 も生れ ま し

た 。 そ うした 見方 の チ ャ ン ピ オ ン は 戦後民主 主義

の旗頭大 江健三 郎氏 で、 日本の 女性 に た い し て 自

衛隊員 とは結婚す るな とい う趣 旨の 発 言 もい た し

ま し た。

　 もちろん戦前の 軍入 もお 由 の 大将 で したが、戦

後の 文 士 もお 由の 大 将で した 。 しか し失礼なが ら

日本の 思想 界にお け る大江 氏 の 運 命は 日本の 政治

界にお ける土井たか子氏 とほぼ似た運命 をた どる

の で は ない か と私は観測 し て い ます。

　軍 人 の 方 も軍入 さん だ けで固 ま っ て ほ か の 人

の 悪 口 を言 っ て お りま した 。 そ の 団体精神 とい う

か こ の
一

筋に連 な る と い う日本 の 縦社会的な特徴

は 、竹 山道雄氏 が 『昭和 の 精神 史』で 指摘す る

espr 主t　de　corps とも通 じる もの で し ょ う。こ れ が

悪か っ た こ とは問違い あ りませ ん 。 日本 の 社会内

に国内国家 ともい うべ き軍部が 出来、軍部と政府

と
一

致して行動が取れ な くな りま した 。

　私は フ ラ ン ス の 文 化で 良い 点は 、外交官 と か 軍

人 とか がそ の 文 章 に よ っ て ア カ デ ミー ・フ ラ ン セ

ーズ に 選ばれ 職業 を超 え た 社交 が 行なわ れ て い る

点だ ろ うと思 い ます ， 日本で も外務大臣 陸奥宗光

の 『蹇蹇録』 な ど文 章 作品 と して立派 です。鈴木

貫太 郎大将 の 自伝、今村均大将 の 回顧録 な ども読
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ん で 教 え られ る と こ ろが実 に 多い 。 しか し 日本 の

国文学史家は こ うし た もの を尊重 しませ ん 。 そ の

よ うな小説優位の 見方は 間違い だ と私 は 信 じ て い

ます。

　島 田謹二 氏は 明治 日本文学の 最高の 文章は 「敵

艦見ユ トノ警報二 接 シ
、 聯合艦 隊ハ 直 二 出動敵ヲ

撃滅セ ン トス
。 本 日天気 晴朗ナ レ ドモ 波高シ 」 で

はない か と述 べ ま し たが 、
一

っ の 見方 か と思い ま

す。
xi

そ れ と同 じ こ とは司馬氏が 非常な 刺戟を 受け

た 島田先生 の 本に もあ ります 。 そ こ で は海 軍軍入

広瀬武 夫 と帝国大学教授の 小 野 塚喜平次の 交友が

語 られて い ます 。 ちなみ に島田教授 は敗 戦で 台 北

帝大か ら引揚げ第
一

高等学校 の 教授 にな り、日本

の知的俊秀、真 の エ リ
ー

トは 文学畑 に い るの で は

ない 。明治の
一

番 の 俊秀 は政治や軍事の 方 に行 っ

た の だ、と さと っ た 、それ で 文 士の 研究か ら明治

の海 軍軍人 の研究 へ 方 向転換 した の だ と繰 返 し述

べ ま し た。それで 比較文 学研 究 の 方法 を文 学者 の

外 国 体験だけで な く軍人の 外国体験に も応 用 した

と の こ と で した 。

　 こ の 説 明に は 多少 牽強付会 の 気 味 も無 し と し

ませ ん が、私は こ の 島田教授 の 学問上 の 方向転換

をま の あた りに見て 拍手喝采 した
一

人 で した 。 丁

字戦法を用 い て敵前回頭 をあ え て す る学問 上 の 司

令官を見る思 い が し ま した 。昭和 35 年 と い う学

外 で は安保 騒動 で騒然 と して い た 時期で 、ほ か の

大学院生 は必 ず しも釈然 と し て い ませ ん で し た 。

　 し か し私は外 国に 5年 い て 西洋の 新聞を読ん で

別 の 情報空間で 暮 ら し て きた か ら 、 全体主義諸国

と対 峙す る に は 英国 と米国 の 関係 に 近 い 関係が 目

本 と米国 の 問 に出来れ ばよ い と内 心思 っ てお りま

した 。 それ だ か ら 日本の マ ス コ ミ がた き っ け て 大

騒動 にな っ た安保 騒動な どマ ス
・ヒ ス テ リ

ー
と し

か 思えな か っ た の です 。 それ か ら日本人 の海外体

験は 明治 も昭和 もそれ ほ ど違 い は ない の だ、と認

識 しま し た 。 ま たた とい 職 業 が違お うとも外国体

験 と し て は 共 通す る 要素 は 多い の だ 、ともさとり

ま し た。それ で 私 な りに 明治 の 軍人 の 海 外体験 を

追体験で きる と思 っ た 次第で す 。

xii 秋 山出発 の 更に 3 年後 の 明治 33年 に は東大時

代の 同級生で俳句仲間の 熊本高等学校教授夏 目漱

石 も留学す る こ ととな りま し た。当時 は官費の 海

外 留学は珍 しか っ た か ら新聞に 出ま し た 。 正 岡は

夏 目 の 上京 を待 ちながら熊本 へ 手紙を送 り、

か らだ 尋常な らず 、 俳 句雑誌 『ホ トトギ ス 』の 方

は ニ ケ 月全 く関係せ ず、

　五 年 十年生 き の び た り とも霊魂 ハ 最 早 半死 の

さま なれ ば、全滅 も遠 か らず と推量被致候

と近況報告 し、

　　年を経 て 君 し帰 らは 肉陰 の わ か お くつ きに

草 む しをらん

　と い う歌 も添え ま した。「全滅 も遠か らず 」 と

い う軍隊用語 を用 い て 自分 の 死 を笑 っ て い る と こ

ろに 正岡 とい う明治の 男 っ ぽ い 詩 人の 自己客観視

か ら生 じた ユ ーモ ア さえ感 じ られます 。　 　 　
『

xiii 戦艦長戸や陸奥が聯 合艦 隊の 旗艦 とな っ た

時、あ の 独 特の 形 に 日本 の 城 の 天 守閣 に似た 形を

認めた人 もい ま した 。 日本製 の 主力艦 が 日本人 の

手 で 製造 された とい う誇 りを、私は 昭和初年、子

供心 に覚 えて い ます。

　太 平洋戦争 が 始 まる ま で は 平川 家は 毎 夏内房

に行 きま した 。 する と沖合に艦隊が集結 し、陸地

に向けて サ
ー

チ ライ トの 照射 をする こ とが あ り ま

す。浜 の 桟橋に新閤 を持参 してそ の 明か りで読め

た、な どと自慢す る者も い ま した 。 時には フ ur一

トを っ けた艦載機が頭上 を飛び舞 うだけでな く着

水 して浜辺 に来 る こ ともあ ります 。 子 供 心 にわ く

わ く しま した 。も っ と も私 の 母親は あれ だ け沢 山

の 軍艦が集結す る と水兵 さん の うん こ が流れ て く

るか ら海水浴 を して い る時気 をつ けな さい 、な ど

とい い ま した 。

　 昭和 16 年 の 夏に大貫 の 海岸で永野修身大将が

お 孫 さん と海水 浴 して い ま した。私 人とし て 休暇

中の こ とだ っ た の で し ょ う。 私 は小学校 四年生 で

した が、永野 大将が褌で な く海水パ ン ツ をは い て

い た こ とを覚 え て い ます e そ の こ ろ の 私 に とっ て

聯合艦 隊と い う言 葉の 響きは真に すば らしい もの

で し た 。 それ とい うの は 日本人の 集団的 記憶 の 中

に 日本海海戦 を戦 っ て勝利 した聯合艦隊 と い うプ

ラ ス ・イ メ
ージ が 刻 み込 まれ て い た か ら で す 。

　 長門 ・陸奥な ど の 戦艦 の 名前 を子供は記憶 し ま

した。速力は ノ ッ トとい う1 海里 ］．1852 メー トル

が単位で知 られ て い ま した 。 英国 の 数 え方がそ の

ま ま 目本海軍 に定着 し て い た か らで す 。 16 イ ン チ

砲 と い う言い 方も し た が 、こ ち らは 40 サ ン チ砲
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16 門な どとも い い ま し た 。本文 中で も述 べ た よ う

に 、主砲 の 口 径や数 を覚えて い た の は 、今 の 子供

が野 球選手 の 打率 とか 打点 、 安打数 を覚え て い る

の と大差あ りませ ん。

　そ う した私 は平均的な 日本の 子供 で した 。 しか

し 日本 の 主力艦が 日本製で あ る こ と、そ し て 秘密

だ が H 本が さらに大きな戦艦 を建造 中で あ る こ と

を誇 らしく感 じ て い ま した 。 昭和 19 年の 6 月 ラ

ジオ の 報道で マ リア ナ 諸島に 「聯合艦 隊出動セ リ」

と聞 い て 、こ れ で 目本は勝 っ 、と中学 1年生 は 心

が躍 り上 が る よ うに思 っ た もの で した 。歴 史の 進

み方 に比 べ て私 た ちが受取 る情報知識には 遅れ が

あ り、人間の意識は惰性で 歴 史を解釈 して し ま う

もの で す。

　そ の 昭和 19 年の 夏に も私は 閏舎で 、 日本は ワ

シ ン トン 軍縮会議で 米英に 対 し 5 ・5 ・3 の 割 合で

しか 主力艦 を持 っ こ とを許 されなか っ た、け しか

らん 、 とい うロ ン ドン 会議に 反対 して 割腹 自殺 し

た草刈 少佐 を モ デ ル と した よ うな劇 映画を見 て、

子供 心 に共感 して い ま した 。

xiv 　幼 稚園の こ ろ の 私の 贔屓の 相撲取 の 名 は 大

和錦 とい い ま し た。そ の こ ろはテ レ ビもな い し年

に 2 回 、それ も 1 回 15 日興行 し な い こ ともあ っ

て 実際に見 た こ とは ない の で す。両国の 国技館 へ

行 っ た こ と もな い 子供 で した が 、それ で も名前だ

け で 大和 錦をひ い きに し た の で す。大和魂 とい う

精神 力 に対す る信仰は 、本人 た ち が ど こ まで 自覚

して い た か は別 問題 と して 、 日本 の 物質的なカ の

不足を補 うもの と して も い わ れ て きた とい う面 も

ある の で は ない で し ょ うか 。 イ ン ドも国が貧 しか

っ た頃はイ ン ドの イ ン テ リは イ ン ドの 精神性 とい

うこ とを しき りとい っ たよ うに記憶 し ます 。

xv 日露戦争 の 最 中に米国 の 第
一

流 の 月刊誌だ っ た

Atiantie　Month／yに英語 で大和魂 窃 θ 如 811θθθ

Spiritを寄稿 した 人に は ラ フ カデ ィ オ ・ハ
ー

ン の

友人だ っ た 雨森信成も い ます 。 英国 で 同 じ く Thθ

“apanese 　Spfritを著 し て 日露戦争 の 最中に ロ ン

ドン で 出版に成功 した入 に は岡倉由三郎 もい ます 。

岡倉天 心 の 6歳下 の 弟で 明治 ・大正 ・昭和前期 の

日本 の 英学 の 大 家で し た
。 岡倉由 三 郎編の 研 究社

の 『新英和 大辞典』を使 っ た 人 は本席 に も必 ずや

お られ る こ と と思 い ます 。 夏 目漱石 よ り 一
つ 年下

で した が、ど うや ら漱石 と違 っ て ロ ン ドン で イ ギ

リス 人の 問に うま く溶け込む こ とがで きた ら しく、

ロ ン ドン 大学で講義 した もの をま とめて書物 と し

ま した 。 当時の 英国 の 文豪 ともい うべ きジ ョ
ー

ジ ・メ レ デ ィ ス が 目英同盟 の 誼 もあ っ て で し ょ う

が 、岡倉の その パ ン フ レ ッ トに序文 を寄せ て い ま

す 。

xvi
か っ て 秋山真之 は 米西戦争の 直後、米人記者

に質問され 、サ ム ソ ン 長官の 功績 を要点を つ い た

英語 で 的確 に述 べ 、それが新聞に 特筆 され た こ と

で 、長官の 信用 を博 した よ うです 。 島田謹 二 『日

露戦争前夜 の 秋 山真之』（東京、朝 日新 聞社 、
1990

年） 頁 。

　21 世紀 の 日本で は 、 試合直後に マ イ クを突きつ

け られ 、見事に 受 け答えする選手 が多 くな りま し

た。松井秀喜選手な ど疲れ て い て も礼儀正 しく答

え ます 。 も し こ れ で英語で 当意即妙に 答 えれ ば 、

国際舞台 で花 を添える の で は な い で し ょ うか 。 人

間 、 土地 の 言葉 で話 す こ とが大切 で す。小泉首相

以 下も国連で 英語 で 演説 しました。（とい っ て もそ

の 場で質問に英語 で 答え る力は 首相 も外 相も総務

相 に もあ りませ ん 。 ）　 「日本 の 首相は 口本語でや

れ 」 な どとい う目本主義 を私 は支持 しませ ん。通

訳 を介 しては 、女 に愛 を語れない 。 外交 も学閤も、

外 国語 で 訴 えて こ そ 外人 の 心を動 か す もの で す。

だ が先 日も 「東大で小 泉八雲 の 国際学会 を開 くの

に英語 とは何事 か 」 と抗議 を受け ま した
。 日本語

だ け で は ハ
ー

ン の 価値を外 国人 に説明 で きない で

は あ りませ ん か 。そ ん な 土着派 日本主義 に私 は反

対で す e その 意味で は 私は 国際派 です が、ただ し

国 際主義 とい っ て も、モ ス ク ワ本位の イ ン タ
ー

ナ

シ ョ ナ リズ ム は嫌 い 、キ リス ト教本位の 普遍主義、

ドル 本位 の グ ロ
ーバ リズ ム に も警戒心を抱い て い

ます 。 好 きな の は 国際派ナ シ ョ ナ リス トで、廣瀬

武夫 な ど明治の海軍 軍 人 はそ の 意 味で尊敬 して い

る次第で す e

［編集注 ・本稿は 、基調講演の た め に 用意 され た講

演草稿に基づ き作成 され て い ます。 し た が っ て 、

実際の講演で は 、 時間 の 都合そ の 他 に よ り割愛 さ

れ た部分 も収録 され て い ます 。

　16 項に の ぼ る稿末注 は 、 同講演草稿 よ り転載 し

た もの で す．，次ペ ージ以下 の 大和魂 とい う言葉 の

来歴 に関す る 「付録」も合わせ て ご参照 くだ さ い
。 亅
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日本海海戦 100 周年記念歴 史セ ミ ナ
ー

「世界 を変えた日露戦争」

基調 講 演

「亡び るね 」

一 日本にお ける国際主義 と土 着主義の 抗争 一

付録

　 こ こ で 大和魂の 閤題 を巨視的に把握する た め に、

大和魂とい う言葉の 来歴 に つ い て考えてみ た い と

思 い ます 。 大 和魂 とは何で あ っ た の か 。 日本人が

大和魂 を口 にするよ うにな っ た の は外国、 とくに

中国を意識するよ うになっ て か らだ と思われます。

『源 氏物語』は西暦 1000 年前後に書かれま した

が、「乙女」 の 巻に 、

　猶 、才 を本 と して こ そ 、 大和魂の 世 に用 ひ らる

る 方 も、強 う侍 ら め。

　 とあ ります ， こ の 才 とは漢才 、 すなわち漢詩文

を読み書 きす る能力で 、その よ うな学問的基盤 が

あ っ て こ そ生 得 の 大和魂 も世 に 大 い に 用 い られ得

る の だ 、と紫式部 は 作中人物の 口 を借 り て 言わせ

て い ます。菅原道真 が述 べ た とか い う t和魂漢才 」

とい う理念 は、実際は 室町時代に再定義 された も

の と聞 き ま し た が
、 お そ ら く紫式部 の こ の 発言 を

踏ま えた もの で し ょ う。

　 し か し平安 朝 の 昔に 外 国文化摂 取 の そ ん な先

例がすで に出来 上 が っ て い た か ら こ そ 、佐久 間象

山以 降の 近代 日本は 「禾卩魂漢才」 か ら 「和魂洋才］

へ 、「漢」 を 「洋 」 に置 き換 え る こ とで 、方 向転換

し得 た の です。福 沢諭 吉が近代 日本の 最大の イデ

オ ロ
ーグ とな っ た 所以は 、 日本人 に漢籍よ り も洋

書 を読ませ 、漢学 を捨て て洋学を学ぶ こ と、い い

か える と中国を模範 と見立て る こ とをや め させ て

英 国 を 範 と す る こ と 、 さ ら に い い か え る と

Japan’

s　turn　to　the　West と い う文化史上 の
・−t

大

方 向転換を主 張 し、か っ 実現 させ た か ら で した 。

　 と こ ろで和魂漢才の 和魂 と和魂洋 才の 和魂 と同

じか とい うと、和魂が変化 して い ます。紫式部 が

和 魂漢才 を話題 と した時 の 和 魂は 中国か ら漢文化

が は い る以 前の 大和心 で した 。 それ では和魂洋才

の 和魂 とは何 か 。 佐久間 象山は和 魂洋才 の こ とを

東 洋 道徳西洋 芸術 と呼 んだ 。 （なお こ の 芸術 は今 日

の 技術 technology の 意味で す。） 東洋は 道徳に

お い て優れ 西 洋は技術 にお い て優れ て い る か ら 、

採 長補短 で 双方 の 良 い もの を
一身に備 えた い

、 と

い う佐久 間の 主張で す。そ の 際 の 東洋道徳 の 中身

とは 武士道 もあ るが儒教道徳 も当然含まれ て い ま

す 。 と い うこ とは 19 世 紀の 和 魂はそれ を 日本精

神、さらに は東洋精神 と言 い 直す と、紫式 部 の 時

代に 和魂漢 才と い われ た もの の す べ て が そ の 中に

は い っ て しま っ て い る。そ の よ うに 和魂の 内実は

変化 い た します。

　 しか し自分は 日本人で あ るか ら純粋 の 大和魂を

維持 した い 。外 國文 化、と くに漢文化 の汚染は御

免蒙 りた い 、とい う人 も出て きま した。18 世紀の

中頃に その よ うな 日本の 文化的ナ シ ョ ナ リズ ム に

目覚めた人は本居宣長で あ ります。徳川時代の 日

本の 学問は漢学が 主流で あ りま し た
。 歴 史とい う

と 日本 の 歴 史を学ぶ の でな くて 中国 の 歴史を学ぶ 。

それは 日本人 と して お か しい の で は な い か 、と考

えた の が本居 な どの 国学者で あ ります。

　 ちょ うど近年、台湾で歴史 とい うと台湾の 歴 史

を学ぶ の で な くて も っ ぱ ら中国大 陸 の 歴 史 を学ば

され る、そ れ は台湾人 と して おか しい の で は な い

か とい う反省 が台湾人の 問か ら生 じま した 。 台湾

人 と して の アイ デ ン テ ィ テ ィ
ー

を求め る動 きが生

じ ま し た 。 漢字で は 噛 己認同」 と書 きます 。 そ

れ か らもわ か る よ うに本居宣長の 国学者 の 運動は

今 日の 言葉で い えば 日本人 と し て の ア イデ ン テ ィ

テ ィ
ー

を求 め る 運 動で あ っ た と い えま し ょ う。

　 た だ 18 世紀 の 日本で は ア イデ ン テ ィ テ ィ
ーな

ど とい う片 仮名 や横文 字は用 い なか っ た か ら 、 そ

れ で 大和魂 とい っ た の で あ ります。本居が大和魂

と は何 か ときかれ て 、

　　敷 島の やま とこ こ ろ を人問はば朝 日 ににほふ

や まざくら花

　 と有名な歌で 答えた 話は有名で すが 、同時代人

の 上 田秋 成は 『胆 大小 心録』←
一
〇

一）で こ う冷や

か しま した 。

　や ま とだ ま しい と云 ふ こ と を とか くに い ふ

よ。ど こ の 国で も其国の た ま し い が 国 の 臭気 也。

おの れ が像の 上 に書き しとそ 。

　　敷 島の やま と心 の 道 と へ ば 朝 日 に て らす

やま ざくら花

　 とは い か に い か に。お の が像の 上 に は、尊大

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Pacific Society

NII-Electronic Library Service

The 　Paoifio 　Sooiety

一 64一 太平洋学会誌　2007年 3 月　　通巻第 96号 （第 29 巻 第 1／1号）

の おや 玉 也
。

そ こ で 、「し き島の や ま と心 の な　　われて い ま した。中勘助の 『銀の 匙』 とい う大正

ん の か の うろ ん な事 を又 さくら花」 と こ た へ た 。 　 2年 に発表 され た 自伝的小説には 、

　秋成 は宣長に 向っ て 「又 なに をほ ざ くか 」 と冷

笑 した の で あ ります 。 それ とい うの も 自国の 精神

の 過度 の 強調は 時に 滑稽味を帯び 、時 に夜郎 自大

とな ります。18 世紀の 我が国に お ける国学 の 発展

は 、 日本 の 学問世 界にお ける圧倒的な漢学支配 に

対す る 反動 と し て は健全なもの で すが 、それが大

和魂の 強調 とな る と臭み を帯 び ます 。 それ と い う

の も文化的ナ シ ョ ナ リズ ム は しば しばナ ル シ シ ズ

ム の あ らわれだ か らで す。それ が本居 宣長やそ の

門人 に見 え隠れす るか ら上 田秋成は国学者 で した

が冷や か さず には い られ なか っ た。

　私の 見る と こ ろ 日本は 軍 事的 には 大陸 の 勢 力

に征服 された こ とはない が、文化的に は多 くを漢

字文化 圏や西洋文化圏か ら学ん だ。それで混合文

化 が生れ た 。 字 も漢字仮名混 じ り、宗教 も神仏混

合、服 も洋嚴 和服 、 そ うした 日本 に つ い て私は漢

文 明 に 汚 染 され た、とか 西洋 文 明 を排 除せ よ、と

か い う気 持 はな い の です 。 食事 も好み に合わせ て

和食洋食にすれ ばよ ろ し い 、と い う説 です。で は

精神の 滋養物 は ど う取る か 。 大和 魂 とは 日本精神

へ の 回帰 を意味する こ とで し ょ うか 。

　大和魂が さらに声高に 唱え られ た の は ペ リ
ー

艦

隊 の 来航以後 です。明治維新に さきが けて 刑死 し

た 吉田松陰は、

　（日清）戦争が始ま っ て か ら（小 学生）仲 間の 話

は朝 か ら晩ま で 大 和魂 とちや ん ちや ん 坊主で

もちきつ て ゐ る 。先生 ま で が
…緒に なっ て 犬で

も け しか けるや うな態度 で何 か と い へ ば 大和

魂 とちやん ちやん坊 主を く りか へ す 。

と明治 27 年当時の 様が 出て い ます 。

平川砧弘

　　身は たとへ 武蔵 の 野 辺 に朽ちぬ とも留め置か

ま し大 和魂

　とい う辞世 の 歌を残 しました 。 紫式部は観念的

に海の 彼方の 漢文明 を理想化す る漢学者 をひ やか

し た女性 で 、彼女がやま とだ ま し い と い っ た 時、

やま とだ ま しい に はたお やめぶ りの な にか が ま つ

わ っ て い た だろ うと思 い ます。とこ ろが幕末維新

の 志士 の 大和魂か らはそ の ような女性 的な含蓄は

次第に 失せ 、 ます らおぶ りの 意味合い が 支配的に

な りま す 。 それ とい うの は大和魂 は
一

部 の 入が 考

える よ うなそ の 内実 によ っ て定義 され た観念で は

な く、大和魂 は 時代や 国際環箋に よ っ て 変化 する

か らで す。それ は人 間 の アイデ ン テ ィ テ ィ
ーが外

との 関係 で 変化する の と同様です 。 外 との 関係 に

よる 日本入の 自己把握で あ り、自己主張だ か らで

す 。

　大和 魂 と い う こ と は 日 清戦争 の 時か ら広 く言
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