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1970年台湾回顧 と親日感につ い て

帝京大学理工 学部助教授

　　藤 原 勝 彦

　1970年 。 私は 日本の 近 ・現代史を研 究 し て い た
。

t の 年の 6 月 に私は神戸港よ り台湾 の 基隆港に 向

け て 出発 した 。 そ の 時の こ と は今 も記憶 に鮮明で

あ る．，それ は私に と っ て 初め て の 海外体験で あ る

とと もに、異文 化理解の噫矢 とな っ た。

　 同年、日本 には 国 を挙 げて取 り組 ん で い た
一

大

イ ベ ン トが あ っ た。人類 の 進歩 と調和 を統
一

テ ー

マ に掲げる FXPO 日本万 国博 覧会であ る。大阪干里

の 世紀の 祭典は国民の 期待 を
一

心に集 め、また戦

後 の 復興 の 象徴 として か つ て な い ほ ど の バ ス リ ン

グな状況が続い て い た。

　
一方 、 こ の こ ろ何か し らは る か な る南の 島 （当

時 の 印象 と し て 地 理 的 ・精神的 に こ の 形容が あた

る） 台 湾に私 は大 きな 関心 を持 ち、興味を抱 き始

め て い た。それ はおそ ら く、そ の 年偶 然 日に した

「植民地 台湾」 に関す る記事 に 触れた こ とを近因 と

し、そ し て 前 々 か ら日本近 ・
現 代史の 申にお ける

台湾の 持 つ 意味 、特に 1895年か ら 1945年 まで の

日本 緬 治の 歴 史 的意味 を 考察 ・検証 して みた い と

い うこ とを遠 因 と して い た よ うに思える 。 更に述

べ るな らば 、 東ア ジア の 戦前戦後の 歴 史的展開を

追 うこ とに よ っ て 、そ の 底流 を見極め 、そ の 中 に

流れ る思惟性、心性 を描い てみた い とい うこ とだ っ

た と思 う。

神戸 か ら船 で 基 隆へ

　 さ て 神 戸港 を出 て 3 日 後 、船 は 基 隆港 に 着 い た 。

親戚 の親友の 方 が台 南に 住 ん で い る とい うこ とで 、

そ の 家 に お 世話にな るため に北回帰線を更 に 南下

し て そ の 日 の 内に 目的地に着い た。

　翌 日か らさ っ そ く省 立 （現在 は国立）成功 大学

に 足 を踏み 入れ る こ と か ら活 動は 始 ま っ た。当時、

同大 学図書 館の 片 隅 の 、あ ま り目に 触れない 位置

に 日本時 代 の 資料は 忘れ去 られ たご とく保管 され

て い た 。 資料の収集整 理 、こ れ が最初の 私 の 仕 事

と思 い 作業を開始 し た。 とこ ろ が こ れ が なか な か

は か ど らな い
。 もち ろん気候や 冷房施設の 問題ぱ

あ っ たが 、特に コ ピー機が 普及 してお らず．一一・字 ．−t

字書き写す 作業が続 い た た め 、
．一
頁写 し終え る ご

と に 手 を休 め な けれ ば な らな か っ た
。 そ し て 図表

もかな り複雑 なもの が多か っ た。

　 は じめ の 数 日間は本当に無 味乾燥 な作業が続い

た。 しか しそ の よ うな 中で 、時折台湾の
一

地方で

し か 見 られ ない よ うなオ リジナ ル な文 献に 触れ た

際に は、驚き、感激 しなが ら文献の
一

字
一

句に食

い 入 る よ うに見入 っ た
。

　 また 同大 学で の 作業の 合間で の 人的交流 、今 で

は 日常用 語 と して慮蓍 した感の あ る 「国際 コ ミュ

r一ケ
ーシ ョ ン 1 が台湾の 学生 との 間 で 頻繁 に行わ

れ た。 今 で も記 憶に 定か な こ とが あ る。そ れ は 中

国語の 発音の こ とで あるが、「熱」 re （耕音 ： 声調

で こ の よ うな発 音表示 を する ） とい う発 音が で き

な くて 女子大生 か ら何度 も何度 も指導 を受 けた 。

しか し私 は 「ズ ー
」 と しか発音 で きな くて合格点

は もらえなか っ た もの の 「ズ ァ 」 と い う音で何 と

かパ ス させ て もらっ た。

　夜 に な る と、み ん な
一緒に 屋 台 に 出か けて は

「国家 1 「人生 」 「青春」 「夢」 な どの 多岐に わた る

テ ー
マ を寸暇 を惜 しん で 語 り合 っ た e 担 担 麺をす

す りな が ら 。

　そ の よ うな こ とを して い る うちに約 1 カ 月の 時

は過ぎた。 そ の 時点で 結論 らしきもの に到達 した
。

それは 日本統治時代 の 台湾社会 の 変化の 全 体像を

こ の 時 点 で 把 握す る こ と は容 易で はな い と い うこ

とだ っ た ， も っ と包括 的 か っ 帰納 的な方法で 問題

を掘 り下げ て い か なければな らない e そ の ため に

は 台湾で の 最大 の 政治 ・経 済 ・文化 の 中心都 市台

北 に調査研究作業を移す べ きで あ る と考え、台北

に住居 を移 した 。

　台 北 で はまず 台湾省文献委員会の ト ッ プ の 方 に

面 会 し、経過 と事清 を説明 し色 々 ア ドバ イ ス を受

け た 。 そ の 後私 な り の ス トラ テ ジー （戦略 ）を策

定 し更 な る行動 に 出た e 台湾大 学図書館 ・省立図
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書館 で の 集 中的な作業は 予想以 上 に成果 をあげた。

中 で も 『台湾事情』（台湾総督府発行）は 系統的で

信頼性 の 高い もの で あ っ た。所 々 に落 丁を含ん で

い た が 、そ の 中に 明 示 され て い る数値 を辿 っ て い

くと い ろん な こ とが読 み 取れ た。 しか し、分析 自

体 も意味は感 じたが、こ の 程 度の デー
タな ら 日本

で も手に入 る 。 こ の 数値分析に終始 して は な らな

い ．， 今 こ こ で しか で きない こ とをや る べ きで あ る

と考え始め た
。

霧社で の 調査

　そ こ で 思 い 浮か ん だ こ とは 、か の 「霧社事件』

の こ とだ っ た ， それ は 1930年 10 月 Z7　 H 午前 8 時

頃、台中州霧社公 学校 で 恒例の 秋季 合同大運動 会

の 開会式が始ま ろ うと した 時 、 日本人皆殺 しを図 っ

て 、タ イヤ ’レ 族 の グ ル ープが 襲 い 、郡主 を筆頭 と

した来 賓、運動会参加 の 学童 、観客な どを含む 日

本人 男女、子供な ど 100余名 が犠牲に な 6 た事件

の こ と で あ る．，

　私 は こ の 事件 は不 明 な 点が 多 い と聞 い て い た の

で 、そ の 場 に 赴き聞き込 み を し
一

次資料 （い わゆ

るナ マ 資料｝ を今収集 して お く こ との 意味は 大き

い と感 じ、第三 の 訪問地台中霧杜に作業の 場を移

す こ とに した 。

　季節は 確 か 7 月 の 後半だ っ た と記憶す る 、初め

て訪れ る高 山 の 風 は実 に 爽や かで今 で もそ の 感 触

を忘れ て い ない 、 さて現地に入 っ た が、私の 想像

して い た霧 社 とは 大 い に 異 な っ て い た 。 来る前 ま

で の シ ミ ュ レーシ ョ ン は まっ たく外れて い たσ）で

ある s 事 件後すで に 40 年の 月 日 が経過 し事件の 跡

は ど こ に もな く、何 が しか の ドキ ュ メ ン ト （資料

な ど） も ほ とん ど残 存 して い なか っ た Ct 現地 に 声

なき声、姿なき姿を追 っ て はみた もの の 成果が L

が らず、約
一

週 間 の 中で 得た もの は 唯一
警察 日誌

の 写 しの み だ っ た （そ れ は 山地 行政担 当者 と して

の 警察官の ナ マ 声と し て貴重な もの と言 え る）。

　そ れ か ら 数 日後、事 件 関係 者 の イ ン タ ビ ュ
ー

を

ノー ト2 冊 に 書 きと どめ 、山を降 りた。約 2 週 間

に 及 ぶ 台 湾で の 貴重な体験、そ こ か ら得 ら れ た 多

くの 資料 と闇き込 み情報 、 しか しそ の こ と以上 に

私 自身 の 大 きな収 穫は 、か っ て 植民地支 配 を した

日本 に 好意的な有形無 形 の 人 情 に 触 れ た こ とで あ っ

た 。

一
言 で 言 う な ら ば 「親 日 」 と い う言葉に 集約

で き る と思わ れ る 。 もち ろ ん 個 々 の 問題 に な る と、

人 に よ っ て濃淡の 差が 大き い
。 皇民 化 教育 の 母語

の 抑圧 、教師 の
一

部や同級 生 や 警察に 台湾人 へ の

差別があ っ た こ とに つ い て 、苦 々 しい 記憶 を持 っ

て い る人 も多い
。 天 皇 に っ い て 「戦場 に仲間 を狩

り出 した戦 犯 」 と して 否定的に と らえ る人 々 も少

な くない ．

心 に残る台湾人の 親 日

　 し か しなが ら私 の 感 じ る台湾 の 人 々 の 「親 日 d

は 本物で あ っ た 。 台湾 との 出会 い はそ の 後 の 研 究

へ の 幅 と深 み を与 えて くれ た こ とは言 うに及 ばな

い が 、「親 H9 とい う 2 文字が私の 心 象に 与えた影

響 は 大きか っ た 。 しか し当時の 時代的風 潮 か らあ

ま り こ の こ とを強調す る こ と へ の 危惧 か ら、私は

あ えて植民地 問題 へ の エ バ リ ュ エ ー
シ ョ ン （評価〉

は避 けた形で 学び の
一

里塚 をまとめた。

　光陰矢 の ご と し。 しか しな が ら心 の
一．

隅 に 「親

日」 とい う意味に つ い て WHY と HOW の 問 い は今 も

続 い て い る t」時代背景、国際状況が変わ る 中、西

暦 2000年台 湾の 2人 の 若 い 世代か らの 新 しい 植民

地認 識、思惟感に私は大きなイ ン パ ク トを受けた 。

　
一

人 は謝雅梅 さん c 彼 女は 『日 本 に 恋 した 台湾

人』（総合法令出版、20    年 3 月） の 著者で ある。

「植 民 地時代に 日本 国民 として生 きた父 母 の 世 代 の

N 本好 き現象 と比 較 し、こ の 現象は
一

過性 の もの

では な い 」 と し、「異 な る時代背 景 の 中で、長 い 歴

史 にわた り受 け継がれ た もの だ」 （総合法令出版の

新刊 内容紹 介文 よ り） と言 明 して い る 。

　 もう
一．・

人は台湾国民 中学歴 史教科書 『認 識台湾』

（こ の 本は台湾で 話題沸騰した画期的教科書で ある）

の 日本語 訳 者で あ る蔡易 達 氏 であ る 。 『認識 台 湾』

で リマ
ー

クす べ き は以 下 の 4 点 で あ る 。 第 1 は台

湾 の 中学 生が使 用す る国定教科書 であ る ： と。第

2 は従 来 の 中国史 を 中心 と した歴 史教育を全 面的

に 見直 した編集 に よ り、分か りやす く台湾通史を

概説 して い るこ と 。 第 3 は 台湾独 自の 歴 史観を明

確 に 主 張 し て い る こ と ， 第 4 は 本 稿 との 問 題 意識

を 共有 し て い る 日本植 民地 統治時期 を客観的か っ

積極的に 評 価 し て い る こ と で あ る。蔡氏 は 同 書 の

訳 本の 「刊行に あたっ て 」 では 、「日本が欧米化 を

果た した と同様 、 台湾は 目本か らあ ま りに も大 き

な 影響 を受 け なが ら近 代文 明 を吸収 し た とい う こ

とで あ り、よた台湾 人 は 同様 の 歴 史的歩み を し て

きた 韓国人 よ り も、そ う した 史実を 冷静に 直視 し
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て い るに過ぎない 」 （p − vh よ り） と述 べ て い る。

　時代 が変 われ ぼ物 の 見 方 、 考え方 が変わ る とは

思 うが 、次代 を担 う現地 の 若者か ら こ の よ う な論

調 で語 られ よ うとは夢に も思わなか っ た 。

　 目本 とア ジ ア の ある べ き親善関係 の構築 と模索

の ため の 1 つ と して 、台湾に お ける 「親 恥 性 の

意味を もう
一

度考 えて み る こ とは極 めて重要で あ

る と思 われ る 。 こ の 2 文 字の 意味 を正 し く位 置付

け 、 そ の 中か ら 「前事不 忘 、 後事之 師」 の 糧 を相

互 の 立 場か ら得る こ と の 意義は 大き い 。一過性 の

流行で は な く 、 喧 騒的 な プ ロ パ ガ ン ダ で もな く、

ご く自然な 関係 の 確 立 の た め に。

参考文 献及 び 引用文献

台湾国 民中学歴 史教科書 『台湾を知 る』（雄 山閣出

版、2000 年 3 月発行）。

『台湾入 門』 （日中出版、2001 年 4 月発行）。

i噛 刊紹介1
少数言語 を め ぐる 10 の 旅 フ ィ

ー
・レ ドワー

ク の 最前線か ら

　　　　　　　大 角　翠編著　 三省堂 　2003年刊

i 世 界全 体の 言語 の 数 は約 6，．8。。 と し・われ るが、
　

1そ の 96％（6 ，
530 ）は話 す 人 の 隈 られ た少数言語 で 、

　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 お 　 　 　つぶ

嘆語 、 フ ラ ン ス 語 とい っ た 大言語 に圧 し潰 され る
の

1ように消滅 しようとしてい る 。 森林伐採な どにょ っ

iて 生態 系 の鰾 、生 物多儺 の 尠 が進 み 泊 然

iされ た 啓轄 とな 。 て い る の は詭 機に瀕 ・鰭

睡 つ い ・ ・で き るだけ広 い 瀦 ・・理 解越 ・ ・

　

iと共生 して きた先住民族 がそ の 場を 追われ る と と

1もに 、彼 らが使 用 し て きた 言語 も衰微す る とい う

生物多様性 と言語多様性 の 相 関関係 がその 背景に

iある ・

1 本書は ア フ リカ 、中央 ア メ リカ 、中国、イ ン ド
L

Eネ シ ア 、
ニ ュ

ーカ レ ドニ ア 、 オ ース トラ リア な ど
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ゼ き

の 少数言語 を、気鋭 か ら碩 学 ま で 10 人 の 言語 学
Ii
者が フ ィ

ー
ル ドワ

ー
ク に よ っ て つ づ っ た記録で あ

Ei

る ・

！ 専門書 の 内容 を備え な が ら 、 読みや す さに配 慮

1うξす る署者た ち の 意図 の あ らわれ で あ ろ う。

fi

　編者が 担 当す る ニ ュ
ー

カ レ ドニ ア で は 、カナ

1姦繍 説欝Σ二黷繰鵬 り籌
は 28 の 多き を数え る 。 そ の うち の

一
っ 、

テ ィ ン

リ ン 語 の 話 され る グ ラ ン ドテ
ー

ノレ 島南西 部 の （La

IFoa）近 く の トリ ビ ュ （部族 ）に入 り、そ こ に 住み込

む こ とか ら調査は始まる。

　 言語学の よ うに あ る場所に
一

定期間滞在 、また

iは訪悶 して行 な う調査 で は・よ V’ イ ン フ ォ
ー

マ ン

iト（情報提供 者）が得 られ るか ど うか が成否 の カ ギ

1を握 る 。そ れ は 自分で 探す と い うよ り も、他力本
：
隈に よる こ と が 多 い か ら 、 運不 運 に 左 右 され る 。

匿
　 の イ ン フ ォ

ーマ ン トと編者 がや り と りす る くだ

　 は 興味深 く、
一

つ ひ とつ が ス トン と胸 に 落 ち る 。

言葉は生 きもの だ とっ くつ く思 う。　 　　 　　 　 …

　こ ん に ち の 少数言語が 置か れ て い る状況は 、そ：
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

の 国や地域 の 政治、経済、文 化、教 脊な ど の 政第

と無関係で は あ り得 ない 。
ニ ュ

ーカ レ ドニ ア には …

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

フ ラ ン ス の 植民地支配 に よ っ て 奪われ た カ ナ ク 人
1

の ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 回復 を うた っ た 「ヌ メ ア 圃
定 」（1998 年）が あ る 。 そ こ に は カナ ク 語 を教育や！

文化 の 言語 とし て 、学校の カ リキ ュ ラ ム や メデ ィ ト

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1

ア で の 使用 をふやす 二 とが 明記 されて い る。 こ の ・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

ヌ メア 協定 が、28 の カ ナ ク語 の うち、2，　OOO 人以：

上の 話者を持 つ の は 6 言語だけに な っ た現実 を救 っ

て くれ るだ ろ うか ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　 〈西岡義治〉
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 「
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