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　　　　　　　　「独逸東漸論」
一 岐路 に 立つ 日本外交 と第

一
次世界大戦一

サ
ー

ラ ・ス ヴ ェ ン （ドイ ツ
・日本研究所〉

　 1919年 の パ リ講利会議に於い て 1
．
国際連盟」が

設立 された。そ の 連盟の 憲章の 交渉に際 して 、日

本の 交渉団が 「人種差別配偶案」を提出 した。「人

種」 と い う言葉 ・概念がそれ まで の 外交に 於 い て

あま り利用 されなか っ た表現で あ っ たが、第
一

次

世 界大戦末期まで 日本外交の 中で 益 々 重要な カ テ

ゴ リ
ーに な っ て きた。「中華思想．

1

を基 本と する

旧 来の 東ア ジア の秩序は 、「文化」 （こ こ で は 「中

國」 文化）の 吸収度 ・中華文化へ の 自己同化だ け

を外交関係 の 条件に し、「人種」 と い うカ テ ゴ リ

ーが ほ ぼ存在 し なか っ た と い っ て もよか ろう。そ

の 「人種」 と い う概念は い っ か ら 口本の 外交 に影

響を与え始め 、どう い う外交 の 主役、そ して どう

い う場面に お い て利用 され た の か、こ の 発表 に よ

っ て 考察 して い きた い と思 う。

　 H 本 の 外交 史を 考察 してみ ると、欧州に と っ て

大 きな転換期で あ っ た第
・
次世 界大 戦は、あ まり

に も明白な岐路 であ っ た とは言え ない とい う こ と

が以 前 の 研究 の 評価 であ っ た。日木が直接参 戦 し

た の は、青島 占領、イン ド海 ・地 中海 へ の 海 軍援

助 な どだけで、欧州戦場 へ の 派兵は控えた。 しか

し、直接 な関わ りが少な か っ た と言う に も関わ ら

ず、第一
次世 界大戦は 日本に と っ て 重要な岐路で

あ っ た に 違い な い。経済成 長 〔大正 バ ブ ル ）、社

会的 な変化 （新思想の 流入）が 以 前の研究に よ っ

て強調 された の だが、日本の政治 ・外交に お い て

も大 きな変化が起こ っ た。っ ま り、第
一

次世界大

戦参戦、対華21力条要求と中国進出強化、そ して

シ ベ リア 出兵 と い う例 に 見 ら れ る よ う に、口本が

欧米列強 との協調外交 （と い う は本米の帝国主義

パ ワ
ー・ポ リテ ィ ク ス ）か ら離れつ っ あり、特に

英米と対抗する姿勢 をと り始 めた の である。

　当時は 「原敬親米外交」、「幣原協調外交 」 は ま

だ主流 で あ っ た に も関わ らず、外 交 に 影響 力を及

ぼす 諸勢力 に は様 々 な変 容が明 白にみえて きた。

1900年前後か ら、日本が 「 等 国 」 の
一

っ になり

っ あ っ て も、不平等条約の 改正が認め られ て も、

や は り西 洋列 強に 本格的に 平 等と して認め られた

訳で はなか っ た 。 それ はやは り
一
人種 」 の 違 い に

基づ い た こ とで あ ると H 本は認識 した。

　1900年前後の 欧米 に 唱え られて い た 「黄 禍論 」

が初め て 「人種」 とい うカテ ゴ リーを国際関係 に

もた ら したが、それ は当然、目本 にお い て反発 を

起 こ し、文化 、社会、政治 に於 ける「人種論 1、「人

種競 争論」 を浮 Eさせた の であ る。そ の 思潮が ま

ず 1898年 の 近 衛篤麿の 「同人種同盟論」 と 「
．
東亜

同文 会 」 の 設 立 か ら は じめ、山縣有朋 の
「

人種競

争論」を経 て発展 して い きなが ら、第
一

次世界大

戦末期 に は、円本外交路線を左右させ る
一

っ の 思

潮 に な っ て きた 。1919年に初め て 日本外交史に於

い てそれが表面化する。っ まり、ア メ リカ ・オ ー

ス トラ リ ア へ の 口本人移動問題が益 々 エ ス カ レー

ト した 環境の中で 、凵本が パ リ講和会議に て 「国

際連盟．が設立 される際そ の連盟の憲章に 「人種

差別配偶条．1 を加えようと して い た 。 こ れ が失敗

に終わ る に も関わ らず、「人種」 と い う項 目が H

本の外交の 重要な要因に な っ て きた。

　 しか し、それ よ り先、日本の外交に 於 い て あら

ゆる 面で 、「人種」 と い うカ テ ゴ リーが、外交決

定過程に影響を 与えたと い う こ とと、第
一

次世界

大戦末期の時、日本外交が岐路に 立 っ た に ちが い

な い と い う こ とを こ の 発表に よ っ て明 自 に してお

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



The Association for Northeast Asia Ragional Studies

NII-Electronic Library Service

The 　Assooiation 　for 　Northeast 　Asia 　Ragional 　Studies

第 1分科 会 ：歴 史 ・文化 ・交流　77

きた い と思 う。主な例 と して 取 り上 げ る の は 、 シ

ベ リア 出兵 当時 の い わゆ る ［独逸東漸論 」で あ る 。

シ ベ リア に捕虜 と して 滞在 して い た ドイ ツ ・ハ プ

ス ブ ル グ両帝国 の 兵 1：が、急 に 1918年 の ドイ ツ
・

ボ ル シ ェ ヴ ィ キ ロ シ ア の 問 に 結 ばれたプ レス ト平

和 条約 に よ っ て大 きな問題 に な り、
一
独逸 脅威 論

（白禍論）」 が唱 え られ るよう に な っ た。1900年前

後 に 「黄禍論」 が特 に 唱え られ て い た ドイ ツ に 対

してそう い う態度 をとる こ とは不思議 で はな い が、

事実上そ の 「白禍論 」 はか っ て の 「黄禍論 」 と同

様 に 根拠が うす くて 、 ヒ ス テ リ ッ ク な対応 で あ っ

た 。

　こ の 対応が 日本外交の 転換を 象徴す る ケ ー
ス と

も い う べ き か も知 れ な い。これ か ら の 日 本外交 の

あら ゆ る 面 に 見え て く る 決 断力 の 低下 、現実 か ら

の 離脱の 先 例 で ある と い う こ と を 明 ら か に した い

と 思 う 。 1919年後 の 外交 が 益 々 「人種競争論 」 を

背景に した欧米 列 強と の 対決 と い う 道 を 選 び、「脱

亜外交」 か ら幕末以 来は じ め て 「反 欧 米外交 」、

の ち に 「（汎 ア ジ ア 主 義外交）」 へ と踏み 出す の で

あ る。

COMMENT − 一

　報 告者は 1990年代 に 数度 の 日本留学を経験 し、

凵本国 内に お い て 1910年代〜30年代 に 関す る 研究

を積み重ね て きた。そ の 成果は博士論文 『大 正デ

モ ク ラ シーと陸軍 ； シ ベ リア 出兵期 に お け る 民主

主義 と軍 国主 義』 （1999年 ボ ン 大学 博士号取得、

2000年 ドイ ツ に お い て 同名書を 出 版） と な っ て 結

実 して い る。日本語能力 （と くに 資料読解力）は

極め て 高 く、か っ 当 日は 流暢な会話力 も駆 使 して 、

水準の 高い報告を行 っ た。以下 、報告 の 成 果 と課

題を簡単に要約する。

　報告者は い わゆる大 正 デモ ク ラ シ ー期 （戦間期）

の政治 ・軍部 と社会に 関 して 主 と して研究 して き

た が 、 こ の 報告で は 同時期の 日本外交に 視野 を広

げ、［協調外交」 か ら
一
人種問題一1、よ り 明確に は

「白禍論一を梃 と して 政策転換 して い く過程を捉

えて 分析 した。第 1次大戦後 の 時期、「独逸東漸

論」 と い う視点で そ の 流れを理解 しようとす る こ

とは、新た な試み で あ っ たと い えよう。これは 報

橋 本 哲 哉 （金 沢 大学）

・
●

告者が ド イ ツ の 大学に お い て 、外交 史 ・外交政策

を副専攻 と し、幅広 い 教育を 受け て きた 利点 を 感

じ さ せ る 。

　 も う ひ と っ は 日本に お け る 「白禍 論」 と 対照 さ

せ て 、欧 米 に お け る
．
黄禍論」 を検討 し、い くっ

か の 素材 を 提供 して い る 点 に 注 目する。「黄禍論 ！

は こ れ ま で 必 ず しも多 くは 議 論 さ れ て こ な か っ た

が、橋川文 三 「黄禍物 語』 等 を題材 と して の 問題

関心は、十分受 け ［Eめ て 評価 され る べ き で あ ろ う 。

ただ、
一
自禍論 が や が て 「欧米帝 国 主義 に よ る

植 民地 か ら の ア ジ ア 諸 民族 の解放」 と い う 日本軍

国主義 の 「虚構 」 的主張 に っ なが っ て い くと い う

側 面 も見通す べ きで あ った と考え る。

　 い ずれ に せ よ、こ の ドイツ の若手研究者 の フ レ

ッ シ ュ な 問題提起を 日本 の 特 に 若手研究者が応対

し、刺激的 ・交流的論争を展開させ る よ う今後に

期待 した い 。
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