
1 
 

〔

博

士

学

位

論

文

概

要

〕 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

大 

橋 

毅 

彦 

 
 

本

論

文

は

「

昭

和

文

学

の

上

海

体

験

」

と

題

し
て

、

中

国

ナ

シ

ョ

ナ

リ

ズ

ム

の

風

潮

が

高

ま

る

中

で

租

界

文

化

の

繁

栄

・

爛

熟

期

を

迎

え

た

時

代

か

ら

、

日

中

戦

争

の

勃

発

と

そ

の

長

期

化

に

よ

っ
て

こ

れ

ま

で

に

な

い

社

会

変

動

に

見

舞

わ

れ

た

時

代

に

か

け

て

の

上

海

と

の

関

わ

り

方

が

、

そ

れ

よ

り

前

の

時

代

と

比

べ
て

一

層

の

幅

と

厚

み

を

増

し

て

い

っ

た

昭

和

文

学

の

諸

相

に

つ

い
て

の

考

察

を

試

み

た

も

の
で

あ

る

。 

 

序

章

で

は

本

稿

全

体

が

ど

う

い

っ

た

コ

ン

テ

ク

ス

ト

に

支

え

ら

れ

て

い

る

か

に

つ

い
て

概

説

す

る

。
ま

ず

は
〈

魔

都

〉
や
〈

摩

登

〉

（

モ

ダ

ン

）

と

い

う

懐

古

的

情

緒

が

先

行

す

る

粗

い

解

釈

格

子

か

ら

す

り

抜

け

て

し

ま

う

作

家

た
ち

の

上

海

体

験

の

実

態

を

作

品
に

深

く

測

鉛

を

下

し
て

探

る

こ

と

が

目

的

の

一

つ

で

あ

る

こ

と

を

提

示

し

た

。

そ

し
て

そ
こ

か

ら

見

出

さ

れ

る

彼

ら

／

彼

女

ら

に

と

っ

て

の

上

海

像

が

、

そ

れ

ぞ

れ

密

度

を

増

し

て

拡

張

し

て

い

く

こ

と

、

昭

和

詩

史

に

お

け

る

新

た

な

表

現

上

の

位

相

の

獲

得

と

も

関

連

し
て

い

く

こ

と

、

国

と

い

う

も

の

を

基

盤

に

置

い
て

作

り

上

げ

た

も

の

に

揺

さ

ぶ

り

を

か

け

て

い

く

も

の

と

な

る

こ

と

に

つ

い

て

の

見

通

し

を

記

し

た

。

ま

た

、

昭

和

文

学

の

上

海

体

験

の

総

体

を

見

通

し
て

い

く

た

め

に

は

個

々

の

文

学

者

の

営

為

に

添

っ
て

考

察
を

進

め
て

い

く

道

筋

と

は

別

に

、

彼

ら

相

互

の

関

わ

り

が

形

作

っ

て

い

く

文

芸

文

化

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

の

あ

り

よ

う

や

、

租

界

都

市

上

海

が

供

給

し

て

く

る

多

言

語

空

間

や

異

民

族

文

化

と

の

間

に

交

わ

さ

れ

る

出

会

い

や

衝

突

の

ド

ラ

マ

を

積

極

的

に

考

察

し
て

い

く

こ

と

の

必

要

性

に

つ

い
て

も

言

及

し

た

。

な

ぜ

な

ら

、
こ

う

し

た

考

察

視

点

を

持

つ

こ

と

に

よ

っ
て

、

い
わ

ゆ

る

孤

島

時

代

の

終

焉

か
ら

淪

陥

期

に

か

け

て

の

上

海

に

は

積

極

的

な

評

価

や

検

証

に

値

す

る

も

の

は

少

な

い

と

し
て

き

た

、

日

本

近

代

文

学

史

お

よ

び

上

海

文

化

史

の

通

説

に

対

峙

し

得

る

文

学

や

文

化

の

可

能

性

が

浮

上

し

て

く

る

か

ら

で

あ

る

。

そ

の

点

に

つ

い
て

の

見

通

し

を

立

て

る

と

と

も

に

、

さ

ら

に

そ
こ

か

ら

返

す

刀
で

、

同

時

期

に

あ

っ
て

の

現

地

日

本

語

新

聞

雑

誌

メ

デ

ィ

ア

に

掲

載

さ

れ

た

文

学

作

品

に

つ

い
て

も

複

眼

的

な

読

み

の

必

要

性

が

あ

る

こ

と

を

論

じ

た

。

そ

し
て

こ

れ

ら

の

目

論

見

と

そ
こ

か

ら

見

え

て

き

た

も

の

に

対

応

さ

せ

る

べ
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く

、
こ

れ

以

降

の

本

論

を

五

部

構

成

に

す

る

と

と

も

に

、

そ
こ

に

組

み

込

む

第

一

章

か

ら

第

十

九

章

ま

で

の

論

考

は

全

体

と

し

て

見

れ

ば

ほ

ぼ

ゆ

る

や

か

に

時

代

の

流

れ

に

沿

う

よ

う

に

配

置

し

た

。

以

下

、

本

論

の

概

要

を

示

し

て

い

く

。 

 

第

Ⅰ

部

「

拡

張

す

る

上

海

イ

メ

ー

ジ

」

で

は

、

主

と

し
て

、

一

九

二

〇

年

代

後

半

の

文

学

者

が

上

海

の

現

実

態

と

ど

の

よ

う

に
切

り

結

び

、

そ

れ

を

各

自

の

作

品

の

中

に

ど

の

よ

う

に

結

実

化

さ

せ
て

い

っ

た

か

に

つ

い
て

論

じ

た

。

す

な

わ

ち

第

一

章

で

は

そ

の
少

し

前

に
〈

魔

都

〉
上

海

の

イ

メ

ー

ジ

を

日

本

の

言

説

空

間

に

定

着

さ

せ

た

村

松

梢

風

の

周

辺

に

い

た

井

東

憲

を

取

り

上

げ

、『

上

海

夜

話

』

と

『

新

上

海

夜

話

』

収

録

短

編

群

が

、

そ
こ

に

登

場

す

る

放

浪

者

的

漫

歩

を

繰

り

返

す

こ

と

を

属

性

と

す

る

「

私

」

の

存

在
に

よ

っ
て

、

悪

の

華
が

咲

い

た

都

会

の

底

で

そ

う

し

た

形

容

以

上

に

不

逞

で

不

定

形

な

生

の

エ

ネ

ル

ギ

ー

を

蟠

ら

せ

た

人

間

た
ち

を

描

き

出

し
て

い

る

点

に

注

目

し

た

。

ま

た

、

井

東

の

も

う

一

つ

の

作

品

『

赤

い

魔

窟

と

血

の

旗

』

も

考

察

の

対

象

と

し

た

。

四

・

一
二

ク

ー

デ

タ

ー

前

後

の

上

海

を

舞

台

と

す

る

、

前

者

に

比

べ

る

と

プ

ロ

レ

タ

リ

ア

的

な

政

治

意

識

が

前

面

に

押

し

出

さ

れ

た

長

編

小

説

だ

が

、
こ

の

作

品

の

典

拠

と

し

て

「

申

報

」

の

存

在

が

あ

る

こ

と

に

関

し

て

と

、

そ

う

し

た

中

国

の

新

聞

記

事

も

含

め

た

様

々

な

活

字

情

報

が

溢

れ

て

い

く

中

で

、

小

説

の

テ

ク

ス

ト

は

作

者

の

思

惑

を

裏

切

っ
て

彼

の

志

向

す

る

革

命

の

プ

ロ

グ
ラ

ム

中

に

そ

う

易
々

と

は

回

収

さ

れ

て

い

か

な

い

メ

デ

ィ

ア

の

戦

争

状

態

に

突

入

し

た

都

市

の

イ

メ

ー

ジ

の

方

を

伝

え

て

く

る

点

と

に

つ

い
て

論

じ

た
。 

 

第

二

章

で

は

金

子

光

晴

の

上

海

体

験

に

目

を

向

け

、

都

合

三

回

に

わ

た

る

そ

れ

が

彼

に

も

た

ら

し

た

も

の

が

等

質

の

も

の
で

は
な

か

っ

た

点

を

そ

の

作

品

を

通

じ

て

考

察

し

た

。

ま

ず

取

り

上

げ

た

の

が

初

の

上

海

行

の

産

物

で

あ

る

「

上

海

よ

り

」

と

題

し

た
エ

ッ

セ

イ

や

詩

集

『

鱶

沈
む

』

に

収

録

さ

れ

た

作

品

群

だ

が

、
こ

れ

ら

の

作

品

世

界

を

多

分

に

支

配
す

る

も

の

は

、

詩

人

と

し
て

出
立

し
て

以

来

の

彼

の

持

ち

味
で

あ

っ

た

高

踏

的

、

審

美

的

な

感

性

、

日

本

で

の

偏

狭

な

生

活

情

緒

か

ら

の

一

時

的

遁

走

に

よ

っ
て

生

じ

た

解

放

感

と

浪

漫

的

な

心

情
で

あ

る

。

だ

が

、

そ

の

二

年

後

の

上

海

逗

留

は

こ

の

都

市

の

凄

愴

な

現

実

に

彼

の

心

身

を

ず

っ

ぷ

り
と

浸

ら

せ

た

。

そ

の

点

を

詩

「

上

海

を

俺

の

棺

材

に

…

」

に

よ

っ

て

確

か

め

つ

つ

、

さ

ら

に

こ

う

し

た

体

験

が

昇

華

さ

れ

て

成

っ

た
後

年

の

自

伝

的

作

品

『

ど

く

ろ

杯

』

に

も

目

を

向

け

た

。

そ

し
て

、

皮

膚

の

生

理

を

通

し
て

「

ど

ぶ

泥

」

の

世

界

に

沈

潜

し
て

い

く
こ

と

が

新

た

な

人

間

認

識

に

通

底

し
て

い

く

こ

と

を

告

げ

て

い

る

と

こ

ろ

に

こ

の

作

品

の

真

骨

頂

が

あ

る

と

結

論

付

け

た

。 
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第

三

章

で

は

横

光

利

一

の

小

説

「

上

海

」

に

つ

い

て

、

初

出

テ

ク

ス

ト

中

の

三

分

の

二

近

い

量

が

残

っ

て

い

る

直

筆

原

稿

を

補

助

線

と

し
て

考

察

し
て

み

た

。

原

稿

執

筆

過

程

に

あ

っ

て

の

厖

大

な

加

除

修

整

か

ら

は

、

い
わ

ゆ

る

新

感

覚

派

的

な

表

現

の

前

景

化
を

は

じ

め

と

す

る

幾

つ

か

の

傾

向

を

指

摘
で

き

る

が

、
今

回

も

っ

と

も

注

目

し

た

の

が

芳

秋

蘭

に

対

す

る

斧

鉞

の

加

え

ら

れ

方

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

物

語

の

展

開

上

彼

女

が

初

め

て

登

場

す

る

場

面

に

し
て

か

ら

が

そ

う

な

の

だ

が

、

原

稿

上
で

の

言

葉

の

出

し

入

れ

は

、

五

・

三

〇

事

件

前

後

の

上

海

で

「

国

民

革

命

」

の

気

運

が

と

み

に

増

し
て

き

た

事

態

に

対

応

さ

せ

る

べ

く

、
こ

の

女

性

に

共

産

党
の

女

闘

士

と

し
て

の

属

性

を

与

え

る

傾

向

を

示

し
て

い

く

。

だ

が

、

そ

れ

と

同

時

に

、

作

家

の

推

敲

の

跡

は

「

典

型

的

な

支

那

婦

人
」

と

し
て

の

美

し

さ

を

持

つ

人

物

に

彼

女

を

導

い
て

い

っ

た
こ

と

も

伝

え

て

く

る

の

だ

。

と

り

わ

け

、

小

説

の
ラ

ス

ト

近

く

で

再

会

し

た

参

木

と

お

杉

の

間

に

「

水

色

の

皮

襖

」

を

纏

っ

た

芳

秋

蘭

の

幻

影

が

割

っ
て

入

っ

て

く

る

イ

メ

ー

ジ
が

原

稿

用

紙

の

余

白

に

書
き

加

え

ら

れ

て

い

っ

た

箇

所

は

見

落

と

せ

な

い

。「

上

海

」
の

直

筆

原

稿

は

、
こ

と

ほ

ど

左

様

に

フ

ィ

ク

シ

ョ

ナ

ル

に

か

つ

生

き

生

き

と

し

た

か

た

ち

で

膨

ら

み

始

め

る

人

間

像

を

提

示

し
て

く

る

の
で

あ

る

。 

 

第

Ⅰ

部

の

掉

尾

に

く

る

第

四

章

で

は

、

上

海

と

関

わ

る

文

学

者

を

個

別

的

に

取

り

上

げ

て

き

た
こ

こ

ま

で

の

論

の

進

め

方

か

ら

や

や

方

向

を

変

え

て

、

同

時

代

の

上

海

で

は

ど

う

い

っ

た

文

芸

文

化

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

が

日

本

人

も

そ

れ

に

関

与

し
て

形

成

さ

れ

て

い

た

の

か

と

い

う

問

題

に

迫

っ
て

み

た

。

具

体

的

に

は

内

山

書

店

か

ら

発

行

さ

れ

て

い

た

文

芸

漫

談

会

機

関

誌

「

萬

華

鏡

」

を

見
て

い
っ

た

の

だ

が

、

同

人

の

ラ

イ

ン

ナ

ッ

プ

や

掲

載

作

品

を

単

体

と

し

て

取

り

上

げ

て

み

て

も

（

た

と

え

ば

「

あ

る

踊

り

子

の

日

誌

」
）
、

そ

こ

に

は

上

海

特

有

の

文

化

的

雑

居

の

イ

メ

ー

ジ

が

溢

れ

て

い

る

こ

と

が

確

か

め

ら

れ

る

。

と

と

も

に

、

上

海

の

内

外

に

あ

る

雑

誌
メ

デ

ィ

ア

と

の

関

わ

り

に

お

い
て

「

萬

華

鏡

」

が

「

創

造

月

刊

」

や

「

戦

旗

」

と

の

間

に

あ

る

種

の

通

路

を

開

い
て

い

た
こ

と

も

見
て

と

れ

る

し

、

同

誌

の

装

幀

を

手

掛

け

た

宇

留

河

泰

呂

が

こ

の

時

期

上

海

で

繰

り

広

げ

た

活

動

を

追

っ
て

い

く

と

、

彼

の

活

動

を

介
し

て

「

萬

華

鏡

」

が

上

海

の

出

版

界

の

中

に

生

じ

始

め

た

造

本

感

覚

を

め

ぐ

る

新

た

な

潮

流

と

も

無

縁

で

は

な

か

っ

た

と

い

う

事

実
に

も

突

き

当

た

る

。

文

芸

サ

ロ

ン

的

雰

囲

気

が

第

一

の

特

徴

で

あ

る

と

見

な

さ

れ

て

き

た

「

萬

華

鏡

」

か

ら

、

そ

れ

の

み

で

は

括

れ
な

い

問

題

系

を

引

き

出

す

こ

と

が

で

き

た

。 
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第

Ⅱ

部

「

戦

時

下

に

お

け

る

詩

の

行

方

」
で

は

、

戦

前

か

ら

戦

後

に

か

け

て

の

詩

の

領

域

で

注

目

す

べ

き

活

動

を

展

開

し

た

三

人

の

詩

人

た

ち

の

日

中

戦

争

下

に

お

け

る

創

作

活

動

を

俎

上

に

上

せ

た

。

第

五

章

で

は

池

田

克

己

の

詩

集

『

上

海

雑

草

原

』

が

現

代
詩

の

展

開

上

有
す

る

意

義

に

つ

い

て

小

野

十

三

郎

の

詩

と

評

論

と

を

参

照

軸

と

し
て

考

察

、

か

つ

て

戦

場

と

な

っ

た

広

袤

と

し

た

原

の

風

景

を

前

に

し
て

池

田

の

作

っ

た

詩

は

、

詠

嘆
で

彩

ら

れ

た

短

歌

的

抒

情

性

が

そ
こ

か

ら

は

後

退

し

、

そ

れ

に

代

わ

っ
て

現

代

詩

を

更

新

し
て

い

く

可

能

性

を

内

蔵

し

た

自

然

の

非

情

性

が

領

略

さ

れ

は

じ

め

て

い

る

点

に

お

い
て

高

く

評

価

さ

れ

る

べ

き

だ

が

、

そ
の

一

方

、

東

亜

新

秩

序

の

理

念

や

イ

ズ

ム

に

対

す

る

詩

人

の

信

頼

が

増

し
て

く

る

に

従

っ
て

、

そ

う

し

た

詩

的

精

神

に

よ

っ
て

提

示
さ

れ

た

、

詠

嘆

の

対

象

と

な

る

景

勝

イ

メ

ー

ジ

と

は

異

な

っ

た

塊

と

し
て

の

風

景

イ

メ

ー

ジ

に

は

亀

裂

が

入

り

、

詩

と

し
て

の

独

立

性

が

損

な

わ

れ

て

い

く

と

い

う

問

題

も

等

閑

視

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

と

結

論

づ

け

た

。 

 

同

様

に

第

六

章

で

も

、

草

野

心

平

が

ア

ジ

ア

太

平

洋

戦

争

の

始

ま

っ
て

間

も

な

い

頃

に

現

地

発

行

の

邦

字

新

聞

「

大

陸

新

報

」

に

連

載

し

た

小

説

「

方

々

に

ゐ

る

」

に

差

し

込

む

光

と

影

と

を

問

題

に

し

た

。

南

京
で

暮

ら

す

北

山

十

蔵

の

前

に

現

れ

た

梨

花

の

持
つ

ツ

ツ

抜

け

の

明

る

さ

、

ま

た

当

の

十

蔵

に

し
て

か

ら

が

ヘ

デ

ィ

ン

の

探

検

記

に

出
て

く

る

餓

え

た

彼

に

よ

っ
て

食

わ

れ

た

蛙

の

偉

大

さ

に

打

た

れ

た

り

、

黄

河

源

流

へ

の

旅

を

夢

見

た

り

す

る

心

性

を

持

つ

人

物

と

し
て

造

形

さ

れ

て

い

る

点

に

、

草

野

の

ポ

エ

ジ

イ
は

如

何

な

く

発

揮

さ

れ

て

い

る

と

は

言

え

る

が

、

そ

れ

が

大

東

亜

共

栄

の

夢

と

小

説

の

タ

イ

ト

ル

が

含

意

し

て

い

る

そ

の

夢

の

担

い

手

と

が

方

々

に

広

が

っ

て

い

く

こ

と

へ

の

期

待

と

に

接

ぎ

木

さ

れ

て

い

く

こ

と

に

よ

っ

て

、
こ

の

小

説

は

変

に

お

さ

ま

り

の

悪

い

印

象

を

与

え

る

も

の

に

な

っ
て

し

ま

う

。

そ

し

て

そ

の

こ

と

は

、

一

読

し
て

芸

術

的

感

動

が

そ
こ

か

ら

も

生

じ

て

き

そ

う

な

、

十

蔵

が

南

京

の

夕

暮

の

光

景

を

荘

厳

な

も

の

と

し
て

見

入

っ
て

い

く

場

面

が

、

同

じ

南

京

に

あ

る

紫

金

山

の

人

間

の

哀

歓

を

他

所

に

し

た

峻

烈

な

美

を

前

に

し

た

主

人

公

が

、

そ

れ

に

よ

っ
て

徹

底

し
て

人

生

を

見

る

眼

を

獲

得

し

て

い

く

場

面

を

組

み

込

ん

だ

堀

田

善

衛

の

小

説

「

時

間

」

と

比

較

し

た

時

に

、

そ

う

し

た

立

ち

位

置

を

危
う

く

さ

せ
て

い

く

こ

と

か

ら

も

証

明

さ

れ

る

の

で

あ

る

。 

 

第

七

章

で

は

草

野

や

池

田

よ

り

も

年

若

く

し
て

「

中

支

」

で

の

陣

地

構

築

に

携

わ

っ

た

木

原

孝

一

の

『

戦

争

の

中

の

建

設

』

を

論

じ

た

。

同

書

は

当

時

流

行

し
て

い

た

建

設

戦

を

扱

っ

た

作

品

群

の

一

端

に

連

な

る

性

格

も

た

し

か

に

有

し

て

い

る

。

が

、

そ

れ

以
上
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に

注

目

す

べ

き

は

、

詩

人

た

る

こ

と

を

自

負
す

る

若

い

「

僕

」

が

、
こ

の

荒

涼

と

し

た

戦

場
で

、

自

ら

の

ポ

エ

ジ

イ

へ

の

シ

ン

セ
リ

テ

を

失

わ

ず

に

新

し

い

エ

ス

プ

リ

を

打
ち

立

て

て

い

く

た

め

に

ど

う

す

れ

ば

い

い

の

か

を

問

い

続

け

て

い

る

こ

と

で

あ

る

。

同

じ

頃

北

京

に

い

た

中

薗

英

助

青

年

を

感

動

さ

せ

た
こ

の

思

い

は

、

作

品

の

叙

述

全

体

に

あ

る

種

の

透

明

感

と

内

的

緊

張

感

と

を

与

え

て

い

っ

た

が

、

そ

れ

は

こ

の

詩

人

が

都

会

的

洗

練

さ

を

売

り

に

す

る

、

モ

ダ

ニ

ズ

ム

の

飛

沫

を

浴

び

た

だ

け

の

存

在

か

ら

一

歩

そ

の

先
へ

進

み

出

る

こ

と

を

意

味

し
て

い

た

。
そ

し
て

、『

戦

争

の

中

の

建

設

』
と

ほ

ぼ

同

時

進

行

の

形

で

書

き

継

が

れ

て

い

く

さ

ま

ざ

ま

な

詩

的

寓

意

を

張

り

巡

ら

し

た

散

文

詩

的

な

作

品

群

が

、

詩

人

が

自

ら

の

苦

痛

を

核

と

し

て

生

の

試

行

に

踏

み

出

す

こ

と

を

告

げ

て

い
く

の
で

あ

る

。 

 

と

こ

ろ

で

上

海

を

題

材

と

し

た

文

学

作

品

を

書

き

上

げ

た

女

性

作

家

の

存

在

も

逸

す

る

わ

け

に

は

い

か

な

い

。

第

Ⅲ

部

「

国

柄

か

ら

流

れ

出

る

心

」

の

冒

頭

第

八

章

で

は

池

田

み

ち

子

に

照

明

を

あ

て

た

。

一

九

四

〇

年

代

前

半

の

時

期

に

お

い
て

芥

川

賞

候

補

に

上

っ

た

「

上

海

」

か

ら

「

邦

人

商

社

」

に

至

る

ま

で

矢

継

ぎ

早

に

執

筆

さ

れ

て

い

っ

た

彼

女

の

上

海

も

の

は

、

混

血

児

や

国

籍

不

明

の

破

落

戸

然

と

し

た

男

と

こ

の

街

で

暮

ら

す

女

や

、

事

変

を

契

機

と

し

て

新

聞

記

者

か

ら

ブ

ロ

ー

カ

ー

に

商

売

替

え

し

た

男

た

ち

が

、

〈

日

本

〉

に

対

し
て

違

和

を

表

明

し

、

そ

の

国

柄

か

ら

距

離

を

と

っ
て

い

く

姿

を

多

く

描

い
て

い

る

。

彼

ら

の

存

在

は

強

大

な

力

を

持

つ

国

か

ら

す

れ

ば

砂

粒

の

ご

と

き

も

の

に

す

ぎ

ず

、

そ

の

異

議

申

し

立

て

も

国

の

屋

台

骨

を

揺

る

が

し

た

り

は

し

な

い

。

だ

が

、

国

力

を

背

景

と

し
て

自

身

の

勢

力

を

誇

示

す

る

人

々

の

群

れ

の

外

へ

漂

い

出

し

た

女

主

人

公

が

、

早

急

な

結

論

を

ほ

し

が

ら

な

い
こ

と

を

自

身

の

心

の

拠

り

所

と

し

て

生

き

始

め

る

こ

と

は

、

そ

れ

だ

け

で

も

っ
て

彼

女

の

自

己

証

明

の

か

た

ち

と

な

っ

て

い

る

点

を

論

じ

た

。 

 

第

九

章

、

十

章

で

は

林

京

子

の

「

ミ

ッ

シ

ェ

ル

の

口

紅

」

と

「

予

定

時

間

」

と

を

そ

れ

ぞ

れ

論

じ

る

。

両

作

と

も

戦

後

半

世

紀

前

後

の

時

が

経

過

し
て

か

ら

書

か

れ

た

も

の

で

あ

る

が

、

作

品

が

扱

う

時

代

と

そ

れ

が

捉

え

て

い

る

主

題

の

性

格

を

ふ

ま

え

て

こ

の
位

置

に

置

い

た

。「

ミ

ッ

シ

ェ

ル

の

口

紅

」
は

日

中

戦

争

下

の

上

海

の

路

地
で

暮

ら

す

日

本

人

の

少

女

の

視

線

を

通

し
て

そ

の

時

そ

の
場

で

生

起
す

る

出

来

事

を

語

っ

た

作

品

だ

が

、

す

ぐ

れ

た

映

像

喚

起

力

と

方

法

と

し
て

の

記

憶

の

錯

誤

に

よ

っ
て

構

築

さ

れ

た

そ

の

世
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界

は

、
「

私

」

の

夢

を

育

む

場
で

あ

る

と

と

も

に

、
「

私

」

に

と

っ

て

は

何

か

そ

れ

が

常

態

を

踏

み

外

し

た

よ

う

に

感

覚

さ

れ

る

も

の

を

現

前

さ

せ
て

く

る

。
「

私

」

を

そ

の

よ

う

な

思

い

に

導

く

遊

び

友

達

の

中

国

人

少

女

、
「

ヤ

ア

チ

イ

の

家

」

の

日

本

人

娼

婦

、

上

海

を

前

に

し

て

船

か

ら

入

水

自

殺

し

た

男

た

ち

は

、

な

ぜ

自

分

た

ち

が

そ

う

い

う

行

為

に

出

た

か

を

具

体

的

に

は

語

ろ

う

と

は

し

な

い

し

、

し

た

が

っ
て

「

私

」

も

彼

ら

の

思

い

を

分

有
す

る

に

は

至

ら

な

い

。

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

少

女

の

「

私

」

が

帝

国

の

庇

護

の
周

縁

で

生

き

た

人

々

へ

の

関

心

を

抱

い
て

い

る

の

は

確

か

な

こ

と

だ

と

い

う

読

み

を

示

し

た

。 

 

「

予

定

時

間

」
は

戦

時

下

の

上

海

で

新

聞

社

の

特

派

員

と

し

て

過

ご

し

た
「

わ

た

し

」
が

そ

れ

か

ら

半

世

紀

の

時

を

隔
て

た

い

ま

、

そ

の

当

時

の

こ

と

を

回

想
す

る

か

た
ち

を

と

っ
て

物

語

が

展

開

し
て

い

く

が

、

そ
こ

に

浮

か

ん

で

く

る

「

わ

た

し

」

の

姿

が

、

日
本

と

い

う

国

が

国

家

と

し
て

の

ス

ロ

ー

ガ

ン

と

し
て

掲

げ

た

も

の

と

は

一

線

を

劃

し

た

レ

ベ

ル

、

す

な

わ

ち

自

ら

の

「

性

根

」

を

探
す

方

途

と

し

て

東

亜

の

建

設

に

関

わ

り

、

そ

れ

に

よ

っ

て

生

じ

た

結

果

を

誰

に

も

肩

代

わ

り

さ

せ

ず

に

自

分

自

身
で

引

き

受

け

て

い
く

覚

悟

を

定

め

た

一

人

の

「

人

間

」

と

し
て

映

じ
て

く

る

点

に

注

目

し

た

。

そ

し
て

そ

れ

を

補

完

す

る

も

の

と

し
て

、

も

う

一

人

の

作

中

人

物

で

あ

る
「

リ

タ

」
と

い

う

女

が

、「

私

は

私
で

あ

り

た

い

」
と

い

う

思

い

に

支

え

ら

れ

て

、「

亡

霊

の

よ

う

に

人

を

操

る
「

国

」
」

と

彼

女

の

性

を

諜

報

活

動

に

利

用

す

る

「

男

」

た
ち

の

す

り

換

え

の

論

理

と

対

峙

し

な

が

ら

生

を

貫

い

た

人

間

と

し

て

、

ど

の

よ
う

に

造

形

さ

れ

て

い

る

か

に

つ

い

て

の

分

析

も

試

み

た

。 

 

第

十

一

章

で

は

堀

田

善

衛

の

「

祖

国

喪

失

」

を

論

じ

る

。

小

説

の

書

き

手

は

女

性

作

家
で

は

な

い

が

、

こ

の

作

の

テ

ー

マ

も

一

国

主

義

的

な

発

想

や

観

念

に

揺

さ

ぶ

り

を

か

け

て

く

る

点

に

あ

る

。

日

本

敗

戦

前

後

の

上

海

で

「

難

し

い

関

係

」

に

陥

っ

た

一

組

の
日

本

人

男

女

が

そ

れ

故

に

日

本

人

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

の

中

に

居

づ

ら

く

な

っ
て

そ

の

外

に

さ

ま

よ

い

出
て

い

く

の

だ

が

、

そ
こ

で

二

人
が

見

知

っ
て

い

く

宝

石

商

ゲ

ル

ハ

ル

ト

は

自

ら

を

マ

ラ

ー

ネ

的

存

在

だ

と

規

定

す

る

ユ

ダ
ヤ

人
で

あ

っ

た

。

す

な

わ

ち

自

分

の

体

の
中

を

流

れ

る

の

は

ユ

ダ

ヤ

民

族

の

血
で

は

あ

っ
て

も

、

己

の

生

き

方

に

は

ど

ん

な

範

疇

も

適

用
で

き

な

い
こ

と

を

ゲ

ル

ハ

ル

ト

は

ア
ナ

ー

キ

ー

な

笑

い

を

湛

え

な

が

ら

告

げ

る

。
そ

ん

な

否

定

的

な

彼

の

自

己

定

義

は

、「

黒

い

瞳

」
の

曲

に

力

を

得
て

む

く

む

く

と

民

族

意

識

を

盛

り

上

が

ら

せ

て

い

く

亡

命

ロ

シ

ア

人

一

家

の

姿

と

は

対

照

的

な

も

の

と

し
て

作

品

内

で

反

復

さ

れ

、「

国

の

あ

る

思

想

」
と

は
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い

っ

た

い

何
で

あ

る

の

か

と

い

う

問

い

を

発

し
て

い

く

の
で

あ

る

。 

 
「

第

Ⅳ

部 

異

民

族

並

び

に

多

言

語

空

間

と

の

交

渉

」
で

は

、

ア

ジ

ア

太

平

洋

戦

争

前

後

、

宗

主

国

日

本

の

支

配

を

受

け

な

が

ら

も

話

劇

や

ロ

シ

ア

・

バ

レ

エ

の

隆

盛

な

ど

さ

ま

ざ

ま

な

可

能

性

を

宿

し
て

い

た

上

海

の

多

文

化

多

言

語

空

間

と

、

日

本

の

文

学

や

日

本

人

の

文

化

と

は

ど

の

よ

う

に

向

き

合

っ

て

い

っ

た

の

か

を

見

て

い

く

。

ま

ず

第

十

二

章

で

は

こ

の

時

期

上

海

に

亡

命

し
て

き

た
ユ

ダ
ヤ

人

美

術

家

の

Ｄ

・

Ｌ

・

ブ

ロ

ッ

ホ

の

活

動

を

概

観

し

、

と

り

わ

け

〈

黄

包

車

〉

を

題

材

と

し
て

彼

が

制

作

し

た

一

連

の

木

版
画

を

収

め

た

画

集

の

出

版

に

際

し

て

、

共

著

者

の

草

野

心

平

が

贈

り

届

け

た

キ

ャ

プ

シ

ョ

ン

が

持

つ

意

味

を

考

え

た

。

そ

の

結

果

、

草

野

の

詩

人

と

し
て

の

感

性

が

版

画

作

品

と

マ

ッ

チ

し

て

、

い
わ

ゆ

る

画

文

交

響

の

効

果

が

そ
こ

に

生

じ
て

い

る

こ

と

が

わ

か

っ

た
。

だ

が

、

そ

の

反

面

に

お

い
て

、

草

野

は

自

ら

創

作

し

た

の
で

は

な

い

「

東

亜

民

族

団

結

行

進

曲

」

の

歌

詞

の

一

節

を

版

画

の

解

説

に

用

い

る

な

ど

し
て

お

り

、

そ

れ

に

よ

っ
て

こ

の

画

集

に

お

け

る

芸

術

上

の

感

興

が

損

な

わ

れ

、

代

わ

り

に

戦

争

遂

行

の

た

め

の

プ

ロ

パ

ガ

ン

ダ

的

側

面

が

浮

上

し
て

く

る

と

い

う

問

題

が

見

え

て

き

た

。

併

せ

て

、

ブ

ロ

ッ

ホ

も

そ

の

中

に

巻

き

込

ん
で

上

海

画

廊

を

橋

頭

堡

と

し

て

展

開

さ

れ

て

い

く

日

本

の

文

化

工

作

の

一

面

、

上

海

ゲ

ッ

ト

ー

の

設

置

が

亡

命

ユ

ダ
ヤ

人

の

芸

術

活

動

に

及

ぼ

し

た
影

響

な

ど

に

つ

い
て

も

考

え

て

み

た

。 

 

第

十

三

章

は

こ

こ

ま

で

の

論

の

流

れ

か

ら

す

れ

ば

一

種

の

〈

間

奏

曲

〉

た

り

得

よ

う

か

。

昭

和

文

学

と

い

う

主

題

系

か

ら

は

や

や

逸

れ

て

し

ま

う

が

、

草

野

心

平

と

の

関

係

と

、

や

が

て

こ

の

画

家

が

そ

の

後

ホ

ロ

コ

ー

ス

ト

を

創

作

の

モ

チ

ー

フ

に

し

た
こ

と

を

知

っ
て

興

味

が

増

す

こ

と

に

な

っ

た

ブ

ロ

ッ

ホ

の

航

跡

を

追

い

か

け

た

も

の

で

あ

る

。

彼

や

彼

の

家

族

の

人

生

に

と

っ

て

ゆ

か

り

の
あ

る

上

海

の

提

籃

橋

、

ミ

ュ

ン

ヒ

ェ

ン

近

郊

の

ダ

ッ

ハ

ウ

、

浙

江

省

の

一

地

方

都

市

硤

石

と

い

っ

た

場

所

を

実

際

に

訪

れ

た

折

に

得

た

感

興

と

、

そ

れ

ぞ

れ

の

場

所
で

着

想

さ

れ

て

成

っ

た

彼

の

作

品

に

つ

い
て

の

鑑

賞

と

を

綴

り

あ

わ

せ
て

み

た

一

文
で

あ

る

。 

 

第

十

四

章

も

論

の

比

重

は

文

学

よ

り

も

文

化

の

方

に

幾

ら

か

傾

い
て

い

る

。

よ

り

正

確

に

言

え

ば

ラ

イ

シ

ャ

ム

シ

ア

タ

ー

（

蘭
心

大

戯

院

）

を

軸

に

し

た

一

九

四

〇

年

代

は

じ

め

の

劇

場

文

化

に

つ

い
て

の

調

査

研

究

が

論

の

半

ば

以

上

を

占

め
て

い

る

。

た

だ

し

、

こ

の

劇

場

に

関

心

を

持

っ

た

当

初

は

現

地

邦

字

新

聞

の

「

大

陸

新

報

」

一

紙

の

み

を

主

要

な

資

料

と

し
て

扱

わ

な

か

っ

た

の

と

比

し
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て

、

本

稿

で

は

同

時

期

の

上

海

で

刊

行

さ

れ

て

い

た

英

字

新

聞

、

仏

語

新

聞

か

ら

も

同

劇

場

に

関

す

る

多

数

の

情

報

を

集

め

た

結
果

を

反

映

さ

せ
て

あ

る

。

そ

れ

に

よ

っ
て

ラ

イ

シ

ャ

ム

が

多

様

な

劇

場

芸

術

を

生

み

出

す

場
で

あ

り

得

た
こ

と

が

確

か

め

ら

れ

る

と

と

も

に

、

上

海

と

い

う

場

に

お

け

る

日

本

文

学

の

位

相

を

客

観

的

に

捉

え

て

い

く

た

め

に

も

、
こ

の

多

言

語

横

断

的

研

究

の

手

法

を

据

え

て

い

く

こ

と

が

重

要
で

あ

る

こ

と

を

問

題

提

起

し

た

つ

も

り

で

あ

る

。

章

の

後

半

で

は

、

多

言

語

資

料

を

用

い
て

見

え

て

く

る
ラ

イ

シ

ャ

ム

を

光

源

と

し
て

、
こ

の

劇

場

空

間

で

演

じ

ら

れ

た

も

の

や

そ
こ

に

集

う

人

間

た
ち

の

姿

を

作

中

に

取

り

込

ん
で

い

っ

た
多

田

裕

計

、

阿

部

知

二

、

武

田

泰

淳

の

小

説

を

分

析

し

て

い

る

。 

 

「

第

Ⅴ

部 

現

地

新

聞

・

雑

誌

メ

デ

ィ

ア

の

中

を

走

る

力

線

」
で

は

「

第

Ⅳ

部

」

と

は

対

照

的

に

現

地

発

行

の

日

本

語

新

聞

お

よ

び

雑

誌

の

言

説

空

間

中

に

分

け

入

り

、

そ

こ

に

掲

載

さ

れ

た

文

学

作

品

を

中

心

と

し

て

戦

時

下

に

お

け

る

日

中

文

化

交

渉

や

現

地
文

学

の

あ

り

方

に

ど

う

い

っ

た

問

題

が

惹

起

さ

れ

て

い

た

か

を

探

っ
て

み

た

。

第

十

五

章

は

そ

の

前

提

作

業

と

し
て

「

大

陸

新

報

」

を

一

瞥

し

、

文

芸

文

化

の

側

面

か

ら

こ

の

新

聞

の

具

え

て

い

る

資

料

的

価

値

を

考

察

し

た

が

、

そ

こ

に

は

草

野

心

平

の

そ

れ

を

は

じ

め

と

す

る

個

々

の

作

家

の

作

品

年

譜

か

ら

は

漏

れ

て

い

た

作

品

や

、
こ

れ

ま

で

十

分

に

照

明

の

あ

て

ら

れ

て

こ

な

か

っ

た

現

地

文

学

団

体

の

動

向

に

関

す

る

記

事

が

多

数

掲

載

さ

れ

て

い

る

こ

と

が

確

か

め

ら

れ

た

。 

 

第

十

六

章

で

も

扱

う

対

象

は

「

大

陸

新

報

」
で

同

じ

だ

が

、

と

り

わ

け

租

界

の

返

還

（

一

九

四

三

年

）

以

降

、

と

み

に

そ

の

量
を

増

し
て

き

た

中

国

の

文

学

と

文

化

に

関

す

る

言

説

を

取

り

上

げ

、

そ

の

書

き

手

が

日

本

人
で

あ

る

こ

と

は

共

通

し
て

い
て

も

、

彼
ら

の

表

明

す

る

中

国

文

化

の

理

解

の

仕

方

や

日

中

文

化

交

流

の

方

途

実

践

に

つ

い
て

の

考

え

方

は

決

し
て

一

枚

岩

に

は

な

っ
て

お

ら

ず

、

む

し
ろ

乱

立

と

対

立

の

様

相

を

呈
す

る

も

の
で

あ

っ

た
こ

と

を

、

島

田

政

雄

と

池

田

克

己

を

中

心

と

す

る

上

海

文

学

研

究

会

同

人
と

の

間

で

取

り

交

わ

さ

れ

た

民

族

文

学

論

争

を

も

と

に

し
て

確

か

め
て

み

た

。
そ

し
て

、
そ

の

過

程

で

見

え

て

き

た

政

治

的

言

説

と
「

私

」

性

に

寄

り

添

う

言

説

と

の

相

剋

と

い

う

問

題

に

も

関

心

を

向

け

、

後

者

の

傾

向

を

示

し

た

作

品

を

載

せ
て

い

っ

た
こ

と

も

、

い

わ

ゆ

る

国

策

新

聞

と

し
て

の

使

命

を

前

面

に

打

ち

出

し
て

き

た

「

大

陸

新

報

」

が

抱

え

込

ん
で

い

た

一

つ

の

矛

盾
で

は

な

い

か

と

の

指
摘

を

行

っ

た

。 
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第

十

七

・

十

八

章

は

「

大

陸

新

報

」

よ

り

一

年

後

の

一

九

四

〇

年

に

創

刊

さ

れ

た

現

地

綜

合

雑

誌

「

大

陸

往

来

」

の

初

期

を

考

察

の

対

象

と

し

た

。

ま

ず

十

七

章

で

は

同

誌

の

発

行

に

至

る

ま

で

の

経

緯

と

大

陸

往

来

社

に

つ

い

て

知

り

得

た

情

報

を

整

理

す

る

と

と

も

に

、

向

後

の

研

究

に

資

す

る

た

め

に

一

九

四

一

年

一

二

月

号

ま

で

の

同

誌

の

目

次

一

覧

を

作

成

し
て

掲

げ

た

。 

 

次

い
で

十

八

章

は

初

期

の

「

大

陸

往

来

」

に

掲

載

さ

れ

た

現

地

作

家

の

手

に

な

る

文

学

作

品

の

考

察

に

あ

て

た

。

時

あ

た

か

も

上

海

青

年

団

の

発

足

に

象

徴

さ

れ

る

よ

う

に

新

体

制

に

即

応

し

た

現

地

青

年

運

動

の

動

き

が

加

速

し
て

い

た

が

、

そ

れ

が

作

者

の

モ
チ

ー

フ

に

影

響

し
て

、

建

設

実

践

に

邁

進

す

る

青

年

と

彼

を

支

え

る

健

康

美

に

満
ち

た

女

性

が

小

説

世

界

に

氾

濫

し
て

く

る

こ

と

が
わ

か

っ

た

。

そ

し
て

、

こ

う

し

た

翼

賛

的

な

傾

向

が

、

現

地

作

家

が

室

生

犀

星

の

作

品

を

ど

の

よ

う

に

受

容

し
て

い

た

か

を

見
て

い
っ

て

も

抽

出

で

き

る

こ

と

に

つ

い

て

も

論

じ

た

。

そ

の

一

方

で

、

同

誌

に

掲

載

さ

れ

た

女

性

を

書

き

手

と

す

る

い

く

つ

か

の

随

筆

作

品

中

に

、

総

力

報

国

の

掛

け

声

と

は

一

定

の

距

離

を

と

っ

た

も

の

が

出
て

く

る

点

に

も

注

目

し

た

。 

 

第

十

九

章

で

は

前

章

後

の

話

題

を

受

け

て

文

学

者

室

伏

ク

ラ

ラ

の

仕

事

を

考

察

の

対

象

と

し

た

。

具

体

的

に

は

日

本

統

治

下

の

南

京

及

び

上

海

の

出

版

メ

デ

ィ

ア

界

に

あ

っ
て

翻

訳

家

や

編

集

記

者

な

ど

の

肩

書

を

持

つ

彼

女

の

存

在

が

浮

上

し
て

く

る

過

程

を

明

ら

か

に

す

る

と

と

も

に

、

ク
ラ

ラ

の

翻

訳

し

た

作

品

の

中

に

は

同

時

代

の

政

治

的

状

況

に

回

収

さ

れ

て

い

く

こ

と

を

拒
む

、

よ

り

普

遍

的

な

人

間

の

魂

の

動

き

の

方

に

舵

を

切

っ

た

小

説

や

随

筆

も

含

ま

れ

て

い

る

こ

と

を

指

摘

し

た

。
そ

し
て

そ

れ

と

同

様

の

傾

向

が

、

彼

女

自

身

の

創

作
で

「

大

陸

新

報

」

に

発

表

さ

れ

た

「

上

海

に

て

」

と

題

す

る

随

筆

と

、

日

本

敗

戦

一

年

前

に

上

海

で

創

刊

さ

れ

た

詩

誌

「

亜

細

亜

」

に

載

っ

た

「

繁

星

の

下

」

に

も

は

っ

き

り

と

見

受

け

ら

れ

る

こ

と

に

つ

い
て

論

じ

た

。 


