
Nagoya City University

NII-Electronic Library Service

Nagoya 　City 　University

共同研究報告　越境 の 文学

1　 学 内研 究構成員

　 森 田明、田 中敬 子、新井透、谷 口 幸代 、上屋勝彦

2　学外 研究構成員

　　沼 田充義 （東京大 学大学院人 文科学研 究科助教授）

　　多和田葉子 （ドイ ツ 語
・

日本語作家）

3　 研究 目的

　越境 の パ ラ ダイ ム と して提 示 され る もの は、多種多様 な トラ ン ス カ ル チ ュ ラル な経験 で あ る。

境界 を踏み越 え る 文学 と は 、旅 や 移 動 、探検、移民 、亡命、巡 礼 とい っ た空 間的な移動 を第
一．・

の

イ メージ と して持 っ て い る 。しか し、そ の メ ッ セ
ージは 、植民地 主義的な観念に よ っ て作られた

土着性 とい う概念 の 批判、移民や 国境侵 犯 と い っ た行為を有害 と見な し、同化 の 処方箋に よ っ て

解決 しよ うとする ナ シ ョ ナ リズ ム の 相対化、あ る い は特定 の テ リ トリ
ーに 侵入 す る ア ウ トサ イダ

ー
や マ イ ノ リテ ィ を排 除す る レ イ シ ス ト的な発想 へ の 批判な ど、様 々 な発展性 に 富ん で い る。越

境の テ
ーマ は 、国際性 や 戸 ス モ ボ リタ ン 、グ ロ

ーバ リゼーシ ョ ン とい っ た制度的な文脈を超え出

て 、ポ ス トモ ダ ン やポ ス トコ ロ ニ ア ル な条件 の 中 で 成立する混交 ・交雑 な い し は ハ イブ リデ ィ テ

ィ の経験 を、イ ン ターア ク シ ョ ン の 過程 と し て 描出す る論理 の 創造を目指 して い る。また それは

ナ シ ョi ナ リテ ィや人種 に 限 らず、男女 の 境界 を超え出る ジ ェ ン ダー論か らの 批判的 な視点 も内包

する もの で ある。

　本研究は 、こ うした越境をめ ぐる トラ ン ス カ ル チ ュ ラ ル な文化プ ロ セ ス を文学 とい うフ ィ
ール

ドに お い て 検証す る。越境に 関心 の 深 い 作家 と して 例 え ば、日本語作家の リ
ービ英雄や在 日朝鮮

人作家た ち、英語 圏に お け る ネイ テ ィ ヴ ・ア メ リカ ン 系作家や カ リブ系作家、カズオ
・イシ グ ロ

な どの 日系また は ア ジ ア 系作家た ち 、 ドイ ツ 語 圏で は モ ニ コ ヴァ などチ ェ コ 系作家や エ ツ ダ
ー

マ

ーなど の トル コ 系作 家、日本 の 多和 田葉子 などが 挙げ られ る。 彼 らは母語で は な い 言語 に よる作

品 を執筆 し て い るか 、ある い は 居住国 の ナ シ ョ ナ リズ ム な い し 主流文化 に安住 し得な い 独 自の 文

学 を創出 して い る。異文化 の 交流す るなか で 、ナ シ ョ ナ リズ ム を超 え 、1日来の 男女二 項対 立 に と

らわれ ない 複眼的思考 と、相 対化 ない し衝突す る言語感覚を有す る作家た ち で ある 。
こ うし た文

学 的営為は 、ク レ オ
ー

ル 文 化 や ハ イ ブ リ ッ ド文化 、混血 文化 な どと呼ばれ る今 日的な 「越境 文

化 」 と い う大 きな問題 系 に連関 して い る。彼 らの 諸作品を分析 対象 と し て 、自文化 と他文化 との

交流す る 磁 場に お い て発 現す る トラ ン ス カ ル チ ュ ラル な経験 の 諸相、表現形態 を明 らか にす る こ

とが本研究 の 課題 と 目的で あ る。また母 語 に よ る作品で あ っ て も、テ
ー

マ と して越境性 を主題 と
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ポる 作家た ち の 作品 も本研 究 の 対象 とな り うる。

4　 研究概要

　まず当該テ ー
マ に 関す る文献 の 収 集と研究状 況 を調査 し た．、そ し て 当該テ ー

マ に ふ さわ し い 研

究者た ちや 文学者た ちを招聘 し講演討論会 を行 う計 画は 、東欧 ロ シ ア 現 代文学研究者 の 沼野 充義

氏 と 日独作家 の 多和田葉子 氏 の 両氏 を招聘 して 実現 させ、活 発 な討論 会 を行 うこ とが で きた 。 以

下にそ の 概要 を紹介す る。

沼野充義氏 「亡命文学の 意味 と可能性」 ：

　 20世紀 の ロ シ ア や ポーラ ン ド文 学は 亡 命の 問題 と深 くか か わ っ て い る D
ロ シ ア の 亡 命者は 、

1917年 の ロ シ ア 革命時代 に約 200万 人 の 白系 ロ シ ア 人 が 西欧やア メ リカ に 渡 っ た 第一
次 亡命世代 、

第二 次世界大戦中に亡命な い し難 民 と して 外 国に逃れ た第 二次亡命世代 、1970年代の デ タ ン ト時

代に 合法的な移 民 あ る い は 亡命者 と し て イ ス ラ エ ル や ア メ リカ に 渡 っ た第三 次亡 命世代に分 け ら

れ る。こ の 第三次 亡命世代 の 代表 的作家 と して 、ソル ジ ェ ニ
ー

ツ ィ ン 、シ ニ ア ス キー、プ ロ ツ キ

ー、シ ョ
ー

ノ フ らが挙げられ る 。

一
方ポー

ラ ン ドは 、文化的に も芸術的に も豊か な伝統 を持 ちな

が ら、18世紀末に列 強 に よ っ て 分割 され 消滅 し た歴 史が あ り、19世紀前半に 大量 の 亡命者を生ん

だ
。 優れ た作家た ちは皆 フ ラ ン ス や西 欧 へ 逃れた 。亡命 し越境す る文 学者たちは こ こ で複数の 言

語に向き合 い 生活す る 。 ア メ リカ留学 中に 知 り合 っ た ロ シ ア 亡命者た ち との 付 き合 い の 中 で 、母

語で な い 言語 で 生 きて い く こ との 実態を知 っ た。外 国語 を学ぶ の は、異 質な もの に 身を さ ら し違

和感に 耐 え て い くこ とだ と思 う。 異質な も の を無視 し て 同化 に 生 き が い を感 じ る の は 、外国文化

を考え る こ とか らむ し ろ 遠ざか っ て しま う。 難 民の 悲惨 さと比 べ て 亡 命 とい うと ロ マ ン チ ッ クな

イ メ
ー

ジが あるが 、実 は 過酷な経験 で あ る。ア メ リカ の ブ ラ イ トン ・ビ ー
チに は ロ シ ア 人 コ ミ ュ

ニ テ ィ
ー

が あり、ユ ダ ヤ 系ロ シ ア人 が 多く住む。ま た シ カ ゴ はポー
ラ ン ド人 の 街 と もい える。亡

命者 の 文学 を理解する に は 、彼 らの 生 きる実態に つ い て 知 る べ きで あ る、、われ われ 日本人 に は 亡

命 とい うこ との 意味がわ か りに くい
。 た とえ ば、島 田雅彦 の 初期作品 『亡命旅行者は 叫び つ ぶ や

く』 では、日本語 が で きな い ふ りを して ロ シ ア に 行 く 日本 人 が最後 に は H 本 に 戻 っ て くる とい う

皮肉 （亡磁 行者）が込 め られ て い る ・ 実 1ま・・世紀の 文学 、 中甲や ・ シ ア 、第 三世界、ラテ ン ア

メ リカ な どで は、亡 命とい う現象 は 日常的に 起 こ っ て い る。 日 本 は 孤立 し た特別 な社会で あ り 、

亡命者を受け入れ る の も遅 く 、 異質な文化 を受 け入れ る こ とに対 して 防御が硬 い
。 ア メ リ カ な ど

は移民の 社会で ある。亡命 に は栄光 と悲惨 の 両 面性 が ある a そ の 実態は 個 々 の 作家に よ り異なる

が 、言葉 と向き合 う宿命を持 っ て い る以 上 、厳 し い 選択 をせ まられ る 。
ロ シ ア 貴族 の 生 まれ で あ

るナ ボ コ フ は 、子 供時か ら外 国語 を使 っ て お り、高い レ ベ ル の 語学力を も っ て い た が 、それ で も

英語 作家とな る の は 大変な経 験 で あ っ た こ とが書簡か ら伺 え る c ジ ョ
ージ ・ス タ イ ナ ー

が、ナ ボ

コ フ を 「脱領域の 作家」 で あ り言語の 放浪者と名 づ けた の は 、やや 過 大評価 で あ り、実際は 最後

255

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Nagoya City University

NII-Electronic Library Service

Nagoya 　City 　University

ま で 英語 の 不 自由性 を嘆い て い た の で あ る 。

一．．
方 ソ ル ジ ェ ニ

ー
ツ ィ ン は 20年間ア メ リカに い た が、

ま っ た く ア メ リ カ 文 化 に触れ なか っ た。多 くの 亡 命者た ちは こ の 両者 の 両極 を動 い て い る。別 の

ケ
ー

ス と し て 、ジ ョ ゼ フ
・プ ロ ツ キ

ー
はチ ェ コ の ク ン デ ラ に 似 て 、独 学なが ら英語で もエ ッ セ イ

や晩年は 詩も書 い た作家だが 、「言語 に は 遠心 力が ある 」 と言 っ て い る。 しか し母語 の 引力 か ら

逃れ宇 宙に向 か っ て 拡大す る加速 力に は ア ン ビ バ レ ン トな部分があ り、い わ ば命が け の 飛翔 とも

い え る。

　質疑応答で は 、内的亡 命者の 言語観 の 問題 、ユ ダヤ人 作家が ドイ ツ 語で書 く こ との 意味、ユ
ー

トピ ア 文 学 との 接点、ツ ェ ラ
ー

ン や カ フ カ の 亡命音と して の 意味 な ど、多岐に わた る興 味深 い 質

問が 出され 、活発 な議論 とな っ た 。

多和田葉子氏 「Exoph。 nie 日本語の 外 へ 出 る」：

　母 語の 外 に出 る と い うテ ーマ か ら思 い 浮 かぶ の は、い わ ゆる 移民文学や亡命文 学 、マ イ ノ リテ

ィ
ー

文学 と い う概念で あ ろ う。最近話題に な っ て い る フ ラ ン ス の 旧植民 地 の ク レ オ
ー

ル 文学 もそ

の ひ とつ で あ る n 母語 以 外 の 言葉で 執筆す る作家 を指 して 、exophon な 作家と呼ぶが 、そ こ か ら

私 は そ う し た状 況 を表題 の Exophonie と命名 し た。こ こ数年朗読会な どで訪 れ た 20の 街 で 、様 々

な言葉の 状況 に遭遇 し たが、そ の な か で まず、西 ア フ リカ の セ ネ ガ ル の 首都で あ るダカ ール 市で

経験 した 状況 を話 した い
。 そ の とき招 待 され て い た ドイ ツ 語圏 作家た ち は 、エ レ

ー
二

・トロ ー シ

ー （ギ リシ ャ 女性 作家）、マ ヤ
・

ハ デ ラ ッ プ （ス ロ ヴェ ニ ア 人 オ
ース トリア 作家）、フ

ーゴ ー ・ロ

ッ チ ャ
ー （ス イ ス 人 作家） などで あ る 。

セ ネガ ル の 作家は、い わ ゆる ピ ジ ン と か ク レ オ
ー

ル と呼

ばれ る植 民地 の フ ラ ン ス 語 で 作品 を書 い て い るが 、こ れ は ヴォ ル フ 語 （原住民 語）が 口 語 言語 で

ある の に対 して、フ ラ ン ス が読み 書き の 言語で ある と い うこ とに そ の 理 由が あ り、実は 「模範的

な正統的なフ ラ ン ス 語」 で 書か れ て い る。また数年前か らは 、ヴォ ル フ 語で 書く作家 も出て きて

お り、読者 もい る し、な か には英語で 書 く セ ネガル 作家 も現れ た。 しか し ピ ジ ン 語 は 労働者 の 言

葉 とし て 差別 され て い る の も事実で あ る。Exophonieとい うテ ーマ で 考 え られ るの は 、ドイ ツ 語

圏文学で 言 えば 、
トル コ 人や チ ェ コ 人が ドイ ツ語で執筆して い る場合であ る。母語 の 外 に出 ると、

どん な響 きが聞 こ え て くる の か を考え た い 。母 語 以外 の 言語で 書 く こ とは 必 ず し も悲 しい こ とで

はな く、新 し い 言語 と出会 える とい う可能性 もあ る 。
あ ら ゆ る 文学言語は 、自主的に選 び取 られ

た もの で あ る。そ の 場合 「美 し い 国語 」 とい う価値基準は おか しい 。変な言語 も文 学言語 と し て

認 め られ る ど こ ろ か 、新た な可能 性 を秘 めて い る ともい え る 、 日本 で は 外 国語 の 習得が 階級意識

や 差別意識 を生み 出す こ とが多 々 あ る が 、 こ れ は植 民地 主義的な発想で あ り、差別 の 道具 と して

言 語 が使 われ て い る。ア テネ フ ラ ン セ で 昔見た映画 に 『車に轢か れた犬 』と い うの が あ っ た 。
こ

れ は西ア フ リカ 人の 日本文学研 究者 の 日本体験記 で あ り、日 本 人 の フ ラ ン ス 語 に対す る屈折 し た

憧れ と劣等感を 良く描 い て い る。 自分の 母 語 も歴 史に よ っ て 様 々 の 言語 を背負わ され て い る こ と

を認識 した。次に ベ ル リン で ク ラ イ ス トの シ ン ポ ジ ウム が あ っ た 。 参加者た ちは 、
ク ラ イ ス トの
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飆 蝶 の あ る国 （躰 … ン ガ V ＝ ・ ラ ン ・ ） か 喋 ま 。 た．森鴎外 に 臥 発 見』 とい う自

伝的な 騙 が あ るが ・そ ・ に は ・本鰡 牲 の ベ ル リ蹄 在が 勵 ・れ 、離 1強兵 と燗 開 化 に貢

献す べ く・ひ たす らプ ・ イ セ ン を 丸 呑 み
一tる留学生 の 覚悟 を、ユ

ー
モ ア と距離を持 っ て 描 い て 、、

る・ こ こ に は 難 と靴 の 対比 で ma　IJiれ る織 と媽 の 対比 が 見 て 取 れ る ． 清潔感 が実は 文化に よ

っ て 駄 る こ とを 考えず に ・押 しf寸鵬 れ た 衛生翻 が 昧 を支配 して い っ た と もい え る U さて 、

鴎外 の ク ラ イ川 翻 訳 は L 一
見年f弋言己風 に きち っ と し

．
（い る よ う観 え て、実 は 貅 の 細 い 櫛 ・

勝手 に 延び て い っ て収拾が つ か な い ク ライ ・ トの 鱆 、つ ま 啾 望 の W、きを追 っ て い く鱆 （悪

文 とい われ る）を・麒 を払 ・ た端正 オ改 章に獄 て は っ て い る． こ こ ；・ も プ 。 イ セ ン 的姓
の 嘸 理 に まと め よ うとする鄰 巳外 の ア ン ビ バ ・ ン ツ な 備 ・う俵 れ て い る．歟 深 い ． とには 、

刈 の 朗読会 で は ・なぜ フ ラ ン ・ 言吾で 書か な い の か と聞 か れ た し
、

ア 刈 力 ではなぜ 英語で 桔

か な い の か と聞かれた・パ リ郊外 に ツ ェ ラ
ー

ン の 墓を訪 ね たが 、彼 1ま 「言寺人 は ひ とつ の 藷 で し

か 議 書 く こ とが で きな い 1　 tv ・
っ た。撫 の 諦 が で きた彼 の こ 曙 葉は誤解 され て 創 、実

際は盤 と し て 色 ・ 嬬 語 が 入 腿 ノ・ で い る ドイ ツ 語 とい う鰍 で llilな い か
． 例えば彼 の 詩 の 中

で Neig ・ （傾 き） とい う諜 が雪｝・つ なが っ て い くの は、フ ラ ン ス 語の 。，ig， （雪 ）だ か ら で あろ

う・つ ま 姆 語 それ 自体の 中に も様 ・ 曙 語 が 入 っ て い る の で あ る ．
「美 」 とい う中国語で 日本

語の抽象名 詞 をつ く ・ た よ うに ・
つ ま り昧 語の 外に 出 る と い うの は、鰍 な ． とで は なく、今

の 時代に必要 最小限 の こ とをする こ と で あ る 、

簸 応答に は い り・土着の 言語 と透明の 語 の 対立 を問 う質 問に 対 し て 、 ドイ ツ 語 で 書 暢 合

は・「世界は 自分 鯉 解 しな い 」 と・ ・ う前提 に立 っ て 、は っ き りと囎 的｝・齷 的 に書 くの に 対

して ・日本語 の 場舗 あま 臆 識化 され な い と の 答え で あ っ た 。 書 くとい う行為は 、言 言吾で 書 く

こ とは 不 可能だ とい う翻 と・しか し きち っ と書け るはずだ とい う信 念 の 狭 間で ゆれ て い る ． 日

本語 と ドイ ツ言吾が せ めぎあ い なが ら・ ドイ ツ 語を磨 い て い くと日本語 も磨か れ て い く と い 撼 覚

が劾 二 つ の 文化 を両 方とも しっ か 囃 持 して い く こ とが顱 であ る、文学は言言該 現で きな

い もの を表 現 し よ うとす る志向性の うえ に成 り立 っ て お り、そ こ に糊 的な い し実体的な価値 付

けを持 ち込む 腰 はな い ・文学 はイb丁もな し え な い もの で あ る 。 言語 との 格闘は 苦 し い けれ ど も楽

しい 行為で ある。…
　　 な どの 意見 が 伺 えた。

　
「鸛 の 文判 をめ ぐる学際 的な研 究は 、往 ・ に して 個 ・ の 齦 文学別 に彳iわれ て きたが 、そ

うした ナ シ ・ カ レ 婚 語 ・
国民 蝉 に よ り分化 され な い 視点 か ら旧 本語襖 語 、 ドイ ツ 語 を表

現手段 とす る諸作家の 作品 を、い わ ば横断 的に共 同研 究す る こ とに よ っ て 、それ らの トラ ン ス カ

ル チ ュ ラル な文化創造の 持 つ 社会文 化批判的メ ッ セ ージを解明 し て い きた い と考える．そ の た め

学内共同研究者は ・それ ぞ れ の 関心分野に した ri・・
’
っ て 越 境 文学を め ぐる諸髄 を考察 し て 、、る

と こ ろ で ある e

（文責 ： 七屋 勝彦）
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