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新資料紹介 : 張赫宙の葉書 2 枚 と 直筆原稿

1 . 張赫宙 と い う 作家

南 富 鎮

張赫宙 の 直筆葉書 2 枚 を入手 し た の で こ れ を紹介 し た い 。 つ い で、 に 直筆原稿

の 一部 も 紹介 し た い。

張赫宙 は 、 近年で は 日 韓の 近代文学研究者 の 間 で一定 の 認知 を得て い る が、

そ れで も ま だ馴染み の薄 い作家 に 属 す る 。 ま ず は 張赫宙 に つ い て 少 し触れて お

張赫宙 ( 1 905- 1997) は 、 一般 に 植民地期 日 本語作家 と し て 認知 さ れて い る

が、 じ つ に複雑 な 側面 を持つ作家 で、 あ る 。 朝鮮で生 ま れ、 植民地期 の 日 本語教

育 を 受 け、 朝鮮語 と 日 本語で膨大 な 作品 を 書 き 、 ア ジ ア に お け る 帝国主義 の論

理 に 抵抗 し つ つ 、 屈服 し 、 場合 に は協力 し な が ら 、 帝国主義 の 終罵 と と も に衰

微 し 、 忘却 さ れた 作家 で あ る 。 ア ジ ア に お け る 20世紀の植民地主義 と 盛衰 を と

も に し て い る 。

日 本近代文学や朝鮮近代文学 での狭い 評価 と は別 に 、 張 の文学 を ア ジ ア 近代

文学史の 観点 か ら 眺め た 場合、 20世紀 の ア ジ ア の 近代化 と 植民地主義 を 、 一身

を も っ て 体現 し た 作家 が張赫宙 と 言 え る 。 こ れか ら 何百年 ほ ど の 時 が経過 し 、

20世紀の文学 ・ 思想 がい ずれ歴史的 に 遠望 さ れた 場合、 あ る い は ア ジ ア 近代文

学史 の全体像が眺望 さ れた 時、 20世紀 の帝国主 義 を 説明 す る に 張赫宙 ほ ど適 し

た作家 は 少 な い と 思わ れ る 。 も ち ろ ん こ う し た 論者 (私) の勝手 な 推測 と 予言

は、 張の個別作品 の 素晴 ら し さ か ら 発生す る も の で は な い。 評価 と 価値 の所在

は、 張の個別作品 の優劣 に あ る の で は な く 、 張 が実践 し た 文学 の 方向性 と 実践

過程 が、 ア ジ ア文学 の20世紀 を最 も よ く 反映 し て い る か ら で あ る 。

個別作家 ・ 作品 の優劣 的 な 評価 は 、 個別国家 と 個別言語の文化性 を離れ、 地

域 を 広 め 、 長 い歴史的 ス パ ン を 投影 さ せれ ば、 全 く 違 う 評価 の軸 と 風景 が新 た

に見 え て く る 。 張 の文学 を考 え る 時、 私 は 出来 る か ぎ り 、 ア ジ ア の近代文学史

- 85 -



と 20世紀の植民地主義 を 、 現在 か ら 突 き 放 し 、 二 ・ 三百年後の 遠い未来の歴史

的 な地点 か ら 眺 め よ う と 心掛 け て い る 。 現在 の 固定的 な 評価の偏狭 さ か ら 距離

を 置 く た め で あ る 。 要す る に 、 張 の文学 に 対す る 評価 は い ま だ に 定 ま っ て い な

い と 私 は思 っ て い る 。

2 . 置筆葉書 と 直筆原稿

直筆葉書 2 枚 と 車筆原稿 を私が入手 し た の は、 よ く あ り そ う な 奇縁か ら で は

な く 、 そ れが た ん に 古書屈 で、 買 い取 り 手 も な い ま ま 、 た い へん安価で売 ら れ

て い た か ら で あ る 。 日 本近代文学研究者 な ら 誰 も が経験す る と 思わ れ る が、 作

家 の 直筆原稿 の入手 は た い へ ん難 し い。 文学史 に 少 し で も 名 前 の 出 る 作家 な ら

ほ と ん ど が研究者 の 手 に は届 か な い金額が設定 さ れ る 。 そ れで大概の研究者 は

致 し方 な し 記念館や文学資料館へ赴い た り 、 あ る い は写真資料集で直筆 を確

認 し た り す る 。

直筆原稿 を確認す る の は、 新 し い資料的発見の側面 も あ る が、 そ れ以上 に 直

筆手蹟か ら 作家 の存在 が身近 に 感 じ ら れ る か ら で あ る 。 手蹟 に は作家の個性や

気質、 作品 の 雰囲気、 あ る い は活字で は感 じ ら れ な い思想 の 背景や 時代 の 雰囲

気が体臭の よ う に 謀 っ て い る 。 直筆原稿、 直筆葉書 な ど が高価で売買 さ れ る の

は、 こ う し た 雰囲気へ の好奇心 を 直 に 満足 さ せて く れ る か ら で あ り 、 記念館や
文学資料館が購入 し 、 陳列す る の も 同 じ理 由 か ら で あ ろ う 。

当 た り 前 の こ と を く ど く ど書 い た が、 要す る に 、 張赫宙の 直筆原稿や直筆葉

書 な ど を展示 ・ 保管 し た記念館や文学資料館 は 、 管見の 限 り で は 、 日 韓 に お い

て 存在 し な い。 収集 と 展示 に値 し な い と 判 断 さ れて い る の か も し れ な い。 こ う

し た需要の側面か ら も 分か る よ う に 、 日 韓 に お い て 張 の 評価 は い ま だ高 く な い

と い え る 。 だ か ら 値段 も 安価 な の で あ る う 。 こ の よ う な 事情で、 張赫宙の 場合

は、 直筆原稿が ど こ か の資料館や記念館 に保存 さ れ、 作家 の 体臭の よ う な も の

を 感 じ る こ と がで き る 多 く の作家 と は違 い 、 そ れが一切不可能 で あ る 。 張が ど

の よ う に 日 本語 (仮名 ) を 書 き 、 ど の よ う な 日 本漢字 を 書 い た の か、 殆 ど知 ら

れて い な い の で あ る 。 周知 の こ と だ が、 張 は植民地期教育課程 に よ る 日 本語教

育 を受 け、 朝鮮語 を母語 と し な が ら も 、 日 本語作家 に な っ た 特殊な 経歴 の 持 ち

主 であ る 。 後天的 に 習得 し た 張の 日 本語の 読み書 き は、 一般の 日 本人作家の 日
本語表記 と は違 う 意義 を 持っ と 思わ れ る 。 植民地期 の歴史性 を 渉 ま せて い る の

であ る 。 本資料 を 公開す る 意義 は そ こ に あ る 。
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3 . 葉書 2 枚

以下、 葉書 2 枚 を 紹介す る 。 写真 で も 一部判読で き る と 思 わ れ る が、 以下、

活字 に し て お く 。

① ア ン ケ ー ト 『 レ ヅ エ ン ゾH紀伊園屋 出版部) 1934年10月 号 「 も し 文学 を 志望

し て ゐ な かっ た ら 私 の志望 は ? J 

[表宛名 ]

往復郵便 は が き
消 印 : 大郎 9 (昭和 9 年) 9. 2 ( 9 月 2 日 )

住所 : 大郎市南山 町四七回 張赫宙 九月 二 日

[裏本文]

若 し私が文学 を 志望 し て ゐ な か っ た ら 何 を 志望 し て ゐ た か ?
答。 私が文学 を 以 て 身 を 立て よ う と 思 ひ始 め た の は十八九才 の 頃。 そ れが

二十一、 こ の と き ま でつ づ き 数多 の 習作 を し た が、 そ の 頃、 こ の 半島 に は

猛烈 な 社会主義運動 が風慶 し て 居 り 、 私 も 自 分 自 身の そ れ へ の J情熱 に 動 か

さ れ、 実地運動 に 身 を な げ入れ し も 永 く つ づ かず、 再 び文学志望 に 立 ち か

へ り 、 三十 ま で に 文壇 に 出 ら れ な け れ ば死 ぬ と さ へ決心 し て ゐ た 。 今年私

は数へ年三十 で あ る 。 幸 に 死 な ず に 済ん だ が、 さ て 、 文学 を 志望 し て ゐ な

か っ た ら 、 と 考へ る と 全 く 見 当 に 迷ふ。 と いふ の は文学以外 に は私の 生存

を保つ や う な 仕事 は な か っ た か ら 。 し か し 、 よ く 考へ る と 少年時代、 大 の

英雄主義 で あ っ た 私 は政治家 に な ら う と し た か も 知 れ な い 。

② ア ン ケ ー ト 『 あ ら く れ.J (紀伊園屋 出版部) 1934年12月 号 [本年の 自 作 と 世評J

[表宛名 ]

往復郵便 は が き

消 印 : 大郎 9 (昭和 9 年) 10. 26 (1 0月 26 日 )

住所 : 大郎市南山 町四七四 張赫宙 二十六
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[裏本文]

今年発表の作品 は 、 「女房H山犬J (文事首都。 一月 と 五万 Hガノレ ボ ウ H葬

式の夜の 出来事H十六夜 に J (文書。 三用 、 七万 、 十一月 H劣情漢J (行動。

六月 ) の六作 と 十二且 に も う 一作発表 さ れ ま す が、 全部で七作 に な り ま す。

こ の う ち 「劣情漢J は大病 を 患っ て ゐ る 最中 に 一 日 に 一枚づっ文字通 り 苦

心 し て 出来上っ た も の で、 と て も 心配 し ま し た が好評で し た 。 他 の作品 も

悪評 は 一つ も な く 、 慨 し て 問題 に な っ た ゃ う で し た が、 中 に も 「劣情漢J

の と き は大へん う れ し かっ た の で し た 。

以上 の 外 に 「児童j の創作欄 に 十一周 号 よ り 連載 し 始 め た 長編 「霊 と 肉 」

が あ り ま す が、 こ の 方 も 注意 し て 頂 け た ら 、 と 願 っ て ゐ ま す。 従来小生 を

ハ ン デ ィ キ ャ ッ プ な る 文字 で侮辱 し て ゐ た連 中 を 完全 に う ち の め し て や っ

た の は痛快。 こ の 点千葉亀雄氏 (行動十月 ) も 認 め て 下 さ っ て 有難かっ た 。

左 は①の表、 右 は②の表
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左 は①の裏本文、 右 は②の裏本文

4 . 雑誌掲載文 と の相違

張赫宙発信の往復 は が き の 内容 と 掲載雑誌の 文面 を 比較検討 し た が、 相違 は

見 ら れ な か っ た 。 お そ ら く 作者 に よ る 校正 は な か っ た と 思 わ れ、 出版社編集部

に お い て 文章的 な 確認 を 行 っ た う え 、 そ の ま ま の 掲載 と な っ た と 推測 さ れ る 。

「 そ れへ の j に 付 さ れた 傍点 だ け が活字 で は外 さ れて い る 。

5 . 葉書資料の 分析 と 意義

ま ず 2 点 と も 張赫宙 が創作の根拠 を 日 本 に移す 前 に 書 か れ た も の で あ る 。 張

は 1 936年 6 月 頃 に 日 本へ創作 の拠点 を移 し て い る が、 そ れ以前 は朝鮮大郎市南

山 町で執筆活動 を 行 っ て い た 。 文壇 に 出 て か ら ほ ぼ 4 年以上 も 地方都市 で創作

活動 を し て い た こ と に な る 。 じ つ は 張の 主要傑作 は ほ と ん ど こ の 時期 に 書 かれ

て お り 、 創作活動 も も っ と も 旺盛で あ っ た 。 原稿 の依頼 は 、 日 本語の 場合 は東
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京、 朝鮮語の 場合 は 当 時の京城 ( ソ ウ ル) か ら で あ っ た と 思 わ れ る が、 中央文

壇 (東京、 京城) か ら 遠 く 離れた植民地の 地方都市で秀作 を発表 し続 け て い た

こ と に な る 。 本論紹介の 葉書 2 枚、 直筆原稿 2 点 も 朝鮮大郎 で書 かれた も の で

あ る 。

葉書資料①の 意義 は、 張の文学的 な 出発 に 関 す る 記述が述べ ら れて い る 点 で

あ る 。 張 は 自 己 の文学修業時代、 創作動機、 文学的抱負 な ど に つ い て は 多 く を

述べて い る 方 だが、 本資料に お い て そ れが よ り 具体的 に 見 ら れ る 。 張は、 「十八九

才 の 頃」 に 、 「文学 を 以 て 身 を立て よ う と 思 ひ始 め J 、 「二十一、 二 の と き ま でつ

づ き 数多 の 習作」 を試み、 同 じ 頃、 朝鮮半島 の 「猛烈 な 社会主義運動」 に も 情

熱 を傾 け て い た が、 結局 は 「永 く つ づ かず、 再 び文学志望 に 立 ち かへ り j し た

と 述べて い る 。 こ う し た 年譜的事実 は 、 白 川 i 豊氏 に よ る 張赫宙の 詳細 な 年譜記

録か ら も 窺 う こ と がで き 、 内容 も ほ ぼ一致 し て い る c r張赫宙研究』 東国大学校

出版部、 朝鮮語、 2010) 。

上記 2 枚の葉書 は あ い に く 白 川 氏 の 調査か ら 漏れて い る が、 やや注 目 に値す

る の は、 「三十 ま で に文壇 に 出 ら れ な け れ ば死ぬ と さ へ決心 し て ゐ た j と い う 言

葉であ る 。 「文壇j と は お そ ら く 日 本の文壇の こ と で あ ろ う 。 十八九歳の 時か ら

ほ ぼ命 を懸 け て 日 本文壇 を 目 指す と い う 執着 と 激 し い情熱 を持 っ て い た こ と が
窺 え る 。

葉書② は、 1934年 に 書 い た創作 を年譜的 に 記録 し た も の で あ る 。 よ り 詳 し い

創作年譜 は 白 川 氏 の 前掲書か ら 確認す る こ と がで き る が、 新 た な年譜的事項 と

し て 、 「劣情漢J の創作時期 に 「大病 を 患 っ て J い た こ と が確認で き る 。 「劣情

漢j は 『行動.l 1 934年 6 月 号 に掲載 さ れた作品 で あ る が、 直筆原稿の末尾 に は、
「一九三四、 四、 二八」 と い う 脱稿 日 付 が付 さ れて お り 、 「大病 を 患 っ て j い た

の は、 お そ ら く 4 用 で あ っ た と 推測 さ れ る 。 同年 3 月 に 、 張 は 自 己文学 の基調

を な す大表作 「仁王洞時代」 を 書 き 上 げて い る 。
葉書文中 の 「従来小生 を ハ ン デ ィ キ ャ ッ プ な る 文字で侮辱 し て ゐ た連中 を 完

全 に う ち の め し て や っ た の は痛快j 云 々 と い う の は 、 千葉亀雄 「注 目 す べ き 新

人J C r行動JI 1934年10月 号) で の賞賛 と 関連 し て い る 。 千葉 は 、 張 の 持つ [バ

ン デキ ャ ッ プ に 同情 し て 、 多少甘や か し過 ぎ は し な い か と 心配 さ れ る 批評が時

に あ っ た 」 が、 張の作品 は そ れ ら の心配 を 払拭す る ほ ど の上 出来で あ る と 激賞

し て い る 。 こ う し た 評価 は 、 張 に と っ て 特別 に嬉 し い も の だ っ た で あ ろ う 。
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6 . 張赫宙 の 直筆原稿

以上 の 郵便葉書 2 枚の他 に 、 筆者 の 手元 に あ る 直筆原稿 か ら 2 点 ほ ど を紹介

す る 。 植民地期 日 本語作家 が、 ど の よ う に 日 本語原稿 で書い た の か を示す た め

で あ る 。 2 作 と も 雑誌掲載 を 経て 単行本 に 収録 さ れた 作品 で あ る 。 綿密 な 比較

検討 を行 つ て は い な い が、 直筆原稿 と 雑誌掲載作品 の 内容 は ほ ぼ一致 し て い る 。

朱 を 入れた 箇所 は な く 、 ほ ぽ初校 と 思わ れ る 直筆原稿 が そ の ま ま 初 出作 と な っ

て い る 。 外地 (朝鮮) と の や り 取 り に 関 わ る 郵便事情 も 影響 し た の だ ろ う か。

大掛か り に校正 を 重ね た形跡 は見当 た ら な い 。 原稿 を 見 る か ぎ り 、 日 本語の 書

き 方 に 滞 り は な く 、 す ら す ら 日 本文 を 書い た よ う な 印象で あ る 。

③ 「劣情漢J は 当初 「卑劣漢J と 題 さ れた が、 「劣情漢j に修正 さ れ c r行動J

1934年 6 月 号) 、 単行本 『仁王洞時代.1 ( 1935) に 収録す る 際 「劣情者」 と 直 さ

れて い る 。 「愚劣漢J U文襲.1 1935年 4 月 ) と 題名 の 類似 を避 け た か っ た の で あ

ろ う 。 肉筆原稿 の末尾 に は、 「一九三四、 四、 二八」 と い う 日 付 が あ る 。
④ 「春が来た ら 」 は 当初 「春来 り な ば」 と 題 さ れた が、 [春が来 た ら J で入稿

し た 後 (掲載誌 は不 明 ) 、 単行本 『 わ が風土記.1 ( 1942) に 収録す る 際 に は 「春

来 り な ばJ と 、 当 初 の 題 に 戻 し た と 推測 さ れ る 。 単行本 に は 「昭和 9 年 3 月 j

と い う 日 付 が あ る が、 肉筆原稿 に は 日 付 が見 当 た ら な い。 肉筆原稿 と 単行本 に

お い て の 大幅 な 変更 は見 ら れ な い 。

ち な み に 、 原稿用紙 は、 左端隅 に r c張赫宙用 ) J と 印字 し た 特注の も の を使

用 し て い る 。 作家 と し て 生 き る そ れ な り の 覚悟 を 読み取 る こ と も で き る 。

\ 
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③ 「劣情漢J 置筆原稿

④ f春が来た ら j 車筆原稿
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