
別紙 2

論文審査 の 結果 の 要 旨

論文提 出者氏 名 楊 志強

楊志強氏 の 提出 した ｢ ｢ 苗｣ か ら ｢ 苗族 ( ミ ヤ オ族) ｣ - 一 近代民族集団 の 形成及 び 民

族的 アイ デ ン テ ィ テ ィ 再構築の 過程 に つ い て - - ｣ と題 す る学位請 求論 文は ､
｢ 多民族国家｣

中国 の 南部 に 居住 す る ミ ヤ オ族 ( 苗族) に つ い て
､

そ の 民族集団が どの ような歴 史的プ ロ

セ ス を経て形成され て 来 た の か と い う課題 を設定 し､ とく に
､

1 9 8 0 年代以 降の 所謂 ｢ 伝

統 の 創 出｣ の プ ロ セ ス を詳細 に検討 して
､ 作為 され た ｢ 民族的な ア イ デ ン テ ィ テ ィ｣ の 問

題 を論 じた 刺激的な論 考 で あ る｡

本論文 が対象とす る ｢苗｣ と は
､

もともとは 中国南方 の 非漢民族 系住民に漢民族 が あた

えた汎称 で あ っ た ｡ そ の概 念 は
､

近代的な ｢ 民族｣ と し て で は なく ､
む し ろ 中華帝国 の伝

統 的な ｢ 華夷之 弁｣ に もとづ く概念と して認識 され る の が適切 で ある ｡ しか し
､ 中国が 近

代 国家 - の 変容 を 開始 した 2 0 世紀初頭 に なる と ､ 漢 民族 の 民族主義が 高揚 した だ けで な

く ､
｢ 苗｣ も近代的 な民族集団 と して の ｢苗族｣ と して イ メ

ー ジ され る ように な っ た ｡ しか

し
､ 中国 にお い て は長 い歴 史 を通 じて

､ 漢 民族が 他 の 民族 に対 して絶対的 な優位性 を 一 貫

して有 し続 けてき て お り
､

近代以降の ｢ 民族｣ に 関す る言説 に つ い て も
､ 漢 民族文化 の言

説 に基づ い て 展開 され ざる を得ず ､ そ の た め周辺 の 少数 民族 は漢民族 に よ っ て 設 けられ た

｢ 他者 と の 境界｣ に 由来す る
一

方 的なイメ
ー ジ を抜き に し て ､ 民族形成 を進 め る こ とが で

き なか っ た ｡ 本論文 は こ の 点に焦 点をあて て ､ 苗族 の ｢ 民族｣ 形成をキ見 られ る ｢ 他者性｣.

の 問題 を指摘 し
､ そ の 具体的 な内容 を検討す る ｡

こ う した 歴史的分析 に 引き続 い て
､ 本論文 は 1 9 8 0 年代以降 の ｢ 改革 . 開放｣ 政策と

新 た な昂族政策 に よ っ て 引き 起 こ され た
､ 苗族 の ｢ 民族 意識｣ の ｢ 覚醒｣ 現象 を取り 上 げ ､

民族的 アイ デ ン テ ィ テ ィ
_
の 再構築 に 関わ る諸問題 に つ い て 検討を加 えた

｡ 本論 文 の 後 半を

占め る こ の 部分 は
､ 本論 文 の も っ と も注 目す べ き貢献 と思わ れ る ｡ 本論 文に よれ ば ､ 湊族

の 歴史に 由来す る ｢ 他者｣ の 眼 か ら見た場合 ､
｢苗 族｣ は ｢ 極め て悠 久な歴史 を有す る民族｣

と して認識 され る
一 方 で ､ 苗族の 内部 は文化的 にみて 千差万 別 で あり ､

｢ われ われ の 意識｣

と して の 民族的ア イデ ン テ ィ テ ィ も過去 に は ごく
一

部分 の 苗族知識人 に しか 存在 して い な

か っ たが
､

人民共和国建国後 に ｢ 民族｣ を基本単位 と して 政治に参画す る ｢ 多民族 国家｣

体制が確 立 され る と ､ 苗族
.
の 内部で も徐 々 に ｢ ア イ デ ン テ ィ テ ィ｣ の 形成が 始ま り

､

｢ 文革｣

の
一 時期に百まお お きく後退 したも の の

､
1 9 8 0 年代 に至 っ て

､
民族 の ア イ デ ン テ ィ テ ィ

を新た に作 り あ げる時期 が到来 し た
､

と い う｡

上 述 の 諸点 を踏ま え
､ 本論 文は前後 両編 に分 け て 行論 を展 開 して い る ｡ 前編 で は

､
主 に

漢文 に よ っ て 記 さ れ た歴史 史料 の 解読 を 通 じ て
､

王 朝 時代 ､ 中華 民 国期 ､ 中華人 民 共和 国

初期 の 各 々 大きく異 なる時期 に お け る苗族 の 諸相 に つ い て 分析 を加 えた o 後編は 1 9 8 0

年代以降 の 苗族知識人 に よ る民族 的 ア イ デ ン テ ィ テ ィ 再構築 の過程 を詳細 に再構成 して お

り ､ そ の 歴史的 な経緯か ら ､ 本論 文は こ の 時期 を民族 的アイデ ン テ ィ テ ィ の ｢ 他者形成｣

か ら ｢ 自己形成｣ - の 変換期 と し て 位置づ ける ｡
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前編は ､ もと もと漢 民族に よ る南方非 漢民族系族群に対す る汎称 で あ っ た ｢ 苗｣ が ､
｢ 他

者｣ に よ っ て どの よう に ｢ 苗族｣ とい う近代民族集団 に変貌 した の か に つ い て
､

そ の 歴史

的 な背景及 び 変化 の プ ロ セ ス か ら の 解明 を試み る｡ 第
一

章 は
､

王朝時代 に於 け る ｢ 苗｣ が
､

漢文化側 ｡ 王朝文化 ､

･ 政治体制 の 中で
､

そもそ も ど の よ うな意 味合 い を持 っ て お り
､

ま た

そ れ が どの ように 変化 して行 っ た の か に つ い て論 じ て い る ｡ 第二 章は
､ 清末 に始 ま る近代

国家 - の 移行期 に
､ 漢民族 に よ っ て 発 せ られた民族 主義の 言説 に よ っ て

､
｢ 苗｣ が ど の よ う

に ｢ 中国 で の最 初の 民 族｣ と し て 想像され た の か に つ い て ､ 清末 の 漢民族知識人
､

と りわ

け日本 に留学 した 漢民族知識 人 の論 説 に よ っ て検討 した ｡ ま た
､

こ の 時期 ､ 日本 の 学者鳥

居龍蔵 か ら始 ま る ｢苗族｣ に 関す る F 広義 の 苗族｣ と ｢ 狭義 の 苗族｣ と い う区分が ど の よ

う な根拠 に基 づ い た も の で あ っ た の か
､ 民国期 に近代教育を受 けた少数 の ｢ 苗夷｣ 出身 の

知識人た ちに見 られ る ｢ 民族 的 ア イ デ ン テ ィ テ ィ｣ は ど の ような内実を持 っ て い た の か
､

人民共和国琴国後 の 民族識別 に お い て なぜ苗族 が 公認 の 少数民族 に数 えられ たか
､

な ど の

問題 の解明 を試 み た
｡

後編は
､

1 9 8 0 年 以降の ｢ 改革 ･ 開放｣ 政策 の 実施及 び 民族政策の 回復 に とも.な っ て

生 じた 苗族社会 に 見られ る民族 的 ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 再構築をめ ぐる
一

連 の 過程 に つ い て ､

四 章 に分 け て 論 じ て い る｡ 第三 章は
､

8 0 年代初期 に木像 ｢ 苗女｣ を巡 っ て 苗族社 会に 起

こ っ た 論争を取 り 上 げ ､ 苗族知識人た ちの ｢ 民族意識｣ の 激動 の 状況 を論 じた
｡ 第四 章は

､

主 と し て 8 0 年代 末期 に成 立 した ｢ 貴州苗 学会｣ お よ び そ の 活動 を 中心 に
､

苗族 知識 人 た

ちに よ っ て 展 開された ｢ 苗学｣ の 内容 お よ びそ の 性格 を明 らか に しようと した ｡ 第五 章 は ､

｢ 苗族｣ と して の 民族 的 ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 強化 を図る た め に ､ 知識人 が如何に して
､ 新

た な ｢ 民族伝統｣ を想像 し､ 作り上 げた の か
､ な どの 問題 に 関連す る具体的 な過程や そ の

内容 を明 らか し ようと した ｡ こ の 新た な ｢ 伝統｣ の 中で最も注 目す べ き は
､

1 9 9 0 年 代

中期 か ら現在 に か けて 続 けられ て い る苗族 の 共 同祖先 の 再確 認
- ｢ 塞尤 の 名誉回 復｣ を

巡 る
一

連 の 動 向 で ある｡ 第六 章は
､

8 0 年代以降の 世界各地 の 苗族 と中国苗族 と の ｢ 国境｣

を越 え る連携活動 に つ い て論 じ
､

つ い で
､

9 0 年代以 降の 中国に お ける ｢ 愛国主義教育運

動｣ の 中で
､ 漢 民族社会で 巻き起 こ っ た ｢ 炎黄ブ ー ム｣ と苗族社会 で発生 した ｢ 蛍尤ブ ー

ム｣ と の 対 立 関係 に つ い て論 述 した ｡ そ して
､ 近代 以来 に 形成 された ｢ 中華民族｣ と ｢ 炎

黄の 子 孫｣ と い う国家絞合 を巡 る 二 つ の 言説 を整 理 し
､ 両者 の 相互 関係 を分析 し て い る ｡

以上
､ 本論文 は

､
歴 史的な漢文史料 を大量に利用す ると とも に

､
筆者自身 がそ れ に属す

る現在の 苗族知 識人社会 か ら発信 され て い る膨大な情報 を利 用 して ､ 独創的な研究成果 を

達成 して い る ｡ 民族形成過程 に ｢ 他者 性｣ の 視点を導入 し て 説得的 な議論 を展 開した こ と
､

近年 の アイデ ン テ ィ テ ィ 再構築過程 を論 じて
､ 現代中国 の 民族間題 を考察す る際 の 重要 な

視 点を提供 した こ と ､ などは ､
とく に指摘す べ き貢献 で あろ う｡

審査 に お い て は ､ 苗族 の事例 が他 の 少数民族 の 事例 と ど の よう に関連 す る の か
､

1 9 6

o 年代か ら 7 0 年代 の 民族社会の 状況 に つ い て
､ 十分 に分析 し て い ない の で は ない か な ど

の 点が 指摘さ れた
｡

一

しか しなが ら ､ 審査委員会 は
､

こ う した弱 点は本論文 の 従来 の 研 究史

に対す る画期的 な貢献 を否 定す る もの で は なく
､

本論文 は博士論文 と して必 要な水 準を十

分に 達成 して い る と判 断 した ｡ した が ･

' て
､

本審査委員会 は博士 ( 学術) の 学位 を授 与す

るに ふ さわ し い も の と認 定す る ｡

2




