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 本稿は 、 近代日本におけ る 人類学の歴史的展開を 、 日本で初めて人類学の学会が設立 さ

れた 1884 年か ら 、 太平洋戦争敗戦を は さ んで Ｇ Ｈ Ｑ に よ る 日本占領が終了す る 1952 年 ま で

の時期に焦点を当てつつ検証 し よ う と す る も ので あ る 。  

 周知の よ う に 、 人類学は西欧の植民地拡大 と 密接な関係を も ち なが ら 発展 し て き た学問

だが 、 日本におけ る 人類学の歴史に関す る 本格的な検討が始 ま っ たのは 、 1990 年代に入 っ

て か ら の こ と だ と い っ て よ い 。 サ イ ー ド のオ リ エ ン タ リ ズ ム批判な ど に影響 さ れた文化研

究や 、 近年の民族主義の高 ま り を背景 と し た民族 ・ 人種問題を め ぐ る 批判的検証 、 さ ら に

は地域研究者を中心 と す る 日本の旧植民地に関す る 歴史研究の進展に よ っ て 、 90年代以

降 、 人類学者の植民地支配への関与や自 ̶ 他認識の問題な ど について も 、 多 く の研究が積

み重ね ら れて き た 。  

 だ が 、 こ う し た多様な領域の研究者に よ る 人類学史に対す る 関心の高 ま り の一方で 、 日

本におけ る 人類学 （ 自然人類学 、 民族学 、 民俗学 ） の歴史 を科学史的観点か ら 総合的に跡

づけ た研究はい ま だ現れていない 。 そ こ で 、 本稿では 、 こ う し た近年の研究蓄積を も 踏 ま

えつつ 、 日本におけ る 国民国家形成や植民地の拡大 、 さ ら には太平洋戦争の遂行 と い っ た

近代日本がた ど っ た歴史 と 密接な関わ り を も ち なが ら 、 人類学者が多様な調査研究を推 し

進めてい っ た姿が描 き 出 さ れ る こ と に な る 。  

 ま ずは 、 本稿の各章におけ る 課題 と そ こ で明 ら かに さ れた内容について概略を述べてお

こ う 。 日本におけ る 人類学の歴史について 、 本稿で最初に焦点を当て たのは 、 その誕生の

局面で あ る 。 草創期の日本におけ る 人類学に関 し ては 、 従来 、 いわゆ る お雇い外国人教師
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の研究に関心が集中 し 、 日本人に よ る 人類学研究の受容 ・ 開始についての踏み込んだ分析

はな さ れて こ な か っ た 。 そ こ で第 １ 章では 、 サ イ ー ド のオ リ エ ン タ リ ズ ム批判を踏 ま えつ

つ 、 西欧の研究者に よ る 日本への眼差 し を意識 し つつ研究を開始 し た明治期日本の人類学

者が 、 西欧に よ る 観察の眼差 し に抗 し なが ら 、 いか な る 調査研究の主体を形成 し て い っ た

か を検討 し た 。 そ こ で具体的に明 ら かに さ れたのは 、 西欧のオ リ エ ン タ リ ズ ム に対 し て日

本の人類学者が採っ た様々な抵抗の戦略で あ っ た 。  

 続 く 第 ２ 章において考察 し たのは 、 人類学者に よ る 日本人の起源を め ぐ る 研究で あ る 。

日本では 、 明治期以来 、 現在に至 る ま で 、 自然人類学者を中心に日本人の起源を め ぐ っ て

様々な理論が提唱 さ れて き た 。 こ う し た研究は一般に日本人種論 と 呼ばれ る が 、 人類学者

に よ る 日本人起源論の提唱は 、 近代国民国家成立以降におけ る 日本人の自己認識 と 密接に

関わ っ てい る 。 本章では 、 近代的国民 と し て の日本人意識の形成 と と も に人類学者の日本

人種論が生 ま れ る 過程や 、 それ ら の理論が同時代の日本が置かれた政治的 ・ 社会的状況

（ 植民地支配 、 太平洋戦争な ど ） に規定 さ れてい る 姿 を詳細に明 ら かに し た 。  

 それに続いて検討 し たのは 、 日本の人類学におけ る 他者認識 、 よ り 具体的には植民地に

おけ る 調査研究を め ぐ る 問題で あ る 。 こ の問題に関 し ては 、 近年 、 次々 と 個別研究が発表

さ れてい る が 、 日本の人類学者が植民地支配下に置いた人々に対 し て いか な る 眼差 し を向

け ていたのか を総合的に検討 し た も のはい ま だ現れていない 。 そ こ で 、 第 ３ 章か ら 第 ６ 章

では 、 近代日本が新たに領有 し た地域 （ 北海道 、 台湾 、 朝鮮 、 ミ ク ロ ネ シ ア ） で実施 さ れ

た調査研究を取 り 上げ 、 人類学者の他者認識について検討 し た 。 こ こ で注意 し な ければな

ら な いのは 、 西欧におけ る 人類学の海外調査 と は異な り 、 戦前日本の人類学者が対象 と し

た のは 「 同 じ 」 ア ジ ア の民族で あ っ た と い う こ と で あ る 。 し た が っ て 、 第 ３ 章か ら 第 ６ 章

では 、 日本の人類学者に よ る 観察対象への眼差 し が 、 そ こ に見出 さ れ る 他者性 と 同質性 と

の あ いだで揺れ動 く 様相が描 き 出 さ れ る こ と と な っ た 。  

 そ し て 、 最後に分析の俎上にのせたのは 、 太平洋戦争中におけ る 人類学者の調査研究で

あ る 。 日本の人類学は 、 太平洋戦争が戦われた 1940 年代前半 、 飛躍的な発展を遂げ る が 、

第 ７ 章で 、 戦時体制下におけ る 人類学研究の展開を跡づけ た上で 、 第 ８ 章において 、 敗戦

後の人類学者が太平洋戦争を ど の よ う に総括 し た か を検討 し た 。 こ こ では人類学の各領域

（ 自然人類学 、 民族学 、 民俗学 ） の戦争協力を比較検討 し つつ 、 太平洋戦争中におけ る 人

類学研究の発展を可能に し た条件について探 る と と も に 、 日本の人類学におけ る 戦時中 と

戦後の連続性／非連続性について考察 し た 。  

 以上 、 各章の議論で明 ら かに さ れた こ と を確認 し たが 、 総 じ て い えば 、 本稿が課題 と し

た のは 、 人類学 と い う 知の な かで 、 も と も と 被観察者の側に あ っ た日本 （ 人 ） が自 ら 観察

者の側へ と 移行す る と と も に 、 植民地／占領地におけ る 他者支配 と 密接な関わ り を も ち な

が ら 進め ら れた調査研究の政治性に関す る 分析で あ っ た と い っ て よ い 。 そ こ で 、 最後に戦

前日本の人類学者におけ る 自 ̶ 他認識 と その政治性を め ぐ る 問題に し ぼ っ て 、 本稿で最終

的に導 き 出 さ れた結論的考察を述べてお こ う 。  

 戦前日本の人類学者に よ る 海外調査におけ る 第一の特徴は 、 当然の こ と では あ る が 、 そ

の調査対象 と な っ たのが日本の植民地支配下に置かれた地域の人々だ っ た と い う こ と で あ

る 。 人類学者は 、 日本の版図拡大に伴っ て次々 と 植民地住民を その研究対象へ と 組み込ん

でい っ たので あ り 、 戦前日本の人類学におけ る 海外調査 と は実質的に植民地研究にほかな
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ら な か っ た 。  

 そ し て 、 各植民地で調査研究を実施 し て いた人類学者に共有 さ れていたのは 、 ひ と ま ず

は植民地住民の 「 文明化 」 に よ っ て消失す る 文化の記録 ・ 採集 と い う 目的意識で あ っ た と

い っ て よ い 。 西欧の人類学者に も 広 く み ら れ る こ う し た定型の語 り は 、 他者に対す る 西欧

の眼差 し を日本の人類学者が内面化 し て いた こ と を 示 し て い る 。  

 だ が 、 こ こ で注意 し な ければな ら な いのは 、 日本の人類学におけ る 観察者 と 被観察者 と

の あ いだの 「 近 さ 」 と い う 問題で あ る 。 西欧の人類学の場合 、 そ こ で主た る 研究対象 と な

っ たのが地理的に遠 く 離れた地域 （ ア フ リ カ 、 ア ジ ア な ど ） の住民で あ っ たのに対 し て 、

日本の人類学者が主な調査対象 と し て い たのは 、 日本列島か ら 地理的に近 く 、 文化的 ・ 身

体的な類縁性 も 高い と 考え ら れ る 「 同 じ 」 ア ジ ア の人々で あ っ た 。  

 こ れは 、 植民地獲得競争に遅れて参加 し た日本が包摂 し 得たのが も っぱ ら 日本列島周辺

地域だ っ た こ と に起因 し て い る が 、 こ う し た地域の人々を対象 と す る がゆ えに 、 日本の人

類学においては 、 研究対象 と な っ た人々 と 日本人の起源の共通性が し ば し ば語 ら れ る こ と

に な っ た 。 し たが っ て 、 戦前日本におけ る 人類学者の海外調査においては 、 研究対象 と な

る 植民地住民 と 日本人の あいだの 「 近 さ 」 が問題 と さ れ 、 それが日本人種論に代表 さ れ る

日本人の自己認識に関わ る 研究 と 直結 し て いた こ と を 第二の特徴 と し て挙げ る こ と が出来

る 。  

 し か し ま た 、 こ こ で興味深いのが 、 人類学者の研究対象 と な っ た植民地住民 と 日本人 と

の文化的 ・ 身体的距離についての語 り は 、 同時に日本人の集団的同一性を め ぐ る 表象 を揺

る がす可能性を有 し てい た と い う 点で あ る 。 例えば 、 「 未開 」 「 野蛮 」 と みな さ れた ア イ

ヌ 民族や ミ ク ロ ネ シ ア人 、 さ ら には太平洋戦争中におけ る 東南ア ジ ア地域の 「 原住民 」 と

日本人 と の混血 を め ぐ る 言説にそれは最 も 典型的に現れてい る 。 人類学者に よ る ア ジ ア各

地の人々を対象 と し た調査研究は 、 日本の植民地 （ 勢力圏 ） 拡大の な かで 、 日本人の自己

同一性を ど の よ う に し て確保す る か と い う 問題意識 と も 深 く 結びついていたので あ る 。  

 む ろ ん 、 こ の よ う な 「 かれ ら 」 と 「 われわれ 」 と の距離への眼差 し は 、 日本の人類学固

有の も のだ と い う わ けではない 。 だが 、 こ こ で確認 し てお き たいのは 、 「 同 じ 」 ア ジ ア の

人々 を対象 と す る がゆ えに現れた 、 他者 を め ぐ る 語 り が絶えず自己言及 と 結びつ く 構造で

あ る 。 乱暴に整理すれば 、 西欧の人類学の場合 、 自分 と は異質な他者を観察 し 、 定義 し よ

う と す る 営みは 、 観察す る ／ さ れ る と い う 非対称な関係の も と では 、 観察す る 主体た る 自

己への言及を必ず し も 必要 と し な い 。 それに対 し て 、 日本の人類学におけ る 「 同 じ 」 ア ジ

ア の他者への眼差 し は 、 他者の あいだに自己を 「 発見 」 さ せ る こ と に な っ たので あ る 。  

 た だ し 、 こ の こ と は 、 日本の人類学者の他者認識が西欧のそれ よ り も 深い レ ベルに到達

し て い た 、 あ る いは自己への反省を伴 う も のだ っ た と い う こ と を 意味 し な い 。 異質な他者

と の出会いの なかで 、 自─他 を め ぐ る 常識的な思考枠組みの破壊へ と 至 る のが人類学 と い

う 知において本来あ る べ き 他者認識の あ り 方だ と すれば 、 「 同 じ 」 ア ジ ア の人々 を対象 と

し た人類学者の調査研究に刻み込 ま れた包摂 と 排除の論理を見逃 し てはな ら ない 。 周知の

よ う に 、 日本は 、 植民地支配下に置いた ア ジ ア各地の人々に対 し て 、 多かれ少な かれ同化

を強制す る こ と に な っ たが 、 それは決 し て他者 を 「 日本化 」 す る こ と で 「 われわれ 」 と 完

全に同 じ 位置に置 こ う と す る も のではな か っ た 。 そ し て 、 人類学者は 、 植民地住民 と 日本

人 と の人種的 ・ 文化的類縁性を語 る こ と で 、 し ば し ば植民地の日本への包摂を正当化 し た

 3



が 、 その一方 、 植民地住民 と 日本人 と の あ いだの混血を め ぐ る 人類学的言説は 、 「 かれ

ら 」 が 「 われわれ 」 と 文字通 り 一体化す る こ と を 避け たい と い う 排除の論理が作動 し て い

た こ と を 物語 っ てい る 。 こ の よ う な意味で 、 日本の人類学者に よ る 自─他関係を め ぐ る 研

究は 、 ま さ し く 近代日本の ア ジ ア と の関係 を映 し 出す鏡にほかな ら な か っ たので あ る 。  
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