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競
う
の
は
速
さ
で
は
な
い
、
持
久
力
だ
。

　
　
　
　

ダ
ビ
ー
・
ト
ス
カ
ー
ナ
『
天
啓
を
受
け
た
勇
者
た
ち
』1

一
．

 　

二
十
世
紀
末
の
一
九
九
六
年
、
当
時
若
手
だ
っ
た
二
人
の
チ
リ
作
家
を

中
心
に
し
て
短
篇
集
が
編
ま
れ
た
。
彼
ら
は
『
百
年
の
孤
独
』
の
舞
台
︿
マ

コ
ン
ド
﹀
を
も
じ
り
、
世
紀
末
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
に
現
れ
つ
つ
あ
っ
た
新

し
い
風
景
を
︿
マ
ッ
コ
ン
ド
（M

cO
ndo

）﹀
と
名
付
け
た

2
。

　

こ
の
時
期
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
は
大
き
な
変
貌
を
遂
げ
て
い
た
。
い
わ

ゆ
る
ジ
ェ
ン
ト
リ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
、
都
市
部
に
は
次
々
に
大
規

模
の
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
・
モ
ー
ル
が
建
設
さ
れ
、
画
一
化
さ
れ
た
都
市
文
化

が
花
を
咲
か
せ
る
。
週
末
に
は
家
族
で
乗
り
合
い
バ
ス
に
乗
っ
て
モ
ー
ル

を
訪
れ
、
映
画
を
見
た
り
ウ
ィ
ン
ド
ー
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
を
楽
し
ん
だ
り
、

フ
ー
ド
コ
ー
ト
で
食
事
を
し
た
り
す
る
。
た
く
さ
ん
あ
っ
て
ど
れ
も
が
似

て
い
る
モ
ー
ル
の
中
か
ら
家
族
は
自
分
た
ち
の
趣
味
に
合
う
モ
ー
ル
を

選
び
出
し
、
訪
れ
る
の
だ
。
家
に
帰
っ
て
テ
レ
ビ
を
つ
け
れ
ば
、
ケ
ー
ブ

ル
放
送
の
数
え
切
れ
な
い
チ
ャ
ン
ネ
ル
か
ら
お
気
に
入
り
の
番
組
を
選
び

出
す
。
そ
し
て
米
国
産
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
や
ア
ニ
メ
を
繰
り
返
し
見
る

3
。

反
マ
ッ
コ
ン
ド
文
学

︱
二
十
一
世
紀
キ
ュ
ー
バ
に
お
け
る
第
三
世
界
文
学
と
ダ
ビ
ー
・
ト
ス
カ
ー
ナ
『
天
啓
を
受
け
た
勇
者
た
ち
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

久
野
量
一

　

短
篇
集
『
マ
ッ
コ
ン
ド
』
は
、
土
臭
さ
が
漂
う
マ
コ
ン
ド
と
は
違
う
、

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
時
代
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
を
提
示
し
よ
う
と

い
う
目
論
見
の
も
と
に
編
ま
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
企
図
を
抱
い
た
編
者
二

人
が
チ
リ
人
で
あ
る
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
。
一
九
七
三
年
に
ア
ジ
ェ
ン

デ
政
権
が
倒
さ
れ
て
以
降
、
シ
カ
ゴ
学
派
が
先
導
す
る
新
自
由
主
義
が
ピ

ノ
チ
ェ
ト
軍
政
下
で
進
め
ら
れ
、
チ
リ
は
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
で
も
っ
と
も

早
く
米
国
文
化
が
流
入
し
た
と
言
っ
て
い
い
国
だ
か
ら
だ
。
ま
さ
に
そ
の

場
所
か
ら
新
し
い
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
文
学
が
提
示
さ
れ
た
の
は
当
た
り

前
の
こ
と
で
あ
る
。

　

刊
行
か
ら
二
十
年
が
過
ぎ
、
短
篇
集
の
目
次
を
眺
め
て
み
る
と
、
も
う

一
つ
当
た
り
前
の
こ
と
に
気
づ
く
。
短
篇
集
に
は
十
七
人
の
作
家
が
入
っ

て
い
て
、
作
家
は
国
名
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
並
ん
で
い
る
。
ア
ル
ゼ

ン
チ
ン
に
は
じ
ま
り
、
ボ
リ
ビ
ア
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
コ
ス
タ
・
リ
カ
、
チ

リ
、
エ
ク
ア
ド
ル
、
ス
ペ
イ
ン
、
メ
キ
シ
コ
、
ペ
ル
ー
、
ウ
ル
グ
ア
イ
の

合
計
十
カ
国
。
国
の
数
が
ス
ペ
イ
ン
語
圏
の
数
に
到
底
及
ば
な
い
こ
と
は

と
も
か
く
と
し
て
、
文
学
者
を
多
数
生
ん
で
い
る
あ
る
国
の
名
前
が
な

い
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
下
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
を
描
く
と
い
う
編

集
方
針
が
あ
る
以
上
、
間
違
い
な
く
こ
の
短
篇
集
に
こ
の
国
の
作
家
は
入

り
よ
う
が
な
い
。
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
『
マ
ッ
コ
ン
ド
』
の
誕
生
に
は
前
段
が
あ
っ
て
、
編
者
の
二
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人 は 序 文 で 短 篇 集 胚 胎 の き っ か け と な っ た エ ピ ソ ー ド を 紹 介し て い る 。　
あ る 若 手 の ラ テ ン ア メ リ カ 作 家 た ち が 、 米 国 の 文 芸 誌 編 集 者

か ら 原 稿 を 頼 ま れ る 。 彼 ら は 書 き 上 げ た も の の 、 原 稿 は 却 下 され る 。 一 つ 目 の 理 由 と し て 示 さ れ た の は 、 魔 術 的 リ ア リ ズ ム 臭が し な い こ と で あ る 。 二 つ 目 の 理 由 と し て 、 彼 ら が 書 き 上 げ た作 品 が 「 第 一 世 界 の ど の 国 で も 十 分 に 書 く こ と が 可 能 」

4
だ か

ら と 言 わ れ る 。 編 集 者 の 不 満 は つ ま り 、 ラ テ ン ア メ リ カ の 作 家に 頼 ん だ の に 、 第 一 世 界 の 作 家 の よ う な 作 品 が 出 て き た こ と にあ る 。　
こ こ で 編 集 者 の 言 葉 、  「 第 一 世 界 の ど の 国 で も 十 分 に 書 く こ

と が 可 能 」  に 注 目 し て み た い 。 特 に  「 第 一 世 界 」  と い う 表 現 に 。人 は そ う そ う  「 第 一 世 界 」  と い う 表 現 は 使 わ な い の で は な い か 。「 第 二 世 界 」 に 至 っ て は 定 着 し な か っ た 感 が あ る 。 そ れ に 対 して 「 第 三 世 界 」 と い う 用 語 は 広 く 定 着 し た し 、 今 で も ま だ 生 きて い る

5。 旧 植 民 地 を 指 す 言 葉 と し て こ の 表 現 は 使 い や す い 。

　
キ ュ ー バ の 文 芸 評 論 家 で 詩 人 の フ ェ ル ナ ン デ ス ＝ レ タ マ ー

ル は 「 第 三 世 界 」 概 念 を 文 学 と 関 係 さ せ て 以 下 の よ う に 言 っ てい る 。

　
（ … ）

い ま だ 、 ひ と つ の

世 界 は 存 在 し て い な い 。 一 九 五 二 年

に 人 口 学 者 の ア ル フ レ ッ ド ・ ソ ヴ ィ ー が 「 第 三 世 界 」 と い う 表現 を 発 明 し た と き （ … ）  、  実 に さ ま ざ ま な 思 想 家 や 指 導 者 に よ って こ の 表 現 が 広 く 受 け 入 れ ら れ 広 め ら れ た こ と は 、 世 界 の 同 質性 が 存 在 し て い な い こ と を 確 か め る も の だ 。

ま だ

世 界 の 同 質 性

が 存 在 し て い な い と き 、 当 然 の こ と な が ら 、 世 界 文 学 も 普 遍 的

な 文 学 も ま だ 存 在 し な い

6。  （ 強 調 原 文 ）

　
世 界 は ひ と つ で は な い 。 世 界 は ま だ い く つ か に 分 か れ 、 そ の

中 に は 「 第 三 世 界 」 と い う の が あ っ て 、 そ こ に は 固 有 の 文 学 があ る 。 キ ュ ー バ は 「 第 三 世 界 」 で あ り 、 そ れ に ふ さ わ し い 文 学が 書 か れ な け れ ば な ら な い 。 こ の フ ェ ル ナ ン デ ス ＝ レ タ マ ー ルの ア ジ テ ー シ ョ ン め い た 文 章 は 一 九 七 〇 年 代 に 書 か れ た も のだ が 、 ま だ 効 力 を 失 っ て い な い よ う に 思 わ れ る 。　
ラ テ ン ア メ リ カ 作 家 か ら 出 て き た 作 品 を 読 ん だ と き 、 く だ ん

の 編 集 者 が 感 じ 取 っ た こ と は 「 第 一 世 界 」 の 作 家 が 書 く も の との 同 質 性 で 、 も と も と 彼 が 求 め て い た は ず の 「 第 三 世 界 」 発 の異 質 な 作 品 で は な か っ た 。 だ か ら 「 第 一 世 界 」 と い う 表 現 が 出て き た に ち が い な い 。 で は 「 第 三 世 界 」 の 異 質 さ と は 何 か 。 それ は こ の 場 合 、 原 稿 を 却 下 し た 最 初 の 理 由 に あ る 「 魔 術 的 リ アリ ズ ム 」 を 指 し て い る の だ ろ う 。 ラ テ ン ア メ リ カ 文 学 と い え ば魔 術 的 リ ア リ ズ ム だ と 思 い こ ん で い る 編 集 者 が 短 絡 に 過 ぎ るこ と は 確 か だ が 、 そ れ は 一 旦 措 く と し て 、 彼 が 問 題 に し た か った こ と は こ う い う こ と で は な い か 。 ラ テ ン ア メ リ カ は も う 「 第三 世 界 」 で は な く な っ た の か ？二 ．　
ラ テ ン ア メ リ カ で ジ ェ ン ト リ フ ィ ケ ー シ ョ ン が 進 む 頃 、  「 第

三 世 界 」 キ ュ ー バ の 首 都 ハ バ ナ の ベ ダ ー ド 地 区 に 、  「 反 帝 国 主義 の た め の 広 場 」 な る も の が 設 置 さ れ た 。 こ の 空 間 は 、 米 国 利
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益 代 表 部

（ 現 在 の 米 国 大 使 館 ）

の 隣 に あ る 。  「 威 厳 の た め の 広 場 」

と も 呼 ば れ る こ こ に は 、 キ ュ ー バ 独 立 戦 争 を 戦 っ た 建 国 の 父 にし て 、 反 米 思 想 を 十 九 世 紀 末 に 著 し た 作 家 ホ セ ・ マ ル テ ィ の 銅像 が 立 っ て い る 。 彼 は 赤 ん 坊 を 抱 き か か え 、 利 益 代 表 部 を 指 差し て い る 。　
反 米 帝 国 主 義 者 マ ル テ ィ は 、 友 人 へ の 手 紙 で 以 下 の よ う に 述

べ て い る 。

　
（ … ） す で に 私 は 、 日 々 、 自 分 の 国 と 自 分 の 義 務 と の た め に

命 を さ さ げ る と い う 危 険 の 下 に い る （ … ） そ の 義 務 と は キ ュ ーバ の 独 立 に よ っ て 、 時 宜 を 失 す る こ と な く 、 米 国 が ア ン テ ィ ル諸 島 に 乗 り 出 し 、 さ ら に 大 き な 力 で わ が ア メ リ カ 大 陸 に の し かか っ て く る の を 阻 止 す る こ と だ

7。

　
こ の 文 章 は キ ュ ー バ の 歴 史 教 科 書 に も 引 か れ る 有 名 な も の

だ 。 マ ル テ ィ が 抱 い て い る 赤 ん 坊 は エ リ ア ン ・ ゴ ン サ レ ス と いう キ ュ ー バ 人 で 、 親 に 連 れ ら れ て マ イ ア ミ へ 亡 命 を 目 指 す 途中 で 遭 難 し た 、 当 時 六 歳 の 少 年 で あ る 。 救 出 さ れ た エ リ ア ン をめ ぐ り 、 米 国 と キ ュ ー バ の 間 で 外 交 問 題 が 巻 き 起 こ り 、 そ れ をき っ か け に 米 国 に 対 す る 抗 議 の 場 と し て 作 ら れ た の が こ の 空間 で あ る 。 米 国 側 は 利 益 代 表 部 の 五 階 に 文 字 盤 を 設 置 し 、 そ こか ら 反 革 命 プ ロ パ ガ ン ダ を 流 し て キ ュ ー バ 人 を 扇 動 し よ う とし た 。 そ れ に 抗 し て キ ュ ー バ は 文 字 盤 の 正 面 に ポ ー ル を 何 本 も立 て て 黒 い フ ラ ッ グ を は た め か せ た 。 キ ュ ー バ と 米 国 が ぶ つ かり 合 う 戦 場 と な っ た の が こ の 場 所 だ っ た 。　
そ の 広 場 か ら 海 沿 い の 道 を 進 ん で し ば ら く 行 く と 、  「 カ サ ・

デ ・ ラ ス ・ ア メ リ カ ス 」 が あ る 。 こ こ は 革 命 直 後 に 創 設 さ れ た文 化 機 関 で 、 代 表 を 務 め る の は 先 に 引 用 し た フ ェ ル ナ ン デ ス ＝レ タ マ ー ル で あ る 。 定 期 刊 行 物 「 カ サ 」 は キ ュ ー バ 革 命 の イ デオ ロ ギ ー

（ そ の 一 つ に 反 帝 国 主 義 が あ る ）

を ラ テ ン ア メ リ カ や カ

リ ブ の 各 地 に 伝 え る プ ロ パ ガ ン ダ 雑 誌 と し て 、 一 九 六 〇 年 に 第一 号 を 創 刊 以 来 、 す で に 二 八 〇 号 以 上 出 し 続 け て い る 。　
キ ュ ー バ は 二 十 一 世 紀 に 入 っ て も 、 反 米 、 反 帝 国 主 義 の 旗 を

降 ろ し て い な い 。 シ ョ ッ ピ ン グ ・ モ ー ル も な け れ ば 、 ケ ー ブ ルテ レ ビ も 、 場 合 に よ っ て は イ ン タ ー ネ ッ ト も な い 。 も う お 分 かり だ ろ う が 、  『 マ ッ コ ン ド 』 に キ ュ ー バ 作 家 は 登 場 し な い 。 登場 で き な い の だ 。　三 ．　
ガ ル シ ア ＝ マ ル ケ ス が 死 ぬ ま で キ ュ ー バ 革 命 の 理 想 を 捨 て

ず 、 反 米 、 反 帝 国 主 義 的 主 張 を 持 っ て い た こ と は 広 く 知 ら れ てい る 。 も っ と も 彼 は 、 そ う い う 政 治 的 主 張 を す る た め だ け に 作品 を 書 く タ イ プ で は な い 。 だ が そ ん な 彼 の 作 品 を 見 渡 し て み ると 、 意 外 な 方 法 で 反 米 的 な 主 張 し て い る と 見 な せ る も の が 出 てく る 。 そ の 事 例 と し て 「 大 統 領 閣 下 、 よ い 旅 を 」 を 採 り 上 げ てみ た い

8。

　
カ リ ブ の 小 国 か ら ジ ュ ネ ー ヴ に 亡 命 し て き た 青 年 オ メ ー ロ

ス は 、 妻 の ラ サ ラ と の 間 に 二 人 の 子 供 を 抱 え な が ら 、 救 急 車 の運 転 手 を し て 生 活 を 成 り 立 た せ て い る 。 彼 は あ る 日 、 自 分 の出 身 国 の 元 大 統 領 が 病 院 に 出 入 り す る の を 目 に す る 。 そ の 元 大
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統
領
は
、
民
衆
の
支
持
を
受
け
て
当
選
し
た
も
の
の
、
軍
事
ク
ー
デ
タ
に

よ
っ
て
失
脚
し
、
姿
を
消
し
て
い
た
。
そ
の
彼
が
ス
イ
ス
に
い
た
の
で
あ

る
。
生
活
を
少
し
で
も
楽
に
し
た
い
若
者
夫
婦
と
し
て
は
、
同
郷
の
元
大

統
領
に
取
り
入
っ
て
経
済
的
な
支
援
を
受
け
る
絶
好
の
機
会
と
み
な
し
、

作
戦
を
練
る
。

　

オ
メ
ー
ロ
ス
は
出
身
国
で
元
大
統
領
を
支
持
し
て
い
た
と
い
う
逸
話

を
語
り
、
若
い
時
の
大
統
領
の
写
真
を
見
せ
て
彼
を
悦
ば
せ
る
。
妻
の
ラ

サ
ラ
は
自
慢
の
カ
リ
ブ
料
理
で
大
統
領
を
も
て
な
し
、
そ
の
か
た
わ
ら
大

統
領
の
懐
事
情
に
探
り
を
入
れ
る
。
と
こ
ろ
が
期
待
に
反
し
、
財
産
と
い

え
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
。
妻
の
ラ
サ
ラ
は
嘘
で
は
な
い
か
と

疑
う
が
（
ス
イ
ス
に
亡
命
す
る
偉
人
が
文
無
し
と
は
あ
り
え
な
い
と
思
っ
て
い

る
）、
そ
の
後
、
大
統
領
の
逗
留
先
が
移
民
地
区
の
簡
素
な
ア
パ
ー
ト
で

あ
る
の
を
実
際
に
確
か
め
て
、
心
の
底
か
ら
幻
滅
を
覚
え
る
。
し
か
し
そ

の
反
動
な
の
か
、
夫
婦
に
は
大
統
領
へ
の
同
情
心
が
芽
生
え
、
病
身
の
大

統
領
の
介
護
を
買
っ
て
出
る
。
何
週
間
か
の
治
療
を
終
え
た
の
ち
、
大
統

領
は
夫
婦
に
感
謝
の
手
紙
と
わ
ず
か
の
財
産
を
残
し
、
か
つ
て
自
分
を
追

い
落
と
し
た
政
敵
に
立
ち
向
か
お
う
と
故
郷
の
国
に
旅
立
っ
て
い
く
。

　

こ
れ
が
物
語
の
あ
ら
ま
し
だ
が
、
短
篇
集
『
十
二
の
遍
歴
の
物
語
』
は

そ
の
ど
れ
も
が
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
や
カ
リ
ブ
出
身
者
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

お
け
る
孤
独
を
扱
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
こ
の
物
語
も
、
人
間
関
係

を
持
て
な
い
寒
々
し
い
カ
リ
ブ
出
身
者
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
暮
ら
し
を
中
心

に
置
き
、
彼
ら
が
同
郷
人
と
の
出
会
い
を
通
じ
て
人
間
性
を
取
り
戻
す
ま

で
の
物
語
で
あ
る
。
で
は
こ
の
物
語
に
「
米
国
」
な
る
も
の
が
ど
の
よ
う

に
登
場
し
て
い
る
の
か
。

　

元
大
統
領
と
オ
メ
ー
ロ
ス
の
出
身
で
あ
る
カ
リ
ブ
の
国
に
は
ど
こ
か

モ
デ
ル
が
あ
り
そ
う
だ
。
軍
事
ク
ー
デ
タ
に
よ
る
政
変
や
亡
命
と
い
っ
た

歴
史
的
経
緯
な
ら
、
グ
ア
テ
マ
ラ
の
ア
ル
ベ
ン
ス
政
権
、
チ
リ
の
ア
ジ
ェ

ン
デ
政
権
、
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
の
フ
ア
ン
・
ボ
ッ
シ
ュ
政
権
が
挙
げ
ら
れ

る
。
物
語
中
、
元
大
統
領
の
出
身
国
の
首
都
は
プ
エ
ル
ト
・
サ
ン
ト
と
い

う
名
前
だ
が
、
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
の
首
都
は
サ
ン
ト
・
ド
ミ
ン
ゴ
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
元
大
統
領
が
オ
メ
ー
ロ
ス
と
出
会
っ
た
場
所
は
サ
ン
・
ク
リ
ス

ト
バ
ル
・
デ
・
ラ
ス
・
カ
サ
ス
だ
が
、
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
に
は
サ
ン
・
ク

リ
ス
ト
バ
ル
と
い
う
地
名
が
あ
り
、
そ
こ
は
か
の
有
名
な
独
裁
者
ラ
フ
ァ

エ
ル
・
ト
ル
ヒ
ー
ヨ
の
出
身
地
で
も
あ
る
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
か
ら
実
在

の
国
で
あ
る
必
要
は
な
い
の
だ
が
、
ま
っ
た
く
の
作
り
事
だ
と
思
っ
て
読

む
読
者
は
い
な
い
。

　

で
は
そ
の
ク
ー
デ
タ
な
り
政
変
な
り
を
裏
か
ら
お
膳
立
て
し
て
い
る

存
在
が
何
か
と
い
え
ば
、
米
国
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
二
十
世
紀
の
カ
リ
ブ

海
域
史
、
と
り
わ
け
ス
ペ
イ
ン
語
圏
諸
島
で
は
、
こ
の
国
に
言
及
せ
ず
に

そ
の
歴
史
を
語
る
こ
と
は
難
し
い
。
妻
ラ
サ
ラ
は
プ
エ
ル
ト
・
リ
コ
出
身

と
い
う
設
定
だ
が
、
こ
の
島
は
一
八
九
八
年
の
米
西
戦
争
に
乗
じ
て
米
国

が
支
配
下
に
置
き
、
二
十
一
世
紀
に
入
る
ま
で
主
権
共
同
体
の
地
位
を
得

て
い
な
い
。
米
国
は
キ
ュ
ー
バ
に
は
独
立
の
道
を
開
い
た
も
の
の
、
さ
ま

ざ
ま
な
介
入
を
続
け
、
そ
れ
が
一
九
五
九
年
の
革
命
を
引
き
起
こ
す
こ
と

に
な
る
。
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
の
場
合
、
二
十
世
紀
前
半
に
は
米
国
海
兵
隊

が
島
を
占
領
し
、
そ
の
後
は
海
兵
隊
の
武
力
を
背
景
に
ト
ル
ヒ
ー
ヨ
の
独

裁
が
三
十
年
続
い
た
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
は
驚
く
べ
き
こ
と
な
の
だ
が
、
こ
の
物
語
の

中
で
「
米
国
」
の
名
前
が
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
一
度
と
し
て
な
い
。
大
衆

の
支
持
を
受
け
る
大
統
領
、
激
し
い
選
挙
戦
、
軍
事
ク
ー
デ
タ
、
亡
命

と
い
っ
た
状
況
が
次
々
語
ら
れ
る
の
に
対
し
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
二
十

世
紀
を
蹂
躙
し
た
「
米
国
」
と
い
う
言
葉
は
大
統
領
や
オ
メ
ー
ロ
ス
や
ラ
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サ ラ の 口 に の ぼ ら な い の で あ る 。 元 大 統 領 が 自 ら の 失 政 の 背 景を 若 夫 婦 に 語 る 際 に は 一 気 に 一 四 九 二 年 ま で さ か の ぼ り 、 それ は そ れ で ラ テ ン ア メ リ カ 論 と し て 適 切 か も し れ な い が 、  「 米国 」 の 言 及 が 無 理 に 回 避 さ せ ら れ て い る 。 元 大 統 領 は 当 初 亡 命先 と し て マ ル チ ニ ー ク を 選 び 、 友 人 エ メ ・ セ ゼ ー ル に 迎 え ら れる 。 フ ラ ン ス 語 が 堪 能 で ラ テ ン 語 を 読 む 教 養 人 と い う 設 定 だが 、  「 英 語 」 は ど う か と い う と 、 こ れ ま た ほ の め か さ れ る こ とす ら な い 。　
こ こ に 至 っ て 、 ど う や ら こ の 作 品 で は 「 米 国 」 は 言 及 し た く

な い 対 象 だ と 見 た 方 が む し ろ し っ く り く る こ と に 気 づ く 。 つ まり 「 米 国 」 は 強 制 的 に 退 場 さ せ ら れ て い る の だ 。 名 を 記 す こ とが 愛 の 告 白 で あ る と す れ ば 、 名 を 記 さ な い こ と は そ の 逆 、 つ まり 憎 し み の 証 と い う こ と だ ろ う 。 ま さ に 「 黙 殺 」 と 言 う に ふ さわ し い こ の 主 張 は 、 突 き 詰 め れ ば 、  「 米 国 な き 世 界 」 の 構 想 であ る 。 そ れ ほ ど ま で 「 米 国 」 と い う 存 在 を 知 ら せ ず に 読 め る よう こ の 物 語 は 設 計 さ れ て い る

9。

　
ガ ル シ ア ＝ マ ル ケ ス が 米 国 の 入 国 を 禁 止 さ れ て い る こ と を

繰 り 返 し 書 い て い る こ と を 踏 ま え て 読 め ば

1 0、 彼 か ら の 意 趣 返

し 、 復 讐 と み て よ い 。 入 国 を 阻 止 さ れ た 作 者 が 作 品 の 中 で 米 国を 消 す ぐ ら い は や っ て も お か し く は な い 。四 ．　
マ コ ン ド の 作 家 か ら 、 反 米 と は 無 縁 の よ う に 見 え る 『 マ ッ コ

ン ド 』 に 戻 っ て み る と 、 一 人 の 作 家 の 名 前 が 輝 い て く る 。 そ の

作 家 と は メ キ シ コ 人 ダ ビ ー ・ ト ス カ ー ナ の こ と で あ る 。　 『 マ ッ コ ン ド 』 の 序 文 を 書 い て い る チ リ 人 の 編 者 二 人 が 明 かし て い る が 、  『 マ ッ コ ン ド 』 の 構 想 に か か わ っ た 人 物 に は こ のト ス カ ー ナ も 入 っ て い る 。 こ の 短 篇 集 は チ リ 人 二 名 と メ キ シ コ人 一 名 の 発 案 に よ っ て 作 業 が 始 ま っ た の だ

1 1。 し か し ト ス カ ー

ナ は 最 終 的 に 編 者 に は な ら な か っ た 。 の ち に ト ス カ ー ナ は イ ンタ ビ ュ ー で 『 マ ッ コ ン ド 』 に つ い て こ う 振 り 返 っ て い る 。

　
『 マ ッ コ ン ド 』 の 序 文 は そ の 口 調 か ら マ ニ フ ェ ス ト の よ う に

な っ て し ま っ た け れ ど 、 こ の 短 篇 集 に 短 篇 が 収 め ら れ た ぼ く たち の な か で 、 ぼ く を 含 む 大 部 分 の 作 家 は 、 マ ニ フ ェ ス ト と は 考え て い な い 。 と い う の は 、  ぼ く た ち は 序 文 を 書 い た ア ル ベ ル ト  ・フ ゲ ー と セ ル ヒ オ ・ ゴ メ ス の 考 え に 同 調 し て い る わ け で は な いか ら だ

1 2。

　
発 案 者 の 一 人 が こ う 言 っ て い る こ と は 少 々 奇 妙 に も 聞 こ え

る が 、 グ ル ー プ の 中 に 意 見 の 相 違 が あ る の は 当 然 と い え ば 当 然か も し れ な い 。 で は 同 調 し か ね る 部 分 は ど の よ う な も の な のか 。 少 し 長 く な る が 引 き 続 き ト ス カ ー ナ の 話 を 聞 い て み よ う 。

　
［ フ ゲ ー と ゴ メ ス の ］ こ の 考 え と い う の は 、 単 純 に 要 約 す る

わ け で は な い け れ ど 、 米 国 文 化 の 決 定 的 な 影 響 を 受 け 入 れ る こと 、 ラ テ ン ア メ リ カ 文 学 は 都 会 的 で あ っ て 田 舎 臭 く あ っ て は なら ず 、 今 日 的 で あ る べ き で 、 過 去 を 掘 り 起 こ す こ と で は な い とい う こ と だ 。 こ の 点 に つ い て 言 え ば 、 何 人 か の 作 家 は （ 特 に ぼく の 場 合 だ け れ ど ）  、 何 か と の 断 絶 よ り も 継 続 的 発 展 を 信 じ る
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———　文学の移動 / 移動の文学　———

文
学
に
属
し
て
い
る
。
新
し
い
と
思
わ
れ
る
何
か
を
打
ち
立
て
る
こ
と
で

は
な
い
。
結
局
文
学
で
は
反
復
が
頻
繁
に
起
き
て
い
て
、
あ
る
本
と
別
の

本
を
異
な
る
も
の
に
す
る
の
は
、
何
ら
か
の
私
的
な
提
案
、
個
人
的
な
声

だ
と
い
う
の
を
ぼ
く
た
ち
は
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
本
に
ぼ
く
た
ち

が
見
つ
け
る
の
は
新
し
い
文
学
で
は
な
く
て
、
何
ら
か
の
言
い
方
を
す
る

な
ら
新
し
い
声
だ
。
だ
か
ら
思
う
の
だ
け
れ
ど
、
ぼ
く
は
ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
、『
マ
ッ
コ
ン
ド
』
の
序
文
を
ぼ
く
の
世
代
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
文

学
の
提
案
だ
と
は
見
な
し
て
は
い
な
い
。（
中
略
）
ぼ
く
は
そ
の
意
味
で
、

マ
ッ
コ
ン
ド
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
ね
。

　

ト
ス
カ
ー
ナ
は
実
に
率
直
な
言
い
方
で
、
チ
リ
人
編
者
が
創
出
し
た

「
マ
ッ
コ
ン
ド
」
グ
ル
ー
プ
か
ら
距
離
を
置
い
て
い
る
。
世
代
で
言
え
ば
、

ト
ス
カ
ー
ナ
は
一
九
六
一
年
生
ま
れ
、
チ
リ
人
編
者
の
ゴ
メ
ス
は
六
二
年

生
ま
れ
、
フ
ゲ
ー
は
六
四
年
生
ま
れ
な
の
で
同
世
代
で
あ
る
。
と
い
う
こ

と
は
、
世
代
で
見
て
も
フ
ゲ
ー
と
ゴ
メ
ス
が
提
起
し
た
考
え
の
ほ
う
が
特

殊
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
こ
と
は
と
て
も
興
味
深
い
。

　

実
際
、
ト
ス
カ
ー
ナ
が
『
マ
ッ
コ
ン
ド
』
の
た
め
だ
と
思
っ
て
選
び
出

し
た
短
篇
は
い
く
つ
も
却
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
マ
ッ
コ
ン
ド
」
的

で
な
い
か
ら
と
い
う
の
が
理
由
だ
。
ア
メ
リ
カ
の
文
芸
編
集
者
に
ラ
テ
ン

ア
メ
リ
カ
作
家
が
「
魔
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
で
な
い
か
ら
却
下
さ
れ
た
の

と
同
じ
こ
と
が
起
き
て
い
る
わ
け
だ
。
結
局
彼
は
「
難
し
い
人
生
の
夜
」

と
題
し
た
短
篇
を
入
れ
て
も
ら
う
。

　

そ
れ
は
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
の
ボ
ー
カ
ル
が
主
人
公
の
物
語
で
あ
る
。
若
く

し
て
地
方
都
市
（
モ
ン
テ
レ
イ
）
で
コ
ピ
ー
バ
ン
ド
の
一
員
と
な
り
、徐
々

に
オ
リ
ジ
ナ
ル
曲
も
増
や
し
て
い
く
。
ス
ペ
イ
ン
語
で
ロ
ッ
ク
を
歌
う
こ

と
が
評
価
さ
れ
、
地
元
で
は
コ
ン
サ
ー
ト
で
ス
タ
ジ
ア
ム
を
満
員
に
し
、

「
モ
ン
テ
レ
イ
で
最
高
の
ロ
ッ
カ
ー
」
と
い
う
評
判
を
得
る
。
す
る
と
レ

コ
ー
ド
会
社
に
目
を
つ
け
ら
れ
る
。
ハ
ン
サ
ム
な
ボ
ー
カ
ル
は
首
都
の
メ

キ
シ
コ
シ
テ
ィ
に
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
に
出
か
け
、
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
の

打
ち
合
わ
せ
や
メ
デ
ィ
ア
取
材
を
受
け
る
。
い
ざ
モ
ン
テ
レ
イ
に
戻
り
、

首
都
の
経
験
を
仲
間
に
聞
か
せ
る
と
、
仲
間
と
の
関
係
が
ぎ
く
し
ゃ
く
し

て
く
る
。
仲
間
と
し
て
は
外
見
が
い
い
の
が
取
り
柄
で
首
都
に
行
か
せ
た

の
に
、
い
っ
ぱ
し
の
売
れ
っ
子
に
な
っ
た
気
分
に
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

こ
う
し
て
彼
は
バ
ン
ド
か
ら
放
り
出
さ
れ
る
。
そ
ん
な
彼
も
も
う
年
齢
を

重
ね
、
未
来
の
こ
と
が
不
安
で
仕
方
な
い
。
今
の
バ
ン
ド
の
稼
ぎ
は
ゼ
ロ

で
、
こ
の
ま
ま
で
は
結
婚
式
や
パ
ー
テ
ィ
の
余
興
と
し
て
呼
ば
れ
る
の
が

せ
い
ぜ
い
だ
。
レ
ス
ト
ラ
ン
で
生
演
奏
を
聞
か
せ
て
小
銭
を
稼
ご
う
と
す

る
が
失
敗
に
終
わ
る
。
そ
れ
が
き
っ
か
け
で
ま
た
し
て
も
仲
間
と
の
関
係

が
壊
れ
、
バ
ン
ド
か
ら
追
い
出
さ
れ
る
。

　

地
方
の
バ
ン
ド
マ
ン
の
悲
劇
と
で
も
言
っ
て
い
い
こ
の
作
品
中
に
は

米
国
の
ア
ニ
メ
・
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
や
英
語
圏
ロ
ッ
ク
の
歌
詞
な
ど
が
頻
繁

に
引
用
さ
れ
る
の
で
、
表
面
的
に
見
る
だ
け
で
も
大
衆
文
化
を
取
り
入
れ

た
作
品
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
若
者
の
首
都
進
出
と
そ
の
挫
折
と
い
う
ス

ト
ー
リ
ー
は
い
か
に
も
普
遍
的
で
、
そ
れ
こ
そ
「
第
一
世
界
」
で
も
十
分

に
書
け
そ
う
だ
。
地
方
の
閉
塞
感
、
首
都
へ
の
憧
れ
と
い
っ
た
要
素
も
取

り
立
て
て
新
奇
な
も
の
で
も
な
い
。
ト
ス
カ
ー
ナ
に
よ
れ
ば
、
マ
ッ
コ
ン

ド
的
な
作
品
を
書
い
た
の
は
最
初
で
最
後
で
、「
自
分
の
探
求
は
別
の
方

向
へ
」
向
か
っ
た
と
言
っ
て
い
る
。

　

で
は
「
別
の
方
向
」
と
は
ど
こ
だ
ろ
う
か
？
彼
は
「
歴
史
を
掘
り
起
こ

す
こ
と
」、「
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
よ
り
も
伝
統
的
な
要
素
」
に
興
味
が

あ
っ
た
と
言
う
。
そ
の
「
別
の
方
向
」
が
実
を
結
ん
だ
の
が
、
長
篇
『
天

啓
を
受
け
た
勇
者
た
ち
』13
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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こ
の
『
天
啓
を
受
け
た
勇
者
た
ち
』
で
ト
ス
カ
ー
ナ
は
は
っ
き
り
と
反

米
主
義
、
反
帝
国
主
義
を
主
題
と
し
て
採
り
上
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
歴

史
を
掘
り
起
こ
す
」
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

メ
キ
シ
コ
の
モ
ン
テ
レ
イ
を
舞
台
と
す
る
こ
の
小
説
で
掘
り
起
こ
さ

れ
る
対
象
と
し
て
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
あ
る
。
一
九
〇
八
年
ロ
ン
ド
ン
、

一
九
二
四
年
パ
リ
、
そ
し
て
一
九
六
八
年
メ
キ
シ
コ
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で

あ
る
。
競
技
は
マ
ラ
ソ
ン
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
掘
り
起
こ
さ
れ
る
の
は
モ
ン
テ
レ
イ
と
い
う
場
所

で
あ
る
。
モ
ン
テ
レ
イ
は
十
九
世
紀
半
ば
の
米
墨
戦
争
で
戦
場
に
な
っ

た
（
モ
ン
テ
レ
イ
の
戦
い
）。
今
は
工
業
都
市
で
距
離
的
に
も
米
国
に
近
く
、

メ
キ
シ
コ
の
中
で
最
も
米
国
的
な
都
市
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
土
地

に
生
ま
れ
、
育
ち
、
小
説
家
に
な
っ
た
の
が
作
者
ト
ス
カ
ー
ナ
で
あ
る
。

　

こ
の
作
品
の
反
米
主
義
に
つ
い
て
は
、
内
容
紹
介
に
勝
る
も
の
は
な

い
。
物
語
を
追
っ
て
み
よ
う
。

　

一
九
二
〇
年
代
、
青
年
イ
グ
ナ
シ
オ
は
、
ま
だ
メ
キ
シ
コ
で
マ
ラ
ソ
ン

と
い
う
ス
ポ
ー
ツ
が
定
着
し
て
い
な
い
頃
、
パ
リ
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
出

場
し
よ
う
と
日
々
練
習
に
励
ん
で
い
た
。
し
か
し
出
場
が
叶
わ
な
か
っ
た

彼
は
、
一
九
二
四
年
七
月
十
三
日
、
パ
リ
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
マ
ラ
ソ
ン

が
行
わ
れ
る
の
と
同
じ
時
刻
に
モ
ン
テ
レ
イ
で
走
り
始
め
る
。
パ
リ
の
平

地
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
モ
ン
テ
レ
イ
の
平
地
を
選
び
、
ス
イ
ス
製
の
ス
ト
ッ

プ
ウ
ォ
ッ
チ
を
身
に
つ
け
て
。
パ
リ
の
メ
ダ
ル
有
力
者
は
米
国
人
ク
ラ
レ

ン
ス
・
デ
マ
ー
で
あ
る
。
彼
に
勝
つ
の
が
目
標
だ
。

　

途
中
、
沿
道
を
歩
く
メ
キ
シ
コ
人
に
は
珍
し
が
ら
れ
、
笑
わ
れ
な
が
ら

も
ゴ
ー
ル
し
た
。
タ
イ
ム
は
二
時
間
四
十
七
分
五
十
秒
。
仲
間
と
祝
杯
を

交
わ
し
て
い
る
と
、
そ
の
シ
ー
ン
を
た
ま
た
ま
同
席
し
た
カ
メ
ラ
マ
ン
が

写
真
に
撮
る
。
ス
ト
ッ
プ
ウ
ォ
ッ
チ
の
タ
イ
ム
も
写
っ
て
い
る
。

　

パ
リ
か
ら
届
い
た
結
果
と
照
ら
し
て
み
る
と
、
イ
グ
ナ
シ
オ
は
三
位
に

入
っ
た
米
国
人
ク
ラ
レ
ン
ス
よ
り
も
速
い
こ
と
が
わ
か
る
。
パ
リ
で
走
っ

て
い
れ
ば
銅
メ
ダ
ル
だ
っ
た
わ
け
だ
。
イ
グ
ナ
シ
オ
は
ク
ラ
レ
ン
ス
に
自

分
の
ゴ
ー
ル
後
の
写
真
を
添
え
て
手
紙
を
書
く
。「
豊
か
さ
で
は
米
国
に

負
け
て
い
る
が
、
マ
ラ
ソ
ン
の
結
果
で
は
勝
っ
て
い
る
。
本
来
の
持
ち
主

に
銅
メ
ダ
ル
を
送
っ
て
ほ
し
い
」。
返
事
が
こ
な
い
の
で
、
二
通
目
の
手

紙
を
書
く
と
き
に
は
、
一
九
〇
八
年
の
ロ
ン
ド
ン
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
マ

ラ
ソ
ン
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
添
え
る
。「
一
位
で
イ
タ
リ
ア
人
が
ゴ
ー
ル
し

た
の
に
、
な
ぜ
か
二
位
で
ゴ
ー
ル
し
た
米
国
人
が
金
メ
ダ
ル
を
受
賞
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
人
々
の
記
憶
に
残
っ
て
い
る
の
は
イ
タ
リ
ア
人

の
方
で
あ
る

14
。
あ
な
た
も
そ
の
二
の
舞
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
メ
ダ
ル

を
私
に
送
り
な
さ
い
」。
ク
ラ
レ
ン
ス
か
ら
返
事
は
な
く
、
イ
グ
ナ
シ
オ

は
歴
史
の
教
師
に
な
る
。

　

米
国
に
メ
ダ
ル
を
奪
わ
れ
て
四
十
四
年
が
過
ぎ
た
一
九
六
八
年
、
メ
キ

シ
コ
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
近
づ
く
頃
、
イ
グ
ナ
シ
オ
は
歴
史
の
授
業
で
、

米
墨
戦
争
よ
り
前
の
メ
キ
シ
コ
の
地
図
を
見
せ
、
い
か
に
国
土
が
広
大
で

あ
っ
た
か
を
生
徒
た
ち
に
示
す
。

　
イ
グ
ナ
シ
オ
は
、［
地
図
上
の
］
街
の
幾
つ
か
の
名
前
、
サ
ン
・
ア
ン

ト
ニ
オ
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
、
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
、
サ
ン
タ
・
バ
ル
バ

ラ
を
人
差
し
指
で
叩
く
。
生
徒
た
ち
に
、
な
ぜ
ス
ペ
イ
ン
語
の
名
前
が
付

い
て
い
る
と
思
う
の
か
と
尋
ね
る
。
そ
し
て
モ
ン
テ
レ
イ
湾
を
指
差
し
て

言
う
。
こ
の
場
所
は
我
々
の
街
と
同
じ
名
前
を
し
て
い
る
が
、ど
ち
ら
も
、

（
…
）
ヌ
エ
バ
・
エ
ス
パ
ー
ニ
ャ
副
王
領
の
モ
ン
テ
レ
イ
伯
爵
、
ド
ン
・
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ガ
ス
パ
ー
ル
・
デ
・
ス
ニ
ガ
・
イ
・
ア
セ
ベ
ー
ド
に
敬
意
を
表
し
て
付
け

ら
れ
た
の
だ
。だ
が
グ
リ
ン
ゴ
ど
も
は
綴
り
か
ら
ｒ
を
一
つ
取
っ
て
い
る
。

と
い
う
の
も
連
中
は
ｒ
を
二
つ
続
け
て
発
音
で
き
な
い
か
ら
だ

15
。

　

イ
グ
ナ
シ
オ
の
歴
史
の
授
業
は
常
に
こ
う
し
た
反
米
的
内
容
だ
っ
た

た
め
、
校
長
や
生
徒
の
親
か
ら
苦
情
が
訴
え
ら
れ
て
い
る
。
生
徒
の
中
に

も
「
米
国
の
方
が
道
路
は
い
い
し
、
服
も
安
い
し
、
電
気
製
品
は
性
能
が

い
い
し
、汚
職
も
な
い
。
リ
オ
・
グ
ラ
ン
デ
に
国
境
が
な
く
て
、も
っ
と
南
、

モ
ン
テ
レ
イ
の
南
に
国
境
が
あ
れ
ば
、
モ
ン
テ
レ
イ
の
人
は
米
国
人
に
な

れ
た
し
給
料
だ
っ
て
ド
ル
で
も
ら
え
た
の
に
」
と
言
う
者
が
い
る
。
イ
グ

ナ
シ
オ
は
そ
う
い
う
生
徒
を
「
売
国
奴
」
と
呼
ん
で
教
室
か
ら
追
い
出
し

て
し
ま
い
、
そ
れ
が
原
因
で
彼
は
学
校
を
ク
ビ
に
な
る
。

　

イ
グ
ナ
シ
オ
は
、
い
よ
い
よ
奪
わ
れ
た
メ
ダ
ル
と
土
地
を
取
り
戻
す
時

が
来
た
と
見
な
し
、
生
徒
た
ち
に
声
を
か
け
て
軍
隊
を
組
織
し
よ
う
と
動

き
だ
す
。
テ
キ
サ
ス
へ
進
軍
し
、
グ
リ
ン
ゴ
た
ち
に
命
ず
る
つ
も
り
だ
。

た
だ
ち
に
テ
キ
サ
ス
を
後
に
せ
よ
、
さ
も
な
け
れ
ば
暴
力
的
に
立
ち
退
い

て
も
ら
う
こ
と
に
な
る
、
と
。
ア
ラ
モ
砦
の
奪
還
、
そ
れ
が
彼
ら
の
目
標

で
あ
る
。

　

物
語
で
は
そ
の
後
、
イ
グ
ナ
シ
オ
の
誘
い
に
乗
っ
た
五
名
の
生
徒
と
イ

グ
ナ
シ
オ
の
進
軍
が
語
ら
れ
る
。
案
の
定
と
い
え
ば
い
い
の
か
、
奪
還
は

失
敗
に
終
わ
る
。
あ
る
者
は
死
に
、
あ
る
者
は
日
常
に
帰
り
、
あ
る
者
は

気
が
狂
う
。
そ
し
て
迎
え
た
十
月
二
十
日
、
メ
キ
シ
コ
シ
テ
ィ
で
マ
ラ
ソ

ン
の
号
砲
が
鳴
る
と
き
、
イ
グ
ナ
シ
オ
は
モ
ン
テ
レ
イ
で
二
度
目
の
マ
ラ

ソ
ン
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
。
今
度
こ
そ
、メ
ダ
ル
を
取
り
戻
そ
う
と
し
て
。

　

六
．

　

こ
の
物
語
を
、
現
在
の
メ
キ
シ
コ
に
お
け
る
反
米
主
義
の
実
態
と
解
す

る
読
者
は
メ
キ
シ
コ
に
も
そ
う
そ
う
い
な
い
。
著
者
ト
ス
カ
ー
ナ
を
筋
金

入
り
の
反
米
主
義
者
、
極
端
な
国
粋
主
義
者
だ
と
み
な
す
人
も
い
な
い
。

も
ち
ろ
ん
そ
う
い
う
読
者
が
い
た
ら
興
味
深
い
と
は
い
え
、
や
は
り
こ
の

物
語
は
、
書
評
や
先
行
研
究
な
ど
で
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、「
ド
ン
・

キ
ホ
ー
テ
的
」、「
空
想
的
な
」
も
の
と
し
て
読
ま
れ
て
い
る

16
。
イ
グ
ナ

シ
オ
の
発
言
に
し
ろ
、
進
軍
に
し
ろ
、
そ
の
ど
れ
も
が
『
ド
ン
・
キ
ホ
ー

テ
』
に
お
け
る
風
車
へ
の
突
進
と
同
じ
種
類
の
ユ
ー
モ
ア
に
満
ち
て
い

る
。
奪
還
の
物
語
に
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
マ
ラ
ソ
ン
が
据
え
ら
れ
て
い
る
と

こ
ろ
に
も
、
あ
る
種
の
娯
楽
性
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
で
は
ま
っ
た
く
荒
唐
無
稽
な
空
想
物
語
か
と
い
う
と
、
そ
う

と
も
言
い
切
れ
ま
い
。
読
み
手
は
メ
ダ
ル
や
領
土
の
奪
還
が
根
拠
の
あ
る

も
の
だ
と
感
じ
な
が
ら
読
み
進
め
る
。
米
墨
戦
争
で
の
米
国
の
領
土
獲
得

に
つ
い
て
の
知
識
が
な
く
と
も
、
ロ
ン
ド
ン
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
お
け
る

米
国
の
手
口
に
は
納
得
が
い
く
。
こ
の
物
語
は
「
第
三
世
界
」
な
ら
ど
こ

で
も
頻
繁
に
起
き
て
い
る
こ
と
を
、
メ
キ
シ
コ
の
事
例
で
語
っ
て
い
る
に

す
ぎ
な
い
。

　

米
国
内
の
ス
ペ
イ
ン
語
の
地
名
に
つ
い
て
、
お
そ
ら
く
（
日
本
で
も
）

ほ
と
ん
ど
の
ス
ペ
イ
ン
語
教
師
が
イ
グ
ナ
シ
オ
の
よ
う
に
話
題
を
展
開

す
る
。「
い
っ
そ
米
国
人
に
生
ま
れ
た
か
っ
た
」
と
い
う
生
徒
の
反
論
は
、

物
語
の
設
定
で
は
一
九
六
八
年
の
出
来
事
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
決
し
て
古

い
話
に
は
聞
こ
え
な
い
。
受
け
入
れ
る
か
ど
う
か
は
そ
の
人
次
第
だ
が
、

そ
の
考
え
方
は
今
日
的
だ
。

　

メ
ダ
ル
や
領
土
は
過
去
の
収
奪
と
し
て
掘
り
起
こ
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
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昔
話
が
し
た
い
か
ら
で
は
な
く
、
過
去
と
現
在
が
何
ら
変
わ
っ
て
い
な
い

こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る
。
米
国
勢
力
の
南
下
は
世
紀
末
に
始
ま
っ
た

こ
と
で
は
な
い
。
メ
キ
シ
コ
の
場
合
、
十
九
世
紀
か
ら
す
で
に
そ
の
巨
大

な
影
響
力
が
の
し
か
か
っ
て
い
る
。
巨
大
な
力
に
支
配
さ
れ
る
日
が
長
く

な
る
と
、
人
は
気
づ
か
ぬ
う
ち
に
そ
れ
を
既
成
の
事
実
だ
と
諦
め
て
し
ま

う
。
米
国
文
化
は
我
々
の
日
常
生
活
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
し
か
し

そ
れ
と
同
時
に
何
か
が
奪
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
い
が
ち
だ
。

こ
の
物
語
は
、
そ
ん
な
風
に
眠
ら
さ
れ
た
抵
抗
の
力
の
目
を
覚
ま
そ
う
と

し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
取
り
戻
す
ま
で
の
道
の
り
は
果
て
し

な
く
長
い
。
そ
の
行
く
末
は
小
説
で
書
か
れ
て
い
る
と
お
り
な
の
か
。

　

筆
者
が
こ
の
本
の
こ
と
を
知
っ
た
の
は
、
先
に
触
れ
た
キ
ュ
ー
バ
の

「
カ
サ
・
デ
・
ラ
ス
・
ア
メ
リ
カ
ス
」
に
籍
を
置
く
文
芸
評
論
家
ホ
ル
ヘ
・

フ
ォ
ル
ネ
ー
の
文
章
を
通
じ
て
だ
っ
た

17
。
そ
の
後
、
こ
の
小
説
が
同
機

関
の
文
学
賞
を
受
賞
し
て
い
る
こ
と
も
知
っ
た

18
。
多
く
の
場
合
、
何
か

の
受
賞
作
で
あ
れ
ば
本
の
裏
表
紙
あ
た
り
で
触
れ
ら
れ
て
も
い
い
の
だ

が
、
ト
ゥ
ス
ケ
ッ
ツ
出
版
の
こ
の
本
に
は
そ
う
い
う
言
及
が
な
い
。

　
「
カ
サ
・
デ
・
ラ
ス
・
ア
メ
リ
カ
ス
」
は
創
設
以
来
、
主
に
ラ
テ
ン
ア

メ
リ
カ
の
作
品
を
顕
彰
し
、
作
品
に
一
定
の
価
値
を
与
え
て
い
る
。
そ
し

て
文
学
賞
以
外
で
も
、
古
典
で
あ
れ
、
現
在
書
き
続
け
て
い
る
作
家
の
作

品
で
あ
れ
、
叢
書
に
入
れ
て
キ
ュ
ー
バ
版
を
刊
行
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は

商
業
出
版
と
い
う
よ
り
は
、
読
ま
れ
る
べ
き
作
品
と
し
て
多
く
の
人
の
目

に
留
ま
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
だ
。
革
命
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た

こ
の
よ
う
な
文
学
制
度
は
、
キ
ュ
ー
バ
に
よ
る
「
第
三
世
界
」
文
学
の
創

設
で
も
あ
る
。
ト
ス
カ
ー
ナ
の
こ
の
本
の
キ
ュ
ー
バ
版
が
あ
る
か
ど
う
か

は
知
ら
な
い
が
、
キ
ュ
ー
バ
が
こ
の
本
を
顕
彰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
特
別

な
価
値
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
、
二
十
一
世
紀
の
「
第
三
世
界
文
学
」
の

可
能
性
と
受
け
止
め
た
い
。
マ
イ
ア
ミ
か
ら
わ
ず
か
九
十
マ
イ
ル
な
が

ら
、
米
国
か
ら
最
も
遠
い
キ
ュ
ー
バ
だ
か
ら
こ
そ
、
米
国
国
境
す
ぐ
近
く

の
、
最
も
米
国
的
な
都
市
モ
ン
テ
レ
イ
で
書
か
れ
た
こ
の
作
品
を
見
出
し

た
。
こ
の
作
品
は
メ
キ
シ
コ
人
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
キ
ュ
ー
バ
文
学
で
も

あ
る
。
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例
え
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ボ
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あ
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あ
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な
公
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あ
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九
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五
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で
あ
る
。
メ
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シ
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テ
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の
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で
は
、
コ

ヨ
ア
カ
ン
地
区
の
「
パ
ラ
シ
オ
・
デ
・
イ
エ
ロ
」
が
一
九
八
九
年
オ
ー
プ
ン
で
あ
る
。

ま
た
、
ス
ペ
イ
ン
語
版
Ｃ
Ｎ
Ｎ
（C

N
N

 en español

）
の
放
送
開
始
は
一
九
九
七
年
。

4　
 Fuguet, A

lberto and Sergio G
óm

ez(ed.), op.cit., p.10.
5　

 

朝
日
新
聞
紙
上
で
は
、「
第
三
世
界
」
は
七
回
使
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、「
第
一

世
界
」
と
「
第
二
世
界
」
は
一
度
も
な
い
（
二
〇
一
六
年
十
月
十
八
日
、
過
去
一
年
分

の
記
事
検
索
を
行
な
っ
た
結
果
）。

6　

 Fernández R
etam

a, R
oberto, Para una teoría de la literatura hispanoam

eri-
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cana
, Instituto 

Caro y 
Cuervo, 

Bogotá, 1995, p.79.
7　

 
キ ュ ー バ 教 育 省 編 『 キ ュ ー バ の 歴 史 』  （ 後 藤 政 子 訳 ）  、 明 石 書 店 、

二 〇 一 一 年 、 百 九 十 二 頁 。
8　

 ガ ル シ ア ＝ マ ル ケ ス 、  「 大 統 領 閣 下 、  よ い 旅 を 」  、  『 十 二 の 遍 歴 の 物 語 』  （ 旦

敬 介 訳 ）  、 新 潮 社 、 一 九 九 四 年 、 十 五 ― 五 十 頁 。
9　

 ガ ル シ ア ＝ マ ル ケ ス に は 、  米 国 を 象 徴 す る 飲 み 物 コ カ  ・  コ ー ラ と キ ュ ー

バ に 関 す る エ ッ セ イ が あ る 。 米 国 と の 国 交 が 途 絶 し た の ち 、 コ カ ・ コ ー ラが 飲 め な く な っ た キ ュ ー バ 人 が 努 力 し て 国 産 コ ー ラ を 生 産 に 至 る ま で を 喜ば し い 話 と し て 語 り 、 海 外 に 仕 事 で 出 た キ ュ ー バ 人 が 土 産 品 と し て コ カ ・コ ー ラ を 買 っ て 戻 っ た が 、 革 命 か ら 長 く 経 過 し て い た た め に 、 す で に コ カ  ・コ ー ラ を 知 ら な い 人 が い て 喜 ば れ な か っ た と い う エ ピ ソ ー ド で 締 め く く られ る （

García 
Márquez, 

Gabriel, “
Allá por aquellos tie

mpos de la 
Coca-

Cola”, 
No-

tas de prensa, 
Mondadori, 

Barcelona, 1999, pp.209-212. ）  。 ガ ル シ ア ＝ マ ル ケ ス

は 一 九 五 〇 年 代 に ソ 連 を 訪 れ た 時 に も 、 ソ 連 を 「 コ カ ・ コ ー ラ の 広 告 が ない 土 地 」 と 評 し て い る （

García 
Márquez, 

Gabriel, “
U

R
S
S : 22.400.000 kiló

met
-

ros cuadrados sin un solo aviso de 
Coca-

Cola”, De 
Europa y 

A
mérica

, 
Mondadori, 

Barcelona, 1992, pp.617-623.

）  。  「 米 国 な き 世 界 」 は ガ ル シ ア ＝ マ ル ケ ス が 長

年 温 め て い る 構 想 と 見 て よ い 。
1 0　

 自 分 が い わ れ の な い 理 由 で 米 国 に 入 国 を 阻 止 さ れ た と い う の も ガ ル シ

ア ＝ マ ル ケ ス が よ く 語 る エ ピ ソ ー ド だ 。 彼 は 米 国 の そ う し た 対 応 を 「 米 国批 判 者 に 対 す る 帝 国 主 義 的 懲 罰 」 と 名 付 け て い る （

García 
Márquez, 

Gabriel, 

“
U
S

A : 
mejor cerrado que entreabierto”, op.cit

, pp.404-407. ）  。 な お 、 カ ブ レ ラ

＝ イ ン フ ァ ン テ は ガ ル シ ア ＝ マ ル ケ ス が 告 白 す る 米 国 入 国 禁 止 措 置 を 虚 偽だ と 指 摘 す る （

Cabrera Infante, 
Guiller

mo, “
Nuestro proho

mbre en 
La 

Habana”, 

Mea 
Cuba

, 
Alfaguara, 

Madrid, 1992, pp.273-281. ）  。 カ ブ レ ラ ＝ イ ン フ ァ ン テ の

説 が 正 し い と す れ ば 、 ガ ル シ ア ＝ マ ル ケ ス は 嘘 を 用 い て ま で 米 国 に と っ て

「 好 ま し か ら ざ る 人 物 」 で あ ろ う と し て い る こ と に な る 。

1 1　

 

安 藤 哲 行 『 現 代 ラ テ ン ア メ リ カ 文 学 併 走 』  、 松 籟 社 、 二 〇 一 一 年 、

四 十 三 ― 五 十 七 頁 。
1 2　

 本 稿 で 引 用 す る イ ン タ ビ ュ ー の 出 典 は 以 下 の 通 り 。
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Sc
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vi
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Studies/
Estudios 

Mexicanos
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No.2 ( Su
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mer 2002

) , pp.351-362.
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minado
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 El ejército ilu
minado

, pp.17-18.

1 6　

 Abeyta, 
Michael, “

El hu
mor negro, la burla de la 

modernidad y la econo
mía 
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br

o e
n la 

narrati
va 

de 
Da

vi
d 

Tosca
na”, Revista de 

Crítica 
Literaria 

Latino
-

a
mericana

, 
Año 36, 

No.72 (2010), pp.415-436.

な ど 。
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Fornet, Jorge, “

Narrar 
Latinoa

mérica a la luz del bicentenario”, Elogio de la 

incertidu
mbre, 

Ediciones 
U

NI
Ó

N, 
La 

Habana, 2014, pp.7-34. 『 天 啓 を 受 け た 勇

者 た ち 』 と と も に 、 ペ ド ロ ・ レ メ ベ ル （ チ リ ）  、 マ リ オ ・ ベ ジ ャ テ ィ ン （ メキ シ コ ） が 論 じ ら れ る 。
1 8　
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（ 最 終 ア ク セ ス 二 〇 一 六 年 十 月 二 十 六 日 ）


