




0 5 7 ｜特集─移動する戦時プロパガンダ・メディア｜楊 韜

親政記』のほうは、人物設定が緻密であり、複数の対立軸が設けられている。
その結果、全体における内容の充実さ、プロットの豊かさ、キャラクターの
多種多様性が見られる。『秦良玉』も良い作品だが、『光緒親政記』はより精彩
を放っていると筆者は思う。このことから、楊村彬の話劇作家としての成長
も見られたといえよう。言い換えれば、創作を続けることが楊村彬の創作能
力を向上させたという結果を導いた。

4. 結びに

以上、『秦良玉』と『光緒親政記』の基本状況を整理し、複数のシーンをピッ
クアップすることでそれぞれのストーリーや登場人物を見てきた。『秦良玉』
と『光緒親政記』のどちらも、直接に戦争そのもの或いは戦場での戦いを描い
た作品ではない。しかし、いずれも日本という敵との戦いにまつわるもので
ある。明の時代における倭寇でも、日清戦争における日本帝国軍でも、すべ
て中国の敵として、登場人物の口を借りて、物語に登場している。
いうまでもなく、これは1940年代の日中戦争の投影である。一見戦争題
材ではないが、『秦良玉』と『光緒親政記』のいずれも戦争を寓意した恰好の抗
戦文芸であり、抗日話劇プロパガンダである。当時において、中国は亡国と
いう最大の危機に瀕していた。民族が一致団結して、日本の侵略を撃退しよ
うという意識を最大限に高揚させようという最も重要とされる政治的・社会
的文脈を背景に、楊村彬の歴史話劇が創作されたといえよう。

【付記】

本稿は科学研究費【基盤研究（B）『中国建国前夜のプロパガンダ・メディア表象：

劇場文化と身体芸術のコラボレーション』（研究代表者：星野幸代）】の研究分担金

の交付を受けて行った研究成果の一部である。
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