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LIntroduction

Enl881,laFranceoccupalaTunisie,etenfitunprotectoratdeuxans

pluｓｔａｒｄＬ，ann6esuivante,ｌ'Angleterreoccupal'Egypte,ｍａｉｓｅｌｌｅｎ，en

fitunprotectoratqu'enl914PourquoilesdeuxpayseuropeensoccupE-
-

rentlesdeuxpaysnord-africains，ｓｉｃｅｎ'etaitpaspourenfaireleurs

colonies？Lesdeuxcassont-ilsreliesl，unetrautre?Cesontdesquestions

dignesd，etrepos§es,pourcomprendrelanaturedePimp§rialisme，par‐

ticulierementparcequel'occupationdelEgypteparl，AngleterredEclen‐

chaparmilespuissanceseuropeenneslaconcurrencepourdesterritoirｅｓ
－

d'outre-mer,ouvrantainsil'ｅｒｅｄｅｌ，imperialismeetducolonialisme．Ｃ，

ｅｓｔｎｏｎｓｅｕｌｅｍｅｎｔｌｅｍｏｂｉｌｅｄｅｌ，occupationmilitaire，maissonresultat

quiest,bienentendu,ｔｒｅｓｉｍｐｏｒｔａｎｔｄｕｐｏｉｎｔｄｅｖｕｅｄｅｌ，histoireeconomi‐

quedespayscolonis6s．
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SelonlemarxismeinterpretepaｒＶ､LL6nineetdesespartisans,la

colonisationdespaysdel'Ａｓｉｅｅｔｄｅｌ，Afriqueparlespaysimperialistes

futfaiteenvuededEbouchesreservespourleurscapitauxetleurs
ゴ

produitsindustriels、Maislesanalvsessoigneusesdelapolitiqueexpan‐

sionnistesdel'AngleterreetdelaFranceapartiｒｄｅｓａｎｎ６ｅｓｌ８８０ｃｏか

duitesparHBrunschwig(1960),Ｒ・RobinsonetJ,Gallagher（1961),Ｄ・

GiffordetW.ＲLouis(1971),etWBaumgart(1982)ｍontrentclairement

quelemobileeconomiquefutplut6tunpr6texte，ｌｅｍｏｂｉｌｅｒ§ｅｌ色tantd’

ordrestrat色giqueetreposantsurlaconcurrencenationalisteNous

reviendronsplｕｓｌｏｉｎｓｕｒｃｅｐｏｉｎｔ・

Pourcertainsneo-marxistes，ｏｕｌｅｓｔｈ§oriciensdeladependance
-

economiquecommｅＡ.Ｇ,Franｋ(1978)ｅｔＳ,Ａｍｉｎ(1970),lecadrepoliti‐

quedelacolonisationn,estpassiimportant・Uimportant1c，ｅｓｔｑｕｅｌｅｓ

ｐａｙｓｄｕｔｉｅｒｓｍｏｎｄｅ色taient,etsontencore,intEgr色sdanslecapitalisme

mondialC，estdirequ,ａｃｅｓｐａｙｓｅｓｔｉｍｐｏｓｅｕｎ,，d6veloppementdesous

-d色veloppement,，，soitlaspecialisationdansunecertainemonoculture

Dessp色cialistesnon-marxistesdelacolonisationnenientpasquelespays

colonis§ｓｏｎｔｄ色veloppEuncconomiedoubleavecquelquessecteurssur

-developp色setlesautresstagnantsousupprim色ｓＭａｉｓｉｌｓｎｉｅｎｔｑｕｅｃｅｓ

ｐａｙｓｆｕｒｅｎｔｓur-exploitesparlescolonisateursetqueleurindustrialisa‐

tioneDtEtepossiblesanscolonisationAinsi,Ｒ・vonAlbertini(1982)ｅｔ

ＤＫ､Fieldhouse(1982)ont-ilstendanceapenserquelacausedusous
-

-d2veloppementdｕｔｉｅｒｓｍｏｎｄｅｎ'ｅｓｔｐａｓｌｅｃｈａｎｇｅｍｅｎｔｉｍｐｏｓ６ｐａｒｌes

colonisateurs，maisplut6tl，insuffisanced,untelchangement、Lesquels

parmicesth6oriciensontraison？Nousallonschercherunereponse，en

6tudiantlescasdelaTunisieeｔｄｅｌＥｇｙｐｔｅ,maisseulementjusqu,ala

PremiefeGuerremondiale,ｆａｕｔｅｄ'espaceetdetemps(1)．

２．Ｌ，arri色re-planhistorique

llestd'abordutiledecomparerled色veloppementhistoriquedesdeux
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futurescoloniesjusqu'aleuroccupationparlespuissanceseuropeennes．
＝

LesdeuxpaysetaientdespossessionsdelaTurquieOttomanedepuisle

l6esiEcle,gouvernEespardesmamelouks・Maiscesmamelouks-gouver・

neursjouissaientd，unequasi-ind§pendancevis-a-visduSultan・Ａｌａｆｉｎ

ｄｕｌ８ｅｓｉ色cle，ｌ'EgyptefutoccupeeparlesFranCais，ｅｎｆａｉｔｌｅｃｏｒｐｓ
－

ｅｘｐ§ditionnairedeNapoleon，ensuitechass6parlesAnglais、Dansla

confusionapreslaretraitebritannique，unofficierturcd'origineal‐

banaise,MuhammadAli,gagnalepouvoirenl805etcentralisalegouver‐

nement・Impressionneparlapuissancemilitairedespayseurop色ｅｎｓｉｉｌ

ｖｏｕｌｕｔｆｏｒｍｅｒｕｎｅａｒｍ色ｅ§gyptiennepuissanteal，imagedesarmees
-

-

europeennes,etentamaunemodernisation（uneeurop色anisation）ｄｅｌ’

Egypteenintroduisantdes§colesetdesusinessuivantsurtoutlemodele

franGais

DansleMaghreb,ｌ'AlgeriefutoccupeeparlaFranceenl830-34,ｅｔ
－

ｌａＬｉｂｙｅｆｕｔｒｅｏｃｃｕｐｅｅｐａｒｌａTurquieenl835・LaTunisie,cependant，
＝

cherchalaprotectiondelaFrancepoureviterunenouvelleoccupation

parlaTurquiePendantleregned'ＡｈｍａｄＢｅｙ（1837-55)，laTunisie

introduitdeseにmentseurop§ens,surtoutfranGais,ｅｎｓｕｉｖａｎｔｌ，exemple
delEgypte・EnEgypte,malgrel'ｅｃｈｅｃｄｅｌ'industrialisationmanufactu‐

rigre，MuhammadAlir6ussitヨorganiserunearmEemoderne，ｅｎｒｅ‐

crutantdenombreuxpaysans(outrelesmamelouksetlesesclavesnoirs）

eｔｅnprofitantd'uneagriculturedevelopp6edej且ｅｎｖｏｉｅｄｅｃｏｍｍｅｒ‐

cialisationAveccettearm6e，ilputconqu6rirlaSyrie1lapeninsule

arabe,ｅｔｌｅＳｏｕｄａｎ；lEgypteauraitpugagnersonind6pendancetotalevis

-a-visdelaTurquie,ｓａｎｓｌ'interventionmilitairedel'Angleterreetdela

France,quisouhaitaientlemaintiendustatu-quoenOrient・Ａｌ，oppose，
￣

enTunisie，ledEficitbudg色tairenepermitpaslemaintiend'unearmee

puissante・

ＡｐｒｇｓｌｅｓｄｅｃｅｓｄｅＭｕｈａｍｍａｄＡｌｉｅｔＡｈｍａｄＢｅｙｅｎＥｇｙｐｔｅｅｔｅｎ

Ｔｕｎｉｓｉｅ(l849etl855respectivement),leurpolitiqued'europ色anisationfut，



malgr6quelquesreculs，poursuivieparleurssuccesseurs，Pourtant，

devantl，§ｃｈｅｃｄｅｌ，industrialisation，ilsrecoururentauxempruntseu‐

rop§ens,surtoutfranGaisetanglais・Quelquesinvestissementsfurent

productifs,ｃｏｍｍｅlaconstructionducanaldeSuez,maislaplupartdes

cr色ditsfurentgaspill色sparKh6divelsmaYlenEgypteetlesbeysTunisiens

etleurentourageEnfin,suiteademauvaisesrecoltesenＴｕｎｉｓｉｅｅｔ５ｉｌａ

ｃｈｕｔｅｄｕｐｒｉｘｄｕｃｏto､，principalproduitd'exportationdelEgypte，les

deuxpaysfirentfailliteetdurentaccepterlecontr61efinancierdespays

europeens,surtoutlaFranceetrAngleterre,ａｕｃｏｕｒｓｄｅｓａｎｎ§esl860et

l870LaFrancecherchaヨpousserlaTunisiedanssasphered'influence

parcequ'elleetaitvoisinedesonterritoirealgerienMaisL'Angleterre

etl，Italie(principalfournisseurdesimmigreseurop6ensenTunisie)ｓ'y

opposerent．Ｌ'Angleterreetaitlepartenairecommercialprincipaldel，

Egypte,etlecanaldeSuezavaitpourelleuneimmensevaleurstrat§gique

carilconstituaitunerouterapideversl'IndeEndepitdecefait,ellese

contentaitd'unesuzerainet色ｔｕｒｑｕｅｓｕｒｌ'Egypte・

Enroccasiondelaconf6rencedespuissanceseuropeennesdel878a
-

Berlin，１，Allemagne，ｑｕｉａｖａｉｔｖａｉｎｃｕｌａＦｒａｎｃｅｄａｎｓｌａｇｕerredel870，

voulutconsoliderl'ordreeuropeenenservantdem6diateurdansles
-

conflitsd'inter6tconcernantlestelTitoiresturcsoAlors，ｌ'Allemagne

pensalaisserlaTunisie2ilaFranceencompensationdeAlsace-Loraine，

etl'Egypteal，Angleterreencontrepartie・LaFranceacceptalaTunisie，

ｍａｉｓｌ，Angleterreh目sitaaoccuperl'Egypteetchoisitplut6tChypre

commepointstrategiquemilitaireLeｓｉｎｔ６ｒｅｔｓｄｅｌ，Italienefurentpas

prisencompte，ｐａｒｃｅｑｕｅｃｅｐａｙｓ§taitencorefaibleintErieuremenｔｅｔ

ｅｘｔ６ｒieurement、ＬａＦｒａｎｃｅｎ'avaitpas,ellenonplus,ungouvernement

assezsolideetelleneputoccuperIaTunisiequ'enl88LPuisl，Angleter‐

refutcontrainte,pourfairefaceaunmouvementmilitairenationalisteen

Egypte,ｄ，occupercepayslianneesuivante．
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3．Leprocessusd，occupation

〈EnTunisie＞

Pourapprofondirel'analysedel'occupationdelaTunisieetdeT

Egypte,ilfautsepenchersurlesintentionsdelaFranceetderAngleter‐

reSelonlesouvragesdeBrunchwigetBaumgartd6jacitEs,ainsique

ceuxdeJ・Ganiage(1968)etceluideP.Ｈ・Benjamin(1891),ａｕｍｏｍｅｎｔｄｅ

ｌａｃｏｎ絶rencedeBerlin,ｌａ”questionorientale,，，asavoirl，intEgritEde］，

EmpireOttomanetlarepartition6ventueUedesterritoiresottomansd，

Afriquedunordentrelespuissanceseuropeennes，devintuneEl色ｍｅｎｔ
￣

indispensabledanslapolitiquede”l'もquilibredepuissance.，，Ｌｏrsde

cetteconf6rence,laFrancereQutcarteblancheenTunisie,moyennantson

accordal'occupationdeChypreparl'Angleterre,ｍａｉｓｅｌｌｅｎｅｓ，engagea

pastoutdesuiteParceque,ｃｏｍｍｅｌｅｄｉｔＧａｎｉａｇｅ，

，'Ｌ'opinionEtaitplut6thostileauxexp§ditionscoloniales．Ｃでtaitun

faitbien6tabliquelescoloniescoOtaientcher，訂administrercommea

conqu6rir．Ｌ,exp§ditionduMexiqueavaitlaiss色defacheuxsouvenirs．

Ｌ'exemplealgerienmontraitquelapacificationdemeuraitincertaine,que

periodiquementilfallaitymenercampagne，organisercesexp目ditions

auxquellespoussaientdesmilitaｉｒｅｓｅｎｍａｌｄ'avancement・Onnevoyait

alorsaucuneraisoneconomiquepourreprendreoutremerl，expansion
￣

meneesouslesecondEmpire.，'(2)

PourtantJemouvementcolonialisteavaitcommencEasemanifester

enFranceversl875etilinspiralapens6edeJulesFerry,premierministre

enl88LPendantｑｕｅｌａＦｒａｎｃｅｈｅｓｉｔｉｔ５ｉａｇｉｒａｐreslaconfErencede

Berlin,’'1talieessayad，aargirsoninfluenceenTunisie，ｅｔｌ，Angleterre，

apr§sunchangementdegouvernementdel880,ｍodifiasonattitude

enverslaFrance・Ainsi,legouvernementfranCaisfinitparenvoyerun

corpsexpEditionnaireenTunisie，ensaisissantcommeprEtextel,incur‐

siondansleterritoirealgEriend，unetributunisienneCetteop色ration

militaireayant,'r色ussi,''１ａＦｒａｎｃｅｐｕｔｉｍｐｏｓｅｒｕｎｔｒａｉｔＥａｕｂｅｙdeTunis，

５



selonlequel”cetteoccupationcesseralorsquelesautorit5smilitaires

franCaisesettunisiennesaurontreconnu，。'uncommunaccord，ｑｕｅｌ’

administrationlocaleestenetatdegarantirlemaintienderordre.”(Art，

２dutraiteduBardo）

LaChambrefranQaiseratifaletraiteaTunanimit6，ｍａｉｓｕｎｅ

insurrectiondanslesuddelaTunisienecessitaunenouvellecampagne

militaire,quientrainal，echecdeFerryauxe1色ctionsparlementairesetsa

d色mission・Lespremiersministressuivants，GambettaetFreycinet，

furentEgalementcontraintsdeｄ色、issionnersuitealacriseenEgypte，

cｏｍｍｅｎｏｕｓallonslevoirtoutdesuite・Ferryredevintalorspremier

ministreetfitdelaTunisieunprotectoratfranGaisparlaconventionde

laMarsadel883・

PourquoilaFrance，ouplut6tFerry，voulut-ilprendrelaTunisie？

SelonsondiscoursauParlementdel885,ainsiquesespr5facesaquelques

livres,ｃ'§taittoutd，abordpourretrouverlesresponsabilitesd,unegrande

puissance．，,Lapolitiquederecueillementoud，abstention，，danslaquelle

laFrances，enfermaitdepuisl872etaitconsidEreecomme，,legrand

chemindeladEcadence.，，(3)Ilyajoutelan色cessited，assurerdespointsd，

appuietlesbasesderavitaillementpourlesescadresfranQaises・Ｉｌｃｉｔｅ

色galementdesraisonseconomiqUesIasavoirchercherdenouveaux
-

debouch色spourlesproduitsetcapitauxfranCais・Maispourlespartisd，

opposition,ｄ色tournerunepartiedesforcesdelaFranceaudeladesmers，

ｃ'etaitaffaiblirlepaysalorsquelamenaceallemanden，色ｔａｉｔｐａｓｃｏｍ‐

ｐｌ色tement6cartee・Ｄｅｐｌｕｓｌｅｃｏｍｍｅｒｃｅｅｘｔ恩rieurdelaFrance色tait

alorsnorissant,unepolitiqueprotectionnistenedevantetreadopteequI:I

partirdel892Donc,lesargumentsdeFerryn，色taientpastresconvain‐

quants,etiletaitforced，agirendehorsducontr61eparlementaire,ｃ,est

-a-dired'utiliserlesp色riodesdevacanceavantdemettreleｓｄＥｐｕｔ§s

devantlefaitaccompli．

６
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〈EnEgypte＞

Ｄｅｂｏｕｔｅｎｂｏｕｔ,ｄａｎｓｌｅｃａｓｄｅｌ，occupationdelaTunisie,legouver‐

nementfranGaissemontraimperialiste,ｍａｉｓｉｌｆｕｔｃｏｎｔｒａｉｎｔｄｅｆａｉｒｅｄｅ

ｌａＴunisieunsimpleprotectoratpoureviterlesgrandsfraisqueneces

siteraitprobablementsonannexio､,etparlasuitepour6viterl，opposition

parlementaireMaisdanslecasdel，occupationdel，Egypte,legouverne‐

mentbritanniquenesouhaitaitpasｄｕｔｏｕｔｌ'occuper，ｎｉｙ§tablirun

protectorat、SelonlesouvragesdeRobinsonetGallagheretdeBaum、

gartdej2icit色s,ainsiqueceluideJ・Marloｗｅ(1965),lepartilib6ral,qui

avaitcritiqu色lapolitiqueimp色rialistedugouvernementconservateur，

surtoutenAfriqueduSud，formaungouvernementmerieparW・Gla｡‐

stoneenl88qllavaitEgalementcritiquelaconf6rencedeBerli､,mais

songouvernementnefitpasreculerl，arm§ebritanniqueaChypreet

acceptafinalementroccupationdeｌａＴｕｎｉｓｉｅｐａｒ］ａFrance,parcequ，il
partageaitlacrainted'uneexpansionrusseverslaM色diterran5eetaussi

parcequ'iletaitconvaincudelanecessitEd，uneententeaveclaFrance

Apr6slaconstructionducanaldeSuez,legouvernementbritannique

fitreposerlａｓ色curit6derEmpire，ｙｃｏｍｐｒｉｓｌ'Inde，sursapuissance

navale,surleconcerteuropeen,surtoutl'ententeaveclaFrance,ｅｔｓｕｒｓａ

ｐａｒｉｔ色ｄ，influenceenTurquieetenEgypteindependantesMaisle

gouvernementliberald6testaitler目gimeoppressifdelaTurquie,etparla

suitel,influencebritanniquesurleSultanfutsupplanteｅｐａｒｃｅｌｌｅｄｅｌ,

Allemagne・Ｅｎｌ８８１，leconcerteurop§enEtaitentraindesed6faire，

parcequel'AllemagneavaitconcluuneallianceaveclaRussie・Ensuite，

laparitEenEgyptefutmenac§elorsquel'ａｒｍｅｅｅｔｌ'aristocratie色gyptien

nesserebellgrentcontreleKh6diveetsapolitiquedict§eparles

contr61eursfinancierseuropeens・LegouvernementfranCaisdeGam‐
￣

bettavoulutenvoyeruneexp§ditionfranco-britanniqueImaiｓｌ，Angleter‐
ｒｅｓ，ｙｏｐｐｏｓａｅｔｐｒｏｐｏｓａｄｅｓｏｎｃ６ｔ色uneexpeditionturquesouscontr61e

europeenLaFrancerefusatouteinterventionturqｕｅｅｔｏｆｆｒｉｔｌ'envoid，

７



unenotecommuneauxEgyptienspourlesintimider．Ｌ'Angleterre

accepta,souhaitantlemaintiendel'ententeaveclaFranceetcroyanta

l'effetpositifd,unetellenoteEnr6alit色,cettenoteintimidanteaggrava

lasituation,ｃａｒｅｌｌｅｓｔｉｍｕｌａ]enationalisme§gyptien・Legouvernement

egyptienmod§だfutremplac6parunautre，plusmilitant，quivoulut

limiterlecontr61efinanciereuropeerL

EnFrance,Gambetta,tropagressifperditsonsoutienauParlement

etfutremplac§ｐａrFreycinet・MaislegouvernementFreycinetason

tourrefusad'apaiserlesEgyptiensparquelquesconcessionsAIors，１，

Angleterrefutcontraintedeproposerl'envoid，uneflotteanglo-franCaise

pourintimider,nonpourattaquer,lesEgyptiens,r6ventualited'uneinter‐

ventionetantreserveｅａｌ'arm6eturqueFreycinetacceptaetenvoyala

flotte,maisdevantl'oppositionduParlement,ilrefusafinalementl'inter‐

ventionturque、Sansparticipationturque，rintimidationarmeeanglo
￣

-fl｢anCaisenesuscitaqu，une6meutecontrelesEuropeensd'Alexandrie，
＝

quifitquelquesdizainesdevictimes、LesdeuxpaysconvoquErentune

conf6renceeuropeennesurlacrise§gyptienneaConstantinople,maisla

Turquie,sousrinfluenceallemande,refusad，yassister．

Ｌ'Angleterres，inquiEtaalorsdelas息curitEducanaldeSuez,maisla

FrancerefusadefaireuneactionL'armeeEgyptiennecommencaitヨ

fortifierAlexandrie，cequiconstituaitunemenacepourlaflotteanglo

-franCaise．Ｌ，Angleterreproposad'envoyerunultimatumauxEgyptiens

demandantl，arretdesfortifications,maislaFrancerefusadenouveaux，

etbient6t,retirasaflotteLegouvernementbritanniquesoupConnaitle

gouvernementfranCaisdevouloirconclureunagrementsecretａｖｅｃｌｅｓ
￣

Egyptiens・Ceux-cil･epousserentl'ultimatumbritannique，etlaflotte

anglaisebombardaAlexandrie，cequiprovoquadesemeutesanti-eu

rop6ennesdansd'autresvillesd'Egypte、

DumomentoDlasecuritedesEuropeeｎｓｅｔｄｕｃａｎａｌｄｅＳｕｅｚｆｕｒｅｎｔ
￣

ｅｎｄａｎｇｅｒｒ色el,Freycinetconsentit且ｄ§fendrelecanalavecl'Angleterre．

８
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Ｌ'AngleterreetlaFrancedemanderent:ilaTurquiel，envoid，uneexp色di、

tionenEgypte・LaTurquiehesitantencore,lesdeuxpaysfirentparta

laconferenceeurop色ennedeConstantinopledeleurintention。，envoyer

uneexp恩ditionaSuezL，AngleterreconviaegalementlaFｒａｎｃｅｅｔｌ，

Italieauneop色rationmilitairecommunedepacificationdeTEgypte,offre

quelesdeuxpaysd6clinerenLLegouvernementbritanniquereussit且

obtenirlasanctiondesonParlemenｔｓｕｒｃｅｔｔｅｏｐ色ratio､,ｅｎｌｅｐｒさsentant

commeuneluttecontrelatyranniemilitaireegyptienneetcommeune

occupationtemporaire、ＬｅｇouvernementfranCais,cependant,nerEussit

pasapersuadersonParlementquicosid§raitl'Ｅｇｙｐｔｅｄｅｐｅｕｄ'impor・

tancepourl，int§retnational・AinsiFreycinetdEmissiona-t-ilｅｔｌ，Ang

leterrefut-ellecontrainted'attaquerl，Egypteseule

Donc,siFonresumeleprocessus,ｌ'Angleterred'abordvoulutlaisser
＝

l'Egyptetranquille，ｍａｉｓｌａＦｒａｎｃｅｒｅｆｕｓａｌｅｃｏｍｐｒｏｍｉｓａvecles

nationalistes6gyptiensEnsuite，１，Angleterresouhaitauneexp6dition

militaireturque,cequelaFrancerefusaegalement;lapolitiqued'intimi‐

dationproposeeparlaFranceetaccepteeparl'AngletelTeprovoquades
-

emeutesanti-europeennesenEgypte，Enfin,las6curitedesEuropeenｓｅｔ
－

－

ｄｕｃａｎａｌｄｅＳｕｅｚｓｅｔｒｏｕｖantendangerreel,］'Ａngleterreseresignaaune
-

op§rationmilitaireanglo-franCaise，maisleParlementfranGais】Pefusa

quesongouvernementyparticipe、Ainsipeut-ondirequec,estlaFrance

qui,danslefait,contraignitl'AngleterreaoccuperlEgypteL，Angleter・

renDavaitoccuneintentiondefaｉｒｅｄｅｌ'Egypteunprotectorat，nia

fortioridel'annexer、Ｃｅｌａｎ'empechepaScependant，ｄｅｖｏｉｒｄａｎｓｌ’

Angleterreunepuissanceimperialistaceciparcequ，ellevoulaitmaintenir

lasgcurit6dulibrecommerceavecl，ＩｎｄｅｅｔｒＡｓｉｅｄｅｌ'Estaumovende

sapuissancenavale・Lemouvementnationaliste§gyptienprouvad,

ailleursquelapuissancenavaleseｕｌｅｎ'etaitpassufisantepoursauvegar・

derlasecuriteducanaldeSuez・

AyantvainculEgyptefacilement，ｌ'AngletelTecrutqu，iｌｓeraitpos．
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sibled，yetablirunesuzerainet6britanniqueetderapplersoncorps

exp5ditionaireauboutd'ｕｎｏｕｄｅｕｘａｎｓ・Ｍａｉｓｃ，色taituneillusionD，

abord，laFrancenereconnutpaslasuzerainet6britannique，carelle

refusaderenoncerasaparitedanslecontr61efinancieregyptienL，

Angleterrefutmemecontrainｔｅｄｅｃｏｏｐｅｒｅｒａｖｅｃｅｌｌｅｐｏｕｒｑｕｅｌ,Egypte
￣

contracteunempruntinternational，carleParlementbritanniquene

voulutjamaissechargerdesdettesegyptiennes．Ｄ'autrepart,ｌａｒ§bel

lionsoudanaise,ｄｉｔｅ',Mahdiste,”ｓｅｆｉｔｄｅｐｌｕｓｅｎｐｌｕｓｍｅｎａＱａｎｔｅｅｔｕｎｅ

ｅｘｐ目dition6gyptiennefutmassacreｅＬ,Angleterrenevoulutpasse

chargerdepacifierlaSoudan，etforcalEgypteayrenoncer；cequi

donnalecoupdegraceauprestigeduKh6dive,dEjaconsidereparles

nationalistescommeunemarionnettedesEuropeens，Donc,１，Ａngleterre

neputobtenirassezdepouvoirpourcontr61erseullesfinanＣｅsdelD

Egypte,ni6tablirungouvernement6gyptieｎｑｕｉｓｏｉｔヨlafoispopulaireet

dignedelaconfiancebritanniqueAcausedecetteechecoutrele

desaccordsurleconflitenIrlande,legouvernementdeGladstonetomba

enl88a

Lenouveaugouvernementconservateurherita，cefaisant，ｄｕｐｒｏｂ‐

ｌｅｍｅｄ，u、retraitmilitaireleplusrapidepossibledEgypteo[il，occupation

britanniquecompromettaitleconcerteurop6enetjustifiaitl1attitudeplus

aggressivedeｌａＦｒａｎｃｅｅｔｄｅｌ'Allemagnedansd，autrespartiesdel’

AfriqueainsiquecelledelaRussieenverslaTurquieCestalorsquel，

Angleterreoffrit,ｅｎｌ８８７,auxautrespuissanceseuropeennesetaTurquie

leretraitdesonarmｅｅａｐｒｇｓｃｉｎｑａｎｓ豆conditionqu，ellesluireconnais

sentledroitd，une、ouveUeexp6ditionsinEcessaireMaislaFranceetla

RussierefusErentdereconnaitrecedroital'Angleterre,etlanegociation

futrompue・Ainsiｌ'ententeanglo-franGaisefut-elleforclose，ｅｔｌ,Ang‐
、

leterredutfaireface:ilapuissancenavalefranco-russeｅｎＭ§dit6rranee、

ＡｕｍｏｍｅｎｔｏＤｌ，Angleterredecidaitderenforcersaflotte,iln，etaitplus

questionpourelledereculerenEgypte．

へ
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〈Conclusiom

Donc,ｎｉｌ，occupationdelaTunisieparlaFrance,nicelledelEgypte

parl'Angleterren，eurentdemobile6conomiquedirect・CesontrAlg6rie

etlTndequi，economiquementetpolitiquement，etaientrespectivement

importanｔｅｓｐｏｕｒｌａＦｒａｎｃｅｅｔｌ,Angleterre・ＬａＴｕｎｉｓｉｅｅｔｌＥｇｙｐｔｅｎｎ，

Etaientdoncquedesgarantiespourleurs6curitEoutre-mer，Pourla

France，laTunisiefutEgalementunecompensantionpourlaperted,

Alsace-Lorraine，ｅｔｐｏｕｒｌ'Angleterre，１，Egyptevintfinalementencom‐

pensationdesoninfluenceperdueenTurquie、Lesdeuxpayseuropeens

n，avaientpasvouluoccuperlesdeuxpaysafricainstantqueleurinfluence

yetaitassuree,maisquandFItaliedefialaFranceｅｎＴｕｎｉｓｉｅｅｔｑｕｅｌｅ
－

ｍｏｕｖｅｍｅｎｔｎationalistedefial，AngleterreenEgypte，ellesfurent

contraintesd'agir・N6anmoinsleursParlementsrefusErentdevoterles

budgetsnEcessairesヨlacolonisaｔｉｏｎｏｕｌ'annexion，etleursgouverne

mentsfurentcontraintsdelesmanoeuvrerplut6tindirectemeent・Mais

leursmanieresdegouvernerrespectivementlaTunisieetl，Egypte

devaient6treconsiderablementdifferentes，commenousaUonslevoir

maintenant・Ｒｅｓｔｑｕｅｌ，occupationderEgypteparl'Angleterre,ｂｉｅｎｑｕ，

ellefOtler色sultatd'unprocessusaccidenteLd6clenchaparmilespuissan-

cesmondialesuneconcurrenceeffr6n色edansrexpansionoutre-mer，

ouvrantl'ｅｒｅｄｅｌ'imperialismependantlaquellelesnationalismes

devaientjouerunr61edeplusenplusimportant．

4．Lesmodesdedomination

Examinonsmaintenantlesmodesdelacolonisatｉｏｎｏｕｄｅｌａｄｏｍｉｎａ‐

tioneuropeenneenTunisieetenEgypteManquantd'espacepourentrer
-

danslesdetails,nousseronsobligesdenousentenirauxgrandeslignes，

Nosargumentsserontbasessurlesouvragessuivants：concernantla

Tunisie,Ａ､Kassab(1976),Ｃ・Ｓａｍｍｕｔ(1983),AMahjoubi（1977),Ｎ・Ａ
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Ziadeh（1962),Ｊ・Poncet（1962)Ｊ、Vibert（1955)，ＳＡｍｉｎ（1970)，etc.；

concernantl'Egypte，RTignor，（1966)，Ａ、LutfiAl-Sayyid（1968)，Ｐ・

Mansfield（1971)，ＪＭ・Ａｈｍｅｄ（1860)，ＬｏｒｄＣｒｏｍｅｒ（1908)，AColvin

(1906),LordLloyd(1933),Ｅ､Ｒ､Ｊ・Ｏｗｅｎ(1969),AECrouchley(1938),etc．

〈Protectoratavecousanstrait色＞

LaFranceformellementfitdelaTunisieunprotectoratetabolitle

contr61einternationaldelafinancetunisiennedeuxansaprEsl'occupa‐

tionDesonc6t6,lDAngleterrenefitpasdelEgypteunprotectoratavant

ledEbutdelaPremiereGuerremondiale,ｅｔｅｌｌｅｎｅｐｕtyabolirlecontr61e

financierinternationaIavantl904,ａｎ､§eotielleconclutaveclaFrancel，

EntenteCordialepourfairface：ｉｌａｍｅｎａｃｅｃｏｍｍｕｎｅｄｅｌ'AIlemagne・

Donc,nilaTunisie，ｎｉｌ'Egyptenedevinrentformellementdescolonies

europ色ennes；IaTunisie,cependant,F6taitdefactomalgrElａｆａＧａｄｅｄ'ｕｎ

ｂｅｙｅｔｄ,unpremierministretunisiens，etlEgypteEtaitdefactoun

protectOratbritanniquemalgr色ｌ'absencedetrait色ａｖｅｃｌ'Egypteoula

TurquieAutrementdit，lesdEtenteursdupouvoirr6eletaientleREsi‐

dentgEn6raldeFranceetlesecr§taireg§n6ralfranGaisenTunisie,ｅｔｅｎ

Ｅｇｙpte,leConsulgeneraletleconseillerfinancierbritanniques、

Danslesdeuxpays,lepouvoireurop色enintroduitalorsdesr§formes

substantiellesdanslesdomainespolitique,economique,ｅｔｓｏｃｉａＬＣｅｎ，
＝

色taitcertainementpasunetentativｅｄ'europeanisationradicale,maisils，

agissaitdefaciliteretderendremoinscoOteuseladominationeuropeenne

graceaudeveloppement§conomiqueeta］arationalisationadministra‐

tiveEneffet，lar6sistancenationalistes'apaisavite，ｅｔｌｅｓａｒｍＥｅｓｄ，

occupationeuropeennesfurentgraduellementr色duites，ｌｅｓａｒｍｅｅｓ
ア ニ

tunisiennesetegyptiennesetantrEform6esetlenombredeleurssoldats

restanttr§srestreint．（Celan，empechapaslaFrancacependant，de

mobiliser80milletunisienspendantlaPremiereGuerremondiale，dont

plusdelOmillesuccomberent.）Leremboursementdesdettesgouver．
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nementalestunisienneset§gyptiennesEtaittoujourslaprioritebudgEtai‐

ramaispourarreterlapaup6risationdupeuple，ｌｅｓｓｙｓｔｅｍｅｓｄ'imp6ts

devaientetreamdiores・Etamesurequelesressourcesbudg§taires

devinrentplusgrandes,lesgouvernementsinvestirentdavantagedansles

travauxpublicspourdEvelopperl，agricultureenTunisieetenEgypte・

Nousreviendronssurcetaspect6conomiqueplusloin．

〈Ｌ'evolutionpolitique＞

Dansledomainepolitique,lecontr61efranQaisenTunisie6taitplus

visibleetplusefficacequelecontrOlebritanniqueenEgypte・Bienque

lespremieretvice-premierministres,etlespr6fetsaient6tetunisiens,les

autresministreSetaientfranGais,etlespr6fetsetaientsurveillesparles

contr61eurscivilsfranCaisLeGrandconseil,ｑｕｉｆｕｔ６ｔａｂｌｉｅｎｌ８９１ｅｔ

ｄｏｎｎａｉｔｄｅｓconseilsadministratifsaugouvernementtunisien,etaitcom‐

pos6decolonsfranQais,bienquel6tunisiensyaient6teadjointsenl907、

EnEgypte,cependant,touslesministresainsiquetouslesd6put色ｓｄｅｌ，

Assembl色enationaleetduConseill6gislatifEtaientEgyptiens,bienqueles

ministresaientet色contr61EspardesconseillersbritanniqUesetquel，

Assembl6enationaleetleConseillegislatifn，aiteuquiunr61enominal、

Danslesagencespubliquesaussi，lesfonctionnairesfranQaisEtaient

beaucoupplusnombreuxenTunisiequelesfonctionnairesbritanniques

enEgyptellyavait,eneffet，aud6butdesanneesl890environ3,000

fonctionnairesfran9aisenTunisie,etunpeuplusdeLOOOfonctionnaires

europeensenEgypte，dontseulementlamoitie6taitbritannique
-

RappelonsquelapopulationdelaTunisieetaitsixfoismoindrequecelle

del，Egypte

Danslesystcmejudiciaire6galement,lesFranGaisetaientprEdomi‐

nantsenTunisie,tandisquelesBritanniquespartageaientleurinfluence

avecd，autresEuropeensenEgypteAinsi，ｌestribunauxconsulaires
-

furentabolisenTunisiepeuaprEsl，occupationfran9aiseettouslescas
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impliquantdesEuropeensfurentr色glEsparlestribunauxfranGaistandis
-

qu'enEgypte，lestribunauxmixtes，composesdejugeSeurop§enset

Egyptiens,Etablisavantl'occupation,fUrentmaintenusetfonctionnaienｔ

。，apreslemodelefranCais・Lescasimpliquantseulementlesmusulmans，

cepen｡ant,furenttoujoursr色91§sparlestribunauxislamiquesdansles

deuxpays,bienque]eurjuridictionait§tEdeplusenplusrestreinte,parce

quedestribunauxgouvernementauxfurentEtablispourtraiterdesdelits
-

penaux・

Dansledomainedelenseignement，ｌａＴｕｎｉｓｉｅｃｏｍｍｅｌ'Egypte，

avaientbeaucoupde'，kuttab,，，asavoird'6colesdemosquee,ainsiquedes

ecolesgouvernementalesquieduquaientlesenfantsdesprivil色gi色ｓｅｎ

ｆｒａｎＧａｉｓｅｔｅｎａｒａｂｅｐｏｕｒｅｎｆａｉｒedesfonctionnaires,ｅｎｐｌｕｓｄｅｓ§coles

priveespourlesEuropeens,surtoutFranCais,Italiens,ｅｔＧｒ目csApr6sl，
￣

occupation,ｌｅsFranGais6tablirentenTunisiebeaucoupd，Ecolesgouver‐

nementalesouoneduquaitnonseulementdesTunisiensmaisdesEur‐
～

opeensenfranGaisetenarabe・Les6colespriveeseuropeennesacce‐
￣ ￣

ptaient，inversement,lesTunisiens・Ｅｎｌ８９９，ａｐｅｕｐｒ§ｓ７，OOOtunisiens，

musulmansetjuifs,etudiaientdansles6colesgouvernementaleseteur‐

op§ennes・EnEgypteJesBritanniquesconsoliderentles§colesgouver-

nementales,remplaCantgraduellementlefranCａｉｓｐａｒｌ，anglaisCepen・

dant，ｌ'arabedevintlalangueprincipaleｄｅｓごcolesprimairesqueseulles

Egyptiensfrequentaient,ｄｅｓｌｅｄ６ｂｕｔｄｅｃｅｓｉＥｃｌｅＬｅｓＥｕｒｏｐｅｅnsetune
-

partiedesEgyptiens,surtoutdescoptes(chr5tiens),etudiaientdansles

ecolespriveeseuropeennesoumissionnairesEnl910,les色colesgouver．

､ementales§duquaient2ipeupr6sll,OOOegyptiens．Ｃ'estabsolumentet

relativementtreｓｐｅｕ,puisquelapopulationEgyptienne色taitヨｐｅｕｐｒｅｓｄｅ

ｌ２ｍｉｌｌｉｏｎｓｄ，habitants、Certes,Iebudgetgouvernementalegyptien色tait

pluslourdementendett§queceluidelaTunisie,maisilestcertainqueles

BritanniquesnevoulaientpasbieneduquerlesEgyptiensdanslacrainte

d'unessordunationalismeLesFranCaispartageaientlamemepreoccu‐
＝
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pationenTunisiamaisilspensaientplut6tassimilerlesTunisiens,etles

Tunisiens，ｄｅｌｅｕｒｓｃ６ｔ§，acceptaientassezvolontiersl，education

franCaise

CetteEducational，europeenne,ｂｉｅｎｑｕ'elleaieetelimit色e,produisit

unenouvellecouchemoyenne,influenceeparlesid6esoccidentales-les

droitsdel'homme,lalibertdl，egalitE,lafratemite,etc・Lesautorites

franpaisesenTunisieetlesautoritEsbritanniquesenEgypteintroduisi‐

rentbeaucoupdechangementssociauxinspiresparcesidEes,n6anmoins

treslimitesencomparaisonaveclesm6tropoles,otlcertainsTunisienset

EgyptienspurentallerEtudier・Lesnombreusesdiscriminationsentre

indigenesetcolonseuropeensprovoquerentlemecontentementde
-

beaucoupd，intellectuelsindigenes、Ilscommencerentacritiquerles

autoriteseurop§ennes・Ilsessayerentd'aborddefaireappelal'opinion

publiqueenEurope，etensuite，celaser6v6lantinutile，ilstenterentde

mobiliserl，opinionpubliqueint6rieurepar］apublicationdejournaux，

CesmouvementsnationalistessuscitErentin6vitablementdesvaleurs

traditionalistes,asavoirislamiques,ｍａｉｓｉｌｓｓ'accompagnerentegalement

d，effortspourmodifierlesid6esmusulmanesetlesadateｒ且lavie

moderne，Lesautorit6seuropeennesdanslｅｓｄｅｕｘｐａｙｓｓ，inquieterentde

plusenplusdecettemont6edusentimentmusulman,etquandeutlieuune

emeutepaysannecontredesofficiersbritanniquesdansunvillageegyp‐
＝

ｔｉｅｎｅｎｌ９０６，lesautoritesbritanniquespunirentlespaysanstr色ｓｓ§Vere、

ｍｅｎｔｅｎｇｕｉｓｅｄ'avertissement、Ｃｅｔｔｅｒ§pressionattisa,aucontraire,le

mouvementnationalisteetquelquespartispolitiquess'organisErentdans

lesanneessuivantes，EnTunisie,aussi,sousrinfluencedelar2volution

desJeunesTurcsenl908,ｕｎｐａｒｔｉｄｅｓ”JeunesTunisiens”ｓ，organisaen

l909．Apresune6meuteanti-chrEtienneetunegrevedesouvriersde

Tunｉｓｅｎｌ９１０ｅｔｌ９１１,lesautoritesfran9aisesdeclarＥｒｅｎｔｌ'色tatｄ'urgence

etrEprimalepartidesJeunesTunisiens．
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〈Ｌ,Evolution色conomique＞

Dansledomaine色conomique,laTunisieetl，EgypteavaientEta

commenouｓｌ'avonsrappeleplushaut,souslecontr61efinanciereurop§en

depuisquelquetemps、Ａｐｒ６ｓｌ'occupationdelaTunisieparlaFranCe,les

dettesmultinationalesfurentconvertiesenunnouvelempruntgarantipar

legouvernementfranCais,etlesfinancestunisiennesfurentcontr61eespar

laFranceLeservicedeladettepubliqueprenaitunemoiti色dubudget

gouvernementalal，epoquedel'occupation,maiscetauxfutr色duite:i２５％

environenunevingtained'an､§es・EnEgypte,lecontr61eintemational

duservicedeladettepubliquefutmaintennuapresl'occupationbritanni・

que,maislesautresd印ensesbudgetairesfurentcontr61eesparl'Angleter-

reLeservicedeladetteprenaitegalementunemoiti6dubudget

gouvernementalal'epoquedel'occupation,etcetauxEtaitencorede30％

environapresunevingtained'anneesDeplus，ｌ'Egyptecontinuaitde
～

payeruntributauSultandeTurquieⅡetcontribuait白galement2ila

gestionduSoudanapressareconqu色ｔｅｅｎｌ８９８・Ainsi,ladisponibilitedu

budgetpublic6taitpluslimit§ｅｅｎＥｇｙｐｔｅｑｕ，enTunisiamaislenombre

deshautsfonctionnaireseurop色ensbienpay5s色taitbeaucoupplusgrand

enTunisieｑｕ'ｅｎＥｇｙｐｔｅｌｌｓｅｍｂｌｅｄｏｎｃｑｕｅｌｅｐｏｕｒｃentagedubudget

consacreauxtravauxpublicsait6t6semblabledanslesdeuxpays、Ｂｉｅｎ

ｑｕｅｃｅｔａｕｘｎ,aitpaset§tresdevE,lesgouvernementstunisienet§gyptien

amEliorerentconsiderablementl'infjFastructure-leschemmsdefer，les

ports，ｌｅｓｒ色seauxdutelEgraphe0etc-indispensabledud6veloppement
￣

economlque・

CedeveloppementEconomiquｅｆｕｔｐｒｉｓｅｎｃｈａｒｇｅｅｎＴｕｎｉｓｉｅｐａｒｄｅs

Europeens,surtoutdesFranGais・Ilsinvestirentbeaucoupdecapitaux
-

dansliagriculture，ｌｅｓexploitationsminieres,Iesinstitutionsfinancieres，

etcMaispourencouragercesinvestissementseuropeens,l'am5lioration
￣

nonseulementdesl，infrastructuresetdusystemejudiciare,sansparlerde

lastabilit6politique,ｍａｉｓａｕｓｓｉｃｅｌｌｅｄｕｓｙｓｔＥｍｅｄｅｌａｐｒｏpri5t§fonciere
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§taitindispensable・Parcequelapropri色tefoncieren，avaitpas色恒

developp目ｅａｌ'europEenneavantl，occupation，lestitresetlesfrontigres

entrelesdifferentstypesdeproprietefonci色reDasavoirdEtat,detribu，

d'individu,ｄｅ，'habous，，(consacr§ｅヨ''1slametinalienable)、，息taientpas

clairementdEfinis・AIors,uneprocedured'enregistrementdesterresfut

etablieenl885,ｅｔｌｅｓｔｅｒｒｅｓｄ'Etatfurentd6finiesetdElimiteesenmeme

temps・ＵｎｅｐａｒｔｉｅｄｅｓｔｅｒｒｅｓｄＥｔａｔｐｕｔｄ色sormaisetrevendueaux

colonseurop6ens,ｅｔｌｅｄｒｏｉｔｄ'utilisationdesbiens“habous”futaccorde，

moyennantun6changecontred，autrestelTesoudesprets且Iongterme

Ainsi，Iesagriculteurseuropeensfurentencourag目ｓヨacheterdes

terrestunisiennes,etilschasserentgraduellementlespaysanstunisiens

desterres尼condesqu'ilsavaientcultiveesdepuislongtempsLesauto‐

rit6sfranCaisesnedonnerent，dumoinsaudebutduprotectorat，et

contrairementaucasderAlg§rie,aucuneaidefinanci6reauxcolonssinon

laconstructiond'infrastructuresetl，exemptiond'imp6tsAudebut，les

colonsfranCais6taientprincipalementdesinvestisseursagricolesavecde

grandesterresmaisils6taientpeunombreux,tandisquelesautrescolons，

surtoutltaliens，６taientprincipalementdespaysans，avecdepetites

terres：ａｖａｎｔｌａＰｒｅｍｉ色reGuerremondiale，lescolonsfranGaisn，Etaient

que50milleenviron，maisilsposs6daient700millehectaresdeterre，

tandisquelesautres目trangers,９０milleenviron,、'enavaientautotalque
l20millehectares

Lescolonseuropeensmenaientdesculturescommerciales,ｃｏｍｍｅｒ

ｏｌｉｖｅｅｔｌａｖｉｇｎｅ，etexportaientleursproduits,surtoutenFrance，avec

laquellelaTunisie色taitenprincipepIac色ea6galit6surleplandouanier．

Ｌ'exploitationdesressourcesmineralescommelephosphateetlezincfut

entreprise，etdonnaegalementlieu2id，importantesexportations・Ｌｅ

ｍｏｎtantnominaldesexportationstunisienneaugmentaannueUementsde

58％enmoyennependantlestrenteann6esl880-191qPourtant,１，indus、

trienesedeveloppapas,parcequelemanquedeprotectionetd'assistance

1７



gouvernementalesaffaiblissaitlessecteurstraditionnelsetempechaitle

d色veloppementdessecteursmodernes・Enfin,laconsid6rablecroissance

economiqueneprofitapasaupeupletunisienpuisqu，unepetiteminoritg

dEurop色ensetdeJuifsdeTunisie,moinsdelO％delapopulationtotale

enl910,obtintapeupr色slamoitiedurevenunational・

EnEgypte，lesystemedepmpri6tefonciErepriv6eavaitet5etabli

avantl'occupation，etledEveloppementderagriculturecommerciale

avait6galement§tetresgrandAinsi,lesautorit色sbritanniquesn'eurent

qu，aameliorerleregimede］，imp6tfoncier,ｅｎｒ色duisantletauxpourles

pluspauvresquisuccombaientsouslepoidsdel'imp6t,etenaugmentant

celuidesgrandsproprietairesauxvastesprivilegesPourencouragerla

productionagricole,legouvernementegyptieninvestidanslestravauxd，

irrigation,commelaconstructiondebarragesetdecanaux,etdevoiesde

communication,ｃｏｍｍｅｃｈｅｍｉｎｓｄｅｆｅｒ,routes,etreseauxdet616graphe，

surtoutaprEsl904quandlaFranceeｔｄ，autrespayseuropeensconsenti．
￣

rentfinalementうladominationbritanniqueenEgypte，

Ｄｅｆａｉｔ，laproductionagricolerapidementａｕｇｍｅｎｔａｅｎＥｇｙｐｔｅ

Ｍｅｍｅａｖant１，coccupation,depuisledebutdesanneesl830,ｓａｖａｌｅｕｒｓ，

etaitvraisemblablement61ev6eｔｒｅｓｖｉｔｅ；ｅｔａｐｒ目ｓ’'０ccupation,ｅｎ３０ａｎｓ

Ｏｕｓｑｕ'alaPremiereGuerremondiale)ｅｌｌｅｓ'elevaencoreplusdedeux

foisC'estsurtoutlaproductiondecotonquifutremarquable-enayant

tripl6devaleurdanｓｌｅｍｅｍｅｐ５ｒｉｏｄｅ，１，exportationducotonrealisait

plｕｓｄｅ９０％delavaleurtotaledesexportationsEgyptiennesjusteavant

laPremiereGueITemondiale、Cedeveloppementdel'agriculturecom‐

merciales'accompagnadelaformationd，uneclassedegrandsproprietai、

resfonciers,ｅｔｅｎｌ９１３,ｓｅｕｌｓｅnvironl2,OOOpropriEtairesd，unefermede

50f6ddans(4)etplusiasavoirmoinsd'unpourcentdetouslespropri色tair‐

esfonciers,possedaientaeuxtous44％desterres・Parmiscesgrands

propriEtaires，lesEuropeensetaient13％，ｅｔｉｌｓｐｏｓｓ色daient27％de
-

grandesfermesensuperficie，Ｌｅｎｏｍｂｒｅｔｏtaldeproprietairesfonciers
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europeens§taitde8,O00environ,ｓｏｉｔ0.5％etilsposs§daient3euxtous

13％desterreslls色taient,certes,privil5gi6s,ｍａｉｓｉｌｓｎ，avaientpasla

positionpredominantequelescolonsavaientenTunisｉｅ

Ｑｕａｎｔ２ｉｌ，industrie,lessecteurstraditionelsdEp§rirentcommeen

Tunisieetlessecteursmodernesfurentempcch目ｓｄｅｓｅｄ§velopper，les

autorit6sbritanniquesleurimposantunimp6tdontletaux§taitlem6me

queceluiappliqu6auxproduitsimportEs，cequileurenlevaittoute

protectionAlors，lesinvestissementseuropeens，surtoutfran9aiset
￣

anglais,seconcentr6rentsurlasp色culationfonciere，Donc,enEgypte,la

croissanceeconomiqueconsiderablesousladominationbritanniqueEtait

dCleaudEveloppementdelamonocultureducoton,ｅｔｅｕｅｎ，accompagna

pas,voireempecha，ledEveloppementindustrieLMaisonconstateque

cettetendanceEtaitdejafortedanslapremieremoitiEdel9esiEcle,etque

lesautorit6sbritanniquesnefirentquelalaisser(ouplut6tPencourager）

ased6velopperdavantageN6anmoins,cettecroissanceeconomiquefit，
＝

certes,ｂ色､色ficierlesEgyptiensacette6poque-l:１，etlapopulationcrDt

rapidement,maiscedEveloppementdependａｎｔｎｅｐｏuvaitpascontinuer

indefinimenL

Danslesdeuxpays，lesfinancesgouvernementalesEtaient6troite‐

ｍｅｎｔcontr61eespardesEuropeens,etleremboursementdeleurdettes
-

publiquesetaitlapriorit§．Ｌｅｓｙｓｔ§medepropri6tEfoncierefutmoder．

､is色enTunisie(ａｕｄ色trimentdesindig6nes),ｔａｎｄｉｓｑｕｅｌｅｒ６ｇｉｍｅｄｅｌ,

imp6tfoncierfutam§liorEenEgypteAmesurequelepoidsdesdettes

diminua，lesd6pensespourlestravaUxpublicsaugmentErent，ｅｔｅｌｌｅｓ

ａｍ色liorgrentl'infrastructuredans1esdeuxpaysAveclastabilit6politi‐

queetlajusticeareuropEenne,lescapitauxeurop色ensfurentattir色s・En

Tunisie，lesFranCaisdevelopp色rentainsil'agriculturecommercialeetl，

exploitationdesressourcesmin色rales，etilsdevinrentlesprincipaux

b§nEficiairesdecedeveloppement6conomiqueEnEgypte,cependant,１，

afnuxdescolonsnefutpassivisible,etledEveloppementdel'agriculture

1９



commercialecontribuaalaformationetlaconsolidationd'uneclassede

grandsproprietairesegyptiensMaisced6veloppementd6pendantdu

marcheeuropeenn'encourageapas，voireempecha，led6veloppement
-

industriel,ｅｔｌ'economiedesdeuxpaysfurentintegrEesdanslesysteme

capitalistｅｍｏndialentantqueregionspEripheriquesEttantqueles

deuxpaysetaientpriv6sdDunepolitiqueindustrielleind6pendante,ｅｔｄ，une

politiquescolaireplusactive,undEveloppementEconomiqueplus6quili‐

ｂｒ§、'色taitpaspossible

Eneffet，lEgypte，apresavoiracc6d6alaquasi-ilidEpendanceen
－

１９２２，commenca2ideveloppersonenseignementetsonindustrialisation，

maisfautedelind6pendancedouani色rejusqu'enl937,legouvernementne

putpasproteｇｅｒｌ,industrieindigEne、EnTunisie，apreslaPremiere

Guerremondiale，cedantalapressiondumouvementnationaliste，le

gouvernementconsacrauneplusgrandepartdubudgetal'enseignement、

EtapreslaDeuxiEmeGuerremondiale,IegouvernementfranCaismodifia

sapolitiquecolonialeetcommencaaencouragerrindustrialisationｄｅｓ
へ

paysmaghrEbins・IIestvraiquelaplupartdesentreprisesindustrielles

enTunisieEtaientenpossessionfranCaises・Nousnepouvonsicidiscuter

davantageledeveloppementd'aprEslaPremiEreGuerremondiale

RappelonsseulementuneautrecoTncidencehistorique：ｅｎｍｅｍｅｔｅｍｐｓ

ｑｕｅｌａＴｕｎｉｓｉｅｇａｇｎａｉｔsonind6pendanceenl956，lesderniErestroupes

britanniquesfurentretir色esdEgypte,enlarendantreellementind色pen‐

dante,dumoinspolitiquement．

5．Conclusionsprovisoires

Nousavonsremarqu5beaucoupdetraitssimilairesetaussiquelques

pointsdedif足renceentrelacolonisationfran9aｉｓｅｅｎＴｕｎｉｓｉｅｅｔ］a

colonisationanglaiseenEgyptejusqu，alaPremiEreGuerremondiale、

Pourenfairelebilan,ilfaudraitencore6tudierlaperiodesuivantejusqu，

enl956,sinoncompareraveclap色riodecolonialecellequisuivitl，indEpen．
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danceCeladit,nousvoudrionsquandm6metirerquelquesconclusions

provisoiressurlesimpErialismesfranGaisetanglais,etsurlesresultatsde

leurdominationcoloniale．

〈Ｌｅｓｍｏｂｉｌｅｓｄｅｌ'imperialisme＞

Encequiconcernelesmobilesdel，occupationmilitairedelaTunisie

ｅｔｄｅｌＥｇｙｐｔｅｐａｒｌａＦｒａｎｃｅｅｔｐａｒｌ'Angleterre,nousavonsremarquequ，

ｉｌｓｎ'etaientpasforcement6conomiques,etreposantplut6tsurunsoucide

s6curit色enversleursimportantsterritoirｅｓｄ'０utre-mer,asavoirrAlgerie
-

etl，Inde、Mais,ａｐｒｅｓｌ，occupationcesmobileschang6rentquelquepeu，

parcequeToccupationdel'Ｅｇｙｐｔｅｐａｒｌ'Angleterredeclenchalaconcur‐

rencepourrexpansioncolonialeparmislespUissancesmondiales・Cet

essorcolonialEtaitengrandepartieler6sultatdelapoussedunationalis‐

ｍｅ,voireduchauvinismeCenationalisｍｅ５ｔａｉｔｐｌｕｓｆｏｒｔｅｎＦｒａｎｃｅｑｕ，

enAngleterreacausedel，humiliationimposeeparl'AllemagneL，

Angleterreetaitplut6tsurladefensivefaceaud6clindesasupr6matie

mondiale,menaceeparl'Allemagne,ｐａｒl'alliancefranco-russe,ｅtpardes
-

mouvementsnationalistesenAfriqueeteI1Asie,Cenationalismeeu‐

rop6en色taitcertainementsuscit色ｐａｒｌ，inter6teconomique,maisaussipar

uneid6edemissioncivilisatrice、Cetanalysedesmobilesdel'imperialis‐

meestencoreimportantedenosjourspourcomprendrelapolitique

ext6rieuredesgrandespuissances，ｍ６ｍｅｓｉｅｌｌｅｓｎｅｓｅｃｏｎｄｕｉｓｅｎｔｐａｓ

ａussiagressivementqu'autrefois．

〈LesrEsultatsducolonialisme＞

Quantauxresultasdeladominationcoloniale,voyonsquelques-unes

desconclusionsdel'ouvragedeFieldhousedejacit6,ｐｏｕｒｍｅｔｔｒｅｌｅｓｃａｓ

ｄｅｌａＴｕｎｉｓｉｅｅｔｄｅｌ'Egyptedansuneperspectiveplus6tenduelldistin‐

guelesempiresmodernesd'apresletraitedeVienneｄel815parrapport

auxvieuxempires,etcaract6riselesempiresmodernescommesuit(nouｓ
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resumons)：
￣

（１）LesvieuxempiressetrouvaientenAmeriqueet色taientdevraies

colonies,tandisquelesempiresmoderness'Etendirentprincipalementen

Afrique，enAsieetdanslePacifique，laplupartd，entreeux6tantdes

territoiresoccupes．
＝

（２）Lesempiresmodernescouvrirentpresquetoutleglobeetleur

dominationfutpluscomplete．

（３）Lesempiresmodernesfurentprobabｌｅｍｅｎｔｕｎｒ色sultatinevitable

delasupr色matieecrasantedelapuissancenationaledespayseuropeens

quiavaｉｅｎｔｃｏｎｎｕｌａｒ§volutionindustrielle．

（４）Lesempiresmodernes色taientcentralisessuiteaud色veloppement

desmoyensdetransportetdecommunication．

（５）ＥｎｄＥｐｉｔｄｅｔｏｕｔｃｅｌａ,ilsetaientplut6tliberauxdansledomaine

economique.(5)
＝

Ensuite，Fieldhousecomparelesdiverscasdel，empiremoderne，

souligneuneimpressionnantesimilaritE，puisremarquedesdifferences

secondaires,：isavoir,ｅnr6sume：

（１）Ｌ，AngleterreetlaRussienedistinguerentpasles，，sujets0，ausens

plein(fullsubjects)deleursroisparrapportauxautres(leshabitantsdes

protectoratsexceptEs,bienentendu),ｔａｎｄｉｓｑｕｅｄ，autrespaysdistingue‐

rentleursressortissants(subjects)etdesadministr5slocaux(Citizens)．

（２）LaFrance,lePortugaLlaRussie,etlesEtats-Unisessay6rentd，

integrerleursterritoiresd6pendantsalamEtropole（seulelaRussiey

rEussissant),tandisqued'autrespaystraiterentleurscoloniescommeune

entit6politiquedistincte

（３）Jusqu'al914，seulslaRussieetlesEtats-Unisn，avaientpasd，

agencecoloniale，croyant3l'integrationtotaledescoloniesala

metropole,ｔａｎｄｉｓｑｕｅｄ'autresempiresavaientuneagenceoｕｕｎｍｉｎｉｓｔｅ

ｒｅｄescolonies,quiexerCaituneinfluencepr6dominantesurleurpolitique

ousur］eurgouvernementcolonial．
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（４）Partout，Iesadministrateurscoloniauxacquirentlecaract6rede

sp色cialistes，ｅｔｂｉｅｎｑｕ，ilsaient色teparfoistroppaternalistes，ｉｌｓｅｍｐｅ‐

cherentplut6tlesabusdupouvoirimp6rialiste．

（５）Ｂｉｅｎｑｕｅｌ'AngleterreetlaHollandeaientdonｎＥｌ'autonomie

judiciaireetfinanciere2leursterritoiresd色pendants,ｅｔｑｕ，ellesaient

relativementrespect色ler61educonseilcolonial，laplupartdescolonies

furentgouvernEesdespotiquement、Legouvernementlocaletaitplut6t

honnete,maisladominationetrangeresanssoutienmarqu色ｄｅｌ'opinion
-

publiquemanquadeconfiaｎｃｅｅｎｅｌｌｅ－ｍemepourr6aliserdegrands

changements，ｅｔｐｒ６ｆ色ramaintenirlesr6gimessocio-Economiquesin‐

digenes．

（６）Touslesgouvernementsdescoloniesmodernes6taientbas6ssur

''１，administrationautochtone,，，etlaplupartdescoloniestropicalesconnu‐

rentundEveloppementsimilairｅｅｎｑｕａｔｒｅｅtapes,asavoir；lapireEtape
～

apreslaconquete,puisuneautrequicommenceavecladeuxiemeg6n6ra、

tionapreslaconquete,otisurgitleconceptde，，mandat，，pourlespeuples

sujets,unequireH色telesoucidedevelopper''１esdomainesnegliges,，'et

unederniere,laplusconstructive,ａｐｒＥｓｌａＤｅuxi色meGuerremondiale.(6)

Seloncettecaract6risationdesempiresmodernes，laTunisieetait

clairementunepartiedel'empirefranQais,etlEgypte§taitquasimentune

partiedel'empirebritannique・LaFranceessayad'int§grerlaTunisiea

sonsysteme，ｔａｎｄｉｓｑｕｅｌ'AngleterretraitalEgyptecommeuneentitE

politiquedistincte，maislesdeuxpaysdominerentlesdeuxteritoires

despotiquement,bienqueleursadministrateursaient§t6plut6tspecialis

tesethonnetes・Ｌｅｓｄｅｕｘｐａｙｓｎ'oserentpaschangerradicalementla

soci6t2autochtonne,ｍａｉｓｌ'administrationd'EtatfutcentralisＥｅｅｔｑｕｅｌ‐

quepeurationalisee・

Quantaudomaine色conomique,Fieldhouseniel，hypothEsederexploi‐

tationcoloniale,endisantquelescoloniesn，offrirentpasdeprofitsplus

avantageuxquedespaysind色pendants、Ｉｌａｄｍｅｔｑｕ，auxcoloniesaient
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6teimposeesdesconditionscommercialesdesavantageuses,ｍａｉｓｃ'etait

aussi]ecaspourdespaysagricolesind6pendants．Ｄ'autrepart,Albertini

constate,danssonouvraged6jacit6,ｑｕｅｌｅｍａｎｑｕｅｄ，industrialisation

danslescoloniesnepeutpas6treattribu6au，'d6veloppementdusous

-d6veloppement,，,ｍａｉｓｐｌｕｔ６ｔａｕｍａｎｑｕｅｄｅｃｈａｒｂｏｎｅｔｄｅｆｅｒ,且lachute

descoDtsdetransport,auniveauElevedelatechnologiedemandee,ala

productivit6tresbassedel'agriculturaauclimatsocio-culturelpeu

opportunpourl'investissementindustriel，ｅｔａｕｍａｎｑｕｅｄ，unepolitique

gouvernementalepourprot6geretencouragerl'industrie・Maisil

reconnaitledeveloppementd'une'，structuredouble，'danslescolonies,ｃ，

est-:l-direquelessecteursmodernes6taientauxmainsdesEuropeenset
-

desethniesminoritaires,ｅｔ６ｔａｎｔｌｉ６ｓ２ｉｌ'Europe,ilscontribuerentpeuau

developpementdessecteurestraditionnelsouヨlaformationdelamain-d’

ＯｅＵＶｒｅ.(7)

ＥｎＴｕｎｉｓｉｅｅｔｅｎＥｇｙｐｔｅＩｉｌｙｅｕｔ色videmmentced6veloppementd,une

"doublestructure”Economique，Ｃｕ，'developpementd6pendant，，ｓｅｌｏｎｌｅ

ｔｅｒｍｅｄｅＦｒａｎｋｅｔＡｍｉｎ，Ｍａｉｓｃ，etaitcertainementlecasaussipourles

paysind6pendantsde１，Ａm6riquelatine，ｄｅｌ，Asie，ｅｔｄｅＴＡｆｒｉｑｕｅ，avec

probab]ementuneuniqueexception,ｃｅｌｌｅｄｕＪａｐｏｎＤｏｎｃ,ilestprobab‐

lementvraiquelesdeuxpaysn'auraientpasdEveloppEleurindustriesiils

avaienteteindependantsLecasduJapon，cependant，ｍｏｎｔｒｅｑｕｅｌ，

industrialisationseraitencorepossible,malgredesconditionspeufavor‐

ables，silegouvernementind6pendantvoulaitetpouvaitsuivreune

politiquｅｄｅｌ'industrialisationMaislaFranceetl，Angleterrenepermi‐

rentpasauxgouvernementscoloniauxdesuivreunetellepolitique，au

moinsjusqu，alaPremi色reGuerremondiale・Ｕｎｆaitanepasperdrede

vue,ｃ，estqu'ilyavaitdescolons,fonctionnairesetmilitaireseuropeens，

surtoutdesFranQais，quiben5ficiaientdetouslesprivileges，alorsque

leurstalentsauraientaussibienpuetrepr5cieuxdansleursmetropoles．
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Tellessontconclusionsprovisoires・Ellessontcertainementtres

g6neralesetpeuprofondes,maiscetteprobl6matiquedelamodernisation

danslecadreducapitalismemondiala§t色laplusbrDlantepourl，esp2ce

humainedepuisquelquessielesetellel'estencore，Onestoblig色,donc,。，

etudierl，histoiremodernedecepointdevue,etpourmieuxcomprendre

ceprocessus，ilfautretudierdesdeuxpointsdevue-deceluidespays

imp色rialistes-capitalistes,ｅｔｄｅｃｅｌｕｉｄｅｓｐａｙｓｄｕｔｉｅｒｓｍｏｎｄｅＣ'estun

sujetparticulierementint6ressantpourdesjaponais,parcequeleJapon

estalafoisunpaysimp6rialiste-capitalisteetunpaysdutiersmonde，

geographiquementethistoriquement・Ilseraitsouhaitable,voireneces

saire,decomparerlacolonisationjaponaiseaTaYWanetenCor6eavec

lesautrescolonialismes,cequeniFieldhouse,niAlbertinin，ontosEfaire．
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原爆被害者調査にみる原爆死没者について

〔研究ノート〕

原爆被害者調査にみる原爆死没者について

~その予備的考察一

岩佐幹

１゜はじめに

原爆は、原爆被爆者に、「人間として死ぬことも、人間らしく生きることも

許さぬ」（日本原水爆被害者団体協議会『原爆被害者の基本要求―ふたたび

被爆者をつくらないために』）被害を与えた。

原爆被害についての調査や研究は、これまでも多くの分野で行われてきて

いる。しかし「原爆は人間に対して何をなしたか」という観点に立って、〈被

爆者の死と生＞をとらえようとする人文・社会科学の分野での調査･研究は、

1977年の国連ＮＧＯによる「被爆問題国際シンポジウム」にあたっての調査

（これとても被爆者の死については深く立ち入ってはいない）を除くと、全

国的な規模での総合的な調査は、あまり見当たらない('〕・

被爆40周年の1985年に、被爆者の全国組織である日本原水爆被害者団体協

議会(通称、日本被団協)の要求が実って､厚生省は､1965年､75年に続いて、

国としては初めての死没者調査を含む「原子爆弾被爆者実体調査」を実施し

た。そして87年７月には『昭和60年度原子爆弾被爆者実態調査（生存者調査）

報告』書を発表し、死没者調査の報告書も、近く発表の予定である。

ところでこれより先1980年12月１１日、厚生大臣の私的諮問機関「原爆被爆

者対策基本問題懇談会」（通称、基本懇）は、いわゆる「受忍」論にもとづい

た意見書を、園田直厚生大臣に答申した。基本懇は、「原爆被害は悲惨きわま

りないもので……多数の尊い人間の生命を奪い、健康上の障害をもたらし、

人間の想像を絶した地獄を現出した｣ことを認めながらも、「およそ戦争とい

う国の存亡をかけての非常事態のもとにおいては、国民がその生命・身体・

財産等について、……何らかの犠牲を余儀なくされたとしても、それは、国
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を上げての戦争による“一般の犠牲,，として、すべての国民がひとしく受忍

しなければならない｣として、被爆者にも原爆被害の受忍を求めたのである。

そして被爆者が、長年要求し続けてきた原爆被害者援護法の制定を拒否した

のである。基本懇は、結局、想像を絶した地獄の究明および原爆による人間

的被害の解明に対する責任を回避して、原爆被爆者医療法と特別措置法の現

行２法を前提とする厚生省ペースの行政施策を全面的に是認する役割を果た

したのである。

これに対して日本被団協は、このような基本懇意見を論破し、受忍論を撤

回させるために、直ちに被爆者の要求や被爆者･遺族の調査を行い、『原爆被

害者の基本要求』を策定した。そして原爆＝核兵器による被害は、人間とし

て決して受忍できる被害でないこと、国はそのような被害を再び繰り返して

はならない責任があることを、明らかにするとともに、原爆被害者援護法の

制定は、国が原爆被害への補償を行うことによって、核戦争被害を受忍させ

ない制度を築き、国民の核戦争を拒否する権利をうちたてるという国民的課

題、全人類的課題を担っていることを提起した。

日本被団協の厚生省への調査の要求も、基本的にはこの観点に立って、被

爆後40年、原爆が人間にもたらした被害として被爆者の死と生の苦しみを、

国自らの調査で明らかに（原爆被害の全体像を解明）するように求めたもの

であった。しかし基本懇の見解を基調とした厚生省の調査は、そのような姿

勢･視点を基本的に欠くものであった。そしてその調査を、「被爆者の生活・

健康の現状を総合的に把握するとともに、原子爆弾による死没者の実態をあ

きらかにするための資料をえる」という主として被爆者の高齢化状況の把握

に焦点をあてた行政調査として実施したために、その基本的性格と内容にお

いて、大きな制約と限界をもったものにならざるをえなかった。

したがって日本被団協としては、原爆が人間にもたらした被害の実態をあ

らためて明らかにするために、独自の調査（1985年11月～86年３月実施）に

踏み切ったのである。そして86年12月に生存被爆者に関する『原爆被害者調

査』第１次報告書を、また厚生省報告に対する批判をも含めて第１次報告を

補完するｒ被爆者は原爆を受忍しない」と題する報告書（87年７月）を、さ

らに88年３月には『原爆被害者調査』第２次報告（原爆死没者に関する中間
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報告)を、発表して、原爆のもたらした被害がいかに反人間的なものであり、

それが「受忍」できるものではない諸様相を明らかにした。

このような情勢の中で、調査実施から４年後の平成元年（1989年）１２月、

史上初めて「原爆被爆者援謎法」案が、参議院だけではあったが、国会の場

で可決された。８５年に実施されたこの２つの調査は、単なる社会的な調査と

してだけでなく、この画期的な歴史的事情に対し、いやおうなく現実に政治

的、社会的なかかわりと意味をもつことになったといえる(2)。

しかもこの２つの調査をめぐっての争点は、以上からもわかるように、基

本懇が回避した課題、原爆被害をどのようなものとしてとらえるか、そして

それは受忍できるものであるか、にあることは明白なのである。

ところでこの間にあって私は、広島での被爆者として、また日本被団協の

専門委員（さらにはその調査特別委員会のメンバー）として、この２つの調

査には直接、間接にかかわってきた。特に被団協調査に関しては、今後、確

定値の確認を含めて調査の完了にむけての作業を進める責任を負っている。

しかし私は、国連ＮＧＯの際に石川県の被爆者調査の集計作業を行った経験

･はあるものの、必ずしも調査を研究領域としているわけではない。それだけ

に調査作業の今後の推進と間近にひかえた厚生省の死没者調査の報告に対応

という観点からも、今の時点で、これまでの調査報告を読み直し、一応自分

なりに整理しておく必要性を痛感した(3)。

本稿は、日本被団協の調査をふまえながら、原爆被害の中でも最大の犠牲

である被爆者の死の意味するところに、あえて焦点をしぼって、整理を試み

たものである。

n．日本被団協調査（死没者調査）の概要

今回の被団協調査において集計の対象となった回答者数は、13,169人であ

った。それは、1986年３月現在における被爆者（手|帳保持者)総数365,925人

の3.6％にあたっている。調査としては、その規模、内容ともに1977年のＮＧ

Ｏ被爆問題国際シンポジウムの際の「原爆被害者一般調査」を、上回るもの

であった。

その中、原爆死没者として調査票に記入された人は、回答者の家族で、「あ
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の日」（広島1945年＝昭和20年８月６日、長崎９日）から調査時(1985年11月

～86年３月）までに死亡した被爆者で、その総数は、12,726人である。

その概況は表１が示すように、死亡者総数の中で、〈当日死>を遂げた人は、

2,797人（全体の22％）で、昭和20年内死者の総数5,696人の約半数を占めて

いる。さらに８月末までには、年内死者の４分の３以上(77％）の4,411人が

亡くなっている。

昭和21年以降の死者総数は、7,030人で、その推移をみると、２０年代前半に

多くの死者が出ているが、３４年頃までは死亡者が減少した後、３５年以降に再

び増加に転じ、特に50年代後半から著しい増加を示していることが指摘でき

る。

また昭和32年の原爆医療法の制定までに死亡した者は、7,388人(全体の５８

％）で、約６割の人が、国による対策を何ら受けることなく亡くなったこと

になる。

表１．死亡時期別死没者数

昭和20年内の死者５，６９６人

広島８．６，長崎８．９の死者２，７９７人

投下の翌日～２０年末まで２，１８３人

内８月中１，６１４人１１月中４７人

９月中３６２人１２月中４５人

１０月中１１５人

月不詳・無回答７１６人

昭和21年以降の死者７，０３０人

内２１～２４年８６４人４５～４９年８５９人

２５～２９年５９９人５０～５４年８５５人

３０～３４年５９４人５５～５９年１，０７１人

３５～３９年６５５人６０．６１年２２３人

４０～４４年７３６人年不詳・無回答５７４人

以上は、先の被団協調査第１次報告、「受忍しない｣報告、第２次報告にも

とづいたものであるが、被団協は、その後も引き続いて調査票の「被爆当時

の体験と家族の被害」および「昭和21年以降の死没者」についての設問（問
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４，問５，問13）において自由記載柵に記入された被爆者・遺族の「生のこ

とば｣から抽出し、編集した『あの日の証言」（その１、その２）、『被爆者の

死』（その１、その２）を、調査報告の資料集として、今日までに相次いで発

行している。ここでは、それらの資料集をも活用しながら、原爆死の様相に

ついて考察することにする(4)。

Ⅲ、原爆被害と原爆死について

１．慨説（いわゆる原爆地獄の様相について）

あの日、被爆者が見たのは、地獄だった。人々が見た地獄の様相は、それ

こそ一人一人の体験が異なるように、千差万別であろう。しかし「一瞬の光

と轟音、何か地球がひつくり返ったような一瞬でした。同時に一面火の海と

化し、かろうじて押しつぶされた家屋より這い出した」時に、誰もが見たの

は、「町が消えた。人々が消えた｡」破塊した都市のすがただった。被爆者は

「一瞬にして天国から地獄へつき落とされた」のだった。

これらの被爆者がいうように、原爆は、およそ従来の兵器では想像もつか

ない、熱線・爆風・放射線の巨大なエネルギーで、広島・長崎の街を瞬時に

破壊しただけでなく、人間をも破壊したのである。

ここで考えられる街とは、都市の屋並みたたずまいをいうだけではなく、

家、近隣、職場、そして広島、長崎という地域社会を含めて、人間が生存す

るのに必要な社会条件、社会的機能を総合したものである。

また人間というのは、単に一人一人の個人、市民はもちろん、そのような

社会的諸条件を前提にして成立する人間関係を含めての意味である(5)。

原爆は、そのような社会的条件、社会的機能をトータルに破壊したのであ

る。そのために被爆者に対する医療・救護機能、救出・脱出に必要な交通輸

送機能、さらには政府・地方自治体からの適切な指導や情報を伝達する機能

等が、完全に崩壊ないしは麻陣してしまったのである。

原爆被害を考える場合に、原爆がもたらしたこのような政治的、社会的な

機能の破壊とそれが被爆者にあたえた被害をも考えることが必要である。

つまり被爆者は、その生死を分ける極限状況において、行動の方向`住はな
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にもないままに、それぞれが自己保存の行動に身をゆだねなければならなか

った。それまでの人間関係はこわれ、そこに存在していたはずのノーマルな

人間的感情、そして道徳的なつながりを喪失した状況が出現したのである。

「人間が人間でなくなったあ日」のことは、被爆者に「心の傷」として今

も大きな影を残している。「自分が逃げるのがいっぱいで、助けてくれという

人を助けることが出来なかった。それが今も心に残り、助けてあげなかった

バチで今苦しんでいるのだと思います。なんでこんなひどい事をするのかと

今に腹立ちは消えません」（広島、直爆1.0km、女、３１歳)。「あまりの衝撃で、

本来人間のもっている意志や感情といったものを失ってしまった。あまりの

惨状に、なすすべもなく、呆然自失の状態で、救援の手をさしのべる余力(気

持ち）もなく、見捨ててしまった。爆心地より逃れて、折り重なって身を横

たえている市民の方の救いの呼びかけやまなざしに応える心を失い、これら

の方を踏みこえて逃げた」（広島、直爆2.0km、男、２１歳)。

被爆者が、自ら人間としての心を失ったと語る「心の傷」の証言は、重々

しく深刻さにみちて、しかも枚挙にいとまがない。もちろん逃げる前に、「何

人もの人を助けた」被爆者も少なくないだろう。それは、それぞれの被爆し

た状況によっても異なるだろう。しかし原爆が、社会関係をトータルに破壊

したことによって、人々は、救護を求めるすべもなく焼け死んだり、傷つい

たまま見捨てられて、「むごい死｣を遂げさせられたのである。少なくとも｢心

の傷」を訴える人は、そうした原爆がもたらした地獄を自ら体験したのであ

り、人間を人間でない状態にまで追い込んだ原爆の反人間性と原爆死は、「受

忍しえない」ものとして、その意味を指摘しているのである。

２．被爆者の死の様相

（１）「あの日の死」について

このように被爆者が見た地獄、したがってまた原爆の反人間的被害の実態

を、日本被団協の調査をもとに、次に概観することにしよう。

被爆く当日の死＞者2,797人の中で、性別および死亡時年齢が不明な人を除

いた2,236人についてみると、１０歳未満のこどもが406人(18％)、女性(10～５９

歳）が877人（39％)、６０歳以上の年寄りが177人（８％）である。つまり全体
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の65％、約３分の２が、力のか弱い戦闘能力に欠けるこどもや女性や年寄り

であった（因みに10～59歳までの男性は776人、３５％である)。後にみるよう

に、これらの人々に圧焼死が多いことと全く無関係ではない。なお1945年(昭

和20年）末までのく直後死〉者では、男性の割合が39％と少し増加している

が、死没者の大半が、こども、女性、年寄りであることに変わりはない。

原爆は、このように本来的に、非戦闘員をも無差別に殺致し尽くす絶滅兵

器として製造されたものである。二発の原爆は核戦争の時代の幕を切って落

とすと同時に、まさしく新しい国際法違反の全面的な殺裁兵器として登場し

たのである。資料集の中でも何人かの被爆者が、非戦闘員の殺裁に触れて、

許されるべきことでないと訴えているように、それは、アメリカの数万の兵

士の生命を救った戦争終結の兵器であるよりも、それに何倍かの非戦闘員を

殺裁したホローコスト兵器に他ならなかった。

原爆被害の反人間的なむごさは、死亡状況をみるとき、さらにはっきりと

現れている。

〈当日死＞者の圧倒的多数は、表２が示すように、「戸外での爆死｣、ある

いは「建物内（下）での圧焼死」である。死亡状況の回答があった死者数2,

495人をもとにした比率は､複数記載を考慮したとしても､圧焼死1,197人(48.

0％)、爆死895人（35.9％)、大やけどは234人（9.4％）となっている。原爆

は、人々に逃げる余裕をあたえず、また押しつぶされた家屋の下敷きになっ

て焼け死ぬ人々を助け出すことさえ許さなかったことを、物語っている。

圧焼死と爆死について、性別でみると、男性では爆死は466（40.2％)、圧

焼死478（41.3％）とほぼ同数であるのに対して、女性では爆死401人（32.5

％)、圧焼死663人（53.7％）と圧焼死が約1.7倍も上回っている。

さらにこれを、年齢別の対比（表３）でみると、次のようになる。

１０歳代を除く、いずれの年齢層でも、圧焼死が爆死を上回っており、中で

も70歳以上、６０歳代、および９歳以下では圧焼死での死亡が多い。

先に指摘した相対的に力のか弱いこども、女性、年寄りの死者の多くは、

家の下敷きになって生きたまま焼き殺されたか、たとえやっとの思いで這い

出ることができたとしても、すでに火の海で逃げる術もなく、焼き殺された
とみることができるであろう。
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表３死亡年齢別にみた主な死亡状況（当日死者）

☆１１１位は［小１１|死昔数］を100とする％

表２死亡状況（当日死者）

（人）

〕0％

また当日死で４分の１以上の死者を出している10歳代では、爆死が圧焼死

よりはるかに多いが、これは、広島では市内の中学生、女学生が動員され、

勤労奉仕中に戸外で被爆して、爆風で地面にたたきつけられたり、熱線で全

身焼けただれて、死亡したものが多かったことによるものと思われる。

こうした無`惨な死の様相は、ｒあの日の証言』において、多くの被爆者が証

言しているところである.特にある被爆者(軍人)は、その被害は、他に類例

を見ない被害として、次のように述べている。「爆発後すぐ爆心近くに入り、

……今までの戦場でも空襲でも見たことのない広い範囲で、何が起きたのか

わからず、助けることもなにも出来なかった。……火災の中を生きている者

に、逃げろと言うこと以外に何もしてやれなかった。知らない街でのことで、

方向も分からず、夢中で、始めは火災も小さかったが、死者の水分が無く、

炭化した身体がまだ動いていた。……比島戦場でナパーム弾でもこれほどひ

どく焼けたのは見なかった」（広島、直爆2.0km、男、２２歳)。

それは、まさにこの世の生き地獄であった。原爆は、被爆者に、そのよう
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戸外で爆死 895

建物内(下)で圧焼死 1.197

大けが 7５

大やけど 234

急性脱爆症 2１

その外の病気 0

胎児死 10

J１故 0

自殺 0

その他 ３

不明 318

'１，計

[死打数］

2,753

[2.495］

ＮＡ 302

汁

[死舌数］

3.055

[2.79

爆死 IIH焼死 大けが 犬や ナと 原爆症 ､計死fi数］

９歳下 30.9 55.【１ ３．７ １２ ４ ２．８ ｢427＝100％］

10歳代 4９

Ｐ
３

3０ ９ ３ ３ 1２ ２ ０ ３ [576＝100％〕

20歳代 3２ ４ 5０ ８ ２ ７

Ｐ
、 0 ０ ８ [262＝100％］

30歳代 3７ １ 4８ ０ ２ ７ ６ ８ ０ ９ [221＝10(１％］

40歳代 3７ ３ 5０ ５ ３ ２ ８ ６ ０ ４ [279＝100%］

50歳代 3１ ４ 5２ ２ ２ ４ ７ ２ 0 [207＝100％］

60歳代 2８ ６ 6３ ９ ０ ８ ７ ６ 0,8 [119＝100％］

70以上 2０ ０ 6９ １ ９ １ ９ １ ０ [55＝100



原爆被害者調査にみる原爆死没者について

な地獄の死、〈むごい死〉を強いたのである。

次に、これらの死者についての遺体及び死亡の確認状況を調べてみると、

不詳･ＮＡを除いた2,603人を基準にした比率は、次のようになっている。す

なわち遺体で確認した死者597人（22.9％)、遺骨で確認した死者720人（27.

7％)、行方不明の死者1,033人(39.7％）である。遺体か、または遺骨で確認

できたのは約半数であり、４割は、行方不明のまま今日にいたっている。

当時の死者の遺体の状況は、さまざまであったが、特に多くの行方不明の

ままの遺体が、〈もの＞か、〈動物＞かのように扱われたことは、多くの人が

証言している。また遺体を発見できたからといって、家族の手で火葬に付さ

れた場合は別として、多くの死者は、他の死者の遺体といっしょに山積みに

して焼かれるということが普通であった。

遺骨も同様で、平常時の火葬によって焼かれたものとは本質的に異なり、

その近辺の転がっている最寄りの品物で、本人の遺骨と判断したり、また最

終的には確認しないまま、それと推定して持ち帰った遺族も少なくない。

調査報告によると、圧焼死は、遺骨での確認が、その半数を占め、特に圧

焼死の多かった女性では遺骨で確認された人が多く、行方不明は、男性に多
くなっている。

家族と死に目にあえて看とられながら死亡したく当日死＞亡者は、わずか

に４％に過ぎない。しかし大やけどや大けがをうけながらも脱出できた人、

また原爆症で亡くなった人の半数は死に目にあえているし、翌日以降は死に
目にあえた人の比率が高まるのは当然である。

以上のように当日の死は、到底<人間としての死＞として考えようもない

死であった。したがってとり残された被爆者・遺族は、その死の様子をさま
ざまに想像して苦しむのである。

「目鼻の前におおいかぶさった建物におさえつけられたまま、じりじり迫

ってくる火の手、そして死の瞬間を待つ気持ちといったら、どんなに苦しい

ことだったろうか。なぜもっと頑張って救い出そうとしなかったのか、自分

も一緒に死ぬ気になったらもっと何かできたのではないか。母の死に対する

罪意識はつきない。（私は今でも自分の力なさで母を殺したと思っている。そ

れだけに原爆・核兵器が憎い。戦争が憎い。戦争だからといってこんな残虐

３５



な被害は絶対に許せない)」（広島、直爆1.5km、男、16歳)。死者に対する罪

意識だけでなく、この人と同じく自分を「原爆被爆者は被害者にちがいない

が、私の場合加害者でもある」（広島、直爆2,0km、男、１５歳）とまで、つき

つめた意識的うけとめ方を示している人さえいる。原爆が、都市機能の全面

破壊と人間的生存条件の破壊をもたらしたこととの関連で、そのような加害

者意識が、自分を加害者へ追い込んだものに対する責任の追求へと、転換す

る意識構造の変化の過程の考察は、また重要なテーマといえるであろう(6)。

（２）直後の死者（1945年末までの死〉

被爆当日は、爆死、圧焼死を免れた被爆者も、翌日からは身体にうけた大

やけど、大けがが、大半の原因で次々と亡くなっていった。被爆の翌日から

45年の年末までに死亡したく直後死＞者の全体の死.亡状況をみると、最も多

いのは、大やけど（890人、４４％）で、原爆症（784人、３９％)、大けが（372

人、１８％）となっている。この時期に原爆の被害は、これらの死因が単独も

しくは複合しあって、被爆者の生命を奪ったのである。

〈直後死＞の死因として、爆死107人、圧焼死78人が入っているが、これは

おそらく当日のような被爆状況から助け出されて死をまぬがれたものの、そ

の後、やけど、けが、原爆症で亡くなったものと思われる。

このく直後死＞の死亡状況は、次表４にみる如く、２週目に入ると、急･住

原爆症による死者が次第にふえ、８月末までには、やけどによる死者を上回

るようになっている。やけど、けがが死因の１つとなった年内の死者は、そ

の大半が８月中に亡くなっ「ているのに対して、９月以降のく直後死＞では、

急性原爆症が死因の1つとなった死者が、この時期の死者の死因の大部分を

占めるように急速に推移していったのである。

表４
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当日

1週間以内

2週間以内

８月末まで

９～１２月

①圧焼死（１１９７）②燦死（８９５）③大やけど（２３４）

①大やけど（４８２）②原爆症（１２３）③大けが（１１６）

①大やけど（１６０）②原爆症（１２５）③大けが（８９）

①原爆症（１５２）②大やけど（８９）③大けが（７１）

①原爆症（３２８）②大やけど（９６）③大けが（７３）



原爆被害者調査にみる原爆死没者について

次に死亡年齢、死亡時期、死亡状況の関連を、年内死者の全体でみると、

20歳以下の若年の者ほど、早い時期に死亡していることがわかる。すなわち

各年齢層の中で、〈当日死＞者が占める割合（累積総数に対する割合）は、９

歳以下と60歳代の59％を最高として、５２～59％の間にある。

８月中に９割以上が亡くなっているのは、２０歳代と10歳代であり、９歳以

下の88％が、それに次いでいる。高齢の70歳以上の25％、６０歳代の18％は、

９～12月の間に亡くなっている。

さらに死亡年齢別の死亡状況のちがいをみると、比較的早い時期にその多

くが亡くなった20歳代以下の層では、大やけどが、原爆症を上回っているが

（９歳以下では同数)、３０歳代以上では、おおむね原爆症と大やけどがほぼ同

数か、原爆症のほうがすこし上回っている。

またこれを遺体・死亡の確認状況からみると、〈直後死＞者は、〈当日死＞

と比べるとき、遺体(167人、回答のあった1,783人に対して9.4％)、遺骨(105

人、5.9％）による確認が減り、死に目に会えた死者が７割（1.252人、７０．２

％)に達している。この時期の行方不明者は36人、2.0％、死に目に会えなか

った死者は２割弱で、〈直後死>者の多くは、家族または身寄りと何らかの接

触がもてたことがわかる。

死亡時期別にみた遺体の確認状況は、やけど死の多かった１週間以内で死

に目に会えなかった死者は170人､２５％あり、遺体や遺骨での確認が１割以上

なのに、原爆症が増えてくる２週目以降では、死に目に会えた死者が８割以

上という推移をみせている。死亡状況と確認状況をみると、早い時期に多く

が亡くなった大けが、大やけどによる死者では、原爆症に比べて、遺骨や遺

体での確認が多くなっているが、７割以上が死に目にあえている。また原爆

症による死者では、死に目に会えたのは８割以上ある。

（３）年内死者の被爆状況

次に、被爆状況＝被爆距離別の年内死者の死の様相について、みてみるこ

とにしよう。

次表５によると、直爆被爆者の場合、被爆距離が爆心地に近いほど、早い

時期に死亡していることがわかる。
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１km以内で被爆した死没者では、その９割以上が、２km以内ではその約８

割が、８月中に死亡している。３km以内で被爆した死没者の約半数、そして

３km超の６割は、９～12月の間に死亡している。このことは、原爆死が、時

間の経過とともに爆心地から外に向かって広がって行ったことを示している。

また入市被爆、救議被爆などその他の被爆による死者は、その４分の１が８

月中に死亡し、９～12月の間に大部分が亡くなっている。

表５被爆状況別、死没者数の推移（年内死者）

☆上段は累横死亡数、下段は累積総数に対する％

さらに表６にみるように、爆死、圧焼死による死は、近距離で被爆した人

ほど、高い率を示している。〈当日死>をまぬがれた人々も、大やけど、大け

が、そして原爆症による死を遂げることになった。さらに原爆症による死は、

遠距離の被爆者にまでも遠慮なく襲いかかったのである。

同様に被爆状況別に遺体・遺骨の確認状況をみた場合（表７）には、おお

むね次のことがいえよう。遺骨で確認と行方不明は、距離が爆心地に近づく

につれて、その割合が高くなっているが、死に目に会えた、あえない、Ｉま、

被爆距離とちょうど反比例するような関係がみられ、あえなかった死者は、

爆心に近づくほど多くなっている。

以上のように、被爆状況と被爆者の死の様相とは密接な関係があることを
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直爆

(全）

０５kｍ

以内

1.0kｍ

以内

1.5k,1

以内

2.0kｍ

以内

3.0kｍ

以内

３ｋｍ

超

k､不詳

無回答

胎内

被爆

その他

被爆

当日死 2,690

[57］

603

[72］

732

[57］

422

[56］

160

[41］

1７

[18］

５

[10］

751

[58］

1０

[40］

0

[Ｏ］

1週間以内 3,428

[73］

702

[84］

955

[74］

526

[７０］

232

[60］

3２

[33］

1０

[20］

971

[75］

1３

[52］

２

[４］

２週間以内 ３Ⅲ７６１

[80］

747

[90］
1,068

[83］

577

[77］

271

[70］

3７

[39］

1１

[22］
１，０５０

[81］

1４

[56］

８

[16］

８月末まで 4,021

[85］

779

[94］

1.148

[89］

632

[84］

296

[76］

4２

[44］

1７

[33］
1,107

[85］

1４

[56］

1１

[22］

８月・日不詳 4,232

[90］

796

[96］

1,184

[92］

655

[87］

306

[79］

4９

[51］

2０

[39］
1,222

[94］

1７

[68］

1２

[24］

９～12月 4,705

[100］

833

[100］

1.285

[１００］

749

[100］

388

[100］

9６

[100］

5１

[100］

1,303

[100］

2５

[100］

4９

[100］



原爆被害者調査にみる原爆死没者について

表６主な死因の被爆距離別状況（年内死者）

☆小計[死者数]を100とする％

表７被爆距離別、遺体・死亡の確認状況（年内死者）

☆[小計死者数]を100とする％

明らかにしている。

さらに〈当日死〉を含めて、この時期の、つまり年内の死者については、

先に述べたように原爆がもたらした社会的な生存の諸条件の破壊との相関関

係を考慮にいれてとらえることが必要であろう。特に大やけど・大けが等に

よって緊急治療を必要としていた被爆者にとっては、救急・医療体制の崩壊

と敗戦による医療体制の立ち直りの遅れは、致命的であった。これらの死者

たちは、遺族、縁者の多くが証言するように、治療行為らしきものを殆んど

受けるすべもなく、苦悶の中に死を遂げているのである。家族は、手をこま

ねいて、その死をただみつめていなければならなかったのである。

まして原爆医療に関しては、全く無力に近かった。当日は全く無傷であっ

た多くの被爆者が、数日ないしは１カ月たたない中に発病して、脱毛、吐血
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や下血等の症状で、えきり、赤痢あるいは肺結核等の診断をされ、手のほど

こしようもないまま、亡くなっているのである。さらには証言で述べられて

いるように、比較的に医薬体制を保持していたはずの軍の病院、例えば広島

県の東北部の東城町の陸軍病院では、８月10日過ぎに移送された約250人の軽

傷患者の中で、９月末まで生き残ったのはわずかに５人で、９８％の死亡者を

出している（広島、直爆1.0km、男、２６歳)のであり、一般市民の状態がどの

ようなものであったかは、推測に難しくない。こうして原爆は、人間として

受けられるべきはずの治療行為すら受けられない社会状況（国もしくは地方

自治体による医療・救援体制の不作為状況）をつくり出し、みな殺し兵器と

しての許し難い反人間的機能を発揮したのである。

（４）その後の死（昭和21年以降の死）

日本被団協の調査報告は、昭和21年以降の被爆者の死について、「早過ぎる

死」と「遅れた原爆死」という注目すべき特色を指摘している。

今日、日本はもちろん、先進諸国において、国民の平均年齢の水準が急速

に上昇し、高齢化社会にむけての検討と対策の確立が、緊急な課題として要

請されている。そうした一般情勢の中で、「早過ぎる死｣という原爆被爆者に

みられる死の特色は、注目されてしかるべき問題といえよう。

厚生省が、これまで被爆者対策の基調としてきたのは、被爆後40数年経っ

て被爆者が高齢化してきたという状況のもとに、改善をするにしても、それ

を現行２法の枠内で処理しようとする姿勢であった。６０年厚生省調査は、ま

さにその趣旨にそって実施されたのであるが、その集計の中には、例えば被

爆者の健康破壊がすすみ、国民的水準よりもはるかに高い入・通院率という

被団協調査を補完するに足るデータさえ含まれていたことは、原爆が、生存

被爆者にいかに残苦の生を強いているかということを示す好例であろう。

この「早過ぎる死」という被爆者の死の特色は、高齢化対策の1本の厚生省

の施策、特に「受忍」政策とは、対立する1つの重要な論点なのである。

この問題について、石田忠氏は、日本被団協の調査報告をもとにしながら

も、表８にみるように、累穣度数表を用いて解明されている。それは、死没

者総数12,726人の中、被爆時年齢と死亡時期とがともに回答されている死者
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9,410人について検討したものである(7)。

表８被爆時年齢別、死亡時期別死没者数
(累積度数）

両|琴|蛋讓l互票|亙壽|巫壽|=濡壽

すでにみてきた如く、〈当日死＞とく直後死＞とを含めた被爆者の<年内死＞

においては、早い時期の死亡では、相対的に若年層の死亡が多くみられた。

石田氏は、このことを前提にして、今日までの死者の中で、７５％、４分の３

が死亡したと思われる年代を各層について比較するとき、被爆時年齢の若い

ものほど、早く亡くなったという事実を明らかにしている。しかも「早過ぎ

る死」を、〈その後死＞それ自体の特色というよりも、〈当日死＞以降の死没

者全数を対象にしてとらえて、原爆死の様相を浮かび上がらせようとすると
ころに、極めて興味深いものがある。

他方、被団協の第２次調査報告では、被爆時年齢別にくその後死＞者の推

移を集計した上で、被爆時の各年齢層が被爆後10年刻みの各年代で死亡した

比率を検討して、その死が、「早過ぎた死」であることも明らかにしている。

先ず被爆時９歳以下だった人の死は、９歳以下で４割近くが、また10歳代

での死とあわせると半数近くになり、すべて49歳以下での死である。

１０歳代被爆では、１０歳代と20歳代で３分の１が死亡、５０歳代に達しての３

割と４０歳代とあわせると半数を占め、５９歳以下ですべて死亡。

２０歳代被爆は、２０歳代と30歳代で３割近くが死亡、５０歳代で死亡が急増し

ている。すべて69歳以下の死亡で、７割が59歳以下で死亡。

4１

当日
死亡

Ｓ２０

年末
Ｓ２１～2９ Ｓ３０～3９ Ｓ40～4９ Ｓ５０～6１ 備考

総数 2学 4『 5夢 6夢 8f崎 1oｒ 9,410/Ｌ

歳
凹
羽
調
鯛
印

９
－
一
一
一
一
一

一
ｍ
加
釦
仙
別
印

０
９
０
０
４
４
３

４
３
３
２
１
１
２

４
２
６
６
８
９
３

７
７
－
０
３
２
２
４

５
９
６
３
７
１
６

８
７
６
４
３
４
６

８
４
０
２
８
７
７

８
８
７
５
４
５
８

２
７
０
６
９
３
８

９
８
８
６
６
８
９

100

100

100

100

100

100

100

４
６
７
６
２
０
５

２
１
６
１
３
８
７

１
６
９
２
１
５
７

６
０

９
◆
９

１
１

１
２
１



３０歳代被爆は、３０歳代と40歳代で２割近くが死亡、６０歳代で死亡急増、５９

歳以下で３分の１が、また69歳以下で３分の２が死亡している。

４０歳代被爆では、４０歳代と50歳代で２割が、６９歳以下で４割死亡。

５０歳代被爆では、５０歳代と60歳代でその３割が死亡している。

６０歳代被爆では、６０歳代と70歳代で半数以上が死亡している。

７０歳以上は、７０歳代と80歳代で大部分が死亡している。

以上からみると被爆者の死は、高齢化どころか、少なからぬ人が、被爆し

たことによって「早過ぎる死」を遂げさせられていることがわかる(8)。

しかし今回の調査で、さらに重要なことは、〈その後死>にかかわる死因の

問題である。すなわちくその後死＞者の死因の大部分は、病気（その後死中

5,974人、８６％)で、昭和20年代以降どの年代をとってみても、84-94％を占

めている。

被爆者の場合、病気の中でも、特に〈白血病〉とくガン＞に注目する必要

がある。先ず〈白血病＞にかかった割合は、被爆時年齢で胎児から29歳まで

の幼・少・青年層だった人が高くなっている（各世代ともおよそ４％)。

〈ガン＞にかかった割合は、被爆時に20歳代、３０歳代だった人々が最も高

〈（34％)、それに次いで10歳代、４０歳代、５０歳代が、２５～29％と死因として

は高率になっている。ところでこれらの疾病の発生の推移をみてみると、〈白

血病＞は、昭和21～29年および30年代の死者に多く発生している。これに対

して<ガン＞は、２１～29年の死者では13％だったが、３０年代に26％、４０年代

に29％、５０年代には31％と、３０年代以降から急増し、次第に増加する傾向を

みせている。このことは、生存被爆者には、これらの死者と同様に、いつくガ

ン＞にかかるかわからない可能性があることを示しており、被爆者は、その

不安と恐怖に常にさらされているのである。

以上のようにくその後死>の死者は、「早過ぎた死｣を遂げたばかりでなく、

その死について、〈白血病＞やくガン＞をはじめ被爆とのかかわりを考えてい

る遺族は、少なくない。すなわち〈その後死＞の死者の遺族（大部分は被爆

者）で、その約６割は、家族の死が原爆と関係あるものと受けとめている。

特にく白血病＞による死者の遺族は、９３％が、またぐガン＞による死の場合

は、７０％が、原爆と関係あると考えている。そしてその死は、「原爆と関係あ
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る死」すなわち「遅れた原爆死」ではなかったのかとの疑いと不安を、拭い

きることができないのである。

こうして〈その後死＞は、〈当日死>、〈直後死＞とは、死の様相を異にする

とはいえ、やはり他に類例をみない「むごい死」であることにはかわりない

であろう。しかしそれのみではない。次の表９にみるように、その死にいた

るまでの過程も、苦`悩にみちたものに他ならなかった。

表９

病気との闘いの日々をおくらされて……………….…….…….…1,267人（28.5）

被爆を境に体が弱くなって.…………………………..….….….…1,007人（22.6）

ある日、急に、突然に、．………………….…….…………………811人（182）

こどものことを心配して…….………………………….…….……432人（9.7）

原爆症の不安．恐怖に脅えて….……………..……………………392人（8.8）

思うように働けないことに苦しんで….………………..…………380人（8.5）

原爆で肉親を亡くした悲しみに、生きる支えを失って．……….、276人（6.2）

けが．やけどの傷あとに苦しんで…………………………………254人（5.7）

被爆後、生活が苦しくなって．………..….……...…………..……235人（5.3）

医療の遅れ、原爆症に対する周囲の無理解に苦しんで…………172人（3.9）

早く死にたい、と苦しんで……………………..….………………129人（2.9）

あの日の体験に苦しめられて………………………………………107人（2.4）

学業や就職、結婚．家庭など、夢や希望を奪われて……………８３人（1.9）

隠そう、忘れようと苦しんで………….…………….…….………５６人（1.3）

（その他………18人）

カッコ内は、死者総数より「亡くなるまでの苦しみ」が「不詳．回答なし｣、

「特になし」の者をのぞいた4,448人を100％とした比率である。

被爆者の死の様相とこのような死の苦悩をみるにつけ、思い出すにつけ、

被爆者・遺族は、その死に自らの死のすがたを重ね合わせて不安と恐怖にか

られると同時に､｢被爆者同士の結婚……30数年後に遅れた犠牲者として夫を

奪われた時に、被爆者でありながら、初めて原爆の恐ろしさと憤りを覚え、

主人が被爆さえしていなかったらと涙する半面、大切な人の死を無駄にして

はならないという重い責任を痛感します」（広島、直爆3.0km、女、１２歳)と、

そのような死＝原爆死は、受忍してはならないと訴えているのである。

特に原爆医療法の施行以前に亡くなった人々に対しては、せめてあのとき

援謹措置ができていたらとか、何らかの対策があったらとか、非常に多くの
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遺族が心残りや口惜しさをひれきしている。その中で、ある遺族は、「夫が亡

くなった時点では私も原爆に対する知識が浅く、その上アメリカ連合軍指令

部のプレスコードによって、我々大多数の被爆者は（見ざる、聞かざる、言

わざる）の姿勢を余儀なくされたと思う.しかしながら10余年も被爆者援護

対策のおくれは、無情な政府の無責任極まる仕打ちと考えます。したがって

そのために数字に現れない犠牲者のいることも認識してほしい」（広島、直爆

2.0km、女、２９歳)と証言している。このことは、〈その後死>、中でも原爆医

療法の制定以前の死者は、アメリカ占領軍の原爆被害の隠蔽政策とそれを踏

襲した日本政府によって放置政策の対象とされたという事実に言及したもの

であり、その意味では、その死は、政治的、社会的死ともいうべき死であっ

たことを示す発言として注目すべきであろう。

１V、むすびにかえて

以上で明らかなように原爆によってもたらされた被爆者の死は、被爆<当

日死>、それに続くく直後死>、そして今日までの〈その後死＞と、それぞれ、

被爆者が死に直面した時期によってその様相は異にするが、いずれも他に

類例をみない人間としての死とはいえない死、いわば｢むごい死｣であった。

またそれは同時に被爆者の死亡の時期のその人をとりまく外在的な諸条件に

かかわりをもつ政治的、社会的な死という意味をももっていたということが

できるであろう。

もちろんむごいのは、死没者だけではない。生存被爆者もまた原爆によっ

て痛めつけられてきたのである。生存被爆者が今日なお背負い続けている苦

悩や不安は、被爆したことによって、この40数年間の生活の中で積み重なっ

て生じたもので、それこそが、原爆による被害に他ならない。とりわけ被団

協の資料集では、家族の死に自らの死の暗示をみて、死の不安と恐怖の思い

悩むだけでなく、これほど苦しむのなら、いっそのことあのとき死んでいた

方がよかったと生きる意欲の喪失感を、何人もの遺族が書き記している。こ

のように生きる意欲を失うまでの被爆者の苦悩は、すでに第１次の生存者調

査で明らかにされたように、回答者のおよそ４分の１にみられたところであ

り、生きる意欲を失って自殺した人が47人もいることも忘れてはならない事
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実である。それを生のことばとして読むとき、その重みが、あらためて現実

感をもって迫ってくるのである。

生存被爆者の問題については、いずれ機会をみて整理する種もりではいる

が、ここでは、原爆は、被爆者のむごい死にとどまらず、生き残った被爆者

を生きる意欲を喪失させるまでに追い込み、人間らしいくらし（言い換えれ

ば日本国憲法が保障する平和的生存権、幸福追求権等の権利すら）を損い続

けるという、まさにトータルな意味での反人間的な被害を与えたのであり、

とても受忍できるものではないことを指摘することにとどめておきたい。

基本懇の受忍論は、原爆被害のこのような認識をふまえたものではなかっ

た。中でも原爆被害の最大の犠牲者である死没者については、その実態を把

握しようという姿勢すら感じられなかったといって過言ではない。昭和60年

度の厚生省調査が､国としてはじめて死没者調査にとりくんだということは、

まさに国の対応をめぐっての正式な争点として、やっと死没者の問題が浮か

び上がってきたということに他ならない。

厚生省調査とならんでの被団協調査は、この問題に大きな1石を投じたも

のであり、客観的な素材として、多くの人々の分析と解明を期待できるよう

な集計データを提供することができたと思う。

ここで私が、あえて死没者問題をとりあげたのは、被団協の調査報告およ

び資料集は、被爆者の死は、到底「人間としての死」とはいえないむごい死

であるということを明らかにしているばかりでなく、そこで述べられた意見

や証言を通じて、被爆者や遺族は、原爆死なるものが、これまでみてきたよ

うに人間としての存在条件に対する政治的、社会的な機能のトータルな破壊

と深くかかわりあった死という意味をもあわせもったものであり、それゆえ

に決して受忍することはできないということを物語ろうとしていることを、

読みとることができたからである。もちろん原爆被害のこのような認識は、

何も目新しいことでない。しかし注目すべきことは、この調査資料にみられ

る被爆者・遺族の証言は、被団協の『原爆被害者の基本要求」をはじめ、原

爆被害についての反人間性、犯罪性を論じている諸見解に対して、傍証を提

供するものになっているということである(9)。

すなわちそれは、原爆が、人間としての存在条件をトータルに破壊するこ
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とによって、被爆者に地獄のようなく当日死＞とく直後死＞を遂げさせたこ

と、そしてまた被爆直後からの原爆被害の隠蔽・放置政策（それは今もなお

基本的には継続しているが）の下で〈その後死＞が進んでいること、に対す

る被爆者、遺族の全面的な告発というべきものである。全体としてそれは、

そのような死が、人間としてはあってはならない死であり、人類の上に再び

起きてはならない死であること、したがって被爆者の死と生は、核兵器と共

存しえないことを、明らかにしているからである。それは、いいかえれば日

本政府の戦争開始・遂行責任、アメリカ政府の原爆投下責任、また両国政府

の原爆被害に対する隠蔽政策・被爆者放置政策等についての国の責任回避と

その無自覚に対する被爆者・遺族のプロテストの基本姿勢を反映するものに

他ならないといえよう.

被爆45周年をむかえて、国に対して、「再び被爆者をつくらぬ｣という決意

の証しとして原爆被害者援護法の制定を求める運動が、大きく盛り上がって

いる。国の受忍政策を撤回させ、援謎法制定に踏みきらせるには原爆死を含

む原爆被害に対する正確な認識と普及による国民世論の結集が必要であり、

被団協の諸報告、諸資料は、そのための不可欠の素材として、ぜひともひろ

く読まれ、討議の対象となることを期待したいと思う(10)。

最後に私は、それらの文書を読みかえすことによって、調査対象者が自由

記載欄に記入した事項は、これもまた調査の集計データとならんで重要な客

観的資料であることをあらためて確認することができた。

厚生省調査にあたって実施された数万人分の自由記載欄の記述が、いまな

お十分な解明もくわえられぬまま、一部の人の処理に委ねられようとしてい

る。それは、被爆者が未来に残す貴重な証言として記入したものであり、死

蔵されることなく寸被団協の調査資料集と同様、人類の共通した財産となる

ように、総合的な解明とその全容の公開にむけての責任ある処置がとられる

ようにこの場をかりてあわせて強く要望しておきたいと思う。

(1)これまでに実施された原爆被害調査に関する文献については､次のようなものをあげる
ことができる。

，、原水爆禁止日本協議会専門委圓会編：ｒ原水爆白書_－かくされた真実」1961
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原爆被害者調査にみる原爆死没者について

２．広島大学原爆死没者慰霊行事委員会：『原爆と広島大学一「生死の火」学術篇」

１９７７

３．ＮＧＯ被爆問題シンポジウム日本委貝会：「原爆被害の実相一一原爆は人間に何をし

たか」１９７７

４．ＮＧＯ被爆問題シンポジウム長崎準備委貝会：ｒ原爆被害の実相一一長崎レポート」

１９７７

５．広島市・長崎市原爆災害誌編集委員会：『広島・長崎の原爆災害』１９７９

なお本稿と関連して参照してほしい主な文献は次の通りである。

１石田忠：「原爆と人間」 機関誌連合通信社１９８３

２石田忠：『被爆者の死と生」日本被団協原爆被爆者中央相談所１９８８

３石田忠：『原爆体験の思想化－反原爆論築』Ｉ＆Ⅲ未来社１９８６

４浜谷正晴：「被爆者調査の方法と調査結果の集約について」一橋論集１９８７

５浜谷正晴：「原爆被害者調査｣の立場と櫛想一鯛査過程研究の一つのこころみ－

「社会学研究」（『一橋大学研究年報｣）２７．１９８９

６松井康浩：ｒ原爆裁判一核兵器廃絶と被爆者援護の法理」新日本出版１９８６

７椎名麻紗枝：ｒ原爆犯罪一被爆者はなぜ放置されたか」大月轡店１９８５

８岩佐幹三：「被爆問題国際シンポジウム報告書」石川県原爆被災者友の会１９８６

９日本被団協：「原爆被害者調査」第１次報告、日本原水爆被害者団体協議会１９８６

１０日本被団協：「被爆者は原爆を「受忍」しない』同上１９８７

Ｕ日本被団協：「原爆被害者調査」第２次報告同上１９８８

１２日本被団協：資料集『あの日の証寳』（その１）同上１９８９

１３日本被団協：資料染『あの日の証言』（その２）同上１９８９

１４日本被団協：資料巣ｒ被爆者の死」（その１）同上１９８９

１５日本被団協：資料集「被爆者の死』（その２）同上１９８９

(2)日本被団協は、1973年12月に｢原爆被害者援鰻法要求骨子｣を作製し、それにもとづい

て、全政党にそれぞれの援謹法案を作製するよう要鋼した。これに対して、自由民主党を

除く野党からは、その党独自の法案が提起された。被団協は、それらの法案をもとに全野

党の統一した法案の作製に努力して、その成案をみるにいたった。そしてしばらくは野党

統一案として議会(衆識院)に提案が毎年のようにくりかえされた。しかしその都度、政

府提出の現行法改正案の先議によって、廃案もしくは審議未了に終わっていた。その後、

野党間の結束がゆるみ､統一した提案という形はとれない状態となったが､1989年被団協

の努力が実を結んで､再び野党問で統一案による議会(参議院)提出の話し合いがついた。

このような歴史的な穂み重ねと参議院の政治地図の変化もあって､史上はじめて援謹法案

の国会での可決という成果が、１院のみではあったが実現したのである。

(3)ＮＧＯ調査・石川県集計については、岩佐・前掲８を参照。
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(4)被団協調査の集計作業･解析にもとづく報告書の作製にあたっては､被団協の調査特別

委員会のメンバーの他に､被団協の専門委員である一橋大学名誉教授の石田忠氏､一橋大

学教授浜谷正哨氏及び同大学社会調査室の井上由紀さんや被爆者等多くの人の協力を得る

ことができた(特に被団協調査にあたっての問題点と意義については、浜谷･前掲５で詳

述されている)。また資料集の作製には、この他、「<原爆と人間>｣研究会会風を中心とす

る積極的な協力が大きな支える力となったが､私としては、特に石田、浜谷両氏から学ぶ

ところ大であった。この紙上をかりて感謝を捧げたい。

(5)原爆のトータルな破壇とそのことにともなう被爆者の非人間的な行動についての分析で

は、上記の石田論文（特に１と３）に負うところ大である。

(6)被爆者が､被爆したがゆえの苦しみや不安､そして生きる意欲の喪失を乗り越えて､核

兵器廃絶､援鐡法制定をめざして被爆者運動に生きる支えを求めるにいたる､意識の転換

を､どのようにとらえるかは､生存被爆者の生き方についての重要な問題の１つであるが、

ここでの加害者という意識の表明は、リフトンの罪意識（ＲＪ・Liftｏｎ：DeathinLife；

SurvivorsofHiroshima.,ＮＹ､1967.）とは異なった新しい問題を投げかけたものとし

て、今後検討するに値する問題ではなかろうか。

(7)石田・前掲２，１４～５ページ。

(8)被団協第２次報告、５２～59ページ。

(9)上記、松井、椎名、両文献等を参照。

(１０原爆被害についての全般的な整理はあらためての機会とするとして､私自身の被爆体験

と援護法のとらえ方については、すでに「８月６日・ヒロシマ」（コープ・ブックレット

１５）日本生活協同組合連合会、1989.と「被爆者援鍍法｣かもがわ出版、1990.で概略的

な私見を述べたところである。あわせてご叱正.ご助言をお願いしたい。
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