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第91巻第6号におきまして，

うえ再度掲載いたします。

第三論文・第四論文の英文要旨に印刷のずれがありましたので，訂正：の

The　Historian　Eric　Anderson　Wall〈er　and　British

　　　　　　　　　　Liberalism　in　South　Africa

by

HoRlucm　Takayuki

　　In　post－apartheid　South　Africa，　one　of　the　crucial　issues　has　been　the　use　of　his－

tory　by　the　African　National　Congress　govemment：　prime　examples　of　this　are　the

Truth　and　Reconcikation　Commission　（1995－98）　and　the　ceRtenary　of　the　SecoRd

South　African　War　（1999－2002）．　On　the　other　hand，　English－spealcing　historians

have　felt　alienated　from　the　present　situation，　and　have　taken　an　interest　in　their

own　identity．　However，　they　have　overe皿phasised　their　openness　to　t｝le　other

ethnic　groups　such　as　雌aners，　Africans　a熱d　Co玉oureds　kl　the　late　血eteenth

and　early　twentieth　centuries，　and　rninimised　the　exclusiveness　of　liberalism　in　the

mid－twentieth　century．　Funhermore，　it　has　been　important　for　them　to　consider

the　relation　between　liberatism　and　the　British　Empire，　because　imperialism　and

racism　in　South　Africa　have　always　been　issues　for　the　liberals　and　the　radicals　in

the　“British　world”．　Therefore，　this　article　will　exp｝ore　the　work　of　the　historian

Eric　Anderson　Walker，　who　contributed　to　the　foundation　of　British　liberalisrn　in

South　Alirica　during　the　period．

　　Walker　was　bom　at　Streatham，　London，　on　6　September　1886，　and　anived　in

Cape　Town　in　1911．　As　a　professor　at　the　South　African　Coilege，　which　became

the　University　of　Cape　Town　in　1918，　he　began　to　study　the　history　of　Sottth　Afri－

ca　under　the　inAueRce　of　the　historian　George　McCall　Theal，　whose　work　was

pro－Boer　and　racist．　However，　Walker’s　lecture　‘The　Frontier　Tradition　in　South

Afirica’　（1930）　showed　his　negative　and　cent’emptuous　attitude　toward　the　conserv－

atism　aRd　racism　of　Afrikaner　natioRaBsts．　Nevertheless，　he　followed　Theal　in

dealing　with　the　“Great　Trek”　and　the　history　of　Africans．

　　On　the　other　hand，　the　most　important　problem　for　Walker　was　the　myth　of

liberalism　in　the　late　nineteenth　century　Cape　Colony．　Since　the　1910s，　he　had

been　concerned　with　the　history　of　the　Cape　in　the　seventeenth　ar｝d　eighteenth

centurjes．　However，　his　concern　ttm）ed　to　the　late　nineteenth　century　from

arouRd　1920，　when　he　came　to　know　politicians　like　John　Xavier　Merriman，　the

former　pime　minister　of　the　coiony．　Lord　De　Villiers　and　His　Times：　South　Afn’ca



1842－1914　（1925），　Wall〈er’s　flrst　book　about　the　Cape　history，　emphasised　the

“reconcMation”　with　the　Dutch，　and　a　Wltiggish　view　of　history．　Nevertheless，　he

felt　a　crisis　when　the　Afrikaner　nationalist　camp　attacked　the　non－European　franch－

ise　in　the　Cape　and漁e　British　in　the㎡d　1930s．　W．P．　Schアθ碗θ7」、4　South　Afr－ican

（1937），　Wall〈er’s　biography　of　the　former　prime　minister　of　the　colony，　covered

the　problems　of　the　“native　franchise”　and　the　British　identity　more　dii’ectly．

　　In　1936，　Walker　became　professor　of　imperial　and　naval　history　at　the　Universi－

ty　of　Carnbridge．　ln　1940，　he　contributed　the　article　‘The　Jameson　Raid’　to　the

Cα〃zZ＞r・idge　Historicalノ∂urnal，　and　tried　to　investigate　the　cause　of　Afrikaner

nationaijsm　in　the　iate　nineteenth　aRd　eay｝y　£wentieth　centuries．　Furtheumore，　his

book　The　British　Empire：　lts　Structure　and　SPirit　（1943）　sought　to　envision　the

role　of　the　British　Empire　in　the　age　of　Pax　Americana．　On　the　other　hand，　he

argued　actively　against　the　policy　of　apartheid，　which　began　in　1948．　ln　1968，　he

settied　in　Durban，　Natal，　and　died　・there　on　23　February　i976．　Even　before　his

death，　his　anti－A£ril〈aner　and　Eurocentric　work　was　criticised　by　A£ril〈aRer　national－

ist，　liberal　Alticanist　and　South　Alitican　radical　historians，　but　British　liberalism

never　became　a　thing　of　the　past　out　of　the　academic　world．

　　Walker　remained　more　pro－Boer　and　reconciliatory　with　the　Dutch　than　other

tiberal　historians．　However，　he　confronted　Afrikaner　nationalism　and　took　a　ieadmg

position　on　the　“frontier　tradition”　and　the　Jameson　Raid．　Furthermore，　the　most

important　problems　for　him　were　the　myth　of　Cape　liberalism　and　British　identity．

On　the　other　hand，　he　did　not　fuliy　develop　his　ideas　about　the　British　Empire　in

the　age　of　Pax　Americana．　Nevertheless，　the　problem　of　the　Empire　undenlably

lurked　in　the　background　whenever　he　told　the　story　of　South　Africa，　and　in　con－

trast，　the　South　African　problem　was　undeniably　present　whenever　he　told　the

story　of　the　Empire．

The　Frarnework　of　Mori　Tsutomu’s　Foreign　Policy

　　　　　　　　　toward　China　during　1929－1932

by

KoBAyAsKI　Shohei

　Japanese　foreign　policy　was　carried　out　by　Foreign　M娠ster　Shidehara　K加ro

du血g　the　period　of　1924　to　1931，　except　when　the　cab血et　was　headed　by　Tanaka

Glichi　（1927－1929）．　Shidehai’a’s　foreigr　t　policy　toward　China　is　said　to　have　faithfu1一



ly　fogowed　the　agreements　made　at　the　Washington　Conference　in　1921　and　to

have　respected　both　cooperation　with　the　powers　and　the　principle　of　non－

intervention　in　China’s　internal　affairs．　The　Manchuria　lnciclent，　which　broke　ou£　in

September　1931，　was　the　work　of　the　KaRtogun，　who　perceived　that　Japanese

national　interests　in　Manchuria　cou｝d　not　be　secured　by　the　policy　executed　by

Shidehara．　Some　scho｝ars　have　questioned　whether　his　policy　was　the　best

method　for　defending　Japanese　national　interests　in　Manchuria，　because　the

agreements　of　the　Washington　ConfereRce　contained　the　seeds　of　turmoit　and

weye　fragi1e，　such　as　the　fact　the　Soviet　Union　was　outside　the　Washington　sys－

tem　and　the　nationalist　rnovement　in　China　etc．　These　scholars，　however，　give　no

indication　which　policies　should　have　replaced　those　of　Shidehara．

　　This　article　focuses　on　Mori　Tsutomu，　an　ir｝fluential　member　of　the　Seiyukai，

who　advocated　a　hard　1ine　on　China　that　was　antithetical　to　Shidehara’s，　and　clar－

ifies　the　meaning　of　the　framework　of　his　foreign　policy　toward　China　in　the　period

of　the　Manchuria　lncident．　ln　order　to　examine　whether　Mori’s　foreign　policy

could　have　been　an　alternative，　！　analyze　Mori’s　conduct　and　remarks　on　the　Nine

Power　Treaty，　the　League　of　Nations，　the　Chinese　government，　and　Japanese

national　interests　in　Manchuria．

　　The　findings　of　this　study　caR　be　summarized　as　follows．　（1）　Mori’s　policy　was

carefuliy　designed　not　£o　infringe　on　the　Nine　Power　Treaty　and　to　avoid　friction

with　the　powers．　His　policy　making　as　such　derived　from　his　belief　that　adopting　a

hard　1ine　and　taking　milltary　action　to　settle　internatjonal　problems　were　inevitable

when　pursuing　nationa1　interests，　but　he　believed　relations　with　the　powers　should

not　be　ruptured．　（2）　His　strong　emphasis　on　defending　Japanese　interests　in　Man－

churia　derived　from　his　aspiration　for　Japan　to　become　a　great　nation，　that　Japan

must　“become　a　great　nation　and　remain　a　great　nation．”　Securing　natural　resour－

ces　in　Manchuria　in　his　view　was　a　prerequisite　to　being　a　great　nation．　This

emphasis　on　the　special　relationship　with　Manchuria　was　in　the　context　of　the　in－

creasing　radicaljzation　of　the　nationalist　movement　on　the　Chinese　mainland　and

the　worry　that　this　rnight　endanger　Japanese　interests　there．　From　his　point　of

view，　social　order　and　stability　must　be　maintained　in　order　to　secure　natural　re－

sources　in　Manchuria．　（3）　Japan　became　a　councll　member　of　the　League　of

Nations　in　1920．　Mori　understood　thjs　to　rnean　that　Japan　wRs　responsible　for　pre－

serving　order　in　East　Asia，　and　on　the　basis　of　this　understanding，　he　reasoned

the　powers　would　accept　Japanese　military　action　to　maintain　order　in　Manchuria

under　the　conditions　mentioned　above　（1）．　（4）　Mori　viewed　the　Japanese　state　as　a

“na廿on　state　based　on血e　Imperial　Household，”and　understood　the　communist

movement　as　thi’eatening　the　lmperial　Household．　Therefore　commtmism　could



not　be　tolerated　and　the　spread　of　communist　forces　into　Manchuria　must　be　pre－

ven£ed．　This　was　because　an　intrusion　into　Manchuria　would　mean　its　spread　into

Japan．　The　inf血gement　on　Japanese　national　interes£s　in　mainland　C屈na　by　com－

munist　forces　in　early　1927　and　the　revolutionary　foreign　policy　by　the　communism

elements　in　Chinese　nationaljst　govemment　solidhied　his　view　of　communism．

　　Considering　the　four　points　noted　above，　1　wish　to　point　out　that　this　paper　pro－

vides　an　opportunity　to　reassess　Mori’s　foreign　poticy　toward　China，　which　most

studies　have　regarded　as　aRtithetical　to　Shidehara’s　and　have　viewed　negative｝y　by

stressing　his　hard－line　stance　and　conduct．　Further　study　and　consideration　of

Mori’s　policy　can　also　help　us　to　consider　what　would　have　been　a　possible，

alternative　Japanese　foreign　policy　to　that　of　Shidehara．
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