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本稿はチェスター・ハイムズの������������� (1957) (以下����１) を検討する試みの第二
部にあたる２｡ 前稿においては､ この����の時空間を縦横無尽に跋扈する多彩な悪漢たちを中心
とした登場人物たちについて検討を行った｡ そこで見えてきたのは, ハイムズが描いた ｢仮面の悪

漢たち｣ は場面に応じて様々な仮面の生を生き, それによってこの����のテクスト世界において
はアイデンティティが複層化し, 一つの固定したものに還元しえないことを示唆しているというこ

とであった｡

前稿における考察を踏まえて, 本稿ではこのテクストの舞台であるハーレムという ｢場｣ につい

て検討することになる｡ この����をはじめとするハイムズの犯罪小説群においてハーレムという
舞台設定が重要な意味を持っていることはこれまでにも��������������３をはじめとする批評家た
ちが指摘してきたが, ｢場｣ としてのハーレムが単なるテクストの舞台という以上の意味を持って

いることはハイムズのハーレム描写に雄弁に表れている｡ たとえば, ����の中からハーレムの中
心地である125丁目と７番街 (現在の���������������������) の交差点を描いた部分を抜き出し
てみよう｡����������������125���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6�000�000 ������������������������������������������������(36)
この部分で注目されるのはハーレムの風景とそこに暮らす黒人たち４の様子を描く際のハイムズの

写実的かつ細密な描写である｡ ここにはハーレムの目抜き通りに並ぶ建物や商店の様子が描かれる

ばかりでなく, それらの商店が掲げる看板の色や文言, ショーウィンドゥにならぶ商品までが非常

に細かく描きこまれ, あたかも写真を見ているかのような印象を与えている｡ 続いて夕暮れ時の同

じ場所を描いた部分を見てみよう｡������������125�������������������������������������������������������������������
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�������������論パート２：
ハーレムという場についての考察

一 木 順�������������������������２��������������������� �������������



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(87)
ここにおいてハイムズがハーレムの雑踏に溢れている様々な色を前景化することで, 通りの様相も

一変する｡ 道の両側に並ぶ店のネオンサインが投げかける ｢さまざまな色調の光｣, 通りを歩く人々

の肌の ｢さまざまな色調｣, その光が生み出す ｢奇妙な金属的な陰影｣, そして通りを歩く人々がま

とう多様な衣服の ｢さまざまな色合い｣ といった描写がハイムズのハーレムの雑踏の描写を色彩豊

かなものとし, それによって彼のテクストにおけるハーレムという ｢場｣ が立体的なものとして立

ち上がってくる｡ 換言すれば, ハイムズがハーレムの細部を伝えるだけでなく, そこにあふれる色

や雰囲気までもを再現することで, 読者にあたかもその場にいるかのような印象を与えることに成

功していると考えられるのだ｡

ミッシェル・ファーブルはこうしたハイムズの技法を���������������������５ と呼んでいるが,
こうした克明な情景描写が, ハーレムの風景を単に語られるべき物語の遠景として利用するための

ものではないということは自明であろう｡ この細密画のような風景描写にはハーレムという場の固

有性への強いこだわり, そしてその雰囲気を再現しようとする強い意志を感じることができるから

だ｡ そうした意識がこのハーレムを舞台とした犯罪小説群の底流をなすものであることは1983年に

行われた�����������とのインタビューにおける次のような言葉に明らかである｡ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������６ ここにおける ｢ハーレムのホームドラマ｣ という言葉にはハーレ

ムという ｢場｣ が自身のテクストの舞台として必然的に選択されたことが示されている｡ それが

｢ホームドラマ｣ たりうるのは, そこで描かれるさまざまな出来事がハーレムという固有の ｢場｣

によって引き起こされたものであるからだ｡

伝記的な見地からいえば, ハイムズはハーレムの出身ではないし, 短い期間を除いてはそこに住

んだこともなく７, ハーレムにこだわりを持つ理由は見られない｡ とすれば, ハイムズのハーレム

という固有の場へのこだわりはどのように理解しうるのだろうか｡ ハイムズがハーレムという場が

持つ空気やその場に住む人々の息遣いが彼の犯罪小説の時空間を構築する上で不可欠と考えた理由

はどこにあるのだろうか｡ 本稿はハイムズの描いたハーレムという ｢場｣ を詳細に検討することを

通してハイムズにとってのハーレムの必然性を明らかにしていきたい｡ そしてそれによってハイム

ズに ｢犯罪小説｣ というフォーマットを必然的に選択させたものが明らかにされるだろう｡

１. ハーレムという ｢場｣

ハイムズが描いたハーレムという ｢場｣ について検討を ｢場｣ という概念について改めて確認す

ることから始めたい｡ というのは, ハイムズの描くハーレムという ｢場｣ には, その一義的な意味,
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すなわち地理的な関係性を示すものという以上の複数の位相が含意されているように見えるからだ｡

以下 『バブル文化論』８ における原宏之氏の議論を援用しながら, ｢場｣ という概念が持つ複数性に

ついて整理してみよう｡

改めて確認するまでもなく, ｢場｣ とは ｢場所｣ であり, 地理的関係によって決定されるもので

ある｡ ハーレムを例にとれば, それはニューヨークシティのマンハッタン島北部に広がる地域, 東

西をイーストリバーとハーレム川に囲まれ, 南をセントラルパークに接し, 北東はハーレム川をは

さんでブロンクスを望むおよそ13平方キロほどの広さの地域を指す｡ このようにジオグラフィカル

な条件によって定義される ｢場｣ を 『トポス』 という語で表わすことができる｡ ����はこのトポ
スの中で展開される物語であり, プロットの進行において物語の舞台がこのトポスの外に出ること

が意識的に避けられていることを考えれば, ハイムズがこうした地理的関係を念頭に置いて ｢ハー

レム｣ を考えていたことは自明であろう｡

このようにハーレムは地理的関係によって決定される ｢場｣ である｡ しかし同時に ｢場｣ という

概念はそれのみによって規定されるものではない｡ ｢場｣ という言葉は, たとえば立場というよう

に社会的関係を指すものとしても使用されている｡ それは隣接する他の共同体や他者との関係性の

中で規定されるものである｡ その意味でいえば, ハーレムとは約20万人の黒人たちの生活圏であり,

しばしば ｢黒人居住区｣ と呼ばれる場所である｡ ｢黒人の共同体｣ としてのハーレムは, その想像

的対極に ｢白人の共同体｣ を想定することで成立するが, そうした社会的関係における位置として

の ｢場｣ を 『テーシス』 と呼ぶことができる｡

さらには ｢場｣ という概念はそうした地理的社会的関係性とは無関係に定義することも可能であ

る｡ たとえばジャズのスタンダードナンバーである��������������(Ａ列車で行こう)�は次のよ
うに始まる｡ ���������������������������������������������������９ ここで軽快なリズ
ムに乗せて歌われるハーレム, すなわち ｢Ａ列車に乗って向かうべきハーレム｣ とは単なる地名で

はない｡ それは, 人をひきつけるような出来事や事件に溢れた場所を意味している｡ そのように

｢機会｣ と同義に扱うことができる ｢場｣ を 『コーラ』 と呼ぶことができる｡

このような ｢場｣ という概念の複数性を考慮に入れると, ハイムズの描くハーレムをこれまでと

は異なる視点から見直すことが可能になる｡ まず����におけるハーレム描写においてこれまでもっ
とも注目されてきたのはそのテーシスとしての側面, すなわちその外部に広がる白人社会との関係

性の中で描かれたハーレムの姿である｡ 次に挙げたのは, ����において最も頻繁に引用される部
分である｡�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(135)
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これはマンハッタンのアッパーウェストサイドにあるリバーサイドチャーチの塔からハーレムを遠

望した様子を描いたものである｡ 教会やコロンビア大学はハドソン川沿いの ｢小高い丘｣ の上にあ

り, そこからは丘を下った平地部, ここでは ｢谷間｣ に広がるハーレムの家々を眼下に望むことに

なる｡ しかしアッパーウェストとハーレムの間にある高低差は��������������10 が読み取ったよ
うに, 単に地理的なもののみを指しているのではない｡ ハイムズは続けて, ｢海面｣ に例えられた

ハーレムの家々が ｢薄汚れ｣ ｢悪臭を放ち｣ ｢絶望的な｣ 環境にあり, その中で黒人たちは生き延び

るために必死の ｢生存競争｣ を強いられていることを明らかにする｡ ここにおいては, ｢丘の上｣

と ｢丘の下｣ という地理的高低差は白人と黒人という二つの人種グループの間にある階層差の隠喩
メタファー

となっている｡ 丘の上に見えるのはゴシック調の大聖堂を持つ世界最大級の教会の堂々たる姿であ

り, それに寄り添うように立っているのは全米で最も古い大学の一つであるコロンビア大学の建物

群である｡ これらの建物は白人文化の叡智と威容を象徴する｡ その一方で, それらの建物が見下ろ

す谷間で展開されているのは, 劣悪な環境の中に押し込められながらも生き延びるために必死の努

力を続ける黒人たちの日常生活である｡ そこでは ｢あたかも自らの肉を食わんばかり｣ の激烈な生

存競争が繰り広げられている｡ アッパーウェストサイドとハーレムが地図上隣接しているように,

白人と黒人という二つの人種グループも同一の社会の中に共存している｡ しかしアッパーウェスト

サイドとハーレムが実際は ｢丘｣ と ｢谷｣ というバーティカルな関係にあるように, 白人と黒人も

垂直の社会階層に存在している｡ ハイムズが ｢これがハーレムだ｣ というとき, 彼はアメリカ社会

に厳然と存在し, 社会生活の隅々にまで構造化され, そこに住む人々の生のありようを律している

人種差別が生み出した場所としてのハーレムを意味している｡ そしてこのような 『テーシス』 とし

てのハーレムの姿は多くの批評家の ����理解に決定的な影響を与えている｡ たとえば �������������は����������������������������������������������������������������������11 と述
べているが, ここにおける ｢ゲットー生活の赤裸々な真実｣ という言葉には, スキナーがハイムズ

の描く暴力や犯罪にまみれたハーレムを人種差別の結果生まれた病理的な症候としてとらえている

ことが見て取れる｡

ハイムズのテクストをハーレムの病理学を示すものとしてみなすのは近年のハイムズ研究の主流

でもあるのだが, ここで忘れてはならないのは, ハイムズのテクストがそうした病理的な社会状況

における黒人たちの活気に溢れた生活のありようやそうした差別があることを感じさせない生命力

と享楽の追及, すなわち 『コーラ』 的側面を前景化しているという点である｡ たとえば次のような

記述を見てみよう｡�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(48)
ここにはハーレムの街路にあふれる様々な種類の音楽と危険な香りが見事に活写されている｡ ｢世

界のどこよりもバーが密集した｣ ハーレムの街路には様々な音が鳴り響いている｡ ｢ねっとりとし
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たブルースの歌声｣, ｢泣き叫ぶようなサックス｣, ｢甲高く叫ぶトランペット｣, ｢はね踊るようなピ

アノ｣ が入り混じって ｢ジャングルの叫び｣ となり, 聞く者の五感を刺激していく｡ その喧噪は強

力に人を引き付ける磁力を発し, 集まった人々の理性を失わせていく｡ そこでは ｢けんか｣ のよう

なトラブルは日常茶飯事であり, そうしたトラブルがまた新たに人を引き付ける誘因となっていく｡

このようにハーレムに人を引きつける出来事とは必ずしも祝祭的なものではない｡ むしろ多くの血

が流れ, 場合によっては死人さえも出るような暴力的な出来事のほうが主であるといえるだろう｡

しかしそうした犯罪事件こそがハイムズのハーレムを彩る要素となり, その猥雑な魅力を増してい

く｡ ����の中のハイムズの言葉を引こう｡ �����������������������������������������������������������������(115)�さまざな暴力や犯罪こそが ｢ハーレムにおける銭の取れるショーである｣
というハイムズの言葉には, そうした事件がハーレムに人を引き付ける出来事となっていることが

端的に示されている｡

ハイムズがハーレムの 『コーラ』 的側面を意識的に前景化していることは, 『コーラ』 のもつ誘

引力が����のプロット進行において非常に重要な役割を果たしていることに示されている｡ たと
えばイマベルにちょっかいをだし, 彼女に切りつけられることになる男に関する記述を見てみよう｡���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(����������)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(165)
ここでハイムズはその男がいかに平平凡凡たる生活人であるかを過剰なまでに強調する｡ 彼は ｢中

年｣ の ｢３人の娘を持つ｣ ｢教会に欠かさず通う｣ 男であり, 彼の服装もまた ｢清潔｣ で ｢几帳面｣

な ｢陸軍支給品｣ で, 彼の生来のまじめさを強調している｡ 端的にいえば, この男は欲情に駆られ

て愚かな行動に出るような人物ではないのだ｡ しかし, 彼は通りを走るイマベルの扇情的な赤いド

レスを見た瞬間に ｢突然の, 激しい欲情｣ を感じ, イマベルに暴行しようとして切りつけられると

いう出来事の主人公になる｡ この男の一見論理的には説明しがたいような不可解な行動にはハーレ

ムが出来事を誘発する磁場であることが示されている｡

同時に興味深いのはこの男の瞬間的な欲情がこの����のプロットに及ぼした効果である｡ この
男に絡まれた時, イマベルはシカゴ行きの列車に乗るために125丁目駅へ向かう途中であった｡ 言

うまでもなく, イマベルこそは����におけるさまざまな事件のカギを握る人物であり, 彼女がそ
の列車に乗ってハーレムという圏域から脱すれば事件の解明は不可能となるところであったのだ｡

ところがこの事件によってイマベルは警察に拘束され, それによって事件の捜査は一気に進展し,

プロットは結末に向けて動き出す｡ その意味でこの出来事はプロット上の大きな転換点でもあるの

だが, それをハイムズはハーレムというコーラが発する磁力によって引き起こされたものとして描
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き出したのである｡

このようにみてくるとハイムズのハーレムには人種差別によって蝕まれた病理的な場所としての

側面と生命力と欲望に満ちた祝祭的な場という二つの側面があることがわかる｡ ���������������
が言うように12, こうした多面性こそがハイムズの描くハーレムの特徴であると考えることができ

るが, そうした二つの相反する様相は２つの独立した位相として存在しているのではなく, 一つの

場所に折り重なるように同時に存在しながら, 場面によって異なる位相が前景化されるということ

に特徴づけられている｡ 映画的な比ゆを使って確認すれば, ハイムズのハーレムはどのようなカメ

ラレベルでどのようなアングルからとらえるかによって全く異なる表情を見せる｡ たとえば ｢ヴァ

レー｣ と呼ばれるハーレムの地下世界の中心地を描いた次のような部分を見てみよう｡

(������) ������������121�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(36)
この引用部においてゴールディが向かっているタバコ屋は ｢薄汚れた｣ 店で, 周囲の通りには ｢ゴ

ミが散乱｣ しているという一見ハーレムの貧困やそこに巣くう絶望を体現するような場所である｡

その意味でここはハーレムという 『テーシス』 , すなわちハーレムを白人社会との関係でとらえた

時の典型的な場所といえるだろう｡ しかしその店の中に視点を移し, 内部をクロースアップで捉え

てみると, そこには全く異なる相が見える｡ そこは非合法の ｢ナンバー賭博｣ と ｢麻薬販売｣ が行

われている欲望と享楽が渦巻く場所であり, ｢ハーレムでもっとも銭の取れるショー｣ となる新た

な出来事を呼びよせる場所となっているという点において 『コーラ』 的な場所でもある｡ 改めて確

認するまでもなく, こうしたハーレムの多面性は前稿で指摘したこのテクストの特徴, すなわち場

面に応じて仮面を付け替える悪漢をテクストの中心に据えることで, テクスト世界のアイデンティ

ティが重層化しているという特徴へ通じている｡ このテクストの登場人物たちがプロット上の必然

性に応じて次から次へと仮面をつけ替え, 本質的なアイデンティティと呼ぶべきものがついに明ら

かにならないのと同じように, ハーレムという ｢場｣ も場面によって玉虫色に表情を変える｡ 貧困

と絶望に彩られた場所賀が瞬時にその様相を一変させ, 遊びの空間, 出来事を招来させる空間へと

変わるのだ｡ その意味でこのテクストの舞台となるハーレムという ｢場｣ そのものが仮面をつけて

いると考えることができるだろう｡

以上のように考えてくることで, ハイムズの描くハーレムの複層性を明らかにすることができた｡

次のセクションでは, ハイムズの描いた 『コーラ』 としてのハーレムを詳しく検討しながら, なぜ

ハーレムがそうした場として描かれたのかという問いと対峙することにしよう｡

２. ｢都市の空気は人を自由にする｣

『テーシス』 としてのハーレムと 『コーラ』 としてのハーレムが相反する位相であることはすで

に述べた｡ このように正反対の様相を一つの ｢場｣ が同時に持っていることはどのように理解でき
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るのだろうか｡ 換言すれば, ｢絶望に支配された病理的な場｣ としてのハーレムと ｢生命力に満ち

た遊びの場｣ としてのハーレムはどのようなメカニズムによって生起するのだろうか｡ その問いに

ついて考えるとき, 次の部分は非常に示唆的である｡

(�������)�������������������������������������125���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(23)
これは彼の雇い主から借りた金を補てんするためにジャクソンが向かう非合法のナンバー賭博場を

描いた場面である｡ ここでもナンバー賭博場としての ｢ラストワード｣ と靴磨き件レコードショッ

プとしての ｢ラストワード｣ とが重層的に折り重なっていることが示される｡ しかしこの部分が特

に興味深いのは, このシーンには ｢場｣ の重層性を駆動するメカニズムが明らかにされているとい

う点である｡ それはこのシーンに織り込まれた複数の２項対立に注目することで明らかとなる｡ こ

こに重ねられた対立項を列挙してみれば, ｢靴磨き野兼レコード屋｣ と ｢ナンバー賭博屋｣, ｢バッ

ハとベートベン (のポスター) と ｢ロックンロール｣, ｢靴磨き (という仕事)｣ と ｢ビートを刻む

行為｣ がそれにあたる｡ これらの２項対立は一方では ｢社会生活における日常的実践行為｣ と ｢人

を呼び寄せる祝祭的行為｣ との対立へと還元される｡ 靴磨き屋が靴を磨き, レコード屋がバッハや

ベートーベンのポスターを掲げてレコードを売る, それが社会生活を維持するために行われる義務

的行為であるとすれば, ロックンロールの陽気なリズムに商売道具を持って踊ったり, ナンバー賭

博を行うのは祝祭的な遊びの行為である｡ その意味でここにある対立は ｢非コーラ的｣ 日常と ｢コー

ラ的｣ 日常の対立ということができるだろう｡ 同時にここにある２項対立は ｢白人｣ と ｢黒人｣ の

対立へも還元可能でもある｡ レコード屋兼靴みがき屋には ｢大きなバッハとベートーベンのポスター｣

が貼ってある｡ その意味でそこは二人の白人の視線に常にさらされている空間と考えられる｡ これ

に対し, ナンバー賭博が行われているのは店の裏, ハイムズの言葉を使えば ｢バッハとベートーベ

ンのポスターの裏｣ であり, その意味で彼らの視線の届かない場所と考えられる｡ すなわち, ここ

では白人が作り上げてきた伝統文化を象徴する二人の人物のポスターを比ゆ的に使うことで, 白人

の視線にさらされた場とそうでない場とを対比させているといえる｡ ここにある対立はそれだけで

はない｡ レコード屋兼靴みがき屋を支配する音はバッハやベートーベンのようなクラシックであり,

ナンバー賭博場を支配する音は黒人のミュージシャンが作り出したロックンロールである｡ ｢クラ

シック｣ 音楽という白人の伝統文化によって満たされた空間では靴みがきやレコード販売という仕

事に従事しているものが, ｢ロック｣ という黒人の伝統文化から生まれた音楽を���とする空間
では賭博やダンスに興じる｡ すなわち, ここには ｢白人／黒人｣ という２項と ｢非コーラ的場｣ と

｢コーラ的場｣ としてのハーレムという２項とが重ねられている｡ そしてこの二つの対立が同心円

状に配置されていることには, ハーレムを理解するときに人種的な視点が要請されていることが示

唆されている｡

そしてハイムズがハーレムをこうした人種的な視点から見直したとき, そこが圧倒的に黒人によ
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る空間であることに改めて気付かされる｡ ハーレムという ｢場｣ に現れる人物は圧倒的に黒人であ

り, 黒人でない存在としてはわずかに数人の白人の警官が描かれるのみである｡ もちろん実在する

ハーレムは社会的差別によって実質的に人種隔離された空間であり, その意味ではハイムズの描写

はそうした現状をリアルに描き出したと考えることもできる｡ しかし同時にハーレムの ｢黒人性｣

は物理的な意味での白人存在のなさと同時に象徴的意味での白人の存在感のなさによって担保され

たものでもある｡ 換言すれば, ハイムズはハーレムを白人にとって徹底的に異質な場として描き出

しているのだ｡ それについて考えるために����に登場する白人の登場人物の中で唯一名前を与え
られ, 検討に値する人格を書き込まれている人物である地方検事補の������������に注目してみ
よう｡ ローレンスはこのハーレムを舞台として起こった事件の捜査を統括する役割を負っていて,

その意味でハーレムという場に対して影響力を持ちうる立場にいるのだが, 実際には彼はハーレム

とは全く異質な存在として描かれる｡ たとえば, 彼はプロットの終末部でダウンタウンの市庁舎に

いるところが描かれるのみで, 『トポス』 としてのハーレムには一度も登場しない｡ このローレン

スのいる市庁舎とハーレムとの間の距離感は次のような修辞によって増幅されている｡ ������������������������������������������������������������(217) ここではハーレムから見たダウンタウ
ンの ｢遠さ｣ が改めて強調されているが, ローレンスが象徴するハーレムという場の異質性を示す

ものはそれだけではない｡ ローレンスは捜査の責任者としてジャクソンの取り調べに当たるが, ロー

レンスはジャクソンもそして自らが解決すべき事件についても全く理解することができない｡ たと

えば次のような記述を見てみよう｡ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(219) ｢ローレンスはジャクソンのように馬鹿正直な黒人を見たのはこれが初めてだった｣ という

言葉は, 一方でジャクソンの ｢堅物さ｣ を前景化しつつ, もう一方ではローレンスのような白人に

とってジャクソンのようなハーレムの住人がいかにかけ離れた存在であるかを示している｡ そして

それはハーレムというコーラが人種的に生成される場であること, すなわち白人を自覚的に排除す

ることで成立する場であることを示している｡

さらに言えば, ハイムズのハーレムから排除されているのは白人という存在だけではない｡ そこ

は白人の影響力からも自由な場所, すなわち白人が作り出したアメリカ社会のルールが通用されな

い社会として描き出されている｡ ����の全編を通してハイムズはハーレムが白人のルールとは異
なるルールによって動いていることを繰り返し述べる｡ その意味で次の出来事は象徴的である｡ ジャ

クソンは雇い主から金と霊柩車を盗み, その霊柩車で暴走した罪で警察に追われることになる｡ 彼

はハーレムの路上に止めてあった馬車を盗んで逃げようとするが, 彼を怪しんだ警官の尋問を受け

ることになる｡ ジャクソンがなんとか警察の追及をかわそうとしているところへ馬車の持主の老人

が戻ってくる｡ 老人はジャクソンを咎めるどころか, 彼の苦し紛れの嘘に話を合わせることでジャ

クソンを窮地から救い出す｡ 注目されるのは, この不可解な老人の行動についてのハイムズの言葉

である｡ ���������������������������������������������������������������(119) ここには
ハーレムの黒人たちの行動原理となっている ｢掟｣ が示されている｡ それは自分の持ち物を盗もう
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としている人物を助けるという老人の行為が示すように自らの損得や善悪といったものに優先され

るものであり, 同時に ｢黒人の同胞｣, ｢白人の警官｣ という語に示されるように人種的に決定され

るものである｡ ここに示されているのは, ハーレムにおいては人種的な ｢掟｣ はいわば絶対律であ

り, 外部にいる白人から押し付けられた他律的なルールは, たとえそれが一般的には法と呼ばれる

ものあっても拒絶されていく, そしてその意味でハーレムが自律的
オートノマス

圏域
スフィア

であることが示されている

のである｡

ハイムズがこのハーレムの掟に示された自律性を前景化しようとしていることは, ｢白人から同

胞を守る｣ というハーレムの掟が, 探偵小説ジャンルから逸脱という, たとえば���������������
が指摘しているような����のテクストの特徴13につながっていることにも表れている｡ すべての

事件が終わったとき, 警察は誰一人として逮捕することはできない｡ たったひとり拘束したイマベ

ルでさえも彼女の事件への関与を立証することができず釈放せざるを得なくなる｡ なんとか彼女の

尻尾を掴もうとするローレンスに対してジョーンズは次のように言う｡ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(228) この ｢墓掘り｣ の言葉は ｢ハーレム

の黒人が起こした事件は白人には, そして白人の法では解決できない｣ ということを示唆している｡

ハーレムの事件は ｢アップタウンのハーレム｣ で, 黒人である ｢エドと自分｣ によってはじめて

｢方をつける｣ ことができるのだ｡ 地方検事という白人の法を象徴する存在に対する黒人警官ジョー

ンズのこの言葉はハーレムという黒人たちの自律的な圏域に対してアメリカ社会の法を行使しよう

とする警察がいかに無力な存在であるかを物語っている｡

そして警察が果たし得ないハーレムの秩序回復はハーレム内の独自のルールによって行われる｡

テクストの結末においてジャクソンはイマベルとの再会は果たせたものの, 雇い主の����から500
ドルの現金と霊柩車を盗み, ハーレムを暴走してその霊柩車を破壊した罪で起訴されてしまう｡ そ

のままであればジャクソンは収監され, ふたたびイマベルを失うことになるところであったのだが,

クレイはジャクソンの告訴を取り下げたばかりか, イマベルの保釈金を払い, ジャクソンを再び雇

用する｡ そして, ジャクソンとイマベルが復縁したところでこの物語は終わる｡ このいったんは自

分を裏切り, あまつさえ盗みを働いた人物を赦し, 守ろうとするクレイの姿は, 事件を担当した検

事の��������が�������������������������������������������������(220)�と嘆息したように,
一見理解しがたい｡ しかしここまで述べてきたような ｢白人から同胞を守る｣ というハーレムの掟

を重ねてみるとクレイの行動はハーレムに住む黒人としてむしろ当然の行動であることがわかる｡

その意味でプロットの最後におかれたクレイの行動はこのテクストにおけるハーレムという場が他

律への圧力に抗しつつ, 自律への強靭な志向が結晶した場所であることを明らかにしているのだ｡

その意味でハイムズが描くハーレムは, 歴史学者網野善彦が公界と呼んだ場を想起させる14｡ 公

界とは中世日本の封建的な社会の只中にあって自由と平等を実現した場を指す｡ 網野はこの公界を

特徴づけるものを, 現世における様々な社会関係から自覚的かつ積極的に自らを解き放つという

｢無縁｣ の原理であるとし, 公界はいかなる意味においても現世の権力の介入を許さない場であっ
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たと述べる｡ さらに網野は堺や博多のような中世日本における自治都市がこうした公界であったと

し, そこには ｢都市の空気が人を自由にする｣15という定理が成立していたという｡ その意味で中世

日本の公界はアジール的な場であったと網野は結論付けるのであるが, ハイムズの描くハーレムと

いう場は外部からの介入を拒絶するその自律性において, まさに網野が描いたようなアジール的場

であるといえるだろう｡

このように見てくると, ハイムズが犯罪小説というフォーマットを使いながら, 犯罪にあふれた

ハーレムを描いた理由が見えてくる｡ ハイムズが描くハーレムは確かに悪漢が跋扈し, 凶悪かつ狡

猾な犯罪が横行する危険な場である｡ しかし, その描写を通してハイムズが意図したのは, たとえ

ば������がいうように ｢人種差別と貧困がハーレムにもたらしたものへの社会的批判｣16 を行うこ

と, すなわち差別と貧困に打ちのめされたアフリカ系アメリカ人たちが非人間的な犯罪を繰り返す,

といったいわばゲットーの病理学を提示することではなかったと考えられる｡ むしろハイムズの意

図は, そうした絶望に支配されたハーレムという場に異なる光を投射した時に見えてくるもの, す

なわちそうした絶望的な環境の中にあっても活力にあふれた生を送る黒人の生命力の強さを描き出

すことにあったのではないだろうか｡ 再び網野の言葉を借りれば, ハイムズがハーレムに見出した

のは, 白人によって人種的に隔離され, 切り離されることによって成立したハーレムという場が持

つ ｢縁とは無関係なもの, 縁を拒否したものの強さと明るさ, その生命力の強さ｣ であったと考え

られるのである｡17 ここで改めてこのテクストが悪漢を中心とした犯罪小説であることに改めて注

目したい｡ このテクストはミシシッピーから３人のお尋ね者がハーレムにやってきたことを出発点

として, それをきっかけにハーレムで起こった一連の騒動を描いている｡ 言うまでもなく, この一

連の事件はすべてハーレムの圏域内で起こり, 加害者も被害者もハーレムに住む黒人たちである｡

ここで想起されるべきは３人の悪漢についての次のような記述である｡ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(48) この記述はハーレムにやってきた３人の悪
漢の凶悪さを示すものであるが, もう一方でこのテクストの根源的な意味を垣間見せる｡ ここにお

ける ｢ミシシッピー州｣ はいうまでもなくハーレム以外のアメリカ社会の換喩
メトニミー

であるが, そうした

ハーレム以外のアメリカにおいては黒人を殺したとしても事件として扱われないこと, すなわち黒

人の存在意義が極小化されていることが明示されている｡ こうしたアメリカ社会のありように対し

て, ハイムズのハーレムでは黒人が黒人に対して起こした事件が大騒動となり, 一つのテクストを

成立させる｡ とすればそこに働いているのは, 黒人の存在をむしろ極大化しようとする意図, すな

わち出来事を起こす, 出来事に巻き込まれていくといった黒人の姿に人間としての営みを見出して

いこうとする意思ではないだろうか｡ ハイムズは自伝�����������������の中で犯罪小説を書きは
じめた動機についてつぎのように語ったことがある｡�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������18
この ｢黒人の犯罪者はどんな犯罪者にも負けないくらい凶悪で残酷で危険である｣ というハイムズ

の言葉には, たとえそれが社会通念上では犯罪行為と考えられるものであっても, そうした行為の

主体となりうるというところにハイムズが黒人の人間としてのキャパシティ, 言い換えれば黒人を

差別的な社会との関係だけで捉え, 短絡的に彼らを被害者であると片付けてしまうようなステレオ

ティピカルな視点からは不可視化された黒人の持つ人間性への彼の信念が賭されていることが明ら

かであろう｡ ハイムズにとって犯罪小説とは差別的な社会の中でその圧力に抗しながら, 人間的行

為の主体者として自律的な生を送る黒人たちを描き出すために自覚的に選択されたフォーマットで

あったのである｡

結語

このように見てくるとハイムズが犯罪小説というフォーマットを選ぶことで, 人種差別的な秩序

体系の中で下層に押し込められたハーレムの黒人たちが無抵抗にそれに押しつぶされていたのでは

なく, 白人の作った秩序の外側に ｢自律圏｣ とでも呼ぶべきものを構築していたことを前景化しよ

うとしていたと考えられるだろう｡ それはその圏域の外にいるものには単に犯罪にまみれた地下社

会としか映らないが, そこにこそ黒人たちの生命力の強さ, 自由への希求, そして状況変革への意

思の胎動があることをハイムズは感じ取っていたのであろう｡ 改めて確認すれば, ハイムズ自身は

ごく短い期間を除いてはハーレムに住んだことはない｡ その彼がハーレムという場を自らの作品群

の舞台として選びとったことについて, ハイムズ自身は次のように述べている｡�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19
｢せめて自分のテクストの中だけでもハーレムを白人から取り戻したかった｣ というハイムズの言

葉には白人からの他律に必死に抵抗し, 自律的な生のありようを確保しようとする黒人たちの姿を

描くことで, 差別的な社会を弾劾しようとするハイムズの姿を見ることができるのではないだろ

うか｡ �����
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