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【論文内容の要旨】

１．本論文の研究課題

本論文は，植民地時代の朝鮮における進歩的新傾向派知識人の一人である金基鎮（キムキジン，1903.

６.29～1985.５.８，雅名：八峰）に着目し，植民地統治下での近代化を迫られるという朝鮮社会の困難な時

代状況のなかで，彼が当時の民衆や朝鮮社会に対して進歩的啓蒙的影響をおよぼす知識人として成長して

いく国際的時代背景の分析とそのなかから現在さらには将来にまで継承されるべき知識人のありかたにつ

いて，考察したものである。

金基鎮に関する従来の研究では，韓国における新傾向派作家あるいは韓国プロレタリア文学運動の中心人

物として，文学的観点からの作品解釈，文学史における批評家あるいは作家論的考察のものが大半であった。

本論文は，権力と民衆との距離が隔絶していた植民地時代に，金基鎮が‘祖国の解放，民族自決の道を模索

した知識人’であったという新しい研究視角によって，構成されている。また，本論文では，植民地下の朝

鮮社会のなかで，金基鎮が上記のような知識人として活動するに至る経過において，次のことに注目してい

る。その第１は，金基鎮が日本留学を通じて日本のプロレタリア文学運動・労働運動やロシア文学に接して

いること，第2に，小牧近江らの『種蒔く人』を通じてフランスのアンリ・バルビュスの｢クラルテ｣運動に

遭遇すること，である。本論文は，これらの事実から朝鮮・日本・フランスというそれぞれの社会状況が異

なるにもかかわらず，知識人として共鳴しあうありかたが存在しうることを考察している。

なお，本論文は1920年代の動向を中心に分析しているが，論文構成上，1910年から1945年までの35年

におよぶ植民地時代を次の三つに区分して，考察している。q植民地初期：日韓併合の1910年から大衆文

学論争が本格化するＫＡＰＦ結成年の1925年まで，w植民地中期：「日本内地」で治安維持法が施行され，

その圧力が朝鮮におよんで朝鮮文化の弾圧や日本同化政策が強要され，ＫＡＰＦの解散までの10年間，e

暗黒期：1935年以降，戦争遂行政策が高まり，日中戦争の開始後国家総動員体制が敷かれ，朝鮮語や伝統

的習慣使用禁止が徹底的となる時期から解放の1945年まで。

２．本論文の構成

論文の構成と内容は，次の通りである。

序章

1．研究目的(問題提起)

2．金基鎮を研究する今日的意義

3．先行研究

4．研究範囲

第１章　八峰・金基鎮の初期文学思想の形成

－日本留学とＫＡＰＦ結成までの動向を中心として－

はじめに
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第１節　3・1運動と八峰の日本留学

（１） 金基鎮と3・1運動

（２） 日本への留学とその影響

第２節 啓蒙主義的視座と組織活動

（１） 土月会とクラルテの紹介

（２） ＰＡＳＫＹＵＬＡとＫＡＰＦの結成

おわりに

第２章 「クラルテ」運動結成までのバルビュス

はじめに

第１節　バルビュスの生い立ち

（１） 戦前のバルビュスに関する考察

（２） 参戦からＡ．Ｒ．Ａ．Ｃ．組織までの動向

第２節「クラルテ」運動と日本・朝鮮への影響

おわりに

第３章　1920年代初期の日本における知識人の動向の一考察

－小牧近江の生い立ちと『種蒔く人』期までにみる知識人としての役割－

はじめに

第１節　1920年代初期の社会的背景

第２節　小牧の生い立ちと『種蒔く人』の結成

第３節 『種蒔く人』期の動向

おわりに

第４章　植民地中期の朝鮮社会と金基鎮の活動の考察

はじめに

第１節 植民地中期の朝鮮社会の実状

（１） 武断統治から文化政治へ

（２） 職業の考察と教育の実態

ａ．職業の考察

ｂ．教育の実態

（３） 言論統制の緩和と思想的動向

ａ．言論統制の緩和

ｂ．思想的動向

第２節　金基鎮の活動

（１） 金基鎮の文芸活動

（２） 金基鎮と言論生活

おわりに

終章

《付　　論》

朝鮮における「暗黒期」の知識人層の実態
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―1940年から解放までにみる親日的動向－

序論

（１） 研究目的

（２） 先行研究

（３） 研究範囲

第１節　暗黒期における朝鮮社会の背景

（１） 1940年代の社会的背景

（２） 言論弾圧と朝鮮語学会事件

（３） 「内鮮一体」と「徴用・徴兵」

第２節 親日的動向の実態

（１）「転向」と「親日」

（２） 文化団体の親日的活動

（３）知識階級の変節と文学作品

ａ．親日文学者の動向

ｂ．親日的文学作品の検証

結論

参考文献目録

付表・年譜

ＡＢＳＴＲＡＣＴ

参考年表

初出一覧

３．本論文の要旨

第１章では，金基鎮の生い立ちと初期思想形成の過程を跡づけ，金の思想的変化に影響を与えた社会的

背景を明らかにしている。金は郡守を父とする裕福な官僚家庭の出自であったが，３・１運動を契機に日

本へ留学する。立教大学英文学科予科に在籍中，金は麻生久と知り合うことでロシア文学や労働運動・プ

ロレタリア文学に出会い，また小牧近江らの『種蒔く人』誌を通じてアンリ・バルビュスの「クラルテ」

運動に遭遇，帰国後，それまで儒教の影響が濃厚だった一部文学者の特権思考の改革と文学の大衆化によ

って朝鮮民衆の啓蒙をはかることが知識人のありかただと考えて，「知識人は象牙の塔にこもらず，社会

的責務を自覚して大衆の教化や実践的社会運動に参加するべきである」と主張する一方，朝鮮プロレタリ

ア芸術同盟を組織し，大衆芸術論の方法を模索したことを各種の資料にもとづいて，究明している。こう

した作業を通じて，著者は，金らが大衆教化の一環としてはじめた新劇運動の「土月会」結成，ＰＡＳＫ

ＵＬＡ，朝鮮プロレタリア芸術同盟の結成に至る背景が解明できた，と言う。

第２章では，知識人の社会的使命や思想のインターナショナルという点で金が大きな影響を受けたフラ

ンスのアンリ・バルビュスの思想と行動およびバルビュスらが展開した「クラルテ」運動の趣旨などを，

「クラルテ」運動の結成前後を中心に考察している。まず，バルビュスの生い立ちに触れ，彼が後に国際

主義運動を展開する要因として両親の国際結婚という背景があったことを指摘し，また，参戦前までのバ

ルビュスの文学は憂愁な調べの作品が多く，それは幼い時の母の死がなんらかの影響を与えていると推察
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する。このようなバルビュスが第１次世界大戦での参戦を体験するなかで，悲惨な戦争の実態と人間の尊

さを訴える「砲火」と「クラルテ」という不朽の反戦作品を世にあらわし，それらへの多くの共感に支え

られて退役軍人共和連合（A・R・A・C）の国際化から知識人は大衆教化運動を行う使命のために国際

的に連帯すべきであるとするクラルテ運動を結成する経過を跡づけている。

第３章では，金基鎮に大きな影響を与えた“反戦・反軍国・反特権”をスローガンとする『種蒔く人』

誌の発刊から廃刊にいたる克明な経過を跡づけながら，その雑誌を物心両面で支えていた小牧近江の知識

人としての役割が，考察される。地方名望家の出自である小牧は，16歳で渡仏し10年間のフランス滞在

中にロマン・ロランの人道主義とアンリ・バルビュスの国際主義に深く影響され，日本で知識人の連帯を

通してプロレタリアの教化運動を展開しようと決意して，帰国する。小牧は外務省に勤務し職務上フラン

スをはじめ海外の動向に関する情報をいち早く入手しうる立場にありながら，「クラルテ運動」の日本版

ともいうべき『種蒔く人』を発刊する。この雑誌は，そのスローガンから明らかなように発刊当初から当

局から危険思想と認定され，発売禁止処分や内容削除などの規制をうけることになるが，かえってそのこ

とが時宣にかなった社会主義思想雑誌として社会的に広く認識されていった，と著者はみる。1920年代初

期での小牧のこのような活動を通じて，当然にも左翼運動家とも交流するようになるが，かれは平和主

義・人道主義・国際主義を貫き，無産階級の教化運動という共通の目的のためには，広範な共同戦線をひ

ろげるべきだとして，自由な立場を堅持したという。著者は，小牧の社会的位置―衆議院議員を父に持つ

特権階級の出自・自ら外務省の役人・勲章受賞の経歴をもつ国家功労者・フランスのパリ大学卒業のイン

テリ－にもかかわらず，彼が知識人としての役割を誠実で積極的に果たしてきた，とみる。

第４章では，金基鎮が，植民地中期にプロレタリア文芸運動の種を朝鮮に蒔いたこと，近代朝鮮言論界に

おいて「ジャーナリズムを通じての民衆教化」を図っていったことについて，当時の社会的状況と対比させ

ながら詳細に検討されている。金基鎮が日本留学を中途でやめて戻った祖国は，３・１運動後の文化政治の

時代であった。わずかではあったが，与えられた政治・文化・社会活動の自由を背景に，多くの知識人が民

族の解放，独立への道をそれぞれの分野で模索した。金基鎮はフランスのアンリ・バルビュス，ロマン・ロ

ラン，ロシアのツルゲーネフそして日本の麻生久，小牧近江らから学んだ思想を，まず演劇活動，そして文

学活動を通じて朝鮮社会に伝播しようとした。芸術運動に参加するＰＡＳＫＵＬＡ，ＫＡＰＦ結成のような

文学活動において，金基鎮は政治的課題が文学を手段化しようとすることに異を唱え，大衆に近代的知識や

思想をいかに正確に伝えるか，その方策を見いだすことに腐心した，という。また，金基鎮のもう一つの側

面は言論人であった。巨大な植民地権力に対して，合法的に抵抗できる唯一の場所が言論界であった。新聞

紙上においても，「通俗小説」，「内容と形式論争」を展開して，知識人と大衆の架け橋となりうる文学，思

想の確立の必要性を主張し続けた。後に言論界の要職についたが，日中戦争が泥沼化し，日本が国家総動員

体制を敷くとともに，親日的言論を余儀なくされていった，とみる。しかし，著者は，金基鎮の辿った軌跡

は植民地下の朝鮮での近代的知識人たらんとすることの，二重の難しさを身をもって示すと同時に，一般大

衆へのまなざしを失わなかったその文学的姿勢は今なお示唆するところが多い，と評価する。

終章では，異なった歴史的社会的条件下にあった金基鎮，小牧近江，アンリ・バルビュスが知識人とし

て成長していく過程において，留学を媒介に３者が平和主義・人道主義・国際連帯という見識を共有して

いくことを析出し，そこには文化的普遍性が伏在している，と著者は結論づける。そして，この文化的普

遍性を発掘し普及していくことが知識人の使命であることを，強調する。1920年代において，当局の弾圧

と妨害をかいくぐって，それぞれの社会で知識人の実践的社会活動が展開された事実をふまえて，著者は，
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主権国家による支配構造が依然として優越している現代社会においても，国家の枠組みを超えて直面して

いる飢餓・貧困・差別・環境破壊・教育や衛生の遅れなどの諸問題を解決するために，知識人の国際連帯

運動の必要性と可能性を示唆している。

《付論》では，朝鮮文化が全面的に否定された，いわゆる「暗黒期」の実態と文学者達の言動が分析されて

いる。戦時体制の強化に伴って「同根同祖」，「一視同仁」，「内鮮一体」，「内地延長主義」といった同化政策下

で，金基鎮を含めて朝鮮の知識人に対する参戦支持が強要されるに至り，少なからぬ知識人がいわゆる「親日」

に走った。1920年代に大衆教化運動および民族文学運動に取り組んだ多くの知識人が，手段を選ばぬ権力の強

圧の下で自分らの思想や行動を捨てて変節していく過程とその社会的背景を詳細に跡づけ，その時代の歴史を

どのように総括するかが，今日なお韓国社会が解決すべき重要な課題のひとつであることを論じている。

【論文審査の結果の要旨】

本論文の評価できる点は，次のとおりである。

第１に，第１次世界大戦後のフランスのバルビュスのクラルテ運動が，小牧近江を仲立ちとして日本の

社会主義運動ないしプロレタリア文学運動の先駆的役割をはたした雑誌『種蒔く人』およびその同人たち

に大きな影響をあたえたことはよく知られているが，それが当時の日本への留学生だった金基鎮によって，

朝鮮に移植され，朝鮮におけるプロレタリア文学運動を誕生させた経緯を，同じ時期のフランスや日本に

おける運動との比較を通じてあきらかにしようとした本論文は，20世紀国際的規模における精神史構築の

ひとつの野心的試みとして注目すべき労作である。

第２に，序章で「本論文では，文学運動よりも，八峰と彼の周辺人物の活動を追うことにより，当時の

社会的状況を分析し，彼が社会に与えた影響を解明し，八峰の社会的位置づけおよび知識人としての役割

を究明することを試みる」と述べ，たんなる精神史ではなく，フランス，日本，朝鮮の同時代の社会の動

きをも詳細に提示し，とりわけ焦点となる朝鮮の場合，当時の民衆の職業分布から教育の実態まで統計資

料などを使いながらあきらかにし，そこで活躍した知識人の動向の意味が浮き彫りにされていることは，

高く評価される。そうした意味で，本論文は文学や思想といった枠のなかのことのみを対象としているの

ではなく，ひろい社会史的視野までもつものである，といえる。

第３に，《付論》で論じている「暗黒期」に「親日」を強要された知識人たちに対する著者の分析視角

が説得的なものとなっている。韓国社会においては，当時の「親日」知識人に対する評価が現在でもなお

決着がつかず継続されており，これまでのところ主要な評価のされかたは情緒的なものであったと批判し，

日本における転向批判とは異なる植民地における日本の統治政策と関わらせる視座を提起している。その

提起は，「親日」知識人の的確な評価を通じて，韓国社会のこれからの発展に寄与しうるような共通認識

を形成していくことを含意するものとなっている。

第４に，本論文の作成過程で直面した諸困難を克服して，上記のような評価すべき内容を結実させて本

論文が提出されたことは，高く評価される。この研究は，３つの歴史を異にする地域と人々それぞれを比

較して，そこに時代の刻印をうけたひとつの共通した志向を読み取っていかねばならず，そのため著者が

じつにさまざまな困難にであわねばならなかったはずである。とりわけその作業は，複数の地域にまたが

り，多数の分野に目配りしなければならず，今日の日本の既存の研究体制のなかでは，手探り状態を余儀

なくされ著者自身の特段の自助努力が発揮された，といえる。

第５に，本文の叙述に関する注記は厳密であり，また参考文献も充実している。これらはいずれも，本
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論文が科学的批判に十分耐えうる学問的水準に到達していることを示し，また担保している。

本論文について，以上のような評価すべき点を確認しつつも，今後さらに検討すべき課題について指摘

しておきたい。

１）文学や思想に取り組むとき，避けることのできないのは，個々の言語作品にたいする研究者自身の

こまかい読解があり，そこからひきだされてくる研究者自身の解釈，判断を必要とするが，本論文

では，そうした手続きが不十分であり，事実の叙述ののちに，テクストから引用して読者を納得さ

せることが省略され，一気に結論に到達する点がみられる。そのため，本論文は肉づきが不足し骨

格がやや目立つものとになっている。

２）金基鎮の社会史的視角からの分析や小牧近江に関する新しい史実の発掘など先行研究を乗り越えて

いる内容を有する反面，ドレフュス事件の位置づけの弱さ，バルビュスの思想形成についての傍証

ぬきの著者の直感による断定など，総じて1920年前後のフランスの社会事象や知識人の動向につい

ての究明上の難点が散見される。

３）1920年代の朝鮮，日本，フランスの社会的状況の違いにもかかわらず，金基鎮，小牧近江，バルビ

ュスの知識人として思想と言動の共通性がみられることを根拠にして，文化の普遍性として一般化，

定式化していこうとする著者の意図がうかがえるが，この課題は，民族文化と普遍的文化の関連と

しての研究領域であり現在なお未解明であるとみるべきで，本論文においてもその点については本

格的な究明はされていない。その意味では，文化の普遍性を民族文化との関連をぬきに強調するこ

とには，慎重であらねばならないであろう。

本論文には，残された課題もいくつか指摘できるが，民衆の立場から1920年代の朝鮮，日本，フランス

とまったく異なる社会的文化的状況の国とそれぞれの知識人を比較研究することで，そこから知識人とし

ての共通の思想と運動が形成されてくることを鮮明にした意義は大きい。その意味で，本論文はまた21世

紀を直前にして今なお深刻な課題が山積している人類社会にとって知識人の果たすべき役割についての鋭

い問題提起にもなっており，極めて重要な意義をもつものである。したがって，本論文は学位請求論文に

ふさわしい研究内容をもつものであると認めることができる。本論文を基礎にいっそうの研鑚を積むよう，

著者に強く期待するものである。以上のことから，審査委員会は，本学学位規定第18条第1項にもとづき，

学位を授与することが適当であると判断するものである。

【試験または学力確認の結果の要旨】

審査委員会は本論文の内容を詳細に検討するとともに，2000年6月23日，第１回審査委員会，公聴会，

第２回審査委員会を順次開いて質疑を行い，慎重かつ厳正に本論文を審査した。その結果，本論文の著者

が十分な専門的知識を有し，豊かな学識を有することを確認した。また，著者が本研究科在籍中に，学則

にもとづき所定の単位を取得したことを確認した。以上のことから，審査委員会は，本学学位規定第25条

第1項にもとづき，試験等の学力確認を免除するものと判断する。

審査委員 （主査）中川　勝雄　立命館大学産業社会学部　教授

（副査）松田　　博　立命館大学産業社会学部　教授

（副査）池内　靖子　立命館大学産業社会学部　教授

（副査）渡辺　一民　共立女子大学国際文化学部 教授
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