
 -１- 

博士論文審査及び最終試験の結果  

 

審査委員（主査）   水 野 善 文  印 

 

 

学位申請者：田中 あき（たなか あき） 

 

論 文 名：仏領インドシナにおける植民地文学  —ベトナム語作家カイ・フン（自

力文団）の後期テクストを中心に—  

 

【 審 査 の 経 過 と 結 論 】  

 2023年 3月 3日 、 田 中 あ き 氏 か ら 博 士 学 位 請 求 論 文 「 仏領インドシナにおける植

民地文学—ベトナム語作家カイ・フン（自力文団）の後期テクストを中心に—」が 提

出 さ れ た こ と を 受 け 、 同 年 3月 8日 開 催 の 大 学 院 総 合 国 際 学 研 究 科 教 授 会 に て 審

査 委 員 会 設 置 が 承 認 さ れ 、 審 査 が 開 始 さ れ た 。 審 査 委 員 会 は 、 水野善文（本学大

学院総合国際学研究院教授）を主査とし、沼野恭子（本学大学院総合国際学研究院教授、

現本学名誉教授）、久野量一（本学大学院総合国際学研究院教授）、野平宗弘（本学大学

院総合国際学研究院准教授）、川口健一（本学名誉教授）の計５名の委員から構成された。 

 各審査委員による論文の審査および 2023年 5月 7日にオンラインで実施された最終

試験の結果、審査委員会は全員一致で同士に博士（学術）の学位を授与することが適

切であるという結論に至った。  

 

【 論 文 の 概 要 】  

 本 論 文 で は 、フ ラ ン ス 植 民 地 時 代 の ベ ト ナ ム・ハ ノ イ に お い て 1930 年 代 か ら

1940 年 代 前 半 に 活 動 し た 文 学 グ ル ー プ ‘ 自 力 文 団 ’ の 主 要 な メ ン バ ー で あ っ た

文 学 者 カ イ ・ フ ン（ 1879-1947、本 名 ： チ ャ ン ・ カ ィ ン ・ ズ ー ）の 、と り わ け 政

治 と の 関 わ り を も つ よ う に な っ て か ら の 後 期 作 品 に 注 目 し 、 そ れ ら の 歴 史 的 ・

社 会 的 背 景 を 明 ら め る べ ト ナ ム 語 文 献 資 料 を 丹 念 に 調 査 し た の ち 、 的 確 な 作 品

分 析 を 施 し て 、 時 代 に 翻 弄 さ れ た 彼 の 文 学 を 生 き 様 そ の も の を 描 き 出 す よ う に

紹 介 し 、 新 た な 評 価 を 与 え て い る 。  

 序 論 に お い て 、 先 ず 、 仏 領 イ ン ド シ ナ と い う 複 雑 な 状 況 を 呈 す る 植 民 地 時 代

に 登 場 し た 作 家 た ち の な か か ら 、 ベ ト ナ ム 語 で 著 作 し た が 故 に カ イ ・ フ ン に 着

目 し 、 植 民 地 文 学 と し て の 性 格 を 帯 び て い る が 故 に 後 期 作 品 を 中 心 に 扱 う と い

う 研 究 対 象 選 択 の 理 由 を 述 べ 、 本 研 究 を 植 民 地 文 学 研 究 お よ び ベ ト ナ ム 地 域 研
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究 の な か に 位 置 づ け て い る 。 次 に 先 行 研 究 に つ い て 概 説 さ れ る が 、 ベ ト ナ ム 国

内 に お い て 「 反 動 か つ 頽 廃 の 傾 向 」 と 一 般 に 評 さ れ た 後 期 作 品 に つ い て は 、 こ

れ ま で 殆 ど 学 術 的 研 究 の 対 象 と さ れ た こ と が な く 、 本 論 考 が 初 の 本 格 的 な 研 究

の 試 み で あ る と い う 。  

 全 体 は 二 部 構 成 と な っ て い る 。 第 一 部 （ 第 一 章 〜 第 三 章 ） で 、 カ イ ・ フ ン が

登 場 し た 社 会 、 お よ び 今 日 に 至 る ま で の 様 々 な 立 場 か ら の 彼 の 文 学 に 対 す る 評

価 、 さ ら に は 彼 の 生 涯 と 社 会 貢 献 を 纏 め 、 第 二 部 （ 第 四 章 〜 第 八 章 ） で の 作 品

分 析 の た め の 十 全 な 準 備 作 業 と な っ て い る 。  

 第 一 章 で は 、 20 世 紀 初 頭 の 抗 仏 運 動 が 頓 挫 し 閉 塞 感 漂 う な か 、 支 配 者 フ ラ ン

ス に よ っ て 施 さ れ た 近 代 的 教 育 、 す な わ ち 漢 籍 古 典 を 中 心 と す る 「 旧 学 」 に 代

わ る 「 新 学 」 を 受 け 、 西 洋 文 明 に 価 値 を 認 め 羨 望 す る 世 代 が 現 れ 、 そ の 象 徴 と

も い え る 、 七 人 の ベ ト ナ ム 青 年 エ リ ー ト に よ っ て 結 成 さ れ た 文 学 グ ル ー プ 「 自

力 文 団 」 （ ‘ 自 作 の 芸 術 で 自 力 で 生 き る ’ と い う 意 ） の 活 動 が 紹 介 さ れ る 。 彼

ら が 刊 行 し た 文 芸 誌 『 風 化 』 『 今 日 』 に 彼 ら の 活 動 の 意 図 を 見 出 す 一 方 、 少 年

少 女 向 け 「 紅 本 シ リ ー ズ 」 の な か に 、 儒 教 思 想 ・ 仏 教 思 想 に 基 づ く 伝 統 的 価 値

観 を 重 要 視 す る 姿 勢 も 読 み 取 っ て い る 。  

 第 二 章 で は 、 1930 年 代 か ら 現 代 に い た る ま で の カ イ ・ フ ン 文 学 が ど の よ う に

評 価 さ れ て き た か を 克 明 に 調 査 し て い る 。フ ラ ン ス 植 民 地 か ら 1945 年 9 月 の 独

立 も 束 の 間 、南 北 分 断 、そ し て 1976 年 社 会 主 義 共 和 国 と し て の 統 一 、更 に 1986

年 か ら 開 始 さ れ る ド イ モ イ（ 刷 新 ）期 ベ ト ナ ム の 複 雑 な 社 会 情 勢・歴 史 の な か 、

様 々 な 立 場 か ら な さ れ た 評 価 は 、 そ の 立 場 を 充 分 に 踏 ま え て 初 め て 妥 当 性 を 帯

び る も の で あ り 、筆 者 自 身 が 立 つ べ き イ ー ブ ン な 立 場 を 自 ら 確 認 す る 意 味 で も 、

作 品 分 析 に 取 り か か る 前 の 段 階 で 調 べ 上 げ た こ と は 重 要 で あ っ た 。 結 果 、 自 力

文 団 所 属 の 小 説 家 カ イ ・ フ ン の 作 品 は ロ マ ン 主 義 、 ブ ル ジ ョ ア ジ ー 、 頽 廃 、 反

動 と の 一 般 評 が 国 政 と リ ン ク し た 偏 向 極 ま り な い も の で あ っ た こ と を 確 認 し て

い る 。  

 性 格 形 成 、 思 想 形 成 の 過 程 を 具 に 観 察 す べ く 、 カ イ ・ フ ン の 生 涯 を 調 べ 上 げ

た 第 三 章 で は 、 ロ ー マ 字 表 記 の ベ ト ナ ム 語 「 国 語
クォックグー

」 や ベ ト ナ ム 史 の み な ら ず 中

国 、 フ ラ ン ス の 言 語 、 思 想 も 修 学 し た こ と に よ っ て 言 語 感 覚 が 研 ぎ す ま さ れ 、

「 国 語
クォックグー

」 を 洗 練 さ せ た こ と 、 仏 教 信 者 ゆ え に 不 殺 生 、 非 暴 力 ・ 非 戦 の 確 固 た る

理 念 を 持 ち つ つ も 、 政 治 的 に は い ず れ に も 偏 向 す る こ と の な い 姿 勢 を 貫 き 通 し

た こ と を 指 摘 し て い る 。 に も 拘 ら ず ベ ト ミ ン に 拉 致 ・ 殺 害 さ れ る 最 期 が 、 時 代

に 翻 弄 さ れ 続 け た 文 学 者 人 生 を 象 徴 す る 帰 結 で あ っ た こ と が 示 唆 さ れ る 。  

 作 品 分 析 か ら な る 第 二 部 の 最 初 、 第 四 章 で は 、 政 治 活 動 に 足 を 踏 み 入 れ 始 め

た 1938 -1939 年 に 文 芸 誌『 今 日 』（ 第 133〜 140 号 ）に 連 載 さ れ た 短 編 小 説『 ハ
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イ ン 』 （ ハ イ ン と は 主 人 公 の 名 で 「 幸 せ 」 を 意 味 す る ） を 、 自 力 文 団 の メ ン バ

ー の 親 戚 に あ た る グ エ ン ・ ホ ン が 同 時 期 『 今 日 』 に 連 載 し 、 自 伝 的 小 説 と 高 く

評 さ れ て い る 『 幼 き 日 々 』 と 比 較 し な が ら 分 析 し て い く 。 ロ ー マ 字 表 記 の ベ ト

ナ ム 語 「 国 語
クォックグー

」 を 駆 使 し て 思 考 と 感 情 と を 的 確 に 表 現 し 、 「 国 語
クォックグー

」 を 一 層 洗 練

せ し め た こ と に 貢 献 し た 彼 ら は 、 そ れ ぞ れ の 作 品 の な か で 自 己 告 白 を し て い る

の で あ り 、 前 者 が ロ マ ン 主 義 文 学 、 後 者 が リ ア リ ズ ム 文 学 と さ れ る レ ッ テ ル は

剥 が さ れ る べ き と し た 。 そ し て カ イ ・ フ ン の 自 己 告 白 の な か に 、 ナ シ ョ ナ ル ・

ア イ デ ン テ ィ テ ィ が 幻 想 に す ぎ な い こ と 、 こ の 夢 か ら 覚 醒 す べ き と の 主 張 を 読

み 取 っ て い る 。  

 第 五 章 で は 、 カ イ ・ フ ン 最 後 の 長 編 小 説 『 清 徳 』 （ 1943） に 、 政 治 犯 の 嫌 疑

で 投 獄 さ れ た 期 間 を 含 む （ あ る い は 、 先 立 つ ） 時 期 に 執 筆 さ れ た 作 品 ゆ え に 、

検 閲 の 眼 を 潜 り 抜 け る た め も あ っ て 、 様 々 な 仕 掛 け が 施 さ れ て い た こ と を 解 き

明 か し て い る 。 デ カ ダ ン ス 要 素 が 散 り ば め ら れ 、 い か な る 主 義 主 張 も 、 訴 え ・

呻 き 声 も 窺 わ れ な い 様 相 の な か に 、 西 洋 文 化 （ 具 体 的 に は ド ス ト エ フ ス キ ー の

『 カ ラ マ ー ゾ フ の 兄 弟 』 ） か ら 学 ん だ で あ ろ う レ ト リ ッ ク を 用 い 、 ベ ト ナ ム 伝

統 文 化 を 共 有 す る 者 た ち に し か 理 解 で き な い 符 丁 を 駆 使 し て 、 ベ ト ナ ム を 巡 る

各 国 の 動 向 、 未 来 予 想 図 を 描 い て い た こ と を 読 み 解 い て い る 。  

 自 力 文 団 に よ る 少 年 少 女 向 け「 紅 本 シ リ ー ズ 」の 一 冊 と し て 1944 年 に 刊 行 さ

れ た 戯 曲 作 品 『 道 士 』 を 扱 う 第 六 章 で は 、 ま ず 同 書 が 、 日 仏 共 同 支 配 期 の 保 護

観 察 下 と い う 出 版 規 制 が あ っ た 時 期 ゆ え に 童 話 と い う 隠 れ 蓑 に 包 ま れ た も の で

あ っ た こ と を 指 摘 す る 。 古 代 イ ン ド の 「 一 角 仙 人 」 説 話 を 翻 案 と す る 、 こ の 作

品 の 寓 意 を 解 釈 し て 、 個 人 崇 拝 お よ び 全 体 主 義 の 危 険 性 に 警 鐘 を 鳴 ら す カ イ ・

フ ン の メ ッ セ ー ジ と 解 し て い る 。  

 第 七 章 で は 、と り わ け 政 情 不 安 で 混 沌 と し た 1945 -1946 年 、つ ま り 八 月 革 命 、

独 立 宣 言 に つ づ く 実 質 的 脱 植 民 地 を 目 指 し た 対 仏 戦 争 勃 発 ま で の 間 、 新 聞 各 紙

に 掲 載 さ れ た カ イ ・ フ ン の 短 編 作 品 （ 「 外 来 の 頭 」 「 フ ラ ン ス 人 、 家 に 押 し 入

る 」 「 省 行 政 長 官 」 ） や コ ラ ム 記 事 を 分 析 対 象 と し て い る 。 カ イ ・ フ ン は 、 植

民 地 主 義 お よ び 植 民 者 を 悪 の な か に 一 括 り す る こ と な く 、 一 人 の 人 間 と し て の

植 民 者 を 、 自 ら 見 聞 し た こ と を も と に リ ア ル に 描 き 出 す こ と で 、 他 者 の 痛 み を

想 像 す る 精 神 を 読 者 に 呼 び 覚 ま さ せ て い る と と も に 、 敵 ・ 味 方 と い う 単 純 な 二

項 対 立 で は な い 複 雑 な 支 配 構 造 を 暗 示 し て い る こ と を 看 取 し て い る 。 併 せ て 、

熱 狂 的 ナ シ ョ ナ リ ズ ム と い う 趨 勢 の な か 、 こ れ を カ イ ・ フ ン は 冷 め た 眼 で み て

い る こ と を 確 認 し て い る 。  

 第 八 章 で は 、ベ ト ナ ム 国 民 党 機 関 誌『 正 義 』第 9、 10 号（ 1946 年 7 月 29 日 〜

8 月 5 日 ）に 掲 載 さ れ た 戯 曲「 月 光 の 下 で 」を 分 析 す る 際 、そ の 舞 台 が 史 実 で あ
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っ た こ と を 、 ベ ト ナ ム 国 外 の 諸 資 料 を 調 査 し 確 認 し て い る 。 国 民 軍 と 共 産 党 側

で あ る 衛 国 軍 に そ れ ぞ れ 属 す る 二 人 の 青 年 兵 士 の 人 間 愛 が テ ー マ で あ る 、 こ の

戯 曲 作 品 は 、 イ ン ド シ ナ 戦 争 （ 対 仏 戦 争 ） 勃 発 直 前 に 、 ベ ト ナ ム 北 部 で 同 国 民

同 士 の 内 戦 と い う 史 実 を 踏 ま え て い る と し 、 カ イ ・ フ ン が ジ ャ ー ナ リ ス ト に 成

り 代 わ っ た か の よ う に 、 こ れ を 報 告 ・ 記 録 す る 義 務 感 の も と 創 作 し た と 見 て い

る 。 カ イ ・ フ ン 自 身 が 属 す る 国 民 党 に よ る 検 閲 の も と 墨 が 塗 ら れ た 登 場 人 物 の

台 詞 の 部 分 は 、 彼 自 身 の 非 戦 の メ ッ セ ー ジ が 籠 め ら れ て い た の で は な い か と 推

測 し て い る 。 こ う し た 言 論 活 動 を 、 カ イ ・ フ ン が 思 想 的 ・ 政 治 的 偏 向 性 を 有 せ

ず 、 あ ら ゆ る 団 体 ・ 陣 営 に 対 し て 等 し く 抱 い た 批 判 的 精 神 の 発 揮 だ と し て 、 そ

こ に 彼 が 政 治 活 動 家 で は な く 、 根 っ か ら の 文 学 者 で あ っ た 証 し が あ る と 看 做 し

て い る 。  

 終 章 に 相 当 す る 「 結 論 」 に お い て 、 こ れ ま で の 記 述 を 概 括 し た あ と 、 カ イ ・

フ ン が 登 場 し た 時 代 、 環 境 、 受 け た 教 育 、 生 涯 を 再 確 認 し な が ら 、 後 期 文 学 作

品 の 特 徴 を 指 摘 し て い る 。 １ ） 中 国 文 化 ・ フ ラ ン ス 文 化 ・ ベ ト ナ ム 文 化 と と も

に 、 そ れ ぞ れ の 言 語 に 囲 ま れ た 異 種 混 淆 の 空 間 の な か に 生 き た カ イ ・ フ ン が な

し た 思 考 、 言 論 は 、 時 に 矛 盾 を 抱 え つ つ も 、 モ ノ ロ ー グ （ 一 義 的 ） で は あ り 得

ず 、 ダ イ ア ロ ー グ （ 多 義 的 ） と な り 、 作 品 の 多 層 性 ・ 重 層 性 に 反 映 し て い る 。

２ ） 現 代 語 を 用 い る 被 支 配 者 の 作 家 が 、 目 紛 し く 政 体 が 替 わ る 複 雑 な 時 代 に 、

自 分 の 作 品 を 如 何 に 合 法 的 に 発 表 し 後 世 に 残 し て 行 く か を 模 索 し な が ら 、 柔 軟

な 、 い ず れ に 対 し て も 偏 向 す る こ と の な い 姿 勢 を 保 つ 必 要 性 に 迫 ら れ て い た こ

と が 窺 わ れ る 。  

 極 め て 才 情 豊 か な 人 間 で あ っ た カ イ ・ フ ン と 彼 の 文 学 作 品 は 、 時 代 が 生 み 、

時 代 に よ っ て 抹 殺 さ れ た 、 と い う 表 現 で 、 植 民 地 下 の ベ ト ナ ム と い う 特 殊 な 歴

史 事 情 の な か で 、 懸 命 に 発 信 し 続 け た 文 学 者 と そ の 人 の 作 品 の 文 化 的 、 歴 史 的

価 値 の 大 な る こ と を 指 摘 し て 結 論 と し て い る 。  

 

【 最 終 試 験 の 概 要 】  

 2023 年 ５ 月 ７ 日 （ 日 ） 10:00〜 12:30、 オ ン ラ イ ン に て 最 終 試 験 公 開 審 査 を 実

施 し た 。 先 ず 、 学 位 申 請 者 ・ 田 中 あ き 氏 よ り 、 論 文 の 概 要 を 画 面 共 有 パ ワ ー ポ

イ ン ト 投 影 レ ジ ュ メ に も と づ き な が ら 、 30 分 程 の プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン を し て も

ら っ た 。 そ れ に 続 い て 、 各 審 査 委 員 と の 質 疑 応 答 が お こ な わ れ た 。  

 高 く 評 価 で き る と し て 挙 げ ら れ た の は 次 の 諸 点 で あ る 。  

◯ ベ ト ナ ム 近 代 文 学 形 成 に 大 き な 功 績 を 残 し た カ イ ・ フ ン の 後 期 作 品 の な か で

も 、 従 来 あ ま り 研 究 対 象 と し て 取 り 上 げ ら れ る こ と が な か っ た 諸 作 品 を 俎 上 に

あ げ 、 カ イ ・ フ ン の 新 た な 側 面 を 見 出 し て 、 才 能 豊 か な 文 学 者 像 を 説 得 力 を も
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っ て 描 き 出 し て い る 。  

◯ 散 逸 し て い た 関 連 一 次 資 料 （ ほ と ん ど が ベ ト ナ ム 語 文 献 ） の 収 集 ・ 調 査 に 絶

大 な 労 力 を か け た こ と が 窺 わ れ 、 そ れ が 功 を 奏 し て 、 旧 北 ベ ト ナ ム お よ び 統 一

後 の ベ ト ナ ム で 政 治 的 観 点 か ら の み な さ れ て い た 批 判 に 再 検 討 を 加 え 、 カ イ ・

フ ン の 後 期 作 品 を 柔 軟 か つ 多 面 的 に 分 析 ・ 解 釈 し 、 こ れ を 再 評 価 す る こ と を 可

能 に し た 。  

◯ 第 三 世 界 に お け る 知 識 人 、 と り わ け 独 立 期 の 知 識 人 の 果 た し た 文 化 的 、 歴 史

的 役 割 の 大 き さ が 提 示 さ れ 、 第 三 世 界 の 知 識 人 研 究 の 事 例 と し て 貴 重 で あ る 。

と り わ け 新 古 ・ 東 西 様 々 な 文 化 が 接 触 す る 、 い わ ゆ る 「 周 縁 地 域 」 に 特 有 の 事

例 研 究 と し て も 、 地 域 研 究 分 野 に 裨 益 す る も の で あ る 。  

 全 般 的 に は 以 上 の よ う な 高 評 価 が く だ さ れ た が 、 部 分 的 な 問 題 お よ び 文 章 表

現 に 関 す る 改 善 点 に 併 せ て 今 後 の 研 究 に 期 待 す る 点 な ど 、 次 の よ う な 指 摘 が な

さ れ た 。  

◯ 「 後 期 作 品 に は 、 本 論 文 で 扱 っ た も の 以 外 に も 、 興 味 深 い 作 品 が な お 多 く 残

っ て い る 」 と 田 中 氏 自 身 も 認 め て い る と お り 、 速 筆 で あ っ た カ イ ・ フ ン の 全 作

品 の 読 解 を と お し て 、 彼 の 文 学 者 像 の 更 な る 深 み を 探 り 出 す と と も に 、 文 学 グ

ル ー プ 「 自 力 文 団 」 に お け る 彼 の 立 ち 位 置 、 成 し 遂 げ た 役 割 を 一 層 鮮 明 に し 、

そ れ を ど う 評 価 で き る か 、 研 究 を 進 め て ほ し い 。  

◯ 作 品 分 析 に あ た り 、 文 学 理 論 お よ び 思 想 的 テ ー ゼ を 帰 納 的 に 用 い て 説 得 力 を

も た せ よ う と す る 意 図 は 分 か る が 、 と も す る と 演 繹 的 か つ 恣 意 的 に 用 い て し ま

っ て い る よ う に 読 み 取 れ る 表 現 が 惜 し ま れ る 。 つ ま り 、 予 め 設 定 し た 理 論 の 枠

に 嵌 め る よ う に テ ク ス ト を 読 解 し た よ う に 受 け 取 れ て し ま う 箇 所 が 散 見 さ れ た

が 、 そ の よ う な 文 章 表 現 を 改 め て 、 客 観 的 視 点 か ら テ ク ス ト の 真 義 を 読 み 解 い

た 研 究 作 業 工 程 を 踏 ま え た う え で 理 論 を 参 照 し て い る の が 分 か る よ う に 述 べ る

べ き だ 。  

◯ タ イ ト ル に 「 植 民 地 文 学 」 と あ る の に 、 芸 術 形 式 と し て の 「 文 学 」 と は 何 か

に つ い て の 議 論 が な い こ と が 惜 し ま れ る 。今 後 は 、植 民 地 お け る「 美 意 識 」「 美 」

の 問 題 に つ い て も 検 討 し て も ら い た い 。  

 こ れ ら の 指 摘 の そ れ ぞ れ に 対 し て 、 田 中 氏 か ら は 、 真 摯 に 受 け 止 め 今 後 の 研

究 に 活 か し て い き た い と い う 意 志 が 表 明 さ れ た 。  

 

 以 上 、 博 士 論 文 の 審 査 お よ び 最 終 試 験 公 開 審 査 の 結 果 、 審 査 委 員 会 は 全 員 一

致 で 、 本 論 文 が 博 士 論 文 の 水 準 を 充 分 に 満 た す も の と 判 断 し 、 田 中 あ き 氏 に 博

士 （ 学 術 ） の 学 位 を 授 与 す る こ と が 相 応 し い と の 結 論 に 達 し た 。  


