
論文要旨

本論文（酒井隆史『通天閣——新・日本資本主義発達史』）は、近代都市の歴史を、⼤阪

市、とくにその一地域に焦点をあわせ、調査し考察を試みるものである。

方法について、基本的には、新聞史料、行政文書、雑誌などの史資料を可能なかぎりサ

ーベイし、それをもとに史実に迫っていく歴史学的手法にくわえ、それらに支配と抵抗の

痕跡を読み解いていく系譜学的方法をとった。さらには、文学作品、映画作品も資料とし

て用い、そこに都市経験を読み解いていく記号学的手法も活用した。

以下、その概要を示す。

第一章「ジャンジャン町パサージュ論」では、盛り場としての新世界形成史を基本的に

展開される。ここでは近代以降の新興盛り場である新世界の開設とその後の紆余曲折につ

いて、当時のさまざまの史資料を駆使して、その公式非公式のあらゆる側面から考察を試

みている。

第二章「王将——阪田三吉と「ディープサウス」の誕⽣」では、戦前の⼤阪の棋士を代

表する阪田三吉のその⾜跡をたどることで、近世の⻑町スラムが近代化のなかでいくども

クリアランスを受けながら解体し、さらに釜ヶ崎、飛田、新世界を中核とする「ミナミの

南」である「ディープサウス」の地理を構成していく過程を追尾した。またこの時代、中

世以来の将棋界の伝統が近代化される移行期にあって、阪田三吉の栄光と失墜の人生か

ら、近代化する大阪の分裂とジレンマを浮き彫りにした。

第三章「わが町——上町台地ノスタルジア」では、⼤阪を代表する作家である織田作之
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助と、かれの盟友であった映画監督の川島雄三の密接で複雑な関係性のなかから、ひとつ

の大阪像を描出した。東北出身の川島雄三は、そのキャリアの発端で織田作之助と親交を

むすび、その作品をいくどか映画化し、さらに大阪を舞台にした作品もいくつか制作し

た。本章では、それらの作品を読み解くなかから、一般に考えられているはるか以上に、

織田作之助の川島雄三への影響は強くかつニュアンスに富んでいたこと、それが織田作之

助の大阪という都市像、あるいは織田作之助が大阪という都市にみいだしていたさまざま

の世界観、価値観、人生観というものの、川島雄三なりの咀嚼と発展、批判的註釈の過程

であったことを示した。そしてそのひとりの映画監督のなかの葛藤の過程を通して、天王

寺を重心とする上町台地の一帯のあたらしい像を、論者なりに描き出そうとした。

第四章「無政府的新世界」では、いわば大阪を舞台にした「もうひとつの大正デモクラシ

ー」史を試みた。とりわけ、⼤阪の戦前の⺠衆運動が最⾼潮に達していた、⽶騒動直後

の、一九二一（大正一〇）年と一九二二（大正一一）年という二年に焦点をあわせ、新世

界界隈に拠点をおいて、⼋⾯六臂の活躍をみせていた、若い住⺠運動家や労働運動家の濃

密なネットワークに注目してみた。なかでも、重点的に注目したのは借家人運動である。

とくにこの時期は、都市流入の拡大とともに住宅問題をめぐる矛盾が噴出し、それにとも

なって借家人運動が異様な高揚をみせている。それは近代的住⺠運動の⾛りでもあり、さ

らに活性をはじめていた労働運動、さらにはさまざまの社会主義の潮流の結節点でもあっ

た。そのような借家人運動から、突飛な行動やユニークな発想、大胆な行動で、大阪をに

ぎわせた人びとの像を描きだし、さらには、それがなにを問題にしたのか、どのような解

決を試みていたのかを通して、この時代の大阪都市周縁部のダイナミックな動きを分析し

た。

補論 1「外骨の白眼」、補論 2「蜂の巣、蜘蛛の巣、六道の辻——クリアランス小史、あ

るいは逃亡の地図」は、それぞれ小論ではあるが、本論全体のなかに伏流しているが重要

とおもわれる論点を抽出してあらためて論じたものである。

補論 1では、この時代の大阪のジャーナリズムにかんして、宮武外骨と吉弘白眼という

当時の大阪の代表する二人のジャーナリストを俎上にあげ考察した。補論 2では、近世以

来の⻑町スラムの解体から、現在にいたる「ディープサウス」の地形の形成にいたるクリ

アランスの過程を、より詳細に描いてみた。この過程は、なだらかなものではなく、きわ

めてゆるやかに進⾏したものであるが、それは、さまざまの住⺠側の⽣活様式やなりわい

の複雑さ、そしてしばしば多様なかたちで起きる抵抗のゆえである。この紆余曲折の過程

から、⼀般的に⻑町スラムのクリアランスから釜ヶ崎の形成へ、と一直線に描かれる過程

の力学を考察した。



第五章「飛田残月」では、新世界の形成の隠された核心部分に位置し、「ディープサウ

ス」一帯の構成にも深くかかわっている、飛田遊廓に焦点をあてた。飛田遊廓の設置は、

新世界発足の数年後であるが、遊廓の新設はないとされていうコンセンサスのなかでの、

その発表は⼤阪の町を震撼させ、⼤スキャンダルとなって、かなり⻑いあいだにわたって

新聞ジャーナリズムをにぎわせた。飛田遊廓の形成が、新世界の経営陣とかかわっている

ことはこれまでそれほど正面切って論じられたことはないが、ここでは、新聞記事や雑誌

記事などのさまざまの資料から、その密接な関係性——陰謀的な——のおよそ全貌をあき

らかにした。またいくつかの映像資料（映画作品）から、戦後の飛田界隈の地理と空間性

を考察し、戦後の時代の変遷を素描してみた。

本論文は『現代思想』誌の連載をもとにしている。初出は以下のようになる。書き下ろし

以外は、目次の下を参照のこと。
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『 通天閣——新・日本資本主義 発達史』 補論 

序

本論文は 、大阪の 一 部の 地域 ——現在で いう 大阪市の 天王 寺近 辺（ 以後「 大阪デ ィ ー プ

サ ウ ス 」 と呼ぶ ） に あ た る ——を 取り 上げ 、発達期 の 資本主義 社会の な か で の 都市の 変容

を 動態的に 描く 試み で あ る 。

本論文は 、ス ラ ム ・ク リア ラ ンス 、開発な ど を 介し て の 空 間 形成や 衛 生、警察の 取り 締ま

り に よ る 民衆管理、そ し て そ れ に 対する 、民衆の 抵抗を 通し て 、つ ま り 、権 力の 戦略との 関

係で 、ひ とつ の 都市の 動態を 描く という 点で ミ シ ェル・フ ー コ ー に よ る 系譜学の 絶大な 影 響

力の も とに あ る 。

第一 章、第二章で は 中心的に 俎上に あ げ て いる が 、そ れ に とど ま ら ず 本論文を 貫通する 、

都市形成の 結節点とし て の （ 日本橋 ） ス ラ ム ・ク リア ラ ンス の 過程は 、あ き ら か に 、フ ー コ

ー の いう 「 一 望監視方式（ パ ノ プ テ ィ コ ン）」 の 作用とし て 記 述で き る し 、本論文で も そ の

視点を 基 本に すえ て いる 。すな わ ち 、すべ て を 可 視化 し 、すべ て を 登録し 、デ ィ シ プ リンと

いう 権 力の 行使様態を とお し て 、正常性へ と規格化 し 、位階化 する という 、機 能を は た す理

念的装置で あ る 一 望監視方式で あ る 。

し か し 、本論文は 、フ ー コ ー の 権 力理論の 一 般的な 応 用で あ る 以上の よ う な 視角は ふ ま え

つ つ も 、べ つ の 次元を よ り 強 調する も の で あ る 。「 一 般的な 応 用」 に お いて は 、あ た か も 権

力が 現実そ の も の を 構成する という よ う に 、権 力を 万能の 力を あ た え る ご とき 記 述を 無数

に う み だ し て き た 。あ た か も そ こ で は 、権 力の 対象とな っ た 人び とは 、権 力は 能動的な 作用

を 待つ ば か り の 質料の よ う に 描か れ る の で あ る 。本論文は そ う で は な く 、権 力は つ ね に 事後

的に 作用する と考え る 。すな わ ち 、すで に は げ し く 動いて いる も の 、独自の 地図や 環境を 形

成し て いる 運 動に 、事後的に 作用する の で あ る 。そ の 衝突や 捕獲の さ いの 衝撃は 、確固とし

て 形成さ れ た よ う に み え る 構築物に も 、いた る とこ ろ に 痕跡を 残し て いる 。本論文の 方法論

は 、こ の よ う な 衝突の 痕跡を 追尾する こ とに 一 義 的な 目的が あ る 。し た が っ て 、本論文の 方

法論は 、歴史学的・地理学的・社会学的手法を 用いな が ら 、た だ た ん に 権 力の 作用で は な く 、

権 力の 作用とそ の 限界の 局面に 極 力視点を お いて 分析する という 、独特の 系譜学的方法を

とる も の で あ る 。

た とえ ば 、本論文を つ ら ぬ く ひ とつ の キ ー ワー ド で あ る 「 逃亡」 は 、こ の 方法と密接に か

か わ り あ っ て いる 。抗議 や 異 議 申立て 、蜂起や あ る いは 革命といっ た 積極 的な 抵抗以前に 、

そ し て 、そ の 生地で あ る よ う に 、「 逃亡」 は すで に 起き て いる 。第二章で 将棋指し や ア ウ ト

ロー （ や く ざ ） た ち の 動向を 追尾し な が ら 論じ た よ う に 、か れ ら が すで に 幕末に は じ ま っ て

いた 巨 大な 離脱の 運 動の 渦 中に あ っ た 。そ の 「 逃亡」「 離脱」 の とめ ど も な い動き に か ら み

あ う よ う に 、放浪の 将棋指し や や く ざ 者だ けで は な く 、お か げ ま いり や え え じ ゃ な いか とい

っ た 一 時的な 狂 騒的で 集団的離脱現象、旧 来の 慣行を も 打ち 破り な が ら 激化 し て いく 一 揆1、

1 須⽥努『「悪党」の⼀九世紀』⻘⽊書店、⼆〇〇⼆年。



そ う し た 流れ に 沿 う よ う に 藩境を 超え 横議 横行する 士族た ち の 群れ 、そ し て 、そ の よ う な 運

き を あ や つ ろ う とする 陰謀家 た ち の すが た が み え る の で あ る 。

こ れ ま で 移 動や 移 民の 現象は 、経済法則や 政治の 動向に 左右 さ れ て 生じ る とみ な さ れ 、そ

こ に 内在する 欲求 や 感情、自由へ の 希求 といっ た 側面は 二の 次とさ れ る こ とが 多か っ た よ

う に お も わ れ る 。とり わ け、資本主義 こ そ が こ う し た 移 動や 移 民を 動か す動因 で あ る よ う に

とら え ら れ る 傾向は 根強 か っ た 。し か し 、資本主義 とは 、こ う し た 運 動を む し ろ 封じ る 対抗

運 動で は な か っ た だ ろ う か 。本論文が 注目する の は 、こ の よ う な 資本主義 とそ れ と密接に か

ら ま り あ っ た 権 力が 、こ の よ う な 運 動を 、あ る も の は 抑圧 し 、あ る も の は 塞ぎとめ な が ら 、

独特の 仕方で 回路づ けて いく そ の や り 方で あ る 。

以上に 述べ た よ う な 視点を 基 盤とし な が ら 、本論文は 以下 の よ う な 構成を とる 。

第一 章で は 、詩人小野十三郎の 戦前か ら 戦中に か けて の 動静を た ど り な が ら 、か れ に よ っ

て 表現さ れ た 大阪の 姿を 導入とし た 。か れ の 数多い「 大阪」 詩の な か で 、新世界近 辺を 題材

に し た 数少な い詩か ら 、こ の 地の 独特の 意味を あ ぶ り だ すこ とが 目的で あ る 。こ の 導入の あ

と、本章で は 、新世界と天王 寺公園 、飛田遊廓の 並列する 、大阪「 デ ィ ー プ サ ウ ス 」 の 独特

の 地勢を な す空 間 形成を 、新世界史を 中心に し て 描き だ し た 。

第二章で は 、戦前の 大阪の 将棋界を 代表する 棋士・阪田三吉 の 足跡を 追尾し な が ら 、か れ

の 棋士とし て の 半生が 、ま さ に 日本橋 ス ラ ム の ク リア ラ ンス を 通し て 「 釜ヶ崎」 が 形成さ れ

る そ の 過程と軌を 一 に し て いる こ とに 注目し 、阪田三吉 と大阪という テ ー マ を 再考し た 。

第三章で は 、大阪を 代表する 作家 、織田作之助と映 画監督で あ る 川島雄三との 友情を ふ ま

え た う え で 、か れ ら が 関 係し た 文学作品、そ し て とり わ け川島雄三に よ る 織田作之助や 大阪

に 関 係し た 映 画作品を 分析し 、そ こ に 残さ れ た 織田作之助の 痕跡か ら 、織田作之助の 大阪の

意味、そ し て か れ の 描こ う とし た 大阪の あ り か た を 分析し た 。

第四章で は 、米騒動か ら 関 東大震災に いた る ま で の あ いだ 、日本の 戦前の 社会運 動の 黎明

期 で あ り か つ 非常に 多様な 高揚を み せ た そ の 展開を 、新世界とそ の 界隈を 拠 点とし た ア ナ

キ ス ト た ち を 中軸に お いて 描いて み た 。

補論 1 で は 、本論文全体に お いて 重要な 意味を も つ 、宮 武外骨と吉 弘白眼 という 二人の ジ

ャ ー ナ リス ト を 中心に すえ て 、戦前大阪の ジ ャ ー ナ リズム の 状況 を 考察し た 。

補論 2 で は 、「 日本橋 ス ラ ム 」 の ク リア ラ ンス の 解体の 過程の 一 局面を 、「 日本橋 ス ラ ム 」

の 空 間 的複雑さ と、そ こ を 拠 点とする ア ウ ト ロー た ち の 跳梁、住民た ち の な り わ いの 実態、

そ し て 取り 締ま り の 戦略な ど を とり あ げ な が ら 描いて み た 。

第五章で は 、飛田遊廓に 焦点を あ わ せ 、第一 章で か ん た ん に ふ れ た 飛田遊廓の 形成に ま つ

わ る さ ま ざ ま の 政治的・経済的過程を さ ら に 掘り 下 げ 、ま た 遊廓形成以降の 歴史を 描き だ

し 、そ の 界隈の 空 間 的様相を 映 像作品な ど を 手が か り に 論じ て み た 。
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本学位論文審査委 員 会は 、人間 社会シ ス テ ム 科 学研究 科 人間 社会学専攻人間 科 学分野

の 博士論文審査基 準に 照ら し て 厳正な 審査を 行い、以下 の 評価 と結論に 至っ た 。

１ ） 研究 テ ー マ が 絞り 込ま れ て いる 。

近 代大阪の 天王 寺・新世界・釜ヶ崎を 取り 上げ 、発達期 の 資本主義 社会か ら 逸 脱する

民衆の 姿に 焦点を あ て 、都市の 動態を 、資本の 利潤追求 、民衆の 生活様態、享 楽、排除、

選別といっ た 視角か ら 浮か び 上が ら せ て お り 、研究 テ ー マ が 絞り 込ま れ て いる 。

２ ） 論文の 方法論が 明確で あ る 。

行政文書な ど の 一 次史料、新聞や 雑誌な ど の 二次史料だ けで な く 、映 画な ど の 映 像資

料を 渉猟、分析、考察し て 天王 寺・新世界・釜ヶ崎地域 の 動態を 明ら か に する 歴史社会

学的方法を 用いて いる 。

３ ） 先行研究 が 十分に 踏ま え ら れ て いる 。

近 代の 天王 寺・新世界・釜ヶ崎を 論じ る に あ た っ て 踏ま え る べ き 都市史・社会史・労

働運 動史・部落史・地理学・文学な ど の 研究 を 網羅的に 十分に 踏ま え て いる 。

４ ） 結論に 至る 論理的展開が 説得的で あ る 。

近 世日本か ら 続く 「 貧民窟」（ ス ラ ム ） で あ る 大阪市内の 長町（ 名護町） とそ の 周辺

は 、明治後期 の 第五回内国 勧業博覧会を き っ か けに 大き く 変貌し 、大正中期 に か けて 新

世界・釜ヶ崎・飛田とし て 形成さ れ て いっ た 。そ れ ら の 地域 が 「 大阪」 という イ メ ー ジ

形成に いか に 寄 与し た か を 、文学作品や 映 画作品な ど に も 依 拠 し な が ら 、歴史学的・社

会学的・地理学的に 明ら か に し て いる 。そ こ に 登場する の は 、こ れ ま で の 大阪の 歴史を

か ざ る 有名人で は な く 、資本主義 の 発達の 陰で 制度や 規範か ら 逸 脱する 投機 家 ・極 道者・

企 業家 ・車夫・博徒・ア ナ キ ス ト ・私娼等といっ た 、制度・法・秩序・共 同体・道徳か

ら 放逐さ れ た 人、ま た 「 法外の 地」 へ 逃避し て いっ た 人た ち で あ る 。本論文は そ う いう

人々 に 照射し 、ミ ク ロな 視点に こ だ わ る こ とで 見え る 都市景観の 変容、資本主義 の 姿を

明ら か に し て いる 。そ の 論理的展開は 十分な 史実の 明示を 伴い、説得的で あ る 。

５ ） 研究 内容に 独創性が あ り 新し い知見を 提示し て いる 。

①本論文は 、資本主義 の 発達の 陰で 制度や 規範か ら 逸 脱する 存在の 動態に 着目し 、近



代大阪に お ける 都市史の 隙間 を 埋め て いこ う とする 意欲を 持ち 、そ の 点で 独創的で あ る 。

② 1920 年代初頭に 展開を 見せ た 大阪市内の 借家 人運 動が 、新世界か ら 都市部落に か

けて 活動し て いた 方面委 員 や 労働運 動家 ら との ネ ッ ト ワー ク を 作っ て いる 点を 明ら か

に する ととも に 、他方で 、世間 的に は 悪 評が あ っ た 侠 客 や 博徒との 接点を 彼ら が 持っ て

いた こ とを 明ら か に し た こ とは 新し い知見で あ り 、従来の 近 代日本都市史研究 が 明ら か

に し て き た 都市社会の 実相を よ り 豊か に し て いる 。そ し て そ の 社会運 動と社会政策や 社

会事業との 連関 を た ど る こ とに よ り 、「 社会的な も の 」 が 社会に 横溢し て いく さ ま を 明

ら か に し て いる こ とも 、本論文の 独創的な 点で あ る 。

③劇作家 北條秀司の 戯 曲 『 王 将』（ 1947 年） に 描か れ て いる 棋士阪田三吉 の 居 場所と

通天閣の 布置関 係が ど の よ う な 虚 構で あ る か を 明ら か に する ととも に 、通天閣が 大阪を

表象する も の とし て 創作さ れ 、そ し て 大阪市外出身の 阪田が 大阪を 代表する 人とし て 描

か れ て いく 様子を 、本論文は 明ら か に し て いる 。

６ ） 当該研究 領域 の 発展に 貢献 する 学術的価 値が 認め ら れ る 。

本論文は 、行政文書・新聞・雑誌・文芸作品・映 像な ど の 史資料を 渉猟し 、著者が 「 デ

ィ ー プ サ ウ ス 」 と呼ぶ 新世界・飛田・釜ヶ崎といっ た 地域 の 変容とそ の 意味づ けを 明ら

か に し た も の で あ る 。そ こ で は 、社会が 上か ら 与え ら れ る 規範に よ っ て 秩序づ けら れ て

いく 様子に で は な く 、規範か ら は ず れ 、秩序を 疑いつ つ も 、天王 寺・新世界・釜ヶ崎等

都市社会底辺に 居 場所を 見つ けて いっ た 人々 、何 か に 分類さ れ た り 一 般化 さ れ た り する

の を 嫌う 人々 、「 法外領域 」 に は み 出た 人々 の 個性に 焦点が あ て ら れ て いる 。天王 寺・

新世界・釜ヶ崎等を 舞台に し た 文芸作品等の 分析で は 、大正期 ま で モ ダ ン大阪の 象徴で

あ っ た 通天閣が 、昭和期 以降、拡張する 大都市の な か に 埋没し 郷愁を 誘う も の とし て 存

在し て いっ た こ とが 、実際の 大阪市内の 地形（ 上町台地等とそ の 西側に あ た る 窪み に お

ける 「 猥雑な 地」 との 対照性） な ど に も 配慮し な が ら 、明ら か に さ れ て いる 。こ れ ら の

諸問題は 従来の 都市史や 都市論が 十分に 把捉し え な か っ た こ とで あ り 、そ れ ら を 明ら か

に し た こ とに は 学術的に 大き な 価 値を 認め る こ とが で き る 。

な お 、本論文は 2012 年に サ ント リー 学芸賞を 受賞し て いる 。

以上の 評価 を 踏ま え 、本学位論文審査委 員 会は 、本論文を 博士（ 人間 科 学） の 学位に

価 する も の と、全員 一 致で 判断し た 。


	WEB掲載用1_論文要旨1_論文要旨（本審査用）.pdf
	WEB掲載用1_論文要旨2_通天閣博士論文補論酒井.pdf
	WEB掲載用2_酒井学位論文審査結果の要旨2020,2,27.pdf

