
The Japan Society of Educational Sociology

NII-Electronic Library Service

The 　Japan 　Soolety 　of 　Eduoatlonal 　Soolology

■　書　評 　■
一

山内乾史　著

『文芸エ リー トの 研究一
その 社会的構成と高等教育一

』

横浜国立大学 渡 部 　 真

　（1｝ 演劇評論家の 渡辺保 は ， 歌舞伎芝

居の楽屋を初め て訪 れ た時の 印象 を次 の

よ うに 記 して い る。 「なに よ り も， 私が驚

い たの は ， 舞台裏の 女形の 姿で あ っ た 。

っ い さ っ きまで 観客の 前で 艶や か に 微笑

ん で い た女形 が ， 私 の 目の 前 を 歩い て

い っ た。 彼は女の 姿で あ りなが ら， 太い

男の地声 ， 話 し方で周囲の 者 と談笑 し，

大股 に男の 歩 き方で ，私の 目の前 を通 り

過 ぎて い っ た 。 そ こに は女の 影 な ど微塵

もな く，
そ ばで 見 るとグ ロ テ ス ク と しか

い い よ うの な い 化粧 と ， 粗末で ， うす汚

く， 大 まか な衣装 とが あるだ けだ っ た。

私は ま るで 幽霊で も見 たよ うに ，
っ よい

衝撃を受 けて 立 ちす くん で しま っ た 。 そ

して 舞台裏 な ど絶 対 に 見 る べ きで はな

い
， そ う思 っ た 」 （『秀十郎夜話』解説）。

　山内乾史氏の新著 「文芸 エ リ
ー

トの研

究』 は ， 文芸家たちの 舞台の 上 で の 立ち

ふ る まい で はな く， そ の 舞台裏や楽屋で

の あ りさ まを批判的に 明 らか しよ うと し

た著作で あ る。 原
一男監督 の ドキ ュ メ ン

タ リ
ー

映画 『全身小説家』が ， 作家 ， 井

上 光晴 の 生涯を ， その 経歴の 嘘を も含め

て 追 い か けて い っ た よ うに 文芸家た ちの

舞台裏で の 姿に 迫 ろ うと し て い る
。 渡辺

の い う 「絶体に 見 る べ きで は ない 物」 を

「見 よ う とす る者」 の 記 録 と もい え る 。

　 もと もと ， 日本の よ うな 私小説の 伝統

が強い 文芸風土で は ， 作家の ほ うか ら自

らの楽屋で の姿 を 白日の もとに さ ら し，

明 らか に し， それ を作品化 しよ う （舞台

に の せ よ う）とす る場合が ある 。 だが，

そ の 姿は
， 作家の 本当の 姿 とは必ず しも

一致 しない の で はな い か ， とい う問題意

識が本書に は あ るよ うに思 う。 よ り客観

的 ・科学的な データ
ーが必要 とい うわけ

で ある。

　本書を ， 私 の よ うな文芸に シ ン パ シ ー

を もっ 者の 目か ら見 る と，「そ こ ま で や

る の か」とか 「か しこ い 頭 とク
ー

ル な心」

とか い っ た言葉 が浮かんで くるが ， そ う

した特徴が ， また教育社会学的な の か も

しれ ない 。

　（2） 文芸エ リ
ー

トとは ， あ ま り聞 き慣

れ な い 用語 で あ る 。 文芸 家 の なか の エ

リ
ー

ト層 とい う意味で あろ うが ， 本書で

は ， それ を 「近代文芸エ リ
ー

ト」 と 「現

代文芸 エ リー ト」 に分 け， それ ぞれ を操

作的 に 定義 して い る 。 「近代文芸 エ リ
ー

ト」 を1990年時点 で 個人全集が 刊行され

て い た 458名 ， 「現代 文芸 エ リ
ー

ト」を

『文芸年鑑』（1991年）掲載者の 中か ら，

『第36版人事興信録』 （1991年） に 掲載 さ

れ て い た 458名で あ る とす る
。 また

， 両方

に 重複 して あ らわ れ る者が 33名存在す

る 。

　山内氏が 本書で 検証 したか っ た仮説 は
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2 っ あ る とい う。
1 っ は ， 「文芸家は学校

（特 に 高 等 教育） と無 関係 に レ ッ セ ・

フ ェ
ール の 過 程か ら供給され る」 とい う

通説 に 反論 し 「文芸家 は 主 と して 学校

（特 に 高等教育）を通 じて 発掘 ・形成 さ

れ る もの で あ り， した が っ て ，
そ の 学歴

構成 は決 して ラ ン ダム に分布す る もの で

は な く， 特定地域 特定階層 に偏 っ て い

る」とい う仮説で あ る。 2 つ 目の 仮説 は ，

「学校 （特 に高等教育） で の 文芸家の 発

掘 ・育成に と っ て 特に重要で あ るの は ，

その フ ォ
ーマ ル な 側面よ りもむ しろ，そ

の イ ン フ ォ
ー

マ ル な側面 すな わ ち ， 子

弟関係 ， 先輩一後輩関係 ， 同級生 な どに

よ っ て つ くられ るネ ッ ト ワ
ー

ク で ある 。

こ の ネ ッ トワ
ー

ク に よ っ て ， 文芸家の 才

能の 発掘 ・育成が はか られ る」 とい う も

の で ある 。

　実際の 作業と して は ， 文芸 エ リー
トの

活動領域別，出身地別，出身階級別，学

歴 別 な どの 分布や 大学卒業率を調 べ た

り， 文芸流派別 に ， 作家の 初期キ ャ リア

の パ タ ー ン 分析を行な っ て い る 。 そ し

て ， 次 の よ うな知見を得 る こ とがで きた

とい う。

　  近代文芸 工 1丿
一

トは ， 機能的
・
実質

的に特定の 高学歴を必要 と した。 文才に

富む非高学歴者の 参入を一
定範囲で 許容

しつ っ も， 非常に 閉鎖的な世界を構築 し

て い た。 農漁民 階層 と労働者階層 か ら

は，少 な くと も文芸界の ト ッ プ ・エ リ
ー

トは ， ほ とん ど輩出され なか っ た。

　  現代文芸 エ リ
ー

トは ， 近代の場合よ

り，

一
層 ， 大都市出身者，特 に 東京出身

者が増加 し， 出身階層 に つ い て は専 門職

階層の 優位が高 ま っ た 。 学歴 に つ い て み

書 評

る と， や はり高学歴で ， 特に ， 東京所在

の 高等 教育機関 の 出身者 が 圧倒 的 に 多

い o

　  高等教育機関の フ ォ
ー

マ ル な側面 と

イ ン フ ォ
ー

マ ル な側面 を比較す る と， イ

ン フ ォ
ー

マ ル な側面が重 要で あ り ， 特

に ， 文芸サ ーク ル や 同人雑誌 を中心 と し

て 形成され る人脈や学歴を軸 と して編成

され る人脈が大 きな意味を も っ た 。

　結局 ， 当初の 2 つ の 仮説 は ， 留保つ き

な が ら実証 され た こ とに な る とい う。

　（3＞ 本書 は， こ れ まで 他の 研究者が手

を っ けて こ なか っ た分野 に果敢 に挑戦 し

た
，

オ リジナ リテ ィ
ーに あふ れ た 研究書

で ある 。 また ， 本全体が い くつ か の 研究

論文を合成 した形態を取 っ て い るが ， 読

者が 全体の 構成 をた ど りや す い 構 造 に

な っ て い る 。 予想 され る さ まざ まな異論

に 対 して も，あ らか じめ 反論 を用意する

周到 さで あ る 。 文章 もわか りやす く，「内

容は 自分本位に ， 表現は読者本位に 」 と

い うか 「自分に しか言え な い こ とを， だ

れ に で もわか る よ うに書 く」 （梅田貞夫）

とい う方針が っ らぬ か れて い る。

　だ が
， 私に は，本書に 納得で きな い と

こ ろ が い くっ か あ っ た 。 それ は ， 第 1に ，

明治以降の 文芸 エ リー トが 883人 も選 ば

れて い る とい う点で あ る 。 日本文学全集

の 類が こ れ まで 何度 も刊 行 され て い る

が， 100人以 上の 作家を登場 させ た ケ ー

ス は あ ま りな い
。 今 の 日本人に 影響を与

え続けて い る文芸家の 数は さ らに少な い

はず で あ る。 多 くの 事例を取 るこ とは ，

一
見，研究 の正確 さを増す よ うに 見え る

が ， 実際は ， 研 究対象の 特質を見失わ せ

る こ とに な りかね な い
。 本書全 体を通 じ
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て ， 「文芸 エ リー
トとい っ て も，

一
般社会

人 とあま り違 い の な い 考え方 （例 え ば
，

イ ン フ ォ
ー

マ ル な人間関係や高い 学歴取

得の 重要性の 認識）を持 っ て 生活 して い

る」 とい う こ とが語 られて い る よ うに憩、

うが ， それ は，900人近 くもの サ ン プル を

取 っ た こ とで ， よ り
一
般社会人の 特徴 に

近 くな っ た とい うこ とで は ある ま い か
。

明治以降の代表的文芸家20〜 30人を取れ

ば ， 結果 もずい ぶ ん 違 っ た もの に な る と

思 う。
い っ の 時代で もそ うだ が ， 文筆だ

けで 生計を たて られ る人間 は ご くわずか

で あ る 。 普通他 に職 を もっ た り， 親兄弟

に寄生 した り， 女性 に食べ させ て もらい

なが ら文筆活動を進めて い く。 そ うした

状況の もと
，
900人 もの 文芸家の なかに ，

一
般 社会人の 生活知が 入 りこ む の はむ し

ろ当然 に思 う。

　 さ らに ， 山内氏の 第 2 の 仮説検証 に つ

い て は ， あま り説得的な説明が な され て

い な い よ うに 思 っ た 。 高等教育で の 文芸

家 の発掘 ・育成に つ い て 具体的 に い わ れ

て い る の は ， 人間関係の ネ ッ ト ワ
ー

ク と

い うこ とに す ぎない
。 人が 「文章を書 き」

「それを人に見せ」「評価され る」。 山内氏

が 問題 に して い る の は ， その 「見せ」「評

価 され る」 とい う部分で あ っ て ， もっ と

も大切な 「あ る人が どん な 文章を書 くの

か 」 と い う部分で はな い
。 「創作の 秘密」

は ， な ん ら明 らか に さ れて い な い
。

　先輩や 同級生の ネ ッ ト ワ
ー クが あ れ

ば，た しか に 有利で あ ろ うが ， 「文芸家の

才能 が発掘 ・ 育成 され る」 とま で はい え

な い の で は なか ろ うか 。 文芸の 世界は ，

も っ と苛酷な もの で あ る。 知 り合 い に で

きる こ と とい っ た ら， 持ち込まれ た 原稿

164

を読ん で ア ドバ イ ス した り，雑誌仲間に

入れた り， 出版社に紹介する ぐらい の こ

とで あろ う。 文芸流派 は あ っ て も， 文芸

家の仕事の なかに ， 共同研究や共同発表

の よ うな もの は ほ とん どな い
。 創作現場

で は ， 「ど こ まで い っ て も個人」とい う原

則が っ らぬ か れて い る。 就職先が ， 親分

一
子分関係や学閥の 強さで 決ま っ た りす

る世界に 比べ ると ， ネ ッ ト ワ ークの もっ

意味 は大 きくな い
。 少な くとも， あ る文

芸家が文筆だ けで 生活 して い け るか否か

を分か っ 決定的な要因 に は な らな い 。 そ

れ よ りは， よ り広範な一般読者に支持 さ

れ るか ， 本を買 っ て もらえ るか が問題で

ある。 そ して ， そ れ を決 め るの は書かれ

た本の 内容で あ る。

　河 上 徹 太 郎 の 「日 本 の ア ウ トサ イ

ダー
』に 登場す る人物 が ほ とん ど全部，

文芸家で あ っ た こ とを指摘す る まで もな

く， 日本 の代表的な文芸家に は ， ア ウ ト

サ イ ダーの 匂い がす る
。 本書で あきらか

に さ れ た よ うに
， 大学の 中途退学者 は通

説 ほ ど多 くな か っ た の か も しれな い
。 だ

が ， 伊藤整 の 指摘す る よ うに ， 大学卒業

後 ， 実業界や官界に す ぐ就職 した 者は 少

なか っ た 。 堅実な会社に就職 しよ うと思

え ばで きたの に ， しな か っ た
。 就職す る

に して も零細な出版社に勤め た り， す ぐ

に 退職 して しま っ た りす る 。 学校や教師

に対 して は， さま ざ まな批判を あびせ か

ける し， 大学で の講義内容 自体 ， 否定の

対象で しか な い
。 なか に は ， 授与 され た

博士号 を文部省 まで 返 しに 行 こ う と した

人 や ， 現世を呪 い， 自殺や心中を繰りか

え し試み た 人 もい る。 その よ うな 「ア ウ

トサ イ ダ ー と して の 文芸 家」の 書 く本

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　


