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要 　　旨

　本稿は 明治 ・大 正期 に活 躍 した 流行 作家 内藤千代子 に焦点を当て ，明治末期にお ける女 性 表現 と文学 活 動 に新 たな可 能

性 を示 す こ とを 目的 とす る。明 治期に 作家となる ため には，文壇 との コ ネ ク シ ョ ン を形 成 する とい うプロ セ ス が必要 で あっ

た。内藤 千代 子 は明治末期 に雑誌 丁女学世界」に おけ る投稿 とい う手段 で頭 角 を現 して いる 。 若い 読者に支持を され，文

壇 とは異 な っ た場で受容され た人気作家で あ っ た。内 藤 は当 時尖 鋭 的な トピ ッ ク で あ っ た男 子学 生 を相 手 と した男 女 交際

を描ぎ，さ らには一
高帝大の 男子 学生 文化 も モ チーフ と して 作品 に 取 り 入 れ、男女学 生 か ら支持 を集 め、著作 が ベ ス トセ

ラ
ーとな っ た。同 時代 にお ける人 気 の高 さに も関 わ ら ず ，現 在内藤千代 子 は忘 れ られ た 作家 であ る。本稿で は内藤千代子

と い う作 家 の特 徴 をま とめ，女性 作 家の 系譜の な かへ の 位置 づけを 試 みる。さ らに内藤千代子の 受容の され方や文学研究

に おけ る周 縁化が，文壇 との 繋が りの な さや ユ ースカ ル チ ャ
ーのな か での 受容に起因する もの で あ る こ とを 示す。

Abstract

This　paper　focuses　on 　a　popular　novelist 　Chiyeko 　Naito，　and 　aims 　to　show 　a　new 　possibility　ofwolncn
’
s　expression 　and 　literature　in

late　Mejji　era ．　To　become　a　novelist 　in　those　days，　it　was 　needed 　to　make 　a　 connection 　to　the
“Bundan，

”
an 　authoritative 　lit¢ ra 加 re

world ．　Chiyoko 　got　popular　fbr　her　fre　g．　h　writing 　contributed 　to　the　magazine 　
t‘
Jyogaku 　Sekai

”．　Becoming　a　popular　writer ，　she 　had

no 　connect ｛on 　to　the　
’‘Bundan，

”
and 　it　was 　an 　exceptiollal 　way 　fbr　novelists ．　Thc　motif 忘Qf　ChiyQko’s　novels 　were 　girls

’
rolnantic

relationship 　with 　male 　studcnts 　and 　thQse 　studcnts
’
custom ．　These　topTcs　representing 　the　youth　culture 　were 　progressive　and 　an

expression 　of 　the　youth　fashion．　Though 　Chiyoko 　was 　a　vcry 　pop1しし1ar　writer 　rcprcsonting 　a　kind　of 　the　youth　culture ，　her　reputation

passed　into　oblivion 　and 　her　name 　didn’t　secm 　to　get　any 　pQsition　in　the　literary　world ．　This　paper　considers 　Chiyoko
’
s　feature　and

ascertains 　her　contribution 　fbr　the　progress　of 　the　se］
’ILexprcssion　of 　women ．　And　this　paper　also　shows 　that　the　cause 「br　eblivion

of 　Chiyoko　is　related 　to　the　lack　ofthe 　conncction 　to　the　
”
Bundan

”
and 　tD　her　unique 　prcscnce　whicll 　was 　deeply　tied　with 　the　you亡h

culture 　in　the　Latc　Meiji　era ．

1．は じ め に

1．1　 問題意 識 と視座

　フ ェ ミニ ズ ム 批 評 や ジェ ン ダー研 究 の 発展 　また文学 の 領域

にお け る オーデ ィ エ ン ス や メ デ ィ ア 論 の 視 点 の 導 入 な ど に よ

り，明治期に お け る 女性作家研究 や 女 性表 現 の 再検討が 近 年盛

ん に 行われ て い る。か つ て は 「
一

葉以 前 」 と括 ら れ，論 じ ら れ

る こ との 少 なか っ た明 治 20 年代 前 後 に お け る 女 性作 家 の 活動

と表現が取 り h げ られ、家父 長制 を は じめ とす る社 会規 範 と 自

我 の せ め ぎ合 い の なか，女性が 文学を獲得 し，自己表 現 を行 う

に 至 っ た プ ロ セ ス とそ の 意義が 明 ら か に さ れつ つ あ る
［1］、，自由

民 権運 動 の 女権 家 と して 出発 した 中島湘 煙 の 演説 や評 論 『函入

娘 ・婚 姻之不 完全』．女性作 家 に よ る初 めて の 近 代小 説 と さ れ

る 三 宅花 圃 の 『薮 の 鶯』．さ ら に は 口語 自叙体 を用 い て 離婚 を

描い た 清水紫 琴 の 『こ わ れ指輪．「 を は じめ ，さ ま ざ まな作 家 や

作品の 分析が 行 われ，近代 女性 文学 の 確立 期に お ける 研 究 の 蓄

積 は厚 み を増 して い る
［21

。 また 時代 を下 り明治後期 に 同を転 じ

て も，樋 ロ
ー

葉 の 没 後．「
一

葉」 とい う記号 と格闘 しつ つ 自 ら

の 表 現 と文 体 を 形成 して い っ た 平塚 ら い て うや 田 村俊 子 をは じ

め とす る 女 性作 家 の 分析
IAI
，また個 別 の 作 家 研 究 に 留 ま ら ず，

II
．
女子

．
文壇』 に お ける 投 稿 の 分 析 を通 じて ジーL ン ダーの 問題 を

論 じた 研 究 な どが あ る
匚41。女 子 ヰ1等 教育 の 確立 と普及 と と もに

女性 の 読 み 書 き能 力が 向上 し，文学 を志 す 女性が 増加 す る とい

う時代 状 況の なか，女性が ど の よ うな 表坦 を獲得 して い っ た の

かが鋭 く論 じら れ る よ うに なっ て い る。

　 こ の よ うに 明治期 に お け る女 性 文学 と女 性作 家研 究 は 発 展 を

遂 げつ つ ある が ，．
卜分 に論 じられ て い な い 領域 が 存在す る。本

稿が 主題 と して 取 り．ヒげて 分析 を行 うの は，こ れ まで の 文学研

究 で は周 縁化 され て い る 領域，明治末期に お い て大衆的 な人気

を得て い た 書 き手 の 誕生 と受容 の 様態 で あ る。本槁 で は こ う し

た書 き手の 存 在 に着 目 し，具 体的に は 内 藤千代子 と い う，明 治

末期 に登 場 し．若い 青年男女 か ら絶 大 な人気 を誇 っ た作 家 を取

り上 げ て 分析 を 行っ て い く。の ちに 示 す よ うに 内藤 千 代 子 は，

雑誌の 投稿 を通 じて 頭 角 を現 し，／7 歳 の 若 さで 発売 し た 著作
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が ベ ス トセ ラ ーに なる な ど，明治 ・大 正期 に お け る 女性作実 と

して は 男例の 商業的成 功 をお さめ た人物 で あ る　 しか し現在で

は 内 藤の 名前 と作 品 は 忘 れ去 られ，文学 史や 女 性作 劣研 プ に お

い て も取 り上 げ ら れ る こ と は稀
．
で あ る。

　 こ こで 初め に 　内藤 丁
・
代子 とい う人物 を取 り上 けて 。而 じるの

は，現 在 で は無 名の
一

作家 の 個 人 史 を 諸 る た め で は ない 点 を硲

認 して お きた い 。本稿 が 内！l4千代
．
子 と い う 「忘 れ ら れ た 作 家 」

に焦 点 を当て て 分析 を行 うの は，こ の 作家の 出現 の プ ロ セ ス や

受容 の 有 り様が 雑 「1心 や ジ ャ
ー

ナ リ ズ ム と作家の 関係 性，さ ら

に は 明治末 期 の 女性 表 現 に新 しV 視座 を提起 す る もの だ か ら で

ある 。 また 明治期 の 女性 作家 と して 異例 の
．
商 煮的成功 をお さ め

て い る亊実 を示 し，そ うした 同 時代 に お け る 人威 が 何 を意味す

る の か，文 学や 女性作家を め ぐる 諸 問題 に つ い て再 考 を促 す こ

と を試 み る。

12 　内藤 千代子 の 先 行 研究 と そ の 課 題

　 は じめ に 内藤千 代 子 を巡 る 先行研究 を概括 し、その 整 理 を通

じ て 本稿の 課題 と視座 の 確 認 を行 う、、

　内藤千代子 は 文学研 究 にお い て 取 り上 げ られ る こ とは 稀で あ

り，文学 史に そ の 名を 見 る こ と は ほ と ん ど ない 。そ うした 状況

の なか，牧 少 ない 言及 と して 文芸 評論 家 の 板垣 直 1 に よ る 内膝

1一代 子 評が あ る。板垣 は 「『女学世界』 に当時 の 青 春 男 女 の 生

活 を描 い て、風俗 的 な 中 間 読物 を の せ た 内藤千代
．
了
．
と い う，今

日で い えば 『マ ス ・
コ ミの 堵女』が 現 わ れ た 。 彼 女の 『人気 』が，

小 説 をか くこ とに 追 い こ ん だ けれ ども，そ こ で は 娯楽もの に さ

え，実 ら な か っ た 。 」 と 述べ て い る
［51。内 藤 千代 子 とい う作 家

を女性 作家 研 究の 系 p，R の な か で 取 り上 げ，さらに 当 時の マ ス メ

デ ィ アや ジ ャ
ー

ナ リ ズ ム と結びつ け て い る点 で 惹 眼が 光るが，

内藤 へ の 評 価 は 否 定的 で あ り，ま た 記述 も效行 に 留 ま り，議論

は深 め ら れて い ない 。

　内藤 が時 折 言及 され る領域 と して ，内 藤が 生 前暮ら した 神 奈

川 県鵠沼の 郷
．
ヒ史

le］
や 古 書 を主 題 と し た

一
般 書籍

囹
な ど が あ

るが ，い ずれ も断片 的 な紹介 に留 まる もの で あ る。こ う した な

か，現枳 お ける 最もまと ま っ た 内藤 干代・r−。侖の 先 行研 究 と し

て 森 山敬 子 に よる 論考が 挙げら れ る
圖

。 森山は 丹念 な資料 調 査

を通 じ．忘 れ られ た作 家 で ある 内藤 千 代 子の 生 涯 とそ の 著 作活

動 を 女性 史 の 視座 で 掘 り起 こ して い る、、しか し林 山は 内藤 の 著

作 に 関 して は，その 世．界が 「あ ま りに も狭隘」で ある と指摘 し．

「周 囲 に仕 立て ら れ て ス タ
ー

ダム に 上 り⊥ また 「消え る べ く し

て 消 え た作 家 で あ っ た と言 う しか な い 」 と 叶 価 を下 して い る 。

森 山以 外 で は 仙波千枝が 内藤を 『女学 世界 』にお ける 「害 書家」

と位
．
置づ けて

＝
及 を行 っ て い る

［9］
。 こ の よ うに 先 行 峅究 で は 内

藤 の 生 涯 や 『女学世 界』 に お ける 活動に つ い て は あ る程 度明 ら

か に され て い る もの の ，明 治 ・大正期 の 女性ヂ現 の 系 譜 の なか

で 十分に 論 じ られ て い る とは言 い が た い 。ま た 3 節で 明 らか

に す る よ うに，森 山 や 仙 波 な ど 1勺藤干 代子 に E及 し た 先行研 究

に お い て も見落 と さ れ て い る 最 晩年 の 著作 が あ る u 基礎情報の

整理 とい う観点か ら も．改め て 内藤千代 子 を論 じる こ とが 求め

られ る、、

　内藤 千 代 子 とい う作 豕 を捉 え る うえ で 重 要 な論点 と な る の

は，同時代 にお け る圧 倒 的 人気 と話 逆 「を．また そ の 後の 忘却 と

文学史か らの 排 除 で あ る
ω 。大 衆 的人 気 と，そ れ と相 反 す る文

学史に お ける 評価 と い う観点 は，黒岩 比佐 子 に よ る 村 井弦斎研

究 と視座 を共有す る もの と い える。ベ ス トセ ラ
ー 『食 道楽亠 お

よびそ の 著者村井弦斎に つ い て 黒 岩は 「こ の 『食道 楽」 とい う

小説 は，当 時か ら今に 至 る まで，文学 史上 で は め っ た に 取 り上

げ られ る こ とが なか っ た 。 は た して こ れ は 論 じるに足 る「小 説 」

な の か，と疑 問符 をつ けて 見 られ た に 違 い な い 。」 と述 べ て い

る
［ID］。黒 岩 の 提 示 す る こ の 問題 は，本 稿 の 主 題 で あ る 内藤 千

代子 に も通 じる もの で あ る。

　こ うした 状 況 をふ ま え、本稿 で は以 下 の構 成 で 分析 を行っ て

い く、、2 節に お い て ，明治 後期 に お い て 盛 ん に な っ た雑 誌 に お

け る投 稿 と文学 の 関係 性 を 整理 し，作 家 に な るため の ル ートを

碓 忍す る 、こ の 作業を行 っ た うえで ，3 節 で は作家 内藤千 代 子

が どの よ うに 登 場 し た の か，作 家 デ ビ ュ
ー

の プ ロ セ ス と そ の 意

義 を論 じる。4 節 で は 内 藤千 代子 の 受容 の 様 相 を 明 ら か に し，

同時代 に お け る 内藤 干代 fに 対する まな ざ し と作豕 と して の 立

ち位 置 に対 す る 考察 を行 う。また 1910 年代 の 女性 作 家 に お け

る 内藤 丁代 子 の 位置 付 け を試 み る。

2 ．投稿雑誌の隆盛と作家 にな るため の プ囗 セス に つ い て

2．1　明治後期の 投稿雑誌の 出現 と作 家 ・文壇 の 関係 性

　・｛項 で は明治後期に お け る投稿雑誌 や 作家 をめ ぐる状 況 をま

とめ，内藤千 代子 が 登 場 した 時代 背景 を描 い て い く．、

　 近 代 円本 に お け る 女性 雑蒔の 大 き な転換点 とな っ た の は，

1899 （明治 32）年 に お ける 高等女 学校 令の 公 布で あ る c，高等

女 学校令に よ り近代 日本の 女子 中等 教 育が 確 立 され た。女子 教

育 の 普 及 は 雑誌市 場 の 拡 大 や雑 誌 の 商業 化 を招 き，その なか で

．書 く」 とい う表現行為，文 学 へ の 欲望 が浮 上 す る。こ の よ う

な状 況 を背 景 に，明治 30 年代後半 に は 投稿 をメ イ ン コ ン テ ン

ッ と した椎恥の 創刊 が 相 次い だ。

　『女 子 文 壇』 は 1905 （明 治 38）年に 創刊 され た 女子 専門の

投稿雑誌で ある。詩 人の 河井 酔 茗 な どが 中心 とな り編纂 を行 っ

て い た 。 『女 子文 刷 出 身の 作 家 と して は 水 野 仙 子 や 歌 人 の 今

井邦 子 ，また 生 田 花世 をは じめ の ちに 『青 鞜』 に 参加する 者の

名 も数 多 く誌面 に 見ら れ る 。 「女子文 壇』 の 投 稿 は 「夫 文 」「消

S 文」 「雑 文 」 「短篇小 説 」「新
．
体 詩 」「短歌 」 「俳 句 」 な どの 項

目が あ り，また創刊 直 後 は 投稿 が 雑誌全体 の 8 割 を 占め る な ど，

文学 志望 の 女 性 の 鍛錬 場 と して の 役割 を果 た して い た
［11］

。

　また 1906 （明治 39） 年，博 文館 は 1文章世 界』 と い う雑 誌

を創刊 し て い る。「浦 団」 な どで 摺 られ て い る 白然 主 峩 作 家 の

田 山花袋が ギ筆を務め，多 くの 文学 青年 たちが 集い 投稿 した 雑

誌 で あ っ た。なお 『文早 世 界1 は 男性 の み の 雑 誌 で は な く，吉

屋 信 了
．
や 水 野 仙子 を は じめ，の ちの 女性 作家 たち の 作 品 も掲載

され て い る。近松秋 江 が 「誰で あつ たか，当 今の 文 壇 で，『文

章卅 界．ほ ど青 年 文士 を養成 して い る 雑誌は ない と言 つ たが ，

確か に さ うで あ る。1 と記 して い る よ うに，「文章 世 界』 に おい

て は 多 くの 文学 青年 た ちが研鑽 を積ん で い た 。

［12］

　『女子 文上1』 や 『文 章世 界』 とい う投稿雑誌の 特徴は ，誌 面
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の 大半が 読者か らの 投稿 で 構成 さ れ て い る こ と，また男性 作 豕

の 選 者 が お り，彼 ら が 作品 を選 び 選評 をつ け て い る点 で あ る。
丁
女子 文壇』で は 河井酔著，『文章世 界』で は 田 ［Il花 袋 な ど力 選

者とな っ て い た。

　投稿 雑誌 が創 1［1さ れ 隆盛 をみ せ る
一

方 で ，こ う した雑誌 へ の

投 稿 が直 ちに アマ チ ュ ア か らプ ロ の 書 き手 へ と い う予 路 を切 り

開 い た わ けで はない 点 も確
二
忍してお きた     明言

’
後 期 にお い て

投 稿 が作 豕 へ と ス テ ッ プ ア ッ プする た め の 手段 と して fe．場 した

が，投稿 雑 泌 は あ くま で 文壇 に 参入 す る た め の 足 掛か りにす ぎ

な か っ た 。 投稿 を通 じ，選者で ある 作家 に 認め られ て 門 卜
．
に 人

る な ど文壇 との コ ネ ク シ ョ ン を作 り．『＋斤潮 』や 『中央 公 諭」

な どの 文芸」1志に作 品 を発 表 して．作 家 と して の 立 ち位 置 を築 い

て い く必要が あ っ た。

　人宅壮一
に よれば 当時社 会 的 に 認知 され る，影響 力 を保持す

る よ うな文 筆家 た りえ る た め に は，文壇 とい う名 で 称 され るギ

ル ド的 世界に 入 門，参入 す る 必妛 が あ り，ま た 文厂 ぱ 文学 界 に

お い て 「あ る程 度 まで 市 場 を独 占す る 力 を具 え て い る 」。 そ の

た め，「多 くの 文 学志 望 者 は，実 は 文 学 志 望 者で は な くて 大抵

文壇 志 望 者 で あ る 」 と い う
11n1。大宅 は こ の 文 厂 に つ い て，上

記 した 市場の 独占，徒弟制 度に よ る養 成 　また 「享 人」 と 「玄

人 」の 間 の 截然 た る 区別 とい っ た性 頁 を挙 げ て 整理 して い る 。

　 作 家 と して 世 に 出る ため に は，名 の あ る作 家 に 弟 了
・
入 りを し，

面 側をみ て も らい つ つ 文 章修 業 をT．．む こ とが慣 例 的 に行 わ れ て

い た。こ うし た徒 弟 制度 的 な修彳∫形態 は ，女性 作 家と て 例外で

はな い 。樋 ロ
ー葉 は 半 井桃 水 に 人 門 して 指 導を 受 け，作 家 デ

ビ ュ
ーを果 た して い る。また 内藤 千代 子 と 冂時代 の 作豕 で ある

田村 俊子 も．1902 （明 治 35 ）年に 満 18 歳 で ヂ 田 露伴 に 入 門

を して い る。田村俊子 が 文名「を上 げた の は 1910 （明 治 43）年

に 大阪 朝 日新 聞 の 懸賞 に 2 寺 当選 した 小 説 「あ き　 め 」 で あ

る が，作 家と して の キ ャ リア の 出発 はあ くまで 伝 統 的な形式に

の っ と っ た もの で あ っ た。また 『女子 文广 ［ 出身の 代表的作家

と して 知 られ て い る 水野 仙子 は ［女子 文壇、や 『文章世 界』 の

投稿 家 と して 頭 角 を現 し，「文章世 界』 に 発表 した 小説 「徒労」

が 認 め ら れ て 1909 （明治 42 ）年 に 田 11r花 摯 に 弟 子入 りを し，

自然 主 義風 の 作品 を発表 して い る。地 方 に 住 む少 女が 投稿雑 誌

で 文章修行 を行い ，文壇 作 家の 門下 に 入 り指 導 を 受 け、文芸 誌

に 作 品 を載 せ て 文壇 に参 入 す る と い う作 家 へ の ヒ昇 プ ロ セ ス が

こ こ で 行 われ て い る。

　 こ こ まで 確 認 した よ うに．近 代 囗本 に お い て 作 家 となる ため

には，常 套の ル ートが存在 した 。 文壇 とい う場が 確固 と して存

在 し，そ こ に 参入 す る た め の 手 段 とし て の 徒 弟制 度 に よる 指 導

が 行 わ れ て い た。そ う した なか，明 治 30 年 代 後半 よ り投 稿准

誌が 多裁創刊 され，雑誌 へ の 投 槁 を通 じて 文 章 修行 を行 う風 潮

が 出現 する。こ こ で 投稿 とい う行為 は文 壇に 参人する た め の 足

が か りと して 用 い られ て い る。作冢 の 木 村毅 は投 稿 時代 を回 想

し，「投書 は文壇 に出 られ る 為力な
一
楷梯 だ と思 っ た。」 と 述べ

て い る
岡 。徒 弟制度に せ よ 投稿に せ よ，文壇 との コ ネク シ ョ

ン を作 り，文壇 とい う場 に お い て作 家 と して の 立 ち位 置 を染 く

こ とが必 須 で あ っ た 。

2．2　 『女学 世界 』 にお け る投稿 とそ の ポジシ ョ ン

　 こ こ まで 明治 後期 に お ける投 稿雑詑 と作家 とな る た め の ル
ー

トの 確 認 を行 っ て きた 。本稿 の 主 題 で あ る 内藤千 代 子 と い う作

家 をみ るため に，内藤 の 活動の 母胎 とな っ た
一
女学世界』 とそ

こ に お け る投 稿 に つ い て 考察を彳亅b，，

　『女 学 世 界」 は 1901 （明 治 34） 年，†寺文館 よ り創 刊 さ れ た

女骨惟 1志で ある 。 創刊時は 良妻賢母主義の もと．啓 蒙的な女 性

総 合雑。志と して の 特 徴 を有 して い f：，、読 者層 は女学 生か ら主 婦

まで と幅 広 く，1917 （大 止 6） 年 以降 は 読者 年 蛉 の 低 下 が 見 ら

れ る もの の ，若 い 女性 を 中心 に 広 く愛 読 さ れ た 雑
≡
志で あ っ た。

創刊 号 の 目次 は 「論 説」「講霾 」「伝 。己」「学 術」「技芸 」「小 説」「家

庭 「雑 景」 「文 苑 」「才媛 寺篥」 と い う多様 な 項 目立 て で 構 成

さ れ て い た，，こ うし た 項 目 立 て は，1908 （明 治 41．）年 1月 よ

り廃止 とな っ て い る 。 こ れ 以 降は 『女学世 界』の 。心 面構成 が 変

わ り．以 前の よ うな 論 説記 事が 減 ♪ し，そ の か わ りに 実用
＝
己事

が 増 え，また 読者 投稿 の 募 集が 盛 ん に なる と い う変化 が 生 じた。

誌面 に お け る ；JL ？r投 稿 の 比重 の 増 加 は先 に 述べ た　女 子 文壇 』

や 『文 章世 界．IIをは じめ，投稿 雑誌 の 増 加寸 を背景 に した もの

で あ ろ う。1908 （明 治 41 ）年 11　JJに発 行 さ れ た 定 期増 刊号 『こ ・・

ろの H記』 よ り開始 され た 賞 全付 きの 投稿野賞文は 読者か らの

女伺
：

を博 し，また こ の 懸賞の な か か ら読者に 絶大 な人気 を集 め

た 内藤 千 代子 を は じめ とす る書 き手が 出現 し た，，

　 こ の よ うに 1908 （明治 41 ）年頃 よ り II
．
女 学世 界」 に お い て

投輌が 重 要 な コ ン テ ン ッ と して 浮 ヒして きた が，同 じ 「投稿 」

とい う単 語で あ っ て も 『女 子文 壇］ や 『文章世 界』 と い っ た 雑

誌 と，r女学世 界』 と で は その 位 置 づ け や機 能 が 明確 に異 な る

こ とを こ こ で 確 悪 して お きた い
。 『女子 文壇』 や 『文章世界』

は 文 学育 年，文学 を志向す る 女性た ちが 集う雑誌で あ り，選者

も文壇 の 作 芽で あ っ た こ と は 先 に 述 べ た 通 りで あ る。こ う した

雑誌に お ける投稿は．作家とな る た めの 文 章修 行 とい う特徴 が

あ り，また こ の 投 稿 を通 じて 文壇 に参 入す る とい う文壇 や 文学

へ の 志 向が 内在す る もの で あ っ た。こ れ らの 投 稿雑 誌 は、若手

作 家 養成 の 場 と して の 機 能 も果た し て い た、、

　 それ に対 して 『女学世 界 』は 文学志向の 読者向けで は な く，
一

般 の 女 性雑 誌 で あ り，作 家養成 が 投桐 の 目的 で は なか っ た。

編 集主任 の 松原 岩五 郎 は 懸賞 文 の 募 集 を行 っ た 理 由 と して ，「名

家の 教訓や ．実 際家の 経 険談 以外，うるほ ひの ある雑 誌 の 読物

の
一と し て 才 媛 の 懸賞 文 募集 を企 て た 」 と 記 して い る

鬮

。 「う

る ほ い の あ る雑 誌 の 読 物」 と して の 位 置 づ けで あ っ た 投 稿 は，

あ くまで 雑 誌 にお ける
一．・

コ ン テ ン ツ で あ っ た 。そ うし た なか で，

内藤 千代 子 と い う少女の 作品が 注 目 を集 め，
一

者の 支 持 を受 け，

さ ら に は 流 行作家 とな り一［廿を風 靡 す る とい うIA＃，が 生 じた。

3，流行作家 内藤 千 代子 の誕 生

3 ．1　 内藤 千代 子の 生涯 と 著作活動

　本節 で は 内藤 千 代子 とい う，鵠沼に 暮 ら し て い た一少 女 が，

『女学 世 界 　へ の 投稿 を通 じて作 家 とな っ た プ ロ セ ス を検 。止し

て い く。内藤 の 登 場 か ら最 初 の 著作 『ス ヰートホ
ーム 』 が 出版

され る 前後の状況 に焦点を当 て て 分析 を行 い ，こ の 作業 を 通 じ
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て 内藤 とい う作家の ポ ジ シ ョ ン を明 らか に する こ とを 目指す 。

　具体 的 な分 析 に 人 る 前 に，作 家 と して の 内藤 千代子 の 経歴 と

著作 活 動 を確 認 す る。内 藤千 代 子 （1893 −1925 ） は 幼 少 の 頃

に家 族 で 神奈 川 県鵠 沼 に 移 り住 み，以 後鵠 沼 で 暮 ら して 執筆活

動 を行 っ た 。 主 に 『女学 ir亅堺 』 を執筆 の 場 と し，明治 末期 か ら

大．正 時 代 に作 家 と して 活 躍 を した。

表 1　 内藤千代子 著作 リス ト

タ イ トル 発行年 出版杜 備考

ス ヰ ートホ ーム 1911 年 9 月 博文館

ホ ネーム ーン 19 ユユ 年 12 月 博文 館

エ ン ゲ
ー

ヂ 1912 年 12 月 博 文 館

生 ひ立 ち の 記 1914 年 10 月 牧民杜

惜春譜 1．9／5 年 6 月 牧民社

生 ひ立 ち の 記 1916 年 5 月 如 山堂 惜春譜 との 合本

冷炎 1916 年 11 月 京橋堂

春雨 1918 年 1 月 京橋 堂

毒蛇 1919 年 10 月 三 徳 社

あ ・青 春 1922 年 1 月 三 徳 社 春 雨 の 異装 本

（出典）筆者作成

　表 1 は 内藤 千 代 了が 出 版 した著作 リ ス トで あ る。合 本 を含

め，内藤 は 生 涯 に 10 丗 の 著 作 を 残 し て い る。森 山や 仙 波 の 先

行研究 で は 『毒蛇』が 内藤の最後の 薯作 と されて い るが．実際

に は さ らに 後年．1922 （大正 11）年 1 月に 三 徳社か ら 『あ ・

青春 」 が刊 行 されて い る。筆者
．
の 調査 で 現 物確 認 し うる 限 りで

は．「あ ・青春 工 は 新 作 で は な く 二春蕨 の 異 装本 で はあ る が，

い ずれ にせ よ内藤 が作 家 活動 を行 っ た時期 特定 に とっ て 重要 な

刊 行 物 で あ り，彼 女 の キ ャ リア に 関す る デ
ータ は更 新 され る 必

要が あ る。

　内 藤 の 生い 立 ち に お い て 非常 に特異な点は ，一
切の 学校教育

と は 無縁 の ま ま育 っ て い る こ とに あ る。女 子 教 育が 普及 しつ つ

あ る 時代 で あ り，また 明 治期 の 女性 作 家が 教育 や 出 自に 恵 まれ

て い る 人が 多い 状 況 の な か で，尋 常 小 学 校 に も通 う こ とが な

か っ た 内藤の 経歴 は 極め て 異例 と言 える、、

　彫 物 師で ある 父 か ら家庭 教育 を受 けて 育 っ た 内 藤は，結核 で

父 を 亡 くした後は 母妹 と暮らす境遇 の なか ，文 学へ の
．
「童れ を抱

き．1908（明治 41）年 よ り『女学世 界』へ の 投稿 を行うよ うに な っ

た。内藤 は ／908 〔明 治 41）年 11月定 期 増刊 号 『こ ・ ろ の 日記 』

に 3 等 入 選 を 果 た した 「出舎住 居 の 處 女 日 記 」 で 一
躍注 目 を

浴 び，以 後も頻 繁 に 作 品が 掲載 され る な ど，『女 学 世界 』 の 常

連投稿 家 とな り，誌上 で 存在感 を増 し て い っ た。

　内 藤 は雑 誌 『女 学世 界」 にお け る
一

素人 の 投稿 家 と して 出発

して い るが，その 作 品が読者の 人気 を博 し，雑誌内にお け るス

ターとな り，それ が昂 じて 作 家 と して デ ビ ュ
ー

する に 歪 っ た。

その 過程 を次項 で 考 察 す る。

32 　『女学世 界」投 稿 家 か ら流 行作 家へ

　内藤 の 名 前 が 初 め て 『女 学 世 界 』 誌 上 に 掲 載 され た の は，

1908 （明 治 41 ）年 8 月，短 文欄 に掲 載 され た 「心 ゆ く夕」で あ る。

以 後 9 月 「避暑 地 よ り」（短文で 甲賞受賞），10 月 「栗 にそ へ て ⊥

11 月 「或 る夜」 と．短文欄で の 掲載が 続く。そ し て 11 月定期増

刊
．
弓
．
『こ ・ ろ の 日記』の 懸 賞に 投稿 し た 「田 舎住 居 の處 女 H 記 」

が 入選 し，内藤は一
躍 『女学世 界』読者の 注 目を集め る こ と と

な る。「平 々 凡 々 の 事 を書 い て こ れ ほ どに 読 ます は尋常 の 業に

あ らず 」
［16 ］

と評 され た こ の 作 品 は 内藤 の 出世作 とな っ た。

　 以 後 「女 学 世 界』 に は 内藤 の 投稿 した 作 品が 多 数 掲 載 され

る よ うに な り．1909 〔明 治 42）年 は 短 文 を含 め て 計 7作 品，

1910 （明治 43）年 は 14 作 品，さら に 1911 （明治 44 ） 年 は 計

11 作 品 が 雑誌 に 発 表 され る な ど の 活躍 ぶ りを み せ て い る。

　内藤の 作品は 独特の 口 語体に よ る会話文とハ イ カ ラ と呼ばれ

た モ チ
ー

フ 選 び や 洒脱 な 文 体 また
一
高や 帝大 な ど の 男 子学 生

との 交流や 交際 をモ チ
ー

フ と して 描 い て い る 点，さ ら に は 鵠 沼

とい う風 土 が作 品 と強 く結 びつ い て い る とこ ろ に 特徴 が 見られ

る。『女 学世 界』 読
．
者 に その 名 を知 ら しめ た 「田 舎住．居 の 處 女

日記 」 を は じめ，冂記 や随筆 な どが 人気 を集 め，話題 と な っ た。

　内藤の 文章が 度 々 『女学 世界』 の 懸賞 文 と して 掲載 され る よ

うに な る と彼女 の 作品は 読者 に よ っ て 強 く支持 され，一
ア マ

チ ュ ア の 投稿 家 に 留 ま ら な い 影 響 力 を 持 つ よ うに な る。汝 学

世界』の 読者欄で ある 誌友倶楽部に は 内藤作品へ の 感想や 内藤

宛 の 読者投 書
ω

が 急 増 した。以 下 の 投書 は，読者欄 に 掲載 さ

れ た 内藤 千 代子 に言 及 を した 読者 か ら の 葉書 で あ る。

　本 誌愛 読 の 皆様 方，い つ もい つ も才 筆 お振 ひ遊 ばす 内藤千

代 子様 を思 は れ ぬ 方 が ム い ませ うか，心 の 日記 に 心 の 秘密，

扨 て は驚 く手紙 に 小 説の 松 風 に．逝 く春 な ど，近 くは 嫁 が ぬ

人，も うもう其他
一

ッ と し て千代子 様が お筆の示 され る限 り

私 は読 む度毎に 体が こ うし びれ た様 に 感 じ魂は み ん な お 作の

llT へ 飛 ん で 仕 舞つ て 何 と も彼 と も丁 度 お 酒 に よ うた 人 は み な

こ ん なだ らう と思 ひ 升 わ ，ホ ・…　　，ほ ん と うに お 上 手で

す ね，願 は くば記者 様 よ，一度此 の 方 の お写 真掲 げて 頂 戴 な，

諸嬢 方 も必 ず御 同意 で せ うと思 ひ 升，ア
・私鵠 沼の 近 くだ つ

た ら毎 日腰 べ ん 当で さが し歩 きます の に ね，ホ ・丶丶・，あ

の それか ら，今後お 作 ど し ど し御掲載下 さい な，ますます歓

迎愛 読 し ませ うね。（略）　大阪 府下 愛 読者 （1910 年 1 月 ）
〔s｝

　十
一

号，大 へ ん よ うご ざい ま した，（略），私 の 学校 で も，

又他 よ り転 校なす つ た 方 よ り伺 ひ ま して も，い つ れ も千 代子

様 の 稀世 の 御 文才 に 敬 服 し崇拝 して る 方 ば つ か りで ご ざい ま

す，毎 日毎 日干 代 子様の 御 噂 さば つ か り して なつ か しが つ て

居 りますの，どうぞ 益 々 御ふ る ひ 遊ば して 下 さい ませ 。 ゆ か

り （1911年 12 月）

　『女 学世 界』内 に お い て ，内藤 は ア マ チ ュ ア の 投稿家で あり

なが ら，そ の 存在 感 は人気 作家 に伍 す る よ うに なっ て い く。こ

の よ うに 読者欄 に お い て 内藤千 代子 の 人気 が 可視 化 さ れ，ブ
ー

ム が 増幅 され，鵠 沼 で 暮 らす雑 誌 の
一

投 稿 家 で あ る内藤 千 代子

は 『女学世 界』 の ス タ
ーとな っ た 、

　『女 学世 界』 の 編 集 主 任 で あ っ た松 原 岩五 郎 は 内藤 に つ い て ，

　「田 舎 むすめ は
一
躍 して 女王 （ク イ ン ）の 宝冠 を戴 き，十 万
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読 者 を独 特 の 魔 術 に 引 きつ けて 渇 仰 の 的 と な ら しめ た の で あ

る。」 と述べ て い る
圖 。また内藤 が 読者 か ら強 い 支 持 を受 け た

こ とは ，博 文 館 の 社 史か ら も伺 うこ と が で きる。「其 文 （筆者 注 ：

内藤 千 代子 の 文 章の こ と）は 毎編 若 き女性 間に 盛 ん に愛読 せ ら

れ，為に 『女学世界」 の 発行部数 を本館各雑誌の 中の 首位に 上

ら しめ し こ とあ り」 と史料 に も記 さ れ て い る よ うに，内藤 の 人

気が 雑 誌の 売 り上 げ増大 の 娶 因 と して 認 識 され る ほ ど大 きな影

響力 を持 っ て い た
圏 。

　学校 教 育 を受けず に 育 ち，文壇 と の コ ネ ク シ ョ ン もなか っ た

内藤 は ，本 来 は作 家 と して 名 を成 せ る 環境 と は 遠 い と こ ろ に い

た 。 「女学 世 界」 に掲 載 され た 日記等の 投稿 作 品 も，あ く まで

ア マ チ ュ ア の 読者か ら文章を募集する 懸賞企 画 内の もの で あ っ

た。そ の 先 に 作家デ ビ ュ
ー

が 既 定路 線 と な っ て い る は ず も な い 、，

　内藤千代子 は 『女学世界』内に お け る 人 気投稿家 と して の 地

位 を確立 したが，本来 それ はあ くまで 雑誌内 の
一人気読者 とい

うア マ チ ュ ア の 立場 に す ぎない もの で あ る。しか し こ の 内 藤 人

気 に 着 H し，作 品 を本 に ま とめ て 出版 を行 っ た編集 者 の 働 きに

よ り，内藤 は 『女 学世 界．］の ア マ チ ュ ア の投 稿 家 か ら作 家 へ の

第
一

歩 を踏 み出 した、、博 文館 社員 で 雑 誌 『冒険 世 界』 の 編 集者

で あ っ た 河 岡潮 風
ω

は 内藤 の 才能 と 読者 人気 の 高 さ に注 目し，

博文館 に 出版 を働きか け，1911 〔明治 44）年 9 月 に 『ス ヰ
ー

トホ
ー

ム ∠が 発 売さ れ る 運 び とな っ た、、1ス ヰ
ー

トホ
ー

ム．［の

装 幀は 杉 浦非 水，挿絵 は竹 久夢二 が 手 が け て い る。出版 時，内

藤 は 17歳 の 若さで あ っ た。

　 こ の よ うに 『女 学世 界』 に お ける
一

投 稿 家 に す ぎな か っ た内

藤 は，その
．
文才 と読者 人気 の 高 さに 注 目 した編 集者 の 後 押 しで

作 品 が 出版 され る と い う経 緯 の も とで 作 家 へ の ス タートを切 っ

て い る。内藤 の 著 作 が 出版 された プ ロ セ ス にお い て，先 述 した

よ うな既 存 の 文壇 の 評価 は 介 入 して お らず、あ くま で 「女学 世

界』 を 母 胎 と した 読者か らの 支 持 を広 く集め た こ とが 作 家 と し

て デ ビュ
ー
す る 原動力 とな っ て い る。こ の 時代に お け る 作 家と

な る た め の 規 定 の ル ート，文学 系 の 投稿 雑 誌 へ の 投 稿 を通 じて

文壇 と の コ ネ ク シ ョ ン を作 り，や がて は 文芸 誌 な ど に 作 品 を発

表す る とい っ た プ ロ セ ス を経 る こ と な く，内藤 千代 子 は 汝 学

世 界』の 投 稿 家と い う立場 の ま まで 著作が 出版 され 作家 とな っ

た。世 間的 に 無名で ，文壇 的 な 評仙 も な い ア マ チ ュ ア の 書 き手

に編 集者が着 目 し，作 品 を世 に 出すこ とは現 在で は 珍 し くもな

い 現象で は あ るが ，明治末期 とい う時代 状 況や 文学状況 の なか

で は極 め て 希 有 な事例 と して 注 目に 値 す る。

さらに そ の 部 数 を他 の ベ ス トセ ラ
ー

や 商業的 成功 をお さめ た本

と比較 し，同時代 の 中で の 売 り上 げの 位置 づ け を試 み る。

　 出版 時 は 博 文館 側 が難色 を示 した 『ス ヰートホ
ーム 』 で あ っ

た が
［19］，発 売 さ れ た わ ず か 半 年 後 の 1912 （明 治 45） 年 3 月

15 日に 13 版 まで 増刷 され，また 1913 （大正 2）年 9 月 15 日

発 売 の 『女 学 世 界三 に は 『ス ヰ
ー

トホ
ー

ム 』26 版 の 広 告 が 掲

載 され る な ど，結 果 的 に 『ス ヰ
ートホ

ーム 』は 出版 杜 の 予 想 を

超 える高 い 売 れ行 きをみ せ た
cnt。発売 時期 に や や 隔 た りが あ る

が，明 治 の 代 表 的ベ ス トセ ラ
ー

で あ る 徳 富 蘆 花 の 『不 如 帰 』，

さらに は 吉屋 信子 の 人気少 女小 説 『花物 語 』 の ：亟版 状況 と 比．較

す るの は，『ス ヰートホーム 亅 の 売 れ行 き を考 察す る
一

つ の 参

考指標 とな りうる で あ ろ う。

　『不 如 帰」は 1900 （明 治 33）年 1 月 に初 版 2 千 部 が 発 行 さ れ ，

1901 〔明治 34）年 は 16 版 まで ．1906 （明 治 39 ）年は 26 版

まで と増刷 を重 ね て い る
［201。『ス ヰートホ

ー
ム 』は ，『不 如帰』

発行直 後 の 重 版状 況 と比較 を して も遜色 は な い 。また 尾 崎秀 樹

が 「吉 屋信 子 の 『花 物 語』 ほ どよ く売 れ た 少 女 小 説は な い 。」

と述べ て い る よ うに，『花物 言剖 は 1920 〔大 正 9）年 2 月 に 洛

陽堂 か ら出版 され て 以 降 翌 月 に は 4 版，1921 （大 止 10） 年

秋 に は 9 版 まで 発行 を 重 ね て い る
［m ］

。こ れ ら の 作 品 の 重 版 状

況 と比 較 して も，内藤の 『ス ヰ
ー

トホ
ー

ム』 の 発行 部数の 多 さ

が 伺え る。内藤千代子 は明治末期の 女性作家 として は 異例の 商

業的成 功 をお さめ た 作 家 で あ っ た。『ス ヰ
ー

トホ
ーム 』 の 好 評

を受け，1911年 （明治 44）年 12月に 『ホ ネーム ーン 」，さら

に 1912 （大 正 元 ）年 12 月 に 『エ ン ゲーヂ』 とわず か一一・年 ほ

ど の 間 に博 文館 か ら著 作 が 3冊 発売 され る な ど 矢継 ぎ早 に 作

品が 出版 され，い ず れ も高 い 売 れ行 きを保 ち，内藤 は一躍 時の

人 と な っ た。

　 こ こ ま で 見 て きた よ うに．一
読者 で あ っ た 少女 が 投 稿 を 通 じ

て ベ ス トセ ラ
ーを生 む 人気作 家 に な る とい う内藤．．f・代子 の 登 場

に は，従来 の 作 家 デ ビ ュ
ー

の 形態 とは根本的 な相違が 見 られ る。

内藤 は学校 教 育や 出 自 に は恵 まれ て お らず，また文壇 作 家 へ 弟

子 入 りを して 文章修 業 を積 む こ と もなか っ た。内藤千 代 子の 著

作 が 出版 され た プロ セ ス にお い て ，既存 の 文壇 の 評価 は 介入 し

て お らず、『女学世 界』 を母 胎に
一

般読者か ら の 支持 を広 く集

め た こ と が 作家と し て デ ビュ
ー

す る 原動力 と な っ て い る 。 文 学

的 な権威や 評価 とは 関わ りの ない とこ ろ で ，人気作家内．藤千代

子 は
．
誕 生 した の で あ る。

4 ．作 家 内藤千 代 子の ポジ シ ョ ン とそ の意 義

3．3　ベ ス トセ ラーと しての 『ス ヰートホーム 』

　内藤千 代子 の 作家 と して 特筆すべ き点は、読者人 気に 支え ら

れ た，文 壇 の 権威 と は 無縁 の 形 態で 出 現 した 書 き乎で あ る 点の

み な らず，大きな商業的成功をお さめ て もい る こ とで ある。明

治期の ベ ス トセ ラ
ーと して は尾 崎紅葉の 『金色夜 叉』や 徳 富蘆

花の 『不 如帰 』な どが 知 られ て い る が．い ずれ も男 性作 家 の 手

に よ る 著作で ある。

　本 の 発 行部 数 とい う出版 の 内幕 を直接 示 す データ は 残 されて

い ない ため ，奥付 や 広 告 な どの 周 辺資 料 か ら，内藤 の 最 も売れ

た 著 作 で あ る 『ス ヰートホーム 』 の 発行 状 況 を 考 察 し て い くc

4 ．1　 若者文化に おい て 受容され た内藤千代子

　本節 で は 同 時代に お け る 内藤 千代 子 とい う作家 の ポ ジ シ ョ ン

を．そ の 受容層との 関係 に お い て 考察を行 っ て い く。内藤 の 作

家 と して の 大 きな特徴 と して，支持 を して い た読 者 層が 若 い 青

年 男女 で あ っ た点 が挙 げ られ る。内藤千 代 了
．
が文 壇作 家 と は 異

な り，明治 末期 の ユ ース カ ル チ ュ ア に お い て 支持 さ れ，読 ま れ

た作 家 で あ っ た こ と を，同峙代 に おけ る 史料や ジ ャ
ー

ナ リズ ム

報 道 を 通 じて 描 き出 して い く，，

　内藤 T．代 子 が 『女学 世 界」 に お け る投稿家の ス タ
ー

で あ っ た
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こ と は 3節 で 示 した 通 りで あ る。 「私 等 の ク ラス に は，大分 内

藤千代子 様崇拝者が あります よ，も しお 作が ない と，も落胆い

た し ます，何卒毎 月御願 ひ し ます。」（1913 年 4 月） な ど，女

学生 を は じめ 若い 女性読者か ら内藤 は 大 き な支持を 受けて い

た。

　女性 読 者 の 支持 の 背 景 に は，作 晶 を好 む とい う理 由 は もち ろ

ん の こ と，自分 た ち と同年 代 の 少 女が投 稿 で 活 躍 し文 才 を 発揮

す る とい う事 に対 す る恒 れ もあ っ た と 思 われ る 。 こ う した 憧れ

が，作 晶の み に 留 ま ら ない 作 6 本 人 に 対す る 関心や 熱狂 的 フ ァ

ン を 生 み 出 して い た。

　昨年頃 か ら本 。志を御夏 J
”
の 方は 内藤

．
r・代子 さ ん お 名を御忘

れ に は な ります まい ，君の 御鹿 聿を心 の 口。己と心 の 秘 密 とで

拝 見 して 関心 い た しま した ら，そ の 次 に 篤 く手紙 で 何 と評 し

て い い か ，こ とに六 月 号の 逝 く春 を読 み ま して 益 々 君 の
’
ド凡

な方 で ない の を痛切 に 感 じま した．女
．
ら しくて ，ど こ か シ ッ

カ リ した方 で せ うね，私 なん だ か御 な つ か し くて御 なつ か し

くて 。 軸井 1苓子 〔1909 年 9 月）

　『女学世界』 の 読者欄に は こ うした フ ァ ン レ タ
ー

め い た投槁

に留 ま らず．「乱 者 様 に 中 Eげ ます，い つ も倶 楽 部 に 内 藤 千代

子様 の 写 真 を v，t．上 で扞 見 したい と 夏 売者 の 御望 み で す の に，何

故誌 上 に の せ られ ない の で す か。」 （1910 弔 6 月 ）な ど，写真

掲載 を求め る声 が 多数 高せ られ る な ど，雑誌 の
一

投 柘 家 で あ っ

た 内藤千 代 子 は 『女学 世 界」に お い て 絶大 な人 1 を集め て い た。

　 内 藤 丁
．
代 子 は 『女 学 世 界　 を は じめ とす る 女性 読者 か ら 人

気が 高い 存在で あ っ たが ，また 多くの 男性読者か らの 支持 も集

め て い た点 は注 目に値 す る。少 ltH 寺代 の 川端康 成 も旧制 中学 に

在 学 して い た 1916 （大 正 5）年 に 内藤 千 代 了
．
の 『ホ ネ

ー
ム
ー

ン 』

や 『エ ン ゲーチ 』 を読 ん だ こ と を 日記 に 記 し て い る
［L’21。「ふ と

内藤
一
f一代子 の ホ ネ

ー
ム
ー

ン や エ ン ゲ
ー

ジ で 讀む だ よ うな，〔大〕

男學世 と女學生 と の 交際が な つ か しい もの と して 現 れ る ．自分

もあ 〔こ 〕ん な に 交つ て み た い と思 ふ 。」 とい う記 述 に，内膝

の作 品 に描 かれ た 男 女 交 「駈 こ憧 れ る 川 湍 の’L・情 が 示 され て お

り，内藤 受容 の 様相 を示 す もの で あ る。こ の よ うに 内 弥 の 読者

層 は，『女 学 世界 』 読 者 や 女 学生 に留 ま らず，一
高生 や 帝 大生

をは じめ と した 男子 学生 層 に も広が りを みせ て い た 。

　川 端 が H 記に 。己して い る よ うに，内藤作品の 特徴 と し て，青

春 の 男 女 の 恋，男．了．学生 との 交 臥 を描 い た 点 が 挙 け られ る。日

記形 式 をは じめ，内藤 自身を思 わ せ る 主 人公 が一高や 帝大 の 学

生 と交 流す る様 が 内藤作 品 の メ イ ン モ チー
フ で あ っ た。

　内藤 千代 子が 登場 した 時代 は，男 女交 r．，、をめ ぐる 議 論 が活発

と な っ て い た 時 期 で あ る。1889 （明 治 32 ）年 の 高 等女 学 佼令

公布以 後女学生 が 増加 し，それ に 伴い 男 子学生 と女 ラ：生 の 交 際

を巡 る 議。侖が行わ れ る よ うに なっ た 。 そ れ まで 男子学生 の 交際

相 手 や 恋愛対 象 で あ っ た 芸娼 妓 や 遊 郭の 女性 にか わ っ て ，学校

教 育 を受 けた 女学生 が 登 場 した
「蚓 。前川直哉は 近代 日 本に お

け る男 女 交 際
．− Eの 変 化 を勇析 し，1906 （明治 39）年 の 『中

央 公 侖　 や博 文 館 よ り出 版 され て い た 青 年 向 け雑 　 　『中学 世

界』 で 男 女交際 に 関す る 記 申が 急 増 して い る こ と を指摘 して い

る
［241

。 内藤千 代子 が 1908 （明治 41）年 か ら 『女学世 界』 語

上 に 発 表 して い た作 品群 は．青春 の 男 女 の 恋 や 交 際 を卞 題 と し

た もの で あっ た。若 い 女 性が 男女 交 際 とい う当時 に おい て 先 進

的 で 注 目度 の 高 い テ
ーマ を袖 くとい うこ と は ス キ ャ ン ダ ラ ス で

あ り，内藤 に対
．
す るバ ッ シ ン グ を生 んだ

一
方 で

ca）
話 題 性 も高 く，

ジ ャ
ー

ナ リズ ム か ら内藤 が 注 目 され る 要 因 とな っ た
ω

。

　内藤 は
一

高 や 帝大 の 学 生 を 交 流 ・交際の 対 免 とす る だ け で は

な く，彼 らを通 じて 学 ん だ男 子学 生 文化 を作品に 取り
．
込ん で 描

い て い る。「村娘 野 妖 で は ど うして 中 々 川 つ て 屠 さ うな 筈の な

い 書生 仲間 の 隠語 や 省 略言 や，ズ ン と穿 つ た通語 さ え ノ ベ ッ 幕

な しに 千代
．
子の 文 に は 現 は れ て い る。」

口
と新聞記 事 に も書：か

れ る よ うに．明 治末期 の 学生 風俗 を描 い た作風 が 話題 とな っ た。

安 岡章 太郎 の 「青 葉 しげれ る 」 に は 「おふ くろ は 若 い こ ろ 読 ん

だ内藤 千代 とか い う人の 『くげぬ ま物 巨剖
CS）

と い う小 説 に出て

くる
一

高 の 生 徒の こ と が忘 れ られず （略）生 まれた 子 供 の 川頁太

郎 を，か な ら ず
一

高 へ 行か せ よ う （略 ） と 念願 し鵡 」 と い う

。己述 が 見 られ る
L261

。 この よ うに内膝 干代子 が 描い た
一

高 を は

じめ とする エ リ
ー

ト男子学生 との 交際は 読者 に鮮烈な印象を残

した 。

　1912 〔明治 45）年 11JJ　17 目 よ り大 阪毎
．H 新聞に 連 載され

た 「謎の 少 女 」 とい う記 事 の 中で．内 藤千代 子 は青 鞜社 の 尾 竹

紅 吉 と並 ん で 取 り上 げ られ，23 日か ら 27 日 まで の 計 5 回 に わ

た っ て 内肛 に 焦点 を当 て た 記事 が 掲載 され て い る。「μ弓沼 の 千

代 子 訪 問 思 い が け ぬ 若 い 美人 」 と書 かれ た 内藤 は，記事 の イ

ン タ ビ ュ
ー

に おい て 、非常に 多 くの 手紙 を もら うこ と，中 に は

熱 烈 な もの もあ り，「ラ ブ レ タ
ー

か と思 は れ る や うな ナ マ め か

しい 文句」の 丁紙が 届 くこ とを述べ て い る。また 1912 （明治

45） 年 1月 21 口の 『読 売 新 聞』 の コ ラ ム には，目烏沼 か ら上京

し，本郷 森 川 町 に 下宿
．
して い る 内藤 の 元 に 「赤 門の 文 科 生 某 i

が 「毎日光人 館 の 前 に 光 未 ま し ま し彼 れ が 姿 を チ ラ と ば か り拝

ん だ 丈けで 恐 悦S 極は て は 眼 を 白黒 に する 」様が 描き出され て

い る 。 こ れ らの 史料が 示す よ うに，内藤千代 了
・
に は 熱心 な 男子

学 生 フ ァ ン が 多 くつ い て い た 。

　同 時 代に おけ る 内藤 丁
・
代 子 の ポ ジシ ョ ン や 作 家像 を端 的 に 示

す 記事 が ，1914 （大 正 3） 斗 10 月 19 日 の 『朝 目新 聞』 に 掲

載 され て い る。

　青春の 世界の 憧憬が ．千代子 の 心 の 奥 に潜ん で 居た 創造的

才分 を衝動 し た。〔中 略）
一
高生徒，下 悶 育 ち の 少女，か る た 会，

寮歌 淡い 少女 の 恋 をハ
ーモ ニ カ に 吹い て，磯松原の 涙の 雫，

女 学生 の 心 持 ち を女 学生 の 常套語 で す らす らと書：い た其 小話

が 女学 生 の 間 で 騒 が れた．す る と乂 女学 生 の 心持 や 常 套 諳 を

知 らう とす る男 の 学 tl』の 間 に も騒 が れ始 め た．大 臣 の 名 を知

らぬ ｝生 は あつ て も，内藤千 代子 の 名を知 らぬ もの は 無 い や

うに なつ た。

　 こ の 記 串が 如実に 示す よ うに，現在で は 文学史の 中 に 全 くそ

の 名 を残 して い ない 内藤 は，当時に お い て は 若い 男女｝生 の 問

で は人気 が あ り．「大 臣の 名 を知 らぬ 学 生 は あ つ て も，内藤 千

代 子 の 名 を知 らぬ もの は無 い 」 と言 わ れ る ほ どに 有 名 な存在 で
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あ っ た状 況が伺 える。

4 ．2　 1910 年代 の 女 性 表現 の な かの 内藤 千代子

　 本 項 で は 内藤千 代 子 を 1910 年 代 の 女
’
［！l
．
作 家の なか に 位置つ

け るこ と を試 み，こ の 作 業 を通 じて作 家 内藤 千代 了
．
が 近代 H ／

の 女性 表現 に提 不 す る視 座 を検討 して い く。

　 内藤 丁
．
代 子 とい う作 家 は，一

高や 帝大 生 との 交 際 を作 品 に 1田

き，そ れ が 同時代の 若年層 か ら支持を 受け て 人気 を博 し．そ の

著 作 は 高い 売 れ 行 き を示 す な ど商 業 的 成功 を お さめ た 人物 で

あ っ た。内藤 千 代子 を女性 作 家 の 系譜 の な か で 論 じ る た め に，

大 正期 に 7花 物 言乱 で 少女 読者の 支持 を集め た 吉居信子 を補助

線 と して 用 い る作 業 を通 じ，内醇 千代 子 とい う作家の ポ ジ シ ョ

ン を 描 き出す。

　古 屋信 子 （1896− 1973）は少女小 説 『花物 語』で 人気 を博 し，

以 後は 少女小説 に 留 まらず大 衆小 説 の 世．界に も進 出 して 大 正 ・

昭和期 を通 じて 活躍 を した 作 豕 で あ る。多 くの 女学 生 に 愛 読 さ

れ た 『花物語 』は，二 十歳の 吉崔 信 子が 『少 女画報 』 の 編 集部

宛 に作 晶 を投稿 し，採用が 決 まる とい う胚緯の もとで 連 載 が始

ま っ て い る。内藤 の デ ビ ュ
ー

か ら約 5 年が τ墨過 した 1916 （大

正 5） 年 7 月 に 第 1 話 「釘蘭一
1

が 掲載 さ れ て 読者の iF判 を集

め，以 後お よそ 9 年 に も及 ぶ 長期 連 載 とな っ た。「花物 ft
　11は

連載
．
途 1「rの 1920 （大 正 9）年 2 月 に 洛 陽堂 よ り出版 が な さ れ た、t

久米 依子 は 「文壇 の 既 成 の 階層 性 や ジ ェ ン ダー制度 とは離れた

場で 成功 した 女性 作家 と い う，吉屋 の ユ ニ ー
ク な価値 も生 じて

い る 副
［27］

と述 べ ．女
’
目 売者層 と い う支持 の も と，吉 屋信 子 が

文壇 外 に お ける 流 行作家 とい う地 位 を確 立 し た こ とを 指摘 して

い る。

　 内藤 千代 子 と吉屋 信子 は，作家の キ ャ リ ア をス タ
ー

トする 時

点 にお い て、投 桐 とい う手段 の もと で 雑 誌 に 掲 載 さ れ た 作 晶 が

読 者の 支持 を集 め た こ と．文壇 と は 只 な っ た 場 で 人気 を獲得 し

た作家で あ る 点に おい て 共 通が み られ る。処竺を介 しない ル ー

トに よ っ て 名 を 成 し，商 劣 的成功 を お さめ る と い う経 路 の 開拓

に お い て，内蒔 は 吉屋 な ど大 正 期 に キ ャ リ ア を始 め る 作家 に 先

行 して お り，内滕 予代子が 有 して い た先進性 は注 H に 値す る 。

　 内滕 と吉 屋 の 相 違 点 と し て，男性 読 者 層 の 有 無 力 挙げ ら れ

る。内藤 は 吉屋 が 有 して い なか っ た 男性 売6 に も＾奥心 な フ ァ ン

を有 して い た こ と は 前項 で 示 した通 りで あ る。また両 者 の 最 も

大きな相違は，作家 と して の そ の 後の キ ャ リア の 積 み 方 に あ る

と い える t 古屋 G 了は 『花物 語』の 連 載 中で あ る 1919 〔大 正 8）

年．大阪朝 日新聞の 懸賞小説に 1 等人選 を した 「地 の 果 て まで 」

で 大 衆 小 説の 書 き手 と して もポ ジシ ョ ン を築 き，以 後も大正 ・

昭和 期 を通 じて 大衆小 説 をフ ィ
ール ドに 流行作 家 と して 活 鐸 を

し．死 の 直前 まで 執 筆活 動 を続 けて い る。

　 それ に対 し内藤 千 代子 は，『ス ヰートホーム 』が爆 発 的 1 売れ，

そ の 作風が
一
斉を風靡 した もの の ，その 後作家 と して は 行 き詰

ま り をみ せ て い る。学校教 育 を受け ず に鵠沼 で 育 ち．さ ら に 文

壇 や 文学サ
ー

ク ル な ど との 繋が りもな く文．章修業の 」
勿 を手寸 た な

か っ た 内藤に とっ て ，手持 ちの 素材 は身辺 の 出来事や 見聞きし

た 学 生風 俗 を取 り入 れ た若 い り女 の 恋 愛 な ど，限 られ た もの で

あ っ た，，創作 に あた っ て の 素材 の 乏 しさは作 風 の 固定化 とマ ン

ネ リズ ム へ と繋が っ た，、作風 の マ ン ネ リズ ム が飽 き ら れ 読者離

れ が生 じた こ とが，作 家活 勤 の継 慌 を困難 に した 要 因 の
一

つ と

思 わ れ る．

　 同時代 に 多 くの 読 者 を獲 待 した内 fi−、、千 代 j．の 名が 現在 なぜ こ

れ ほ ど まで に忘却され て い る の か。その 理 由 と して 、内藤 千代

子 が 文壇作 家で は な く，ユ
ー

ス カ ル チ ュ ア の なか で 誕生 し，受

容が 行わ れ た作家で あっ た とい う二 ち位置 の 問 題 が 考 え られ

る、内藤 千代 子 は文 学2E．．L．へ の 寄稿で は な く，「女学世 界｛ を

は じめ とす る 非文 羊的 ・非文堙 的 な 椎1志を活躍 の 場 と した n 人

Ptk作 家 と な っ て の ち も，若7 文化 の うち で 先進 的な トピ ッ ク を

扱うこ と に個 性 を孔揮 した作 家で あ り，文壇 的 な世 界や 評価に

接 近 す る と い う傾 向 は 最 晩年 まで 見 い だせ ない 。そ れゆ え，文

壇 を基盤 と した 文 ラ史 に お い て そ の 範 疇 に お さめ ら れ る契 機 は

内E．，、に は 訪れ な か っ た 。

　 も っ とも，こ うし た 内藤 千代 子 の f乍品が 既 存 の 文壇 的枠 組 み ，

近代 文 了 研究 の 領 攻 に よ る 価値 判断に よ っ て 「文学」 と して 検

EJIされ た陽の 評価 に は一
定の 有効性が ある だ ろ う。 しか しまた

それ と は位相 の 異 な る 問題 と して ，そ の よ うな 価値判 断 に よ っ

て 「文学」 とみ な され ない 書 き手が 文学 楙 究 に お い て 検 討 の 対

身と して排除 され が ちで あ るこ と もまた 「
’
分 自覚 され るべ きで

あろ う。 現 在に お け る 文学史的 評価 と，同時代 に おけ る 人気 や

訂 価が 異 な っ た もの で あ る こ と，内藤 干代 子 と い う作 家 をその

テ ク ス トの 文学約価値で は な く，作家 と しての 出現 プロ セ ス や

明 治末期 の ユ
ー

ス カ ル チ ャ
ーとの 関 わ り，文化や風俗 との 関わ

りに お い て 再 評 価す る 可 能 鬥
．
を こ こ で は 示 し た ，

5．お わ りに

　 こ こ まで 、内 滕 千 代子 を め ぐっ て ，彼 女が 明 治期 の 常 套的作

家養成ル ートとは 異な っ た，文学的権威 とは 離れ た 場 で 流 行作

宗 となっ た こ とを不 し，そ れが 当時作家 と して 多数の 受容者に

む けて 表 現 す る 可能 任、こお い て い か な る 意義 や 可 能骨 を示 す も

の で あ る の か考 察 を行 っ て きた。内藤 干代 子 は，後の 文学的評

価如何 に の み回収 され るべ きで ない ，明 治期 の 作家 デ ビ ュ
ー

の

プ ロ セ ス に お い て 先 進 性 を 有 した 存 在 で あ る と い え る，，1910

年 代の 女 性 表現 の な か で，今後さ ら に 議 論が 深 め られ て い くこ

とが 求 め られ る。

　 明治後 期 の 作家 デ ビ ュ
ー

に お い て 不 可 欠で あ っ た
．
文学 的 権威

と の 関 わ りとは 異 なる ル ートを 開拓 し，男 女 交際 や
・．

高，宙 大

の 学生 文化 をは じめ とす る先 進的 な トピ ッ ク を扱 い 同 時代 の 風

俗を描写 した 作オと して ，内藤に つ い て は 既存の 文学 的評価 と

は 異 な っ た 伜 組 み に よ る再 検討 が 求め ら れ る べ きで あ ろ う。こ

の こ とは また，マ ス メ デ ィ ア に お い て 情賑 の 送 り手と受 け手が

現 代 に 比 して 截然 と分 か れて い た 時期 に おい て，本来受 け手に

留 まる は ずで あ っ た層 が，送 り手 と して の 位 置 を谷 る ため の 回

路 を 開拓 し，特有 の 立 ち位 置 や機 能 を築 い て ゆ くプ ロ セ ス を考

察す る こ とで もある、、内藤 まこ う した 回路 の 開拓 を行 な っ た人

物 と して 捉 え られ ね ば な らな い 。後世 に 名の 残 っ た 人物 に傾 斜

しが ち な作家論，文学 論 に 偏 る こ と な く．明 治期 の 情報 メ デ ィ

ア の 受容，利用の あり方 を分析す る足が か りともな る だ ろ う。
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一方，この 点 に重 き を置 い たた め本稿 で は，この 題材 が孕 む は

ず の ジ ェ ン ダー的視 点 や 鵠 沼 と い う地 亅戈の 文 化特 徴等 多 くの

視 点 を ま と め る こ とが で きて い な い 。こ れ ら を 個 別 に枠付 け．

考 察 して ゆ くこ と も課題 と な る 。

　今後は 本稿で は 十分に 論 じ る こ とが で きなか っ た忘 却の 過程

や 要 因 を は じめ，作 品 分析 を 含め た 内藤 千 代子 の さ ら なる 検討

を 試み て い きた い
。

注

（1）内藤 千 代 子 を論 じる うえで彼女が 社会か ら忘却 され ゆ く過程や要

　 因 も重要 な論点で あ るが，本稿で は 出現 の プ ロ セ ス とその 受容の

　様態 に重点 を置き考察す る 。内懸の 忘 却に 関 して は扱 い 得 る 範疇

　 を超 え る た め．本稿で は詳述 しな い ，別 稿 へ の 課 題 と した い 。

（2）本稿 で は 読者 が 雑 誌 に 凵記 や小 説
・
作文 等 を送 る こ とを 「投 稿」，

　 ま た文 芸 的 な才 能 や 作 文 的 な能 力 が あ ま り求 め られ な い 読 者
．
欄 に

　お ける 葉書 は 「投書一と記 して い る 、、

（3＞以 下出典 を表記せ ず引用 する投 書は すべ て 『女 ty 阯界』読 者 欄 に

　掲載 され た もの で あ る。旧漢 字 を概 ね 現 代 の 常用 漢字 に 改め 、歴

　 史 的 仮 名遣 い は そ の ま ま残 した 。また 一
昂 句読点 を補 っ て い る も

　 の が あ る 。

（4）河 岡潮風 U887 −19］2）は博文館の 社．員で あ り，「冒 険世 界』の

　記 者 と して の 活動 の 他 『女 学 世 界』 へ の 寄 槁，また 雄弁活動 を行

　 うな ど多才 な編 集者 で あ っ た，，内藤千 代子 の 著作 を刊行す る など，

　 時 代 を読 む 編集 者感覚 に 優れ た入物 で あ っ た が 1912 （明治 45）

　 年に 25 歳 の 若 さで 亡 くな っ て い る。『冒 険 LU−．r』 の 編 集者 と して

　 の 河 岡 の 活 動 は井 上 （2002 〕に 詳 しい
［Esl。また 河 岡 に よ る 自伝 『五 五

　の 春 』 もあ る
［211］

e

  本 の 現 物 を 調 査 し，奥付 け で 増刷状況 を確認で きた の は 1912 （明

　治 45）年 3 月の 13 版 まで で あ る。以 後 は 『女学 世 割 に掲 蔵 さ

　 れ た 広 告の 数 字 を用 い て い る。広 告で ある た め 実際 よ り誇張 さ れ

　 て い る可 能性は ある もの の 、一
つ の 指標 に な る で あろ う。な お広

　 告 と矢 際の 奥付けを 比 較 した と こ ろ ，広 告の 数 字 と実 際の 増 刷 状

　 況 に は大 き な乖 離 は 見 られ な か っ た の で 、広告 の 部 数 は 妥 当性 の

　 あ る 信頼 で きる部数で ある と思 わ れ る。

（6）『女学世 界』 1910 年 8 月の 読者欄 に は 「内藤様に 中上 げます，貴

　 女 は い つ もい つ も私如 き阻合娘 の とん と訳の わ か らぬ 六 ツ か し き

　 英 語 だの を御 入 れ 遊 ば して．御 作 を御 出 しな さる の で ，誠 に 困 り

　 ます．「
．
八 娘 なの に，私 と大変なちが ひ ，ど うして あん なに 男子

　 の 事 なん か よ くしつ て 入 ら れ る の で せ う，都の 娘 は ち がつ た もの

　 で す ね，私 あ ん な ハ イ カ ラ 娘 大 々 的 す き ませ ん か ら，以 後御 作 を

　 御 出 しな さ ら ん様 に願 ひ ます。処．女の くせ に
…」 とい う批判 的な

　 投書が 掲載 さ れ て い る ．男女交際 を描 くこ とは ス キ ャ ン ダラ ス な

　 こ とで あ り，内藤 は バ ッ シ ン グ を受 け る こ とが た びた びあ っ た。

（7）内藤 千 代 r一は生 涯 学 校 に通 うこ とは な か っ た ため，自 身 は 「女
’
y：

　 生 」 で は なか っ た こ と は 本 稿 で 指摘 した 通 りで ある 。しか し若い

　 女性が男子学生 との 交 際を描 くと い う点 に お い て ，男女交際 とい

　 うモ チ
ー・

フ を取 り人 れ た もの で ある と見なす こ とが で き よ う．

（8）こ こ でい う 1くげぬ ま物 語 」は 『ホ ネーム ーン 」収録 の 「鵠沼 日

　 記 ： の こ と だ と思 わ れ る 。「田 舎住居 の 處女 ［品」が 初出で ，単行

　 本収録 に あた っ て 「鵠沼 凵記」 と改題 さ れ た、、
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