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《

研

究
ノ

ー

ト
》

伊
藤
整
の

小
説
論
を
め

ぐ
っ

て

一
文

学
の

機
能
に

関
す
る

覚
え

書
き

ー
ー

斎

藤

息

利

か
つ

て

芭
蕉
は

俳
譜
の

道
を

｢

夏
炉
冬

扇
+

に

た

と
え

た

が
､

仮
に

こ

れ

を

額
面
通

り
に

受
け
と

れ

ば

俳
譜
の

道
は

､

芭
蕉
に

お
い

て
､

無

用
の

芸
と

し

て

認
識
さ

れ
て

い

た

こ

と

に

な

る
｡

し
か

し

な
が

ら
､

こ

の

認
識

に

は
､

芸
術
に

次
元
の

低
い

実
用
性
を

求
め

る

要
求
を
き

び

し

く

拒
香
す

る

芸
術
家
の

強
い

衿
持
と

烈
し
い

気

塊
が
こ

め
■
ら
れ

て

い

た
｡

と
こ

ろ
で

､

今
日

も
な

お
､

我
々

の

周

囲
に

は
､

科
学
の

名
に

お
い

て

目

先
き
の

き

か

な
い

実
利
主
義
が

横
行
し

､

た

と

え

ば
､

人

間
を

そ
の

全

体

性
に

お
い

て

考
え

る

芸
術
と

し

て

の

文
学
の

無
用
性
を

説
き

､

ま

た
､

そ
の

無
用
性
を

恥
じ
る

声
が

､

時
と

し
て

聞
か

れ

る

こ

と

ほ

な
い

で

あ

ろ

う
か

｡

そ
の

昔
､

文
学
が

､

た

と

え

ば
､

叙
事
詩
と

し
て

伝
承
さ

れ

た

時

代
に

は
､

詩
と

し
て

の

文
学
は

､

い

わ

ば

呪

文
的
な

力
を

も
っ

て

人

間
の

精
神
を

支
配
し
て

い

た

か

に

見
え

る
｡

そ

し
て

､

そ

の

よ

う
な

文
学
が

自

ら

を

恥
じ

な

け
れ

ば

な
ら

な
い

と

感

ず
る

よ

う
に

な
っ

た

ら

し
い

の

は
､

文

学
作
品
が

個
人
の

作
家
の

密
室
で

書
か

れ
､

こ

れ

を

個
々

の

読
者
が

密

垂
で

読
む

よ

う
に

な
っ

た
､

近

代
小

読
の

成
立

期
以

後
の

こ

と
の

よ

う
に

淵

思
わ
れ

る
｡

こ

の

よ

う
に

､

そ
の

中
心
を

詩
か

ら

小

説
へ

と

移
す
に

つ

れ

て
､

自
ら

を

恥
じ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

と

感
ず
る

よ

う
に

な
っ

た

ら
し

い

文
学
の

機
能
は

､

い

っ

た

い
､

ど
の

よ

う
な

も
の

な
の

で

あ

ろ

う
か

｡

以

下
の

小

論
は

､

伊
藤
整
氏
の

著
書
『

小

説
の

方
汰
』

(

一

九
四

八

年
)

､

『

小

説
の

認

識
』

(

一
九
五

五

年
)

､

『

芸
術
ほ

何
の

た

め

に

あ

る
か
』

(

一

九
五

七

年
)

を

手
掛
か

り

と

し
て

､

文
学

-
-

と

言
っ

て

も
､

も
っ

ぱ

ら

近

代

小

説

壬
の

横
能
に

つ

い

て

考
え

る

た

め
の

若
干
の

ノ

ー

ト

で

あ

る
｡

〔

な
お

､

最

近
､

佐

伯

彰
一

氏

は
､

そ
の

論
文

｢

近

代
日

本
と

小

説
+

(

『

文

学

界
』

昭

和
四

十
一

年
十

月

号
)

に

お

い

て
､

伊

藤
氏

の

著

書
を

取
り

あ

げ
､

〝

『

小

説
の

方

法
』

に

お

い

て
､

氏

は
一

見
､

近

代
小

説
一

般

の

｢

方

法
+

を
あ

と
づ

け
､

分

類
し

ょ

う

と

試
み

て

い

る

か

に

見
え

な

が

ら
､

読
み

す
す

む
に

つ

れ

て
､

氏
の

真
意
は

､

日

本
の

近

代

小

説
､

と

く

に

私

小

説
の

｢

方

払
+

の

把
握

､

開
明

に

存

し

た
こ

と

が

判
る
″

と

書

き
､

伊
藤

氏
の

ね

ら
い

が

〝

日

本
の

私

小

説
に

｢

方

法

的
+

な

基
づ

け

を

あ

た

え

よ

う

と

す
る

所
に

あ
っ

た
″

こ

と

を

見

抜

い

て

い

る
｡

小

論
の

目

的

は
､

佐

伯

氏
の

尻
馬
に

乗
っ

て
､

伊
藤
氏
の

著

書
の

真
意
を

あ

ば

き

た

て

る

こ

と
で

は

な

く
､

あ
く

ま

で

も
､

こ

れ

ら
の

著

書
か

ら
､

文

学
の

機
能

に

対

す
る

考
察
の

た

め
の

ヒ

ン

ト

を

得
よ

う

と

す
る

に

あ

る
｡

〕

さ

て
､

伊
藤
氏
に

と
っ

て
､

近

代
小

説
の

表
現
方
法
の

基
本
は

｢

内
な

る

声
に

よ

る

発
想
+

で

あ

る
｡

と
こ

ろ

で
､

｢

内
な
る

声
+

と

は
､

本
来
秩

序
な

し

に

ほ

生

き

ら

れ
な

い

生

命
の

､

秩
序
に

対

す

る

抵
抗
の

声
で

あ
っ

て
､

従
っ

て

｢

芸
術
と
は

､

生

命
を

そ

れ
の

働
き

と
い

う
実
質
で

と

ら

え

る

た

め

に

人
間
が

作
り

出
し

た

認
識
の

手

段
で

あ
る
+

と

い

う
こ

と

に

な

山
-

ゆ
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､

川

Ⅶ

み

る
｡

(

因
み

に
､

こ

こ

か

ら

導

き

出
さ

れ

る

結

論
は

､

小

説

は

す
ぺ

て

作

家
の

告

白
の

手

記

で

あ

る

と
い

う
こ

と
で

あ

り
､

そ

の

こ

と

が
､

日

本

特

有
の

現

象
と

さ

れ

る

私
小

説

も
､

｢

小

説
に

と
っ

て

作

者
の

私

が

ど

う

あ

る

か

の

問

題
+

が

広
く

｢

文

学
そ
の

も
の

の

根
本

的

な

問
題
+

で

あ

る

と

い

う

意
味
に

お

い

て
､

い

わ

ゆ

る

本

番
小

説

と

質
的
に

異
な

る

も

の

で

は

な
い

こ

と

を

証

明

す
る

こ

と

に

な

る
｡

)

そ

し
て

､

こ

の

よ

う

な

小

説
の

認

識
を

確
立
す
る

手
段
と

し

て
､

伊
藤
氏
は

､

ア

ル

ベ

ー

ル

･

テ
ィ

ボ

ー

デ
の

『

小

説
の

美
学
』

の

中
の

一

章
｢

小

説
の

読

者
+

の

所

説
を

援

用

し
､

こ

れ

を
､

｢

文
字
と

書
物
と

を

持
た

ぬ

公

衆
の

前
で

朗
詞
さ

れ

た

叙

事
詩

､

物
語
り

が
､

印
刷
さ

れ

て

室
の

中
で

読
ま

れ

る

よ

う
に

な
っ

た

時

に

小

説
が

成
立
し

た

と

言
っ

て

い

る
+

と

理

解
し

て
､

次
の

よ

う
に

書
く

｢

…

…

そ

れ

は
つ

ま

り

小

説
と
い

う
芸
術
で

は

演
者
と

鑑
賞
者
が

顔
を

合
わ

せ

な
い

と
い

う
こ

と
で

あ
る

｡

顔
を

合
わ

せ

な
い

｡

そ

し
て

演
者
即

ち

作
者
は

額
窒
で

一

人
で

そ

れ

を

作
り

演
じ
､

読
者
は

密
室
で

一

人
で

そ

れ

を

味
う

｡

そ
の

条
件
に

お
い

て

初
め
て

､

他
人
に

言
う
の

を

ほ

ぼ

か
る

よ

う
な

内
密
の

も
の

､

罪
深
い

も
の

､

煽
情
的
な

も

の
､

告
白
な

ど

が

は

け
口

を

見
出
し

て

書
か

れ

る

よ

う
に

な

り
､

ま
た

読
む

方
も

､

他
人
の

秘

密
な
ひ

と

り

ご

七

を

聞
き

､

他
人
の

隠
し
た

が

る

行
為
や

考
え

を

知
る

と

い

う
戦
慄
を

味
う
よ

う
に

な
っ

た
｡

面
と

向
っ

て

は

話
す
こ

と

も

聞
く
こ

七

も
工

合
悪
く

､

他
人
と

一

緒
に

い

て

は

そ
の

存
在
を

認
め

合
う
こ

と
の

は

ば
か

ら

れ
る

色
々

な
こ

と

が
､

そ
こ

で

明
る
み

に

出
る

｡

そ

れ

は

時
と

し

て

は

神
に

訴
え

る

罪
あ

る

人

間
の

切

な
い

声
で

あ

り
､

ま

た

時
と

し
て

ほ
､

情
慾
的
な

好
奇
心

を

満
足
さ

せ

る

打
ち

あ

け

詣
で

も
凍

る
｡

+

そ

し

て
､

そ
こ

に

近

代
の

小

説
が

成
立
し

た
､

と

伊
藤
氏
は

考
え
る

の

で

あ

る

が
､

そ
の

時
､

人

間
は

､

近

代
小

説
に

お

い

て
､

｢

全
く

新
し
い

発
想
法
+

､

｢

新
し
い

表
白
の

道
+

を

得
た
こ

と

に

な

り
､

お
の

れ
の

エ

ゴ

ヽ

ヽ

の

な
ま
の

声
を

生

命
そ
の

も
の

の

声
と
し

て

表
白
す
る
こ

と

が
で

き

る
よ

う
に

な
っ

た
｡

し

か

し
､

｢

個
我
の

声
が

切

実
な

も

の

で

あ

り
､

自
己
に

あ

ま
り

に

も

即
し

た

も
の

で

ぁ

る

と

き
､

そ

れ
は

一

人
の

密
室
で

読
ま

れ

る
に

し
て

も

社
会
に

公

表
さ

れ
る

の

で

あ
る

か

ら
､

羞
と

不

都
合
と

か

ら

作
者
を

守
る

た

め

に

仮
想
を

､

虚
構
を

必

要
と

す
る

｡

小

説
に

お

け

る

虚

構
は

､

こ

の

必

要
か

ら

生

ま

れ

る
の

で
､

告
白
と

憾
悔
が

真
実
で

あ

り
､

真
剣
で

あ

れ
ば

､

そ

れ

は

必

然
に

そ

れ

だ

け

多
く
の

虚
構
の

な

か

に

自
己

を

隠
す
+

こ

と

に

な
る

｡

以

上
の

よ

う
な

立

論
に

､

性
の

働
き

が
､

生

命
そ
の

も
の

の

表
現
で

あ

り

な

が

ら
､

自
ら

を

恥
じ

､

自
ら

を

隠
さ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

と

い

う
よ

う

な

事
情
に

も

似
た

､

近

代
小

説
の

本
質
と

そ
の

健
棒
に

対

す
る

､

鋭
い

洞
察
力
が

う
か

が

わ
れ

る

こ

と

は

何
人
も

疑
わ

な
い

で

あ

ろ

う
｡

し
か

し

な

が

ら
､

佐
伯
氏
も

指
摘
し
て

い

る

よ

う
に

､

小

説
に

お

け
る

虚
構
を

作

家
の

自
己

防
衛
の

手
段
と

し
て

の

み

理

解
し

ょ

う
と

す

る

の

は
､

｢

余
り

に

消
極
的

､

余
り

に

繊
細
す
ぎ
る
+

､

き
わ

め

て

日

本
的
な

虚

構

観
で

あ

っ

て
､

ス

ケ

ー

ル

の

大
き
い

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

小

説
や

ア

メ

リ

カ

小

説
の

大
仕

掛
け
な

虚
構
を

説
明
し

き

れ

な
い

こ

と

も

事
実
で

あ

る
｡

そ
こ

で
､

む

し

ろ
､

小

説
に

お

け
る

虚
構
と
い

う
も

の

を
､

人
間
存
在

に

お

け

る

演
技
性
の

問
題

1
演
技
が

人

間
に

対
し

て

も
っ

て

い

る

絶
大

の

魅
力
と
い

う

観
点
か

ら
､

積
極
的
な

人

間
精
神
の

活
動
と

し
て

捉
え
る

の

が

よ

い

よ

う
に

､

私
疋

は

思
わ

れ
る

｡

ββ3



一橋論叢 第五 十 七巷 第 二 号 ( 8 8 )

そ

も
そ

も
､

人

間
は

､

社
会
的

､

歴
史
的
な

存
在
と

し

て
､

す
べ

て
､

一

回

限
り

の
､

し

か

も

絶
対
に

取
り

返
し
の

き
か

な

い

生

を

生

き

て

い

る
｡

そ
の

事
実
を

痛
い

ほ

ど

自
覚
す
れ

ば

す
る

ほ

ど
､

人
間
は

､

つ

い

に

叶
わ

ぬ

願
望
と

し
て

､

生
の

繰
り

返
し

を
､

生

ま

れ

変
わ

り

を
､

他
者
に

な

る
こ

と

を

切

望
し
て

き

た
｡

つ

ま

り
､

不

可

能
で

あ

る

か

ら

こ

そ
､

不

可

能
な
こ

と

を
､

そ

れ

だ

け

強
く

望
む

の

で

あ

る
｡

こ

こ

に
､

演

技

1
他
者
に

な
る

真
似
事

-
が

､

人
間
に

対

し
て

も

つ

絶
大
の

魅
力
の

秘
密
が
あ

る
｡

従
っ

て
､

演

技
は

､

人

間
存
在
に

お

け

る

原
初
的
な

､

本

質
的
な
と

言
っ

て

よ
い

願
望
の

充
足
形
式
と

し

て
､

人
間
存

在
の

あ

り

様

を

決
定
し

て

き

た
｡

誤
解
を

恐

れ

ず
に

敢
え

て

極
言
す
れ

ば
､

人

間
の

行

動
は

､

す
べ

て
､

演
技
で

あ

る
｡

そ

し

て
､

た

と

え

ば
､

人
間
の

最
も

省

い

行
動
の

一

つ

で

あ
る

宗
教
行
事
も

､

演
技
の

一

形
態
と

し
て

始
ま
っ

て

い

る

と

言
っ

て

よ

く
､

旧

約
聖

書
の

時
代
の

ユ

ダ

ヤ

人

は
､

自
ら

の

罪
を

ァ

ザ
ゼ

ル

の

山
羊
に

背
負
わ

せ
､

こ

れ

を

身
代
り
と

し
て

荒
野
に

追

放
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
､

･
わ

が

身
の

救
い

を

得
た

の

で

あ

り
､

ユ

ダ

ヤ

教
を

母

胎
と

す
る

キ

リ

ス

ト

教
は

､

神
の

独
り

子
が

､

人

間
の

身
代
り

と

し
て

､

人

間
の

罪
の

た

め

に

死
ぬ

と
い

う
教
義
の

形
で

､

い

わ

ば
､

演
技
を

神
格

化
す
る
こ

と

に

成
功
し

た
｡

し
か

し
､

こ

の

演
技
の

主

役
ほ

､

あ

く
ま

で

神
の

子
と

さ

れ

る
キ

リ

ス

ト

で

あ
り

､

人

間
ほ

脇
役
で

あ
っ

て
､

そ
れ

に

飽
き

足
ら
ぬ

人

間
が

演
技
の

主
役
と

な

ろ

う
と

し

た

時
､

そ
こ

に

演
劇
が

生

ま

れ

た

と

推
定
さ

れ

る
｡

い

わ

ゆ

る

宗
教
劇
か

ら

演
劇
が

生
ま

れ

た

の

は
､

恐
ら

く
､

こ

の

よ

う
な

経

路
を

辿
っ

た
の

で

あ
ろ

う
｡

も

ち

ろ

ん
､

そ
の

一

方
で

は
､

オ

リ

ン

ボ

ス

の

神
々

に

も

人

間
的
な

属
性
を

与
え

る
､

正
に

人
間
中
心

的
な

世
界
観
の

中
で

人

間
が

演
技
の

主
役
と

な
っ

た

と
こ

ろ

に
､

古
代
ギ

リ
シ

ャ

の

演
劇
が

発
生
し

た

と

見
る
こ

と

も
で

き
る

で

あ

ろ

う
が

､

こ

れ

ら
二

つ

の

演
劇
の

二

大
潮
流
は

､

と

も
に

他
者
に

な

ろ

う

と

す
る

人

間
の

願
望
を

充
足
す
る

手
段
と

し
て

の

演
技
の

魅
力
を

､

人
々

に

教
え

続
け
た

に

相
違
な
い

｡

し

か

し

な
が

ら
､

演
技
は

､

あ

く

ま

で

真

似
事
で

あ

り
､

真
似
事
を

本
物
と

見
る
の

は
､

一

つ

の

約
束
事
と

し

て

の

み

可
能
で

あ

る
こ

と

か

ら
､

演
劇
と

し
て

の

演
技
は

､

時
間
的

､

空
間
的

に

約
束
事
の

上

に

の

み

成
立
す
る

の

で

あ
っ

て
､

こ

う
し

て

演
劇
は

舞
台

-
約
束

事
の

具
体
化

-
の

上
で

演
ぜ

ら

れ

る

も
の

と

な
っ

た
｡

そ

し

て
､

そ
の

時
､

約
束
事
は

舞
台
と

し

て

具
体

化
さ

れ

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

こ

と

か

ら
､

舞
台
に

お

け

る

演
技
の

幅
は

､

必

然
的
に

制
約
さ

れ

ざ

る

を

得
ず

､

こ

こ

に

演
劇
に

お

け

る

演
技
の

限
界
が

見

え

て

く

る

よ

う
に

な

る
｡

こ

れ

に

反
し

て
､

言
葉
だ

け

を

用
い

て

作
る

文

学
の

世

界
に

お

い

て

は
､

演
劇
に

お

け

る

舞
台
に

あ
た

る

も

の

が
､

人
間
の

現
実
世
界
全
体
で

あ

る

だ

け

に
､

他
者
に

な

ろ

う
と

す
る

人

間
の

葡
望
は

､

叙
事
詩
が

公
衆

の

面

前
で

朗
諭
さ

れ
て

い

た
.
時
代
に

も
､

ひ

そ

か

に

自
ら

を

叙
事
詩
の

主

人
公

に

仮
託
す
る
こ

と

-
広
義
の

演
技

`
に

よ
っ

て
､

か

な
り

大
幅

に

充
足
さ
れ

て

い

た

と

考
え

ら

れ

る
｡

や
が

て

印

刷

術
の

発

達
に

よ
っ

て
､

文
学
作
品
が

作
家
の

密
室
で

書
か

れ
､

こ

れ
が

読
者
に

よ
っ

て
､

こ

れ

も

ま
た

､

密
室
で

読
ま

れ

る

よ

う
に

な
っ

て
､

そ
こ

に

近

代
小

説
が

成

立
し

た

時
代
に

な

る

と
､

人

間
の

演
技
力
ほ

､

小

説
に

お

け

る

虚
構
と
い

ぅ
形
を

と
っ

て
､

最
大
限
に

発
揺
さ

れ

得
る

よ

う
に

な

り
､

そ
こ

に

作
家

は

言
い

知
れ

ぬ

満
足
を

味
わ

い
､

読
者
も

そ
の

満
足
を

分
か

ち

合
う
よ

う

に

な
っ

た
｡

そ

し
て

､

そ
の

満
足
が

あ

ま

り

に

も

大
き
か

っ

た

た

め

に
､

拙

一山
r

由
J

､

鳴
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和
1

か

え
っ

て

そ
こ

に
一

種
の

後
ろ

め
た

さ

を

感
じ
ざ

る

を

得
な

か
っ

た
｡

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

の

近

代
小

説
に

お

け
る

虚
構
の

か

げ
に

､

な

に

か

作
者
の

罪
意

識
の

影
の

よ

う
な

も
の

を

感

ず
る

と

す
れ

ば
､

そ

れ

は
､

キ

リ
ス

ト

教
文

化
の

中
に

育
っ

た

作
家
の

倫
理

感
が

､

演
技
と
し

て

の

虚
構
の

与
え

る

喜

び
の

あ

ま
り

に

も

大
き
い

こ

と

に
､

と

ま

ど
っ

て

い

る

た

め

で

は

な
か

ろ

う
か

｡

フ

ロ

ー

ベ

ー

ル

が

ボ

ブ
ア

リ
ー

夫
人

を

殺
し

た

の

ほ
､

小

説
に

お

け
る

虚
構
の

与
え

る

満
足
感
が

大
き

す
ぎ
て

､

そ

れ

に

罪
意
識
を

さ

え

覚

え

た

作
者
の

倫
理

感
が

､

そ
の

満
足
感
を

断
と

う
と

し
た

た

め

で

は

な

か

っ

た

ろ

う
か

｡

こ

の

よ

う
な

倫
理

感
を

欠
い

た
､

伊
藤
整
氏
の

い

わ

ゆ

る

｢

逃
亡
奴
隷
+

-
我
が

国
の

私
小

説
家
た

ち
は

､

そ
の

実
生

活
そ
の

も

の

を

演
技
に

か

え
､

そ
の

演

技
を

書
き

写

し
て

､

虚
構
を

さ

え

不

用
と

す

る

小

説
を

生
み

つ

つ

演
技
の

与
え

る

痺
れ

る

よ

う
な

喜
び
の

中
に

身
を

滅

し

て

い

っ

た
｡

こ

の

こ

と

は
､

な

に

よ

り

も
､

人
間
存
在
に

お

け

る

演
技

の

底
知
れ
ぬ

魅
力
を

物
語
る

も
の

で

あ

り
､

人
間
存
在
の

本
質
的
な

あ

り

方
と

し
て

の

演
技
性
を

明
ら

か

に

す
る

｡

文
学
は

､

言
葉
に

よ

る

芸
術
と

し

て
､

言
葉
の

も
つ

功
利
性
の

た

め

に
､

他
の

い

か

な
る

芸
術
よ

り

も

深

く
､

言

葉
が

伝
達
の

手
段
と

し
て

用
い

ら

れ

る

実
人

生
に

､

か

か

わ

り

を

も
つ

と
い

う
点
で

､

さ

ま

ざ

ま

な

機
能
を

も
つ

こ

と
が

予
想
さ

れ

る

け

れ

ど

も
､

以

上
の

考
察
に

よ
っ

て

明

ら

か

な

よ

う
に

､

何
よ

少
も

ま

ず
､

人

間
の

本

質
的
な

欲
求
を

充
足
し

､

演
技
の

可
能
性
を

最
大
限
に

拡
大
す
る

機
能
を

は

た

す
も
の

と

し
て

規
定
す
る
こ

と

が
で

き
る

で

あ

ろ

う
｡

(

一

橋
大

学
助

教

授
)




