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鈴 木 貞 美 H P ( 2 0 11 / 4 / 1 2 )  

●〈 鈴 木 貞 美『 日 本 文 学 の 成 立 』 に つ い て 小 谷 野 敦 が ブ ロ グ

に 「 あ ら ぬ こ と を 書 い て い る 」 と 人 か ら 教 え ら れ 〉 に 対 し 、

小 谷 野 君 が ふ た つ の リ ア ク シ ョ ン を 示 し て き ま し た 。  

 

① ブ ロ グ に 、自 分 の 文 章 を 紹 介 し つ つ 、次 の よ う に 書 い て い

ま す 。  

〈 私 が 書 い た の は こ れ だ が 、い っ た い こ れ に 対 し て 鈴 木 が 何

を 答 え た と い う の だ ろ う か 。何 一 つ 答 え に な っ て い な い で は

な い か 。私 は「 不 注 意 を 咎 め る つ も り で 」書 い た の で は な く

て 、 何 を 言 っ て い る か 分 か ら な い か ら 書 い た の で あ る 。  

「「 ヨ ー ロ ッ パ や ア メ リ カ の (各 国 「 文 学 」 す な わ ち )人 文 学 」

と い う 意 味 」と い う の は 、ど う い う 意 味 で あ ろ う か 。日 本 で

は 、 日 本 文 学 の 中 に 美 術 や 哲 学 が 入 っ て い る 、 と い う の か 。 

英 文 学 に は ラ ス キ ン だ っ て 入 っ て い る し 、 コ ル リ ッ ジ に は

(「 の 」 の 誤 記 か ― ― 鈴 木 )哲 学 も 入 っ て い る 。 ま っ た く 、 意

味 不 明 で あ る 。  

 

 な お 、各 国 語 に 翻 訳 さ れ て い る と い っ た こ と は 、レ ベ ル が

高 い と い う こ と を ま っ た く 意 味 し な い 。 な ぜ な ら そ れ ら は 、

人 脈 で 行 わ れ る こ と だ か ら で あ る 。柄 谷 行 人 の『 日 本 近 代 文

学 の 起 原 』だ っ て 英 訳 さ れ て い る が 、あ れ は 柄 谷 が 米 国 へ 行

っ て い た か ら だ し 、日 文 研 と い う の は 外 国 の 日 本 研 究 者 を た

く さ ん 呼 ん で い る か ら 、そ こ の 教 授 で あ れ ば 当 然 た く さ ん 翻

訳 さ れ る 。梅 原 猛 の『 地 獄 の 思 想 』 な ど と い う 、 た だ の エ ッ

セ イ で あ っ て 学 問 的 に は ゼ ロ の も の も 英 訳 さ れ て い る 。『 人

間 革 命 』 も 英 訳 さ れ て い る 。  

 

（ 付 記 ）私 は 日 文 研 の 鈴 木 氏 の 研 究 会 の 研 究 員 な の で 、い ま

鈴 木 氏 に メ ー ル を 出 し た ら 、本 を 読 ん で い な い だ ろ う と 言 わ
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れ た 。確 か に 読 ん で い な い 。そ れ に は 理 由 が あ っ て 、片 山 杜

秀 の 書 評 を 読 ん だ か ら で あ る 〉  

 

こ の よ う に 書 い た の ち 、『 読 売 新 聞 』 の 片 山 杜 秀 の 書 評 の 前

半 を 引 用 し 、〈 こ れ で は ま る で 片 山 の 言 っ て い る こ と が 意 味

不 明 で あ る 。だ か ら 読 ま な か っ た の で あ る 〉で 閉 じ て い ま す 。 

 

② そ し て 、こ の「 付 記 」に あ る よ う に 小 谷 野 君 か ら メ ー ル が

来 ま し た 。 以 下 、 鈴 木 と の や り と り を 公 開 し ま す 。  

小 谷 野 君 の 承 諾 を 得 て い ま せ ん が 、次 を 読 め ば わ か る よ う

に 、鈴 木 か ら 「 公 開 の 対 話 を し よ う 」と 提 案 し て い ま す 。 鈴

木 の 本 を 読 ま ず に 、書 評 だ け 読 ん で「 鈴 木 の 言 っ て い る こ と

は わ け が わ か ら な い 」と ブ ロ グ に 連 発 し て い る 人 か ら の メ ー

ル で す か ら 、 無 断 で 公 開 し て も い い と 判 断 し ま す 。  

 

○ ( 2 0 0 7 年 ４ 月 2 1 時 4 2 分 )  小 谷 野 君 よ り 鈴 木 へ  

〈 鈴 木 さ ま  

 い つ も お 世 話 に な っ て お り ま す 。  

さ て 、「 あ ら ぬ こ と を 書 い て い る 」 と い う 文 章 を 今 ご ろ 発

見 し ま し た 。私 は 揚 げ 足 と り を し て い る の で は な く 、普 通 に

変 だ と 思 っ て 書 い た の で す 。要 す る に 日 本 文 学 史 に は 仏 典 も

入 っ て い る と か そ う い う こ と な の で し ょ う か 。し か し 、日 本

書 紀 を 研 究 し て い る の は 文 学 者 で は な く て 歴 史 学 者 で す 。  

「 新 日 本 古 典 文 学 大 系 」に は「 続 日 本 紀 」が 入 っ て い て 、丸

谷 才 一 が 、 こ れ は 文 学 で は な い だ ろ う と 言 っ て い ま し た が 、

私 に は ち っ と も 日 本 文 学 が 特 異 だ と は 思 え な い の で す 。〉  

 

○ (同 11 日 2 2 時 0 0 分 )鈴 木 よ り 小 谷 野 君 へ  

〈 小 谷 野 さ ま  

あ な た は 私 の 本 を 読 ん で い ま せ ん ね 。  
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読 ん で く れ れ ば 、あ な た の 疑 問 に す べ て 答 え て い る こ と が わ

か る は ず で す 。  

丸 谷 さ ん の 考 え の 出 も と が ど こ か も 、最 終 的 に は 、わ た し と

あ な た の 考 え が 同 じ と い う こ と も 。  

こ の 文 章 、 公 開 し て 、 対 話 を つ づ け ま せ ん か 。〉  

 

○ (同 11 日 2 2 時 0 9 分 )小 谷 野 君 よ り 鈴 木 へ  

〈 鈴 木 さ ま  

 は い 、 確 か に 読 ん で い ま せ ん 。 こ れ か ら 読 み ま す 。  

土 曜 日 は 猫 猫 塾 と い う 私 塾 を や っ て お り ま し て 、そ ち ら へ 行

く こ と が で き ず に お り ま す 。 ど う も す み ま せ ん 。〉  

(鈴 木 注 ― ― 「 土 曜 日 」 云 々 は 、 日 文 研 の 鈴 木 が 代 表 を つ と

め る 共 同 研 究 会 の こ と 。原 則 と し て 、隔 月 の 第 ３ 土 曜 、日 曜

に 開 い て い る )  

 

ど う や ら 、小 谷 野 君 は 、ほ ん と う に 何 も わ か っ て い な い ま

ま 、 ブ ロ グ の 記 事 を 書 い た ら し い 。  

わ た し は 、わ た し が 各 国 の「 自 国 文 学 」の 範 囲 の こ と を 問

題 に し て い る の に 対 し て 、小 谷 野 君 が 欧 米 の 大 学 で も 外 国 文

学 を 教 え て い る な ど と 、見 当 ち が い の こ と を 指 摘 し 、ま る で

鈴 木 に は 常 識 が な い か の よ う に 言 っ て い る の で 、「 問 題 に し

て い る こ と が ち が う 、ア ゲ ア シ を と っ た つ も り だ ろ う 」と 思

っ た の で す 。「 つ も り 」 と い う の は ア ゲ ア シ を と っ た こ と に

も な っ て い な い 、 と い う 意 味 で す 。  

中 島 某 の 書 評 と 、さ し て ち が い は な く 、「 読 め な い 」反 応 、

「 読 ま な い 」 反 応 の ひ と つ だ と 思 っ た わ け で す 。  

中 島 は 、自 分 か ら「 ス レ チ ガ ッ タ 」書 評 を 書 い て お き な が

ら 、議 論 が「 ス レ チ ガ ッ テ イ ル 」な ど と カ ッ コ ウ だ け つ け た

つ も り に な っ て い る よ う で す 。が 、小 谷 野 君 は「 読 ま ず に 書

い た 」 こ と を 率 直 に 認 め ま し た 。  
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な お 、 こ の よ う な リ ア ク シ ョ ン に 対 し て は 、『「 日 本 文 学 」

の 成 立 』(以 下『 成 立 』)で 問 題 に し た こ と の 要 点 を ま と め て 、

Ｈ Ｐ に 公 開 し て あ り ま す 。  

 

こ こ で は〈 日 本 で は 、日 本 文 学 の 中 に 美 術 や 哲 学 が 入 っ て

い る 、と い う の か 〉と い う 小 谷 野 君 の 質 問 に 簡 単 に 答 え て お

き ま し ょ う 。  

 

は い 、 そ の と お り で す 。『 成 立 』 の テ ー マ は 、 明 治 期 の 概

念 編 成 (制 )の 話 だ と い う こ と を こ と わ っ て お き ま す が 、 小 谷

野 君 に 分 り や す く 今 日 の 例 を あ げ ま す 。  

今 日 で も 、日 本 の 国 立 大 学 の「 文 学 部 」 の 教 科 に 、「 美 術 」

や 「 哲 学 」 が 入 っ て い ま す ね 。 こ れ は 、 ヨ ー ロ ッ パ の ” t h e  

h u m a n i t i e s ”に な ら っ た も の で す か ら 、 当 然 そ う な っ た わ け

で す 。 こ れ が 明 治 期 の 広 義 の 「 文 学 」 の 範 囲 で す 。  

 

そ し て 、こ れ と ほ ぼ 同 じ 範 囲 を「 日 本 文 学 史 」は 対 象 と し

て き た の で す 。 今 日 で も 、 た と え ば 『 新 潮 日 本 文 学 辞 典 』の

巻 末 の「 文 学 年 表 」に は 、空 海『 文 鏡 秘 府 論 』や 岡 倉 天 心『 東

洋 の 理 想 』 が 載 せ て あ り ま す 。 こ の 年 表 の 編 者 は 、 哲 学 (東

洋 哲 学 )や 美 術 も 採 っ て い る こ と に な り ま す 。  

も ち ろ ん 、歴 史 も 入 っ て い ま す 。 頼 山 陽 の『 日 本 外 史 』 な

ど も 入 っ て い ま す 。  

前 近 代 の こ と だ け で な く 、『 明 治 文 学 全 集 』 も 同 じ で 、 哲

学 も 美 術 も 編 入 し て い ま す ね 。  

 

と こ ろ が 、「 文 学 」 を 「 文 字 で 書 か れ た 言 語 藝 術 」 と い う

狭 義 (専 門 家 の あ い だ で は 1 9 1 0 年 こ ろ に 定 着 )に 限 定 し て 理

解 す る 人 び と は 、こ の 広 義 の カ テ ゴ リ ー を 用 い る こ と を「 変

だ 」と 感 じ る よ う に な っ た の で す 。 ど う し て「 文 学 」 に 歴 史
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が 入 っ て い る の か 、 な ど と 。  

か つ て「 日 本 文 芸 学 」 派 は 、広 義 に 対 し て「 近 代 的 で は な

い 」か の よ う な 批 判 を 加 え ま し た 。 ま る で 広 義 の 概 念 が 、前

近 代 の 遺 物 の よ う に 考 え た わ け で す 。  

小 谷 野 君 の 引 い て い る 丸 谷 さ ん も 、お そ ら く 、そ の 一 例 で

す 。  

 

夏 目 漱 石『 文 学 論 』序 文 は 、こ の ふ た つ の 概 念 の ち が い を

「 伝 統 」 と「 西 洋 」の ち が い の よ う に 述 べ て い ま す 。 そ れ を

鵜 呑 み に し て 、そ の 解 明 に は 、ま る で あ ら ゆ る 学 問 を 総 動 員

す る の が 必 要 だ 、な ど と 考 え た 人 さ え い ま し た 。た と え ば 前

田 愛 氏 が そ う で す 。 (『 日 本 の 「 文 学 」 概 念 』 が 出 て 、 ３ 年

以 上 経 っ た の ち 、前 田 愛 の 名 を あ げ て 、鶴 見 俊 輔 氏 も 新 聞 で

同 じ こ と を 繰 り 返 し て い ま し た 。ま る で 解 決 が つ い て い な い

か の よ う に 。誰 も 鶴 見 さ ん に 、こ ん な 本 が 出 て い ま す よ 、と

教 え て あ げ る 人 が い な か っ た の で し ょ う )。  

 

「 文 学 」 の 概 念 は 、 こ の よ う に 問 題 に さ れ て き た も の で す 。

そ し て 、 こ の よ う に「 文 学 」の 広 義 と 狭 義 の 関 係 が 、 ま る で

理 解 で き て い な い 人 が 、多 い の も 事 実 で す 。理 解 で き て い な

い と い う 意 味 で は 、小 谷 野 君 も そ の ひ と り と い う こ と に な り

ま す 。  

  

そ の よ う な 状 況 に 対 し て 、「 そ れ は 日 本 の 新 旧 概 念 の 対 立

で は な く 、 日 本 近 代 に お け る 広 義 と 狭 義 の 問 題 で あ る こ と 」

「 概 念 編 成 の 歴 史 を 解 明 す れ ば 、す む こ と 」だ と 整 理 し な お

し た の が 、『 日 本 の「 文 学 」概 念 』 (以 下『 概 念 』 )だ っ た の で

す 。  

理 屈 だ け で な く 、多 く の 用 例 を あ げ て 説 得 力 を も た せ ま し

た 。関 連 す る そ の ほ か の 問 題 に も ふ れ て い る の で 、か な り の
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大 部 の 本 に な っ て し ま い ま し た (初 版 に は 誤 記 、 誤 植 が 多 く 、

す ぐ に 再 版 が 出 て 、 訂 正 し て あ り ま す )。  

 

『 概 念 』に つ い て の 鋭 い リ ア ク シ ョ ン は 、む し ろ 海 外 の 方

が 早 く 出 ま し た 。『 概 念 』 を 読 ん で 、 目 か ら 鱗 が 落 ち た よ う

に 感 じ た と い う 人 が 多 く の 手 紙 を く れ ま し た 。  

『 概 念 』は 、翻 訳 さ れ る 前 か ら 、海 外 で 博 士 論 文 な ど に 引

用 す る 人 が 多 く 、そ し て 、 韓 国 語 、 英 語 、中 国 語 の 順 に 翻 訳

が 決 ま っ て い っ た の で す 。  

 

も ち ろ ん 、こ れ に は 海 外 の 日 本 研 究 者 と の「 コ ネ 」が 働 い

て い る こ と を わ た し は 否 定 し ま せ ん 。『 概 念 』は 、そ も そ も 、

外 国 人 の 日 本 研 究 者 の 何 人 も か ら 勧 め ら れ 、ま た ヒ ン ト を も

ら っ て で き た 本 で す 。  

し か し 、た だ 翻 訳 さ れ て い る だ け で は あ り ま せ ん 。多 く の

人 び と が 参 照 し 、そ こ か ら 新 し い 論 考 を 展 開 し て い る こ と は

ま ち が い あ り ま せ ん 。  

 英 語 へ の 翻 訳 は 、 何 人 も の 人 か ら 申 し 出 を 受 け ま し た が 、

概 念 に 関 す る 論 述 の 翻 訳 は 、た い へ ん 難 し く 、信 頼 で き る ロ

イ ヤ ル・ タ イ ラ ー 先 生 か ら 言 わ れ た と き に は 、わ た し は 願 っ

て も な い こ と 、「 是 非 」 に 、 と お 願 い し ま し た 。  

彼 は 、た い へ ん な 努 力 を は ら っ て く れ 、原 著 の あ い ま い な

と こ ろ な ど 、メ ー ル で や り と り し な が ら 、原 著 よ り 優 れ た 内

容 に し て く れ ま し た 。 そ の 意 味 で 、 名 訳 で す 。  

 

英 訳 が で き て か ら 、参 照 さ れ る 範 囲 も ひ ろ が り 、最 近 で は 、

日 本 文 化 に つ い て の ア ラ ビ ア 語 の 博 士 論 文 に も ヒ ン ト を 与

え た よ う で す 。知 ら な い 人 で す が 、本 人 か ら 礼 状 も 届 き ま し

た 。中 国 文 化 を 専 門 に し て い る 中 国 人 の 研 究 者 も 参 照 し て い

ま す 。 そ の 方 と は 、 最 近 、 お 会 い し ま し た 。  
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 わ た し 自 身 は『 概 念 』の 「 質 が 高 い 」 と は 決 し て 思 っ て い

ま せ ん 。手 探 り の 跡 が 歴 然 と し て お り 、捕 捉 す べ き こ と が た

く さ ん あ る か ら で す 。そ こ で 、1 0 年 か け て 問 題 領 域 の 拡 大 と

個 別 の 深 化 を は か り 、『 成 立 』 を ま と め た の で す 。  

 『 成 立 』 で は 、「 日 本 文 学 」 の 広 義 が 、 欧 米 の 近 代 的 「 人

文 学 」と も 異 な っ て 、「宗 教 」「民 衆 文 学 」、外 国 語 で あ る「 漢

文 」を ふ く ん で い る こ と に つ い て 、か な り 突 っ 込 ん で 書 い て

あ り ま す 。  

 

わ た し は 、そ れ ら の 性 格 を 「 特 異 だ 」 と は 、 書 い て い ま せ

ん 。 こ の 日 本 的 な 特 殊 性 を 「 う ま く 逆 転 す れ ば 」、 ヨ ー ロ ッ

パ の 近 代 人 文 学 を 超 え る 新 し い 学 問 が 展 開 で き る と 書 い た

の で す 。  

そ の 「 逆 転 す れ ば 」 を 抜 か し て 、 片 山 君 は 「 大 風 呂 敷 」の

よ う に 評 し た の で す 。 が 、 わ た し は 、 ま っ た く 「 大 風 呂 敷 」

の つ も り は あ り ま せ ん 。  

す で に「 宗 教 」を 人 文 科 学 的 に 扱 う 態 度 は 、か な り 出 て き

て い ま す 。  

「 民 衆 文 学 」「 大 衆 文 学 」 を 差 別 し な い 態 度 は 、 国 際 的 に

ひ ろ が っ て い ま す 。  

東 ア ジ ア に お け る 中 国 語 の 役 割 、ま た 近 現 代 に お い て 日 本

語 が 果 た し た 役 割 に つ い て の 解 明 に 挑 ん で い る 人 び と も い

ま す 。  

 

小 谷 野 君 が『 成 立 』を 読 ん で 、ど ん な 感 想 や 質 問 を く れ る

か 、楽 し み に し て い ま す 。小 谷 野 君 の リ テ ラ シ ー の 質 が た め

さ れ る わ け で す 。 そ れ だ け で な く 、 新 た な 質 問 が 発 せ ら れ 、

わ た し の 調 査 と 考 察 が 進 む こ と も あ り う る で し ょ う 。  

 な お 、 わ た し は 、 内 外 の 研 究 者 か ら 寄 せ ら れ た 質 問 に は 、
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解 答 を H P で 公 開 し て い る こ と を 申 し そ え て お き ま す 。 質 問

と そ れ に 答 え る 時 期 を 選 ぶ 権 利 は 、わ た し に あ り ま す が 、わ

た し に 答 え る 能 力 が な い 場 合 に は 、率 直 に そ う い う つ も り で

い ま す 。                       


