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語
学
と

文
学
と
の

間

俗
に

､

｢

彼
は

語
学
は

で

き
る

が
､

文
学
は

わ
‥

か

ら

な

い
+

と

い

う
よ

う
な
こ

と

が

言

わ

れ

る
｡

こ

の

場
合

､

｢

語
学
が

で

き
る
+

と
い

う
の

は

主
と

し

て

外
国
語
を

読
む

能
力
が

す

ぐ
れ

て

い

る

と

い

う
こ

と

で

あ

り
､

｢

文

学
が

わ

か

ら

な
い
+

と

い

う
の

ほ
､

そ

の

外

国
語
の

文

学
作
品
を

文

学
と

し
て

読
み

味
わ

う

能
力
に

欠
け

て

い

る

と
い

う
こ

と

で

あ

ろ

う
｡

極
端
な

場
合

､

日

本
の

科
学
者

が

自
分
の

専
攻

す
る

分

野
の

ロ

シ

ア

語
の

論
文

な

ら

自
由
に

読
み

こ

な

す
こ

と

が

で

き

る

が
､

ト

ル

ス

ト

イ

や

ド

フ

ト

ニ

フ

ス

キ

ー

を

原
語
で

味
わ

う
こ

と

は

と

て

も

で

き

な
い

と
い

う
よ

う
な

場

合

が

考
え

ら

れ

る
｡

そ

れ

ほ

ど

極
端
で

な

く

と

も
､

英
語
の

新
聞

凝

誌
の

記
事
な

ら
か

な
り

自
由
に

読
め

る

が
､

英
米
の

小

説
ほ

味
読

山

田

泰

司

で

き

な
い

と

い

う
よ

う
な

場
合

は
､

ご

く

普
通
に

見

ら
れ

る

で

あ

ろ

う
｡

こ

の

こ

と

は

何
も

外

国
語
に

限

ら

な

く
て

､

母

国
語
に

つ

い

て

も

同
じ

で

あ

る
｡

日

本
語

を

自

由
に

読
み

書
き

話
せ

る

が
､

日

本

文

学
を

文

学
と

し

て

鑑
賞
で

き

な
い

人
ほ

い

く

ら
も

居
る

は

ず
で

あ

る
｡

語
学
力
=

文

学
的
感

性
と
い

う

等
式
は

成

立
た

な
い

と
い

う
こ

と
に

な
る

｡

逆
に

､

｢

彼
は

語
学
は

で

き

な
い

が
､

文

学
は

わ

か

る
+

と

い

ぅ
場
合
は

ど

う
で

あ

ろ

う
か

｡

こ

の

場
合
も

､

語
学

と
は

あ

る

特

定
の

外

国

語
を

さ

し
､

文

学
と

ほ

そ

の

外
国

語
で

書
か

れ

た

文

学

を

さ

す
と

す
れ

ば
､

｢

語
学
が

で

き

な

い
+

と
い

う

の

は
､

そ

の

外

国

語

を

全

く

知
ら

な

い

と
い

う
こ

と

で

ほ

な
い

｡

も
し

､

そ

う

で

あ

れ

ば
､

そ

の

外

国

語
で

書
か

れ

た

文

学
作
品

を

理

解

す
る

こ

と

な

ど
は

到
底
考
え

ら

れ

尤
い

｡

そ

う
で

ほ

な

く

て
､

｢

語
学

が
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で

き

な
い
+

と

い

う
の

ほ

あ

く

ま

で

程
度
問
題
で

あ
っ

て
､

｢

語
学

力
が

あ

ま

り

す

ぐ
れ

て

い

な
い
+

と
い

う
こ

と

で

あ

ろ

う
｡

そ

れ

に

も
か

か

わ

ら

ず
､

そ

の

外

国
語
で

書
か

れ

た

文

学
作
品

を
､

十

分
に

ま

た

は

か

な

り
理

解
で

き

る
､

と
い

う
の

な

ら
､

理

屈
が

立

つ
｡

実
際

､

明

治
の

文

人
た

ち

の

回

想
録
に

は
､

原

語
で

英
米
の

文
学

作
品

-
特
に

小

説
-
の

み

な
ら

ず
英
語
で

大
陸
の

も
の

ま
で

乱

読
し

た

こ

と
が

記
さ

れ

て

い

る

こ

と

が

少
な

く
な
い

(

た

と

え

( 1 01) 語 学 と文 学 と の 問

ば
､

田

山

花
袋
『

東
京
の

三

十

年
』
)

｡

彼
ら

は

語
学

的
に

正

確
に

ほ

読
め

な
か

っ

た

か

も

知
れ

な
い

(

た

だ

し
､

彼
ら
の

語
学
力

を

過

少
評

価
す
べ

き
で

は

あ

る

ま
い
)

｡

し
か

し
､

彼
ら

の

文

学

的

感

性
は

語
学
力
の

不

足
を

補
っ

て

余
り

あ
っ

た

の

だ
｡

も
っ

と

も
､

語
学
力
の

不

足
に

加
え

て
､

彼
我
の

文

学
的

風
土

の

遠
い

が

作
品

全

体

を

誤
解
せ

し
め

る

と

い

う

よ

う

な

こ

と

は

あ
っ

た

で

あ

ろ

う

(

た

と

え

ば
､

西

欧
の

自
然
主

義
に

つ

い

て

の

日

本
の

作
家
た

ち
の

誤
解
)

｡

し

か

し
､

文

学
作
品
の

唯
一

無
二

の

絶
対

的
理

解

な

ど
あ

り

得
な
い

と

す
れ

ば
､

誤
解

も

理

解
の

グ

ァ

リ
エ

ー

シ

ョ

ン

で

あ

る
｡

意
義
あ

る

誤
解
と

い

う
も
の

が

考
え

ら

れ

る
｡

明

治
の

文

人
た

ち
は

文
学

研

究
の

た

め

に
､

そ

う
し

た

作
品

を

わ

ざ

わ

ざ

原
語
で

読
ん

だ

の

で

ほ

な
い

｡

自
分
の

創
作
の

糧
と

な

る

も

の

を

捜
し

求
め

な
が

ら

読
ん

だ

の

で

あ

る
｡

自
己

に

作
品
を

引

き
つ

け
て

読
ん

だ

の

で

あ

る
｡

こ

う
い

う

自
己

中
心

的

な

文

学
の

読
み

方

は
､

も

ち

ろ
ん

一

般
に

正

し
い

態

度
で

は

な
い

と

さ

れ

て

い

る
｡

完
全
に

自
己

中

心

的
で

あ

る

な

ら

ば
､

他
人
の

書
い

た

作
品
な

ど

読
む

必

要
が

な
い

わ

け
で

あ

り
､

そ

れ

が

す

ぐ

れ

た

作
品
で

あ

れ

ば

そ

の

作
品
の

与
え

得
る

多
く
の

も

の

を

無

駄

に

捨
て

て

し

ま

う
こ

と

に

な
る

か

ら
で

あ

る
｡

こ

れ

に

反
し
て

､

全

く

自
己

滅
却
的

な

読
み

方

も

好
ま
し

い

も

の

で

は

な
い

だ

ろ

う

し
､

第
一

そ

う
い

う
読
み

方

を

実
践
で

き
る

か

ど

う
か

も

疑
問
で

あ

る
｡

作
品
と

適
当

な

距
離
を

保
ち

な
が

ら

自
己
を

失
わ

ず
に

読

む
こ

と

が

理

想
で

あ

ろ

う
｡

そ

れ

は

と

も

か

く

と

し
て

､

｢

語
学
ほ

で

き

な
い

が

文

学
は

わ

か

る
+

と

い

う

言
い

方

に

は

何
か

引
っ

か

か

る

も

の

が

あ

る
｡

こ

の

言
い

方
に

は
､

語
学

力

と
い

う

も
の

は

文

学
的
セ

ン

ス

よ

り

も

一

段
と

価
値
の

低
い

も
の

､

語
学
力

な

ど
は

文

学
の

理

解
に

奉

仕

し

も
ぺ

す
べ

き

僕
に

す
ぎ

な
い

､

と
い

っ

た

含
み

が

こ

め

ら

れ

て

は

い

な

い

だ

ろ

う
か

｡

｢

楽
譜
は

読
め

な
い

が

音
楽
は

わ

か

る
+

と

い

う

言
い

方
と

同
じ

ょ

う
な
こ

と

が

文

学
に

つ

い

て

も

言
え
る

で

あ

ろ

う
か

｡

文
学
の

こ

と

ば

は

音
楽
の

楽
譜
と

同

じ
ょ

う

な

性
質
の

も

の

で
､

文
学

的

感
動
を

起
こ

さ

せ

る

媒
体
に

す

ぎ

な
い

の

で

あ

ろ

う
か

｡
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こ

C
･

L
･

レ

ン

(

W
→

e

日
日
)

は

そ

の

『

英

語

学

概

論
』

(

ヨ
Q

内ヾ

ぢ
叫

計
計

ト

S
q

g

遷
仏

一

九
四

九
)

の

中
で

こ

う

書
い

て

い

る
｡

｢

フ

ィ

ロ

ロ

ジ

ー

(

勺

g
Q

首
S

と
い

う
用

語

は
､

…

テ

キ

ス

ト

の

理

解
に

必

要
な

言
語
上
の

事
項
の

技
術
的
研

究
を

含
め
て

､

元

来
､

文
学
の

研

究
を

意
味
し

た
｡

と
い

う
の

は
､

こ

の

語
は

正

し

く
は

ロ

ゴ

ス

に

対

す

る

愛

(

ざ
孟
O
h

ト
Q

笥
㌔
)

を

意
味

す
る

か

ら

で

あ

り
､

ロ

ゴ

ス

と
は

思

想
と

言

語
の

両
方

を

包

含

し

た

か

ら

で

あ

る
｡

今
日

､

イ

ギ

リ

ス

で

ほ

…
…

フ

ィ

ロ

ロ

ジ

ー

の

意
味
は

狭
め

ら

れ
､

文

学
と

は

切
り

離
し

て

言
語
の

よ

り

技
術
的

研

究
に

の

み

適
用
さ

れ

て

い

る
｡

だ

が
､

英
語
に

近
づ

く
の

に
､

語
学
(

ぎ
ロ
g

仁

品
e

､

)

と

文

学
と

を
こ

の

よ

う
に

区

別

す
る

の

は
､

全

く

誤
解
を

招
き

有
害
で

あ

る

ば

か

り

か
､

明

ら

か

に

不

自
然
で

も

あ
る

｡

こ

の

二

つ

の

学
問

､

研

究
を

切

り

離

す
こ

と

は

で

き

な

い
｡

作
者
の

言

語
の

意
味
を

研

究
す
る

こ

と

に

よ

っ

て

の

み

(

こ

れ

ほ

古
い

文

学
を

読
む

た

め
に

は

歴
史
的

知
識
を

も

含
む
こ

と

に

な

る

が
)

､

十

分
な

美
的
満

足
は

得
ら

れ

る

の

で

あ

る
｡

+

そ

し
て

､

言
語
研
究
の

目

標
の

第
一

と

し
て

､

異
な
る

時
代
の

英
文

学
の

傑
作
の

鑑
賞
を

大
い

に

高
め
る

こ

と

を

あ

げ
､

言
語
の

歴
史
的
研
究
の

重

要
性
を

強
調

し
､

最
も

り
っ

ば

な

文

学
批
評
も

､

そ
の

多
く

は
､

批
評
家
が

英
語
を

歴

史
的
に

研

究
す
る

こ

と

を

怠

っ

て

い

る

た

め
に

そ

こ

な
わ

れ

て

い

る

と

指
摘
し

て
■

い

る
｡

ま

た
､

す

ぐ

れ

た

文

献
学

者
で

あ

っ

た

W
･

R
･

チ
ェ

ン

バ

ー

ズ

(

C
F
P

日

訂
詔
)

は
､

そ

の

論

文

集

『

人

間

不

挨
の

精

神
』

(

き
邑
h

ぎ
Q

3
崎

莞
言
巴
Q

§
讃

丸

一

九
三

九
)

の

中
で

こ

う

述
べ

て

い

る
｡

｢

私
は

こ

の

語
(

=

フ

ィ

ロ

ロ

ジ

ー
)

を
､

言
語
の

研

究
の

み

な

ら

ず
､

文

学
の

研
究
を

も

含
む
よ

り

古
い

､

よ

り

広
い

､

よ

り

正

し
い

意
味
で

用
い

た

い

と

思

う
｡

ユ

ニ

プ
ア

ー

シ

テ

ィ

･

コ

レ

ジ

は
､

イ

ギ
リ

ス

お

よ

び

近

代

諸

国
の

言
語
と

文

学
の

講

座
が

設

け

ら

れ

た

イ

ギ

リ

ス

最
初
の

と
こ

ろ

で

あ
っ

た
｡

.
そ

し

て
､

こ

こ

で

は
､

言
語
の

研

究
■
が

文
学
の

研
究
か

ら

分

離
さ

れ

る

こ

と

は

決
し
て

な
か

っ

た
｡

+

こ

の

よ

う
に

､

こ

の

二

人
の

文

献

学
者
の

信
念
は

､

文

学
を

理
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( 1 0 3) 語 学と 文学 と の 間

解
す

る

た

め
に

言
語
の

研
究
が

不

可
欠
で

あ

る

と

す
る

点
で

､

い

み

じ

く

も
一

致
し
て

い

る
｡

語
学
は

文

学
理

解
の

た

め
の

道
具

な

ど

で

は

な

く
､

語
学
こ

そ

文

学
の

理

解
を

成
立

さ

せ

る

も

の

だ
､

と
い

う

信
念
で

あ

る
｡

こ

う
い

う

信
念
こ

そ

は

過

去
の

文

献
学
者

た

ち
の

精
神
的

支

柱
で

あ
っ

た
｡

し

か

し
､

も

う

少
し

突
っ

込

ん

で

考
え

て

見
る

と
､

こ

の

よ

う
な

研

究
態

度
の

裏
に

は
､

作
品
の

こ

と

ば

を

究
め

る

こ

と
に

よ

っ

て
､

作
者
の

意
図
に

無
限
に

近
づ

く
こ

と
が

可
能
で

あ

る
､

と
い

う
オ

プ

テ

ィ
､

､

､

ズ

ム

が

ひ

そ

ん

で

い

な
い

で

あ

ろ

う
か

｡

ま
た

､

そ

う
し

て

作
者
の

意
図

に

無
限
に

近
づ

く
こ

と
が

理

想
だ

と

し
て

も
､

そ

の

理

想
は

､

作
品
の

こ

と

ば

を

究
め

る

こ

と
に

よ
っ

て

達
成
で

き

る

も

の

で

あ

ろ

う
か

､

と

い

う

疑
問
が

起
こ

っ

て

来
る

｡

こ

こ

で

問
題
を

少

し

別
の

観
点
か

ら

眺
め

て

見
よ

う
バ

文

学
は

こ

と

ば

で

書
か

れ

る
｡

し
た

が

っ

て
､

文

学
と
こ

と

ば

は

切

り

離

す
こ

と

が

で

き

な
い

､

と

仮
定
し
ょ

う
｡

と

す
る

と
､

文
学
は

こ

と

ば
と

全

く

等
し
い

と
い

う
こ

と
に

な
る

だ

ろ

う
か

｡

わ

れ

わ

れ

ほ
､

た

と

え

ば

小

説
を

読
む
と

き
､

こ

と

ば

を

超
越
し

て

い

る

よ

う
に

思
わ

れ

る

文

学
的
体

験

-
プ

ロ

ッ

ト
､

性
棉

､

広
い

意
味

で

の

形
式
等
々

1
を

意
識
す
る

｡

だ

が
､

こ

う
し

た

体

験
は

す

ぺ

て

こ

と

ば

-
-
言

語
的
手

段

-
に

よ

っ

て

伝
達
さ

れ

る

こ

と

を

認
め

な
い

わ

け

に

行
か

な
い

｡

こ

れ

が

文

学
と

こ

と

ば

と

の

問

題
を

反

省
す
る

と

き
､

わ

れ

わ

れ

の

直

面

す
る

パ

ラ

ド

ッ

ク

ス

で

あ
る

｡

言
語
的
素
材
と

よ

り

大

き

な

文

学
的

体

験
と

は

ど

う
い

う

関
係
に

あ

る

の

だ

ろ

う
か

｡

言

語
と
い

う

媒
体
と

文

学

的
体

験
の

間
に

は

越
え

ら

れ

な
い

ギ

ャ

ッ

プ

が

な
い

で

あ

ろ

う
か

｡

こ

と

ば

そ

の

も

の

を

い

か

に

究
め

て

も
､

そ

れ

が

そ

の

ま

ま

文

学
的
体

験

に

結
び

つ

く
と

は

言
え

な
い

の

で

は

あ

る

ま
い

か
､

と

い

う

疑
問

が

生
じ

て

ぐ
る

｡

こ

の

問
題
に

一

応
の

解
答
を

あ

た

え
て

い

る

の

は
､

シ

カ
ゴ

派

批
評
家
の

エ

ル

ダ

ー

･

オ

ル

ソ

ン

(

E
-

計
→

○
-

s

O

ロ
)

で

あ

る
｡

彼
は

次
の

よ

う
に

論
じ
て

い

る
｡

｢

詩
の

本

質
が

き

わ

め

て

あ

や

ふ

や

に

な
っ

て

き

て

誰
か

れ

と

な

く
そ

の

定

義
を

試
み

て

い

る

今
日

､

定

義
は

通

例
次
の

よ

う

な
こ

と

ば

で

始
ま

る
｡

す

な

わ

ち

｢

詩
と

は

…

…

す
る

と
こ

ろ

の

こ

と

ば
(

弓
O

a
∽

)

で

あ
る

と

か
､

…

…

す
る

と
こ

ろ
の

言

語

(
-

巴
】

的
β

品
e
)

で

あ

る

と

か
､

=

…
･

す
る

と
こ

ろ
の

説

話
(

巴
苧

8
宅
地

e
)

で

あ

る
､

等
々

と

い

う
工

合
で

あ

る
｡

実
は

､

詩
は

そ

ん

な

も
の

で

は

な
い

の

だ
｡

椅
子
と

は

こ

れ

こ

れ

の

特
徴
を

持
っ

た

木
材
で

あ

る

と

定

義
す
べ

き
で

は

な
い

の

と

全

く

同

様

捌

｢
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-
椅
子
は

木
材
の

一

種
で

は

な

く

家

具
な
の

だ

-
詩
を

一

■

種
の

言

語
な

ど
と

は

定

義
し
て

は

な

ら

な
い

の

だ
｡

椅
子

は

木

材
で

は

な

く
て

木

製
(

宅
0
0

計
ロ
)

な
の

だ
｡

同

様
に

､

詩
は

単

語
の

集
ま
り
一
(

弓
O

a
切

)

で

は

な

く

て

言
葉
か

ら

成
る

(

諾
旨
巴
)

の

で

あ

る
｡

も

ち

ろ
ん

､

あ

る

意
味
で

は
､

こ

と

ば
(

弓
O

a
仏
)

は

極
め
て

重

要
だ

｡

正

し

い

こ

と

ば

で

な
か

っ

た

り
､

そ

れ

が

把

握
で

き

な

け
れ

ば
､

わ

れ

わ

れ

は

そ
.
の

詩
を

把
握
し
た

こ

と

に

な

ら

な
い

｡

別
の

意
味
で

ほ
､

詩
に

用
い

ら

れ

て

い

る

こ

と

ば
は

､

そ

の

詩
の

中
で

最
も

重

要
で

な
い

要
素
な

の

で

あ

る
｡

と

い

う
の

は
､

詩
の

こ

と

ば

ほ

そ

の

詩
の

中
の

他
の

何

物
を

も

決
定
し

な
い

か

ら

で

あ

る
｡

そ

れ

ど
こ

ろ
か

､

こ

と

ば

ほ

そ

れ

以

外
の

す
ぺ

て

の

も
の

に

よ
っ

て

決
定
さ

れ

る
｡

こ

と

ば

だ

け

が

わ

れ

わ

れ

の

見
た

り

聞
い

た

り

す
る

も
の

で
■
ほ

あ

る

が
､

こ

と

ば

は

そ

れ

か

ら

推
論
さ

れ

る

目
に

見
え

な
い

も
の

に

よ
っ

て

支
配
さ

れ

て

い

る
｡

そ

し

て
､

わ

れ

わ

れ

が

詩
を

読
ん

で

感

動

す

る

の

ほ
､

音
や

リ

ズ

ム

に

よ
っ

て

感
動

す

る

の

は
､

音
や

リ

ズ

ム

に

よ
っ

て

感

動
さ

せ

ら
れ

る

限

り

を

除
い

て

は
､

こ

と

ば

に

よ
っ

て

感
動
を

受
け
る

の

で

は

な
い

｡

こ

と

ば
の

表
わ

す
も

の

に

よ
っ

て

感
動
を

受
け
る

の

だ
｡

+

こ

こ

で

オ

ル

ソ

ン

は

新

批
評
流
の

言

語

分

析
(

言
古
巴

賀
巳
y
+

巴
∽

)

に

異
論
を

唱
え
て

､

こ

と

ば

そ

の

も

の

よ

り

も

こ

と

ば
の

さ

和
一

∠
T
●

し

示

す
も
の

に

重

点

を

置

く
と

い

う
立

場
を

と
っ

て

い

る

が
､

彼

も

や

は

り

詩
(

ひ

ろ

く

文

学
一

般
を

含
む
)

に

と
っ

て
､

こ

と
ば

が

重

要
な
こ

と
は

認
め

ざ

る

を

得
な
い

の

で

あ

る
｡

オ

ル

ソ

ン

の

態
度
ほ

次
の

短
い

引

用

文
に

さ

ら
に

一

層
明

政
に

親
え
る

｡

｢

詩
の

中
の

あ

る

表
現
の

文

法
的
意
味

を

つ

か

み

次

第
､

わ

れ

わ
れ

は

推
論
を

引

き

出
し

は

じ

め
る

が
､

わ

れ

わ

れ

は

そ

れ

を

推
論
で

あ

る

と

は

気
付

か

な
い

｡

な
ぜ

な

ら
､

わ

れ

わ

れ

は

日

常
､

推
論
を

や
っ

て

い

る

か

ら
だ

｡

話
す
こ

と

ば
か

ら

そ

の

人

の

性
蒋

､

境
遇

､

考
え

…

な

ど
を

い

つ

も

推
論
し
て

い

る

か

ら

で

あ

る
｡

+

オ

ル

ソ

ン

が

こ

の

中
で

｢

文

法
的

意
味
+

と

呼
ん

で

い

る

も

の

が

何
を

さ

す
か

は

あ

い

ま

い

で

あ

る

が
､

解

釈
を

加

え
る

前
の

表

層
的
意
味
を
さ

す
と

見
る

こ

と

が

で

き

よ

う
｡

テ

ク

ス

ト

の

個
々

の

単
語
の

連
な

り
か

ら

読
者
の

心
の

中
に

一

続
き
の

経

験
が

生
ま

れ

る
｡

こ

れ

が

こ

と

ば

と

い

う

媒
体

1
テ

ク

ス

ト

の

表
層
の

消

滅
と

呼
ん

で

も

よ

い

現

象
な
の

で

あ
っ

て
､

こ

れ

は

テ

ク

ス

ト

を
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理

解
し

た

り

解

釈
し

た

り

す
る

働
き
に

か

か

わ

り
の

あ

る

複
麓
な

問
題
と

関
連
が

あ

る
｡

わ

れ

わ

れ

は

日

常
生

活
に

お

い

て

他

人
の

こ

と

ば

を

実
際
に

耳
で

聞

き
､

こ

と

ば
そ

の

も

の

は

も

ち

ろ

ん
､

そ

れ

が

発
せ

ら

れ

る

と

き
の

抑
揚

､

音
程

､

口

調
､

場
面

､

な

ど

か

ら

絵
合
的
に

判

断
し
て

推
論
を

下

す
｡

そ

れ

に

も

か

か

わ

ら

ず

往
々

に

し

て

誤
解
す

る
｡

ま

し
て

､

そ

こ

に

た

だ

こ

と

ば

し

か

手

懸
り
と

し

て

与

え

て

く
れ

な
い

文

学
作
品

を

オ

ル

ソ

ン

の

よ

う
に

日

常
の

発
話
並

み

に

扱
う
こ

と

ほ

余
り
に

不

用

意
で

あ

ろ

う
｡

抽

象
的

な

文

学
理

論
と

い

う
も

の

は
､

い

か

に

棉
緻
で

あ

ろ

う
と

し

て

も
､

か

な

ら

ず
隙
の

あ

る

も
の

だ

か

ら
､

こ

れ

だ

け
の

引

用
文

か

ら
オ

ル

ソ

ン

の

理

論
を

あ

げ
つ

ら

う
つ

も

り

は

な
い

が
｡

さ

て
､

こ

の

事
の

初
め

に

戻
れ

ば
､

チ
ェ

ン

バ

ー

ズ

が

文

献
学

と

い

う

語
を

｢

言

語
の

研
究
の

み

な

ら

ず
､

文

学
の

研

究
を

も

含

む

よ

り

古
い

､

よ

り

広
い

､

よ

り

正

し

い

意
味
で

用
い

た
い

と

思

う
+

(

:

I

J

毘
∽

F

■t

O

声
S

e

t

F
e

弓
O

a
…

…
-

〕

と

書
い

た

の

が
一

九

三

九

年
で

あ
る

か

ら
､

そ

の

前
後
か

ら

イ

ギ

リ

ス

に

お

い

て

も

言

語
の

研

究
と

文
学
の

研

究
と

を

別

個
の

学
問
と

し

て

取
り

扱
う

傾
向

が

現

わ

れ

て

来
て

い

た

の

だ

と

思
わ

れ

る
｡

レ

ン

も

そ

の

十

年
後
の

一

九

四

九

年
に

は

｢

今
日

､

イ

ギ

リ

ス

で

は

…

…

文

献
学

の

意
味
は

狭
め

ら

れ

て
､

文

学
と
は

切
り

離
し

て

言
語
の

よ

り

技

r

術
的

研

究
に

の

み

適
用

さ

れ

て

い

る
+

こ

と
を

慨
嘆
し

て

い

る

の

で

あ

る
｡

そ

し

て
一

九
六

〇

年
代
の

現

在
で

は
､

イ

ギ

リ

ス

に

お

い

て

も
]

甘
ロ
○
-

O

g
叫

と
い

う

用
語
は

第
一

に

｢

言

語

科

学
+

(

邑
e

日
O

e

O

:
P
ロ

的
声
P

的
e
)

と

い

う

意
味
で

用
い

ら

れ
､

｢

学

問
･

文

学
に

対

す
る

愛
+

(
-

○

諾
O
h

-

e

弓
n
i

臼
的

p

邑
-

訂
⊇

t

喜
2
)

と

い

う

意
味
で

は

稀
で

あ

る
｡

し

か

も
､

ア

メ

リ

カ

で
一

九
五

〇

年

以

後
､

公

式
に

言
語
学
の

意
味
で

用
い

ら

れ

始
め

た
ー
i

ロ
g

已

邑
○
∽

と
い

う

用
語
が

イ

ギ

リ

ス

に

逆
輸
入

さ

れ

て
､

新
し
い

言

語
学
に

つ

い

て

論
述
さ

れ

る

と

き
に

用
い

ら

れ

る

に

い

た
っ

て

い

る
｡

こ

の

よ

う
に

し
て

､

文
献
学
と
し

て

文

学
や

文

化

史
と

提
携
し
て

発

達
し

て

来
た

イ
ギ

リ

ス

の

言
語
研

究
も

､

専
門
化
の

運

命
を

回

避

す
る

こ

と

ほ

で

き

な
か

っ

た

の

で

あ

る
｡

ア

メ

リ

カ

の

言

語
学
が

独

自
の

道
を
あ

ゆ

み

始
め

る

の

は
､

サ

ビ

ア

(

E
み

弓

寛
P

S
P

甘
ユ

の

『

言
語
』

(

ト

§
胃
凛
Q

一

九
ニ

ー

)

､

と

り
わ

け
ブ

ル

ー

ム

フ

ィ

ー

ル

ド

(

F
e

O

n

寛
一

出
-

0
0

日
P
e
】

d
)

の

『

号

晶
巴
(

ト

§
写
選
句

一

九
三

三
)

以

後
で

あ

る
｡

こ

の

二

人

の

言
語

学
者
の

理

論
は

､

と

も
に

､

書
か

れ

た

文

学
を

持
た

な
い

ア

メ

リ

カ
･

イ

ン

デ
ィ

ア

ン

語
を

記
録
し

､

分

析
し

､

記
述
し

ょ

う

と

す
る

努
力
か

ら

生

じ

た

も
の

で

あ

る
｡

レ

ン

も
こ

の

二

人
の

著

▲7

書
を

彼
の

『

英
語
学
概

論
』

の

巻
末
の

参
考
書
目
の

中
に

あ

げ

て
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い

る

が
､

こ

れ

ら
の

書
物
が

ア

メ

リ

カ

の

言

語

学
の

方

向
を

決
定

し
､

さ

ら

に

イ

ギ

リ

ス

の

言
語
学
に

も

大
き

な

影
響
を

及
ぼ

す
こ

と

に

な

る

で

あ

ろ

う
こ

と

は

予

想
し

な
か

っ

た

に

違
い

な
い

｡

こ

れ

ら
二

人
の

言

語
学
者
の

理

論
が

基
礎
と

な
っ

て
､

い

わ

ゆ

る

構
造

言

語
学

(
払
t

2
n
t

弓
巴
-

F
g

已

邑
0

∽

)

へ

と

発

展
し

た
｡

構
造

言

語

学
は

､

記
号
と

し

て

の

音
体

系
･

首
魁

織
の

分

析
を

研

究
の

出
発
点

と

す
る

｡

英
語
の

よ

う
な

文

化

語

と
い

え

ど

も
､

ア

メ

リ

カ
･

イ
ン

デ
ィ

ア

ン

語
の

よ

う
に

話
し
こ

と

ば
が

言
語

本
来

の

姿
で

あ

る

と

考
え

る
｡

し

た

が

っ

て
､

書
き
こ

と
ば

､

ま

し

て

文

学
な
ど

に

関
心

を

払
っ

て

い

る

余
裕
は

な
か

っ

た
｡

構
造

言
語

学
は

意
味
に

無
関
心

で

あ

る

わ

け

で

は

な
い

け
れ

ど

も
､

初
め

か

ら

意
味
の

分

析
に

入

れ

ば

循
環
論
に

陥
る

こ

と

を

警
戒
し

て
､

ま

ず
形

態
の

最
小

単
位
の

分

析
か

ら

始
め

た

の

で

あ

る
｡

そ

の

結
果

､

ど

う
し
て

も

意
味
を

敬

遠
し
て

い

る

よ

う
な

印
象
を

与

え

る

こ

と

に

な
っ

た
｡

意
味
の

解
釈
を

重

視
す
る

文
学

批
評
が

､

こ

う
し

た

傾
向

を

持
つ

言
語
学
に

対

し

て

無

関
心

で

あ
っ

た

の

は

故
な

き
こ

と
で

は

な
か

っ

た

の

で

あ

る
｡

(

も
っ

と

も
､

サ

ピ

ア

と

ブ

ル

ー

ム

フ

ィ

ー

ル

ド

で

は
､

そ

の

気
質

､

研
究
態
度
に

お

い

て

相
違
す
る

と
こ

ろ
が

あ

っ

た
｡

サ

ピ

ア

が

組
織
的
で

は

な
い

が
､

視

野
が

広

く
､

人

間
味
豊
か

で
､

文

学
に

も

関
心

を

寄
せ

て

い

た
こ

と

は
､

著
書
『

言

語
』

の

中
に

｢

言

語
と

文

学
+

と

い

う
一

章
を

も

う

け

乃
.

J
T

て

い

る

こ

と

で

も

わ

か

る
｡

し

か

し
､

構
造

言

語

学
に

決
定

的

な

方

向
を

与
え

た

の

は
､

冷
徹
で

組
織

的
で

､

直
感

と
か

洞
察
と

か

い

う

個
人

的
才
能
に

か

か

わ

り

な

く
､

誰
が

や
っ

て

も

同

じ

結
果

に

到
達
で

き

る

よ

う
な

客
観
的

方

法
の

確
立
を

目
ざ

し

た

ブ

ル

ー

ム

フ

ィ

ー

ル

ド

で

あ
っ

た
)

｡

こ

う
し

て
､

ア

メ

リ

カ

で

も
､

文

学
と

語
学
の

両

方
の

分

野
で

す

ぐ
れ

た

業
績
を

残
し

た

キ

ト

レ

ッ

ジ

(

G
e
O

ぷ
e

P
呵

日
P

㌢

巴
t

t

詔

倉
e

一

八

六

〇

-
一

九
四

一

)

や

マ

ン

リ

ー

(

J
O

F
ロ

呂
邑
t

F
e

司
∽

呂
巴
-

-

叫

一

八

六
五

1
一

九
四

〇
)

の

よ

う

な

学
者
の

存
在
は

考
え

ら
れ

な

く

な
っ

て

し

ま
っ

た
の

で

あ

る
｡

構
造

言

語
学
(

ま

た

は

記
述
言

語
学
)

は

過

去
三

十

年
余
に

わ

た

っ

て

言
語
の

科

学
的
研

究
の

発
展
に

大

き

な

貢
献
を

し
た

が
､

そ

の

言

語
分

析
は
｢

観
察
の

レ

ベ

ル
+

(

㌔
訂
e

ヨ
邑
○

ロ

巴
-

e

召
】

､

)

)

に

と

ど

ま

り
､

奥

深

く

ひ

そ

む

言

語
の

法

則

(

戸
口

計
ユ
y

i

口
内

諾
g

已

賀
琵
e
∽

)

に

対

す
る

洞
察
に

お

い

て

ほ

乏

し
い

う

ら

み

が

あ

っ

た
｡

そ

し

て
､

こ

こ

に

言
語
の

深
層

構
造

に

新
た

な

解

明

を

も

た

ら

す

理

論
と

し
て

現
わ

れ

た

の

が

チ
ョ

ム

ス

キ

ー

(

宅
○

空
白

C
F

?

m

賢
ユ

の

去
文

法
の

構

造
』

(

畜
邑
莞
誌
Q

転

⊇
Q
叶

ミ
･

認

一

九
五

七
)

で

あ

る
｡

彼
の

理

論
は

ま

だ

発
展
途
上
に

あ

り
､

修
正

と

補

｢
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完
が

な

さ

れ

つ

つ

あ

る

が
､

そ

の

中
の

｢

文
法

性
+

(
へ

的

岩
2
日

邑
･

琵
-

莞
乳
)

と
い

う
考
え

は
､

文

学
批
評
に

も

密
接

な

関
連
が

あ

る

考
え

と

し

て
､

文
学
研

究

に

も

適
用
さ

れ

る

可
能
性
を

十

分

含

ん

で

い

る

も
の

で

あ

る
｡

仮
り
に

､

文
学
を

｢

言
語
の

創
造

的
な

使
用
+

(
ノ

旨
e

O

→

e
P

賢
1

e

宏
e

O

〓
P

表
白

品
e

〕

と

定

義
す
る

と

す

れ

ば
､

文

学
と

は
､

言
語
学
的

記
述
と
い

う
コ

ン

テ

ク

ス

ト

の

中

で

は
､

言
語
の

正

統
で

は

な
い

､

あ

る

い

は

逸
脱
し
た

形
態
と

等

し
い

と

見

な

す
こ

と

が

で

き

よ

う
｡

S
p

ユ
ゴ
g

-

∽

p

官
り

F
P

屈

ど
P

ロ
か1

e
.

e
.

〇

日

日
日

i

ロ
g
∽

と
い

う

文
の

｡

官
旨
眉
S

｡

使
い

方
が

､

ど

う
い

う

文

法
性
の

程

度

(
へ

計
g
→

e
e

∽

O
h

的

旨
日
日

邑
邑
莞
乳
)

に

あ

る

か

を

記

述
す

る

こ

と
が

可

能
で

あ

ろ

う
｡

ま

た
､

あ
る

表
現
が

文

法
的
に

逸
脱

し

て

い

る

と

き
､

そ

れ

が

文

学
的
に

有
意
義
(

へ

m

応
n

宗

旨
ロ
t

J

で

あ

る

の

は
､

ど

う
い

う

場
合
か

を

検
討
す

る

こ

と
が

で

き
る

よ

う

に

な

る

か

も

知
れ

な
い

｡

と

も
か

く
､

こ

の

文

法
性
と

い

う

考
え

は
､

今
後

､

文
学

鑑
賞
を

棉
密
化

す
る

の

に

寄
与

す

る

と
こ

ろ
の

大
き
い

概
念
に

な

る

よ

う
に

思

わ

れ

る
｡

三

最
後
に

､

は

じ

め

に

触
れ

た

｢

語

学
が

わ

か

る
､

わ

か

ら

な

い
+

と
い

う
問
題
に

立

ち

帰
っ

て

み

た

い
｡

語
学
力
と

い

う

言
い

方

は

極
め

て

あ

い

ま
い

な

表
現
で

あ

る
｡

こ

れ

を

｢

外

国
語
が

わ

か

る
+

と

言
い

換
え
て

も
､

あ

い

ま
い

さ

に

大
差
は

な
い

｡

た

と

え

ば
､

｢

英
語
が

わ

か

る
+

と
い

う
の

は

ど

ヽ

ヽ

う
い

う
こ

と

な
の

か
｡

そ

れ

は

少
な

く
と

も

英
語
の

意
味
が

わ

か

る

と
い

う
こ

と
で

あ

ろ

う
(

｢

意
味
+

と
い

う
こ

と

ば

自
体

が

あ

い

ま
い

で

あ

る

が
､

そ

れ

に

つ

い

て

は

あ

と

で

触
れ

る
)

｡

わ

か

る

と

い

う
こ

と

の

最
も

低
次
の

段
階
は

､

具
体

的

な

物
を

さ

し

示

す

外

国
語
の

単
語
を

聞
い

て
､

ま

た

は

活

字
で

見

て
､

そ

の

物
を

頭
に

思

い

浮
べ

る

こ

と

の

で

き

る

段

階
で

あ

ろ

う
｡

チ

ョ

ー

ク

(

｡

F

巴
村
)

と
い

う

音
を

聞
い

て
､

ま

た

は

活
字
で

見
て

､

チ

ョ

ー

ク

の

像
を

頭
に

結
ぶ

こ

と
が

で

き

る

よ

う
な

場
合
で

あ

る
｡

し

か

し
､

同

じ

く

具
体

的

な

も
の

で

も
､

そ

の

種
類
を

示

す

単

語
､

た

と

え

ば

〔

t

ロ･

‥

〕

(

t

言
e
)

と
い

う

語
を

問
い

て
､

あ

る

い

は

活

字
で

見
て

､

わ

れ

わ

れ

日

本
人
が

頭
に

結
ぶ

像
は

､

英
米
人
の

そ

れ

と

同
じ

で

あ

ろ

う
か

｡

ま

し

て
､

抽
象
度
の

高
い

語
の

場

合
､

た

と

え

ば

･

邑
喜
e

-

と
い

っ

た

語
に

接
し
て

､

英
米
人
の

受
け

取
る

も

の

と
､

椚
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日

本
人
の

思
い

浮
べ

る

｢

自
然
+

と

で

は

決
し

て
一

致

す
る

こ

と

は

な
い

で

あ

ろ

う
(

も

ち

ろ
ん

､

英
語
の

､

n
P
t

弓
e

､

は

ほ

か

に

い

ろ
い

ろ
の

意
味
を

も
つ

が
､

こ

こ

で

は

考
慮

外
に

置

く
)

｡

こ

の

よ

う

な

場
合
に

は
､

英
米
人
と

日

本
人

と
の

､

自
然
観
は

も
ち

ろ
ん

人
生

観
､

宇
宙

観
の

遠
い

を

も

考
慮
に

入
れ

な

く
て

ほ

な

ら

な

く

な
る

｡

翻
訳
不

可
能

論
が

唱
え

ら

れ

る

根
拠
の
一

つ

が

こ

こ

に

あ

る
｡

し

か

し
､

わ

れ

わ

れ

は

英

米

人

の

考
え

る
■

n

邑

弓
e

-

と
い

う
も

の

を

理

解
で

き
る

､

少

な

く
と

も

理

解
し

ょ

う
と

努
め

る
べ

き
で

あ

ろ

う
｡

そ

う
し

な

け
れ

ば

異
な

る

文
化
の

理

解
な

ど

の

初
め
か

ら

絶
望
し

て

か

か

る

ほ

か

は

な
い

で

あ

ろ

う
｡

単

語
よ
･
り

大
き

な

単
位

､

句
(

甘

F
賀

U

〕

に

つ

い

て

も

大

体

同

じ
こ

と

が

言
え

る

が
､

よ

り

大

き

な

単
位
だ

か

ら

句
の

ほ

う
が

よ

り
理

解
が

困

難
と

ば
か

り

は

言
え

な
い

こ

と

は

注
目
し

て

よ

い
｡

た

と

え

ば
､

ビ
t

F
e

2
e

2
y

｡

:
訂

ま
n
払

呂
a

弓
p

諾
∽

-

(

風

波
の

な

す
が

ま

ま
に
)

を

直

訳

的
に

｢

風
や

波
の

慈
悲
を

受
け
て
+

と

理

解

す

れ

ば
､

た
い

て

い

文

脈
の

中
で

通

ち

な
い

で

あ

ろ

う
が

､

一

度
こ

れ

が

｢

風
波
の

な

す
が

ま

ま
に
+

ほ

ど
の

意
味
で

あ

る

こ

と

を

教
わ

れ

ば
､

理

解
で

き

た

も

同
然
で

あ

る
｡

も

ち

ろ
ん

､

英

語
の

こ

の

句
と

日

本
語
訳
が

同

価
だ

と
い

う
の

で

は

な
い

｡

し

か

し
､

外
国

語
の

理

解
は

す
べ

て

近

以

値
的
理

解
で

あ

る

こ

と

を

認

め
る

な

ら
ば

､

こ

の

く

ら
い

の

こ

と

は

無

視
し

て

よ

い

場
合
も

あ

細
.

J
T

る

で

あ

ろ

う
｡

む

し

ろ
､

こ

の

句

を

句
と

し

て
､

一

単
位
と

し

て

把
え

る

こ

と
の

で

き
る

能
力
の

方
が

重

要
で

あ

る
｡

こ

こ

で

英
語

の

構
造
に

つ

い

て

の

理

解
が

問
題
と

な

る
｡

チ

ャ

ー

ル

ズ
･

C
･

フ

リ

ー

ズ

(

C
F

邑
e
仏

C
.

句

計
∽

)

は

そ

の

論
文

『

意
味
と

言
語

学

的
分

析
』

(

｡

曽

訂

呂
i

n
的

賀
P

E
ロ
g

已
.

邑
O

A
ロ

巴

篭
訂

｡

)

の

中
で

､

言
語

的

意
味
(
-

-

ロ
g

已

邑
○

冒
e

呂
･

ど
的
)

は

{

醐

悶
網
醐

(
-

e

已
○

已

m
e

平
ロ

ど
的
)

(

賢

2
0
t

弓
已

巨
e

呂
i

n
g
)

の

二

つ

か

ら

成
る

と

言
う

｡

こ

こ

で

構
造

的

意
味
と

は

文

法
的

意

味
(

す
P

2
日
仙

己

邑
m
e

呂
訂
g
〕

と

呼
ん

で

も

よ

い

も

の

で

あ

る
｡

も
れ

わ

れ

は

文
を

構
成
す
る

個
々

の

単
語
の

辞
書

的
意
味

を

知
り

さ

え

す
れ

ば
､

そ

の

文
の

全

意
が

わ

か

る

と

考
え
が

ち
で

あ

る

が
､

こ

れ

は

誤
り

で

あ

る
｡

フ

リ

ー

ズ

が

ほ

か

の

と
こ

ろ
で

あ

げ
て

い

る

例
を

引

け
ば

→
F
e

弓
P
t

e

り

訂
○

喜
･

5 .

-

-

品
2

弓
2
-

:
払

的
0

0

A

t

O

告
i

日
付
.
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と
い

う

文
の

意
味
を

求
め

る

た

め

に
､

英
語
の

構
造

(

文

法
)

を

全

然

知
ら

な
い

も
の

と

仮
定
し

て
､

こ

の

文

を

構
成

す
る

十

個
の

単
語
を
こ

と
ご

と

く

辞
書
に

当
っ

て

語

義
を

確
か

め
､

そ

れ

ら

を

組
み

合
わ

せ

融
合
し
て

見
て

も
､

こ

の

文
の

全

意
｢

私
た

ち
の

村

の

井
戸
の

水
は

飲
む
の

に

通
し
て

い

る
+

は

得
ら
れ

な
い

で

あ

ろ

う

(

確
率
上

の

問
題
で

あ

る

以

上
､

全
く

不

可

能
と

い

う
の

で

は

な
い

｡

た

だ

辞
書
の

示

す
よ

う
に

､

個
々

の

単
語
ほ

極
め
て

多
義

で

あ

る

か

ら
､

こ

の

文
意
を

求
め

る

の

ほ

干
し

草
積
み

の

の

中
の

針
を

捜
す

よ

う

な

も
の

で

あ
る

｡

万
一

捜
し

当

て

た

と

し
て

も
､

そ

れ

が

正

し
い

と
い

う
確
証
は

ど
こ

に

も

な

い
)

｡

し

か

も
､

叫

∽

と
い

う

語
を

文
頭
に

移
せ

ば

H

∽

t

F
e

弓
p
t

e

→

ど
○

ロ
り

ま
ー

ー

p

g
e

弓
e
-
-

粥
0

0

a

t

O

き
り

ど
打

と

な

り
､

同
一

語
句
で

あ

り

な

が

ら
､

事
実
の

陳
述
で

な

く
て

質

問
と

な

る
｡

単
語
の

順
序
を

さ

ら
に

変
え
れ

ば

→
○

告
-

日
付

t

訂
弓
e
-

-

弓

巴
e

→

山

F

O

戸
→

已
-

-

p

的
e

-

∽

g
0
0

P

(

私

た

ち
の

村
の

井
戸
水

を

飲
む
の

は

よ

い

こ

と

だ
)

→
○

弓
P
t

e

H

弓
e

亡

t

F
e

P
→

呂
.

紆

i

n

O

宍

ま
ー

一

品
e

-

∽

g

0
0

P

(

私
た

ち

の

村
の

飲
み

物
を

十

分

水
で

薄
め

る

の

は

よ

い

こ

と

だ
)

と

な

り
､

文

意
が

ま
っ

た

く

別
に

な

る
｡

こ

れ

で

明

ら
か

な
よ

う

に
､

個
々

の

語
秦
項
目

と

し
て

の

語
義
と

は

別
の

意
味
の

層
が

あ

る

と

考
え

ら
れ

る
｡

こ

の

意
味
の

屑
が

構
造

的
意
味
と

呼
ば

れ

る

も
の

で

あ

る
｡

そ

し

て
､

フ

リ

ー

ズ

に

従

え

ば

｢

言

語
学

意
味
は

構
造

的
意
味

-
す
な

わ

ち
､

辞
書
的

項
目
の

対

比

的
構
造
の

配

列
に

伴
う

刺
激

･

反
応
特
徴

-
の

わ

く

内

で

の

辞
書
的
意
味
か

ら

成
る
+

と
い

う
こ

と
に

な

る
｡

ま

た
､

構
造

的
意
味
は

辞
書
的

意
味
に

先

行
す
る

､

と

皇
一

口

え
る

｡

初
学
者
に
｢

文

脈
(

0

｡

n
t

e

盟
)

を
よ

く

考
え

て

辞
書
を

引

き

な

さ

い
+

と

注

意
す
る

の

は
､

言
語

学
的
に

は

こ

の

考
え

を

応
用
し

た

も
の

に

外

な

ら
な
い

｡

以

上
､

極
め

て

初
歩
的
な

例
を

引
い

て
､

英
文
の

読
解
に

あ

た

っ

て
､

英
語
の

構
造
に

つ

い

て

の

認

識
が

基

礎
に

な
る

こ

と

を

明

ら

か

に

し

た

が
､

文
学
を

読
む

際
に

は
､

さ

ら

に
一

層
､

構
造
に

対

す
る

深
い

洞

察
と

理

解
が

要
求
さ

れ

る

こ

と

は

言

う

ま

で

も

な
い

｡

た

と

え

ば
､

メ

ル

ゲ
ィ

ル

(

呂
e
-

ま
】
-

e
)

の

傑
作
『

モ

ピ

ー
･

デ
ィ

一
･

⊥

ッ

ク
』

(

』

監
哩

b

富
)

ほ
､

つ

ぎ
の

よ

う
な

文
で

始
ま
っ

て

い

る
｡

4 8
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C

巴
-

m
e

H

∽

F

日
p
e
-

一

(

僕
を
イ

シ

メ

イ

ル

と

呼
ん

で

く
れ

給
え
)

言
う
ま

で

も

な

く
､

こ

れ

ほ

命
令
文
で

あ

る
｡

近

代

英
語
の

命
令

文
は

す
ぺ

て

主

語

と

し

て

y
O

ロ

を

持
つ

核

文

(
へ

訂
岩
e
】

払

e

苧

t

e

n

&
)

か

ら

引

き

出
さ

れ

る
｡

伝
統
文

法
で

は
､

こ

の

冒
ロ

は

心

の

中
で

補
わ

れ

(

ざ

邑
e

邑
｡
｡
(

こ
､

変
型

文

法
で

は

冒
ロ

が

深

層
構
造
に

あ

る
､

と
い

う

説
明
を

す

る
｡

と

も

か

く
､

作
者
メ

ル

ゲ
ィ

ル

は
､

こ

の

明
示

さ

れ

て

い

な

い

3
日

を

用
い

て
､

読
者

ヽ

ヽ

ヽ

と

じ
か

の

親
し

い

関
係
を

打
ち

樹
て

よ

う

と
し

て

い

る

の

で

あ

る
｡

作
者
は

こ

う
し

て

物
語
り
の

始
ま
る

前
に

読
者
を

巧
み

に

そ

の

中

に

引
き

入

れ

て

し

ま

う
｡

こ

の

書
き

出
し

が

い

か

に

効
果

的
で

あ

る

か

ら

ほ
､

も

し

そ

れ

が

呂
叫

ロ
P

m
e

訂

H
∽

F

日
p
e
-

.

で

あ
っ

た

と

仮
定
し

て

見
れ

ば

よ

い
｡

こ

の

よ

う
に

書
き

換
え

て

み

る

と
､

原
文
の

持
つ

｢

こ

れ

は

ぜ

び

君
に

聞
い

て

も

ら
い

た

い

話
な
ん

だ
+

と
い

う
切

実
に

訴
え
か

け
る

よ

う
な

調

子
が

失
わ

れ
､

単
な
る

自
己

紹
介
の

文

句
に

な
っ

て

し

ま

う
で

あ

ろ

う
｡

詩
か

ら

例
を

と

れ

ば
､

ワ

ー

ズ

ワ

ス

(

W
O

邑
芸

1

0
→

t

F
)

の

有

名
な

水

仙
の

詩
(

ヘ

ビ
p

学
監
-

払

｡

)

の

第
一

連
は

こ

う
で

あ

る
｡

H

弓
早
口

中
0

→
e

み

】

O

n
e
-

y
.
琵

P

O
】

○

≠
d

→
F

邑

P
O

P
t

払

O

n

E
g

F

O

√
巧

言
-

e

∽

.
呂
n

E
-
-

恥
-

≦
1

F
e

ロ

巴
-

邑
○

ロ
O

e

H

岩
W

P

C

3
弓
d

-

A

F
O
S
t

､

O
h

的
○
-

計
W

n

巴
r

持
○

巴
-

∽

”

田
の

巴
d
e

t

F
e

-

p

村
e

､

す
0

日
e

P
t

F

t

F
e

t

言
e
∽

-

ヨ
已
t

①

ユ
ロ
的

巴
邑

臣
P

ロ
2 .

n
的

i

n

t

F
e

訂
e
e
N

O
.

(

谷
や

丘

の

上

を

た

だ

よ

う

雲
の

よ

う
に

私
は

ひ

と

り

さ

ま

よ

い

あ

る

い

た
｡

そ

の

と

き

ふ

と

目

に

し

た

の

は

湖
の

ほ

と

り
､

木
立
の

下
に

躍
り

は

た

め

く

金

色
の

水

仙
の

大

群
｡

数

知
れ

ぬ

花
が

そ

よ

風
に

は

た

め
い

て

い

た
｡

)

こ

の

原

文

を
､

少
な

く
と

も

表
面

上
の

意
味
を

変
え

ず
に

､

次

の

よ

う
に

書
き

直
し

た

ら

ど

う
で

あ

ろ

う
か

｡
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W
2
ロ
(

訂
→
i

ロ

g

-

O

n
e
-

y

監

p

C
-

○

ロ
a

→
F

巴

P
O

p
t

∽

O

n

E
的
F

O
〉

e

り

づ

巴
e
∽

P

ロ
P

E
-
-

仏
､

A
-

-

p
t

O

β
の
e

H

仇

P

弓

p

O

宍
)

弓
き

A

F
O

賢

○
巾

g

O
-

d
e

ロ

ト
P

鞄
O

d

ロ
払

ぃ

そ

の

み

ご

と

さ

に

心

を

奪
わ

れ
､

次
の

数
行
で

描
写

を

重
ね

ず
に

ほ

い

ら

れ

な

く
な

る

と
い

う
精

神
の

充
実
感
が

､

W
P
ロ

計
ユ
ロ
的

-

○

ロ
e

-

叫

監

p

O
-

○

ロ
ト

( 1 11) 語学 と文 学 と の 問

原
文
と

の

相

違
は

､

第
一

行
の

:

I

w

賀
計
記

弓

を
へ

言
1

呂
･

計
ユ
ロ
g

｡

と

し
､

第
三

行
の

｡

w
F
e

n
｡

を

省
い

た

二

箇
所
だ

け

で

あ

る
｡

そ

の

た

め

に
､

こ

の

二

行
の

韻
律
に

わ

ず
か

な

変
化
の

見
ら

れ

る

こ

と
は

確
か

で

あ

る
｡

し

か

し
､

紛
れ

も
な

く

詩
と

し

て

の

カ
が

失

わ

れ

て

い

る
｡

根
本
的
な

変
化

は

統

語

法
(

∽

¥
ロ
t

P

且

に

関
す
る

も
の

で

あ

る
｡

第
一

行
を
い

わ

ゆ
る

分

詞

構
文
に

変
え

た

た

め

に
､

第
三

行
が

主

文

に

な
っ

て
､

｢

見

た
+

(

｡

H

払

P

旦
〕

と
い

う

点
に

重

点
が

置
か

れ
､

原
文
の

第
一

行
､

H

弓
p

日

計
→

e

P

-

○

ロ
e
-

叫

琵

P

O
-

○

ロ
ト

の

動
詞
の

単
純
過

去
形

(

｡

毛

呂
計
記

号
)

の

暗

示

す

る

｢

さ

ま

よ

う
+

と

い

う

動
作
の

完
結
感
が

失
わ

れ
､

さ

ま

よ

い

疲
れ

て

引

き

返
え

そ

う
と

思
い

か

け

た

と

き
､

水

仙
の

大

群
を

ふ

と

見
か

け
､

A
-

-

P
t

O

n
C

e

H

琵
弓

p

O

3
W
き

と
い

う

構
造
で

ほ

な

ん

ら

必

然

性
を

帯
び

て

来
な
い

の

で

あ

る
｡

分

詞

構
文
で

は
､

さ

ま

よ

い

歩
く

と
い

う

動
作
か

ら

見
る

と

い

う

動
作
へ

と
､

自
然
に

な

だ

ら

か

に

つ

な

が
っ

て

ゆ

き

(
ヘ

ヘ

巴
-

p
t

O

n
O

e

｡

と
い

う

旬
に

も

か

か

わ

ら

ず
)

､

驚
異
の

念
が

表
現
さ

れ

て

い

な
い

｡

こ

れ

で
､

原
詩
の

シ

ン

タ

ッ

ク

ス

が

い

か

に

抜
き
さ

し

な

ら
ぬ

も
の

で

あ

る

か

が

わ

か

る
｡

以

上
で

､

英
語
の

構
造
が

意
味
を

に

な
っ

て

い

る

こ

と
が

明

ら

か

に

な
っ

た
｡

特
に

､

詩
に

お

い

て

は

構
造
が

詩
的
効
果
を

高
め

る

上
で

大

き

な

役
割
を

果
す
こ

と

が

少
な

く

な
い

の

で

あ

る
｡

そ

し

て
､

そ

う

し

た

構
造

上
の

効
果
を

感
じ

取

る

た

め

に

は
､

ま

ず

英
語
の

正

常
な

語

順
を

十

分

身
に

つ

け
て

い

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

こ

と

は

言
う

ま

で

も

な
い

｡

シ

ェ

イ

ク

ス

ピ

ア

の

ソ

ネ

ッ

ト

に

は

w

訂
苧
Q

訂

§
で

始
ま
る

も
の

が

多
い

が
､

そ

れ

に

よ
っ

て

生

ず

鰯

｢
r
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る

効
果
は

､

時
を

表
わ

す

副
詞
的
修
飾
語
句
ほ

､

文

尾
に

来
る

と

い

う
正

常
な

構
造
に

熟
知
し
て

い

て

は

じ

め

て

感

得
で

き

る
｡

言
語
的

意
味
を

成

す

も

う

ひ

と

つ

の

意
味
は

､

フ

リ

ー

ズ

に

従

え

ば

辞
書
的

意
味
で

あ

る
｡

さ

き
の

例
文
を

あ

げ

れ

ば

→
F
e

w
P
t

e

り

i

n

O

已
･

5 .

-

-

品
e

弓
e
-

-

訂

唄
)

O

P

t

O

賢
F
F

の

中
で

､

こ

の

文
の

構
造

も

単

語
の

意

味
も

:
弓
e
-

-

､

を

除
い

て

全

部
わ

か
っ

て

い

る

と

す
る

｡

そ

の

場
合

､

こ

の

未
知
の

単
語

の

意
味
を

き

め
る

に

は

ど

う

し

た

ら

よ

い

か
｡

こ

の

単
語
が

名

詞
で

あ

る

こ

と

は
､

○

已
･

(

已
-

-

品
e
)

弓
e
-

-

の

へ

○

喜
､

と
い

う

所
有
格
に

よ
っ

て

き

め
ら

れ

る
｡

こ

れ

以

上
は

､

も

う

辞

書
を

引

く

よ

り

外
に

な

い

で

あ

ろ

う
か

｡

そ

う
で

は

な

い
｡

こ

の

へ

弓
e

ロ
､

の

意

味
の

見
当

を

つ

け
る

こ

と

は

で

き

る
｡

オ
巳
e

♪

ニ

ュ
ー

一

品
e
㌧

軒
O

P

t

O

賢
F
打

〉

と
い

う
三

つ

の

項
目
か

ら

類
推
し
て

｢

井
戸
+

の

意
味
で

あ

ろ

う
こ

と

を

推
量
す
る

こ

と
ほ

不

可

能
で

は

な
い

｡

も

ち

ろ
ん

､

こ

の

よ

う
な

推
量
が

当
た

っ

て

い

る

と

は

限
ら

な
い

が
､

こ

の

よ

う
な

類
推
は

わ

れ

わ

れ

が

未
知
の

単
語
に

接
し

た

と

き
､

よ

く

行
う

操
作
で

あ

る
｡

ひ

と
つ

の

ま

と

ま

り

の

あ

る

発

話

単
位
の

中
の

語
彙
は

､

互
い

に

意
味
上

､

あ

る

関
連
を

保
っ

て

い

る
｡

こ

の

よ

う
な

語

嚢
の

分

布

を

フ

リ

ー

ズ

は

｢

語

彙
の

散
ら

拗

ば

り
+

(

ご
e

巴

邑
仏

O

p
什

訂
→

J

と

呼
ん

で

い

る
｡

同
じ

概

念
を

､

イ

ギ

リ

ス

の

言

語

学
者
は

｢

連
語
+

(
へ

8
-

-

O
C

邑
O

n

〕

と

名

付

け
て

い

る
｡

例
え

ば

:
e

8
日
○

ヨ

て

と

い

う

項
目

は
へ

P

鞄

巳

岸
こ

官
･

-

訂
y
㌦

h

p
-

呂
㌧

h

p

3
g

岩
日
日
e
㌧

よ
訂

琵
t

e
り

､

と
い

っ

た

項
目
と

同
じ

言

語

的

環
境
の

中
で

現
わ

れ

る

で

あ

ろ

う
｡

こ

れ

ら
の

項
目

は

√
0

0

n
0

2

て

の

｢

排

列
語
+

(
へ

0
0
】

-

O

g
t

e

∽

〕

と

名

付

け
ら

ふ

し

れ

‥
e

8
日
○

日

て

そ

の

も

の

は

節

項
目

(
一

日
○

臣
:
t

e

日
､

)

と

名

付

け

ら

れ

る
｡

さ

ら
に

､

古
口

呂
O

e
㌧

ご
ロ
n

F
監
→

y
､

を

節
項
目

と

し
て

取

り

上

げ
れ

ば
､

こ

れ

ら
の

連
語
の

範
囲
は

"

e
0

0

日
0

日

て

の

そ

れ

と

連
語
上
の

重

な

り

(

邑
-

0
0

邑
○

ロ

巴

○

言
ユ
P

已

が

見

ら
れ

る

に

違
い

な
い

｡

こ

う

し
て

､

こ

れ

ら
三

つ

の

節
項
目

は
､

ま

と
め

て

び

と
つ

の

｢

組
+

(
へ

詮
t

〕

に

分

類
で

き

る
｡

連
語
と

い

う

概
念
は

文

学
の

言

語
を

研

究
す
る

の

に

重

要
で

あ

る

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

創
作
家
は

普
通
の

連
語
と

珍
し
い

連
語
と

の

相
互

作

用
に

よ
っ

て

-
す

な
わ

ち
､

新
し
い

､

文

体

的
に

有

意
義
な

連

語
を

用
い

て

ー
効
果
を

挙
げ
る

こ

と

が

多
い

か

ら
で

あ

る
｡

た

と

え

ば
､

ロ

ー

レ

ン

ス

･

ダ
レ

ル

(

F
P

弓

諾
ロ
e
O

口

実
･

→
e
-

-

)

の

散
文

集

b

琵
琶

卜
恥

ヨ
Q

声
h

と

い

う

題

名

も
､

へ

琶

喜
､

(

す
っ

ぱ
い
)

を

予

想
す
る

と
こ

ろ

に

｢

に

が

い
+

と
い

う

語
が
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あ

る

の

で
､

は
っ

と

さ

せ

ら

れ
､

文
体

的
効
果
が

生

じ

て

い

る
｡

デ
ィ

ラ

ン

･

ト
マ

ス

(

D

ユ
p

ロ

→
F
O

日
P
∽

)

は
､

こ

う
し

た

連
語

ヽ

ヽ

ヽ

に

彼
一

流
の

び

ね

り

を

加

え

る

こ

と

を

得
意
と
し

た
｡

た

と

え

ば

P

q

3
.

曳
P

的
0

0

日
O

e

ひ

乳
Q

∈

p

t
-

出
P

e

F
P

匂
り
叫

毘
t

F
e

訂
e

･

叶

弓

監
-

○

ロ
g

巴
】

t

F
e

巴
ト

さ

ー

○

β
的

な

ど

は
､

そ

れ

ぞ
れ

㌻
叫

d

罵

P
g
O
㌧

■

O

n
O

e

亡
せ
0

ロ

P

t
-

日
e

〉

ご
F
P

宅
呵

筐
t

F
e

臣
P

叫

i

払

-

O

n
g
-

こ

巴
-

t

F
e

d

P

y

-

O

n
g

､

と
い

っ

た

普
通
の

連
語
を
ひ

ね

っ

た

も

の

で

あ

る
｡

さ

き
に

あ

げ

た
カ

､

､

ヽ

ン

グ

ズ

の

S

官
り

ど
g

-

払

P

七
色

う
計

名
句

F
P

ロ
d

の

官
旨
p

屈

も
､

-

容
f
t

㌧

■

計
-

-

O

P
t

e
㌧

ご

昌
t
爪

巨
孟

､

な

ど
の

普
通
の

形

容
詞
に

あ

き

た

ら

ず
､

シ

ュ

タ

ス

ビ

ア

を

思
わ

せ

る

大

胆
さ

で

副
詞
を

当
て

た

も
の

で

あ

ろ

う
｡

こ

う
い

う

詩
句
を

解

す

る

の

に
､

何
も

連
語
と
い

う
概
念
を

満
ち

出
さ

な

く
と

も

す

む

わ

け

で

あ

る

が
､

こ

の

概
念
を

応

用

す
る

と

解

釈
が

精
密
化

さ

れ

る

で

あ

ろ

う
こ

と

は

疑
い

な
い

｡

連
語
の

概

念
は

隠
喩
(

日
e
t

P

七
F
O

ユ

を

解

釈
す
る

の

に

も

役
立

つ

で

あ

ろ

う
｡

詩
を

読
ん

で

い

る

と

き
､

あ

る

単
語
が

隠
喩

と

し

て

用
い

ら
れ

て

い

る

の

か
､

そ

う
で

な
い

の

か

は
っ

き

り

し

な
い

こ

と
が

あ

る
｡

た

と

え
ば

√
○

賀
､

と
い

う

語
が

名

詞
と
し

て

風

の

音
を

さ

す
の

に

用
い

ら
れ

て

い

る

と

す

る
｡

一

方
こ

の

語
は

ラ

イ

オ

ン

の

ほ

え
る

声
に

つ

い

て

用
い

ら

れ

る

こ

と

が

多
い

｡

そ

こ

で

風
の

音
を

ラ

イ

オ

ン

の

声
に

た

と

え

て

い

る

の

だ
､

つ

ま

り

隠

喩

と

解
し
た

く
な

る

の

で

あ
る

が
､

そ

の

語
の

前
後
に

ラ

イ

オ

ン

ま

た

ほ

猛
獣
に

関
連
す
る

語
が

何
も

な
い

場
合
は

､

ラ

イ

オ

ン

の

ほ

え

声
に

た

と

え

て

い

る

と

解
す
る

の

は

無
理

で

あ

ろ

う
｡

(

ア

ー

チ

ボ

ー

ル

ド
･

A
･

ヒ

ル

(

A
3
E
訂
r

-

P

A
.

H
i

-

-

)

の

｢

意
味
的

対

比

を

支
配
す
る

原
則
+

(
.

へ

吋

ユ
ロ
○

首
-

e
払

G
O

諾
言
ど
g

S

e

日
p

ロ
t

ど

吋
P

旨
-

-

e
-

払

J

と

題
す
る

論
文

を

参
照
)

｡

こ

の

よ

う
に

､

文

学
作
品

を

言
語
学
的
に

分

析
す
る

こ

と

は
､

･

解

釈
を

精
密
に

す

る

と
い

う

意
味
で

は

正

当

化
さ

れ

る

で

あ

ろ

う
｡

し

か

し
､

こ

の

よ

う
な

言

語
学
的
ア

プ

ロ

ー

チ

が

文

学

批

評

に

取
っ

て

代
わ

る

と
い

う
こ

と
は

あ

り

得
な
い

｡

文

学
批
評

は

何

よ

り
も

人

間
的

価
値
を

問
題
に

す
る

も

の

で

あ

り
､

価
値
は

科
学

的

鰯
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方

法
の

能
く

す
る

と
こ

ろ
で

は

な
い

か

ら

で

あ
る

｡

わ

れ

わ

れ

は
､

エ

ド

ワ

ー

ド
･

ス

タ

ン

キ

ゲ
ィ

ツ
(

E
P
弓

弓
a

S
t

P
ロ

吋
岩

.

旦
r

n

且

の

次
の

こ

と
ば

を

忘
れ

て

は

な

ら

な
い

で

あ

ろ

う
｡

｢

…

…

独

創
的
な

詩
編
の

理

解
と

解
釈
は

､

分

析
者
の

あ

の

洞

察
と

直

観
の

問
題
で

あ

る
｡

わ
れ

わ

れ

の

分

析
の

対

象
ほ

､

常

に

暫
定
的

な

性

質
し
か

持
ち

得
な
い

わ

れ

わ

れ

の

記

述
よ

り

も

広
大
な

も
の

で

あ

る

以

上
､

い

か

な
る

分

析

皇
不
全

な

も
の

と

畑

ほ

な

り

得
な
い

｡

ま

た
､

分

析
は

芸
術
作
品
そ

の

も
の

の

も

た

ら

す

美
的

､

情
緒
的
感
動
に

取
っ

て

代

わ

る

こ

と

は

で

き

な

い
｡

+

(
へ

E
口
内

已

賢
○

∽

昌
一

t

F
e

望
H

瓦
呵

○
{

タ
ロ

e
t
i

O

r
P

ロ

甲

β
P

粥
e

㌧

毎
ミ
缶

礼

讃

ト
P
→

ぢ
g

貞
Q

e

巴
t

e

P

b

叫

→
.

S
e

訂
○

打
)

(

一

橋
大

学

助

教

授
)




