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+
叩

沖

サ

《

研

究
ノ

ー

ト
》

ド

ブ

ロ

リ
ュ

ー

ボ

フ

に

お

け
る

国
民
文
学
像

藤

井

一

行

一

九
世
紀
ロ

シ

ア

で

は

文
学
批
評
上

の

価
値
基

準
の

ひ

と

つ

と

し

て

ナ
ウ

ー

一F
′

ス

チ

｢

国
民

性

望
勺
○

ヒ
ー

O

C
T

ヱ

と
い

う
概
念
が

し
ば

し
ば

用
い

ら

れ
､

そ
の

ナ

P

-

▲F
ヌ

イ

よ

う
な

価
値
を

実
現
し

え
て

い

る

文
学
作
品
や

作
家
に

｢

国
民

的

莞
勺

?

l

召
巳

空

と
い

う

形
容
語
が

冠
せ

ら

れ
る

｡

こ

の

概
念
は

多
く
の

ば

あ
い

､

具
体
的
な

社
会
的

･

文
化
的
状
況
に

か

か

わ
る

l 一

定
の

問
題
認
識
を

媒

介

と

し
て

発
想
さ

れ
､

一

定
の

問
題
状
況
の

も

と
で

要
請
さ

れ

て

い

る

と

意

(

l
)

識
さ

れ

た

国
民

文
学
と
い

う
も
の

の

内
容
や

性
棉
を

あ

ら
わ

し

て

お

り
､

そ
の

内
容

､

そ
こ

に

表
現
さ

れ

る

国
民

文
学
像
は

一

九

世
紀
を

通
じ

て

は

な

は
だ

多
様
で

あ

る
｡

ロ

シ

ア

に

｢

国
民

性
+

と
い

う
概
念
を

は

じ

め

て

導
入

し

た
の

は

P
･

グ
ヤ

ー

ゼ

ム

ス

キ

ー

(

一

七

九
二

-

⊥

八
七

八
)

で

あ

る

と
い

わ
れ

る

が
､

そ

れ

は

フ

ラ

ン

ス

語
の

n

邑
-

○

ロ

巴
-

t

か

の

訳
語
と

(

2
)

し
て

で

あ
っ

た
｡

一

九
世
紀
の

前
半
に

は

｢

国
民

性
+

は

主
と

し
て

民

族

の

独

自
的
性
稗
を

意
味
す
る

概
念
と

し

て

用
い

ら

れ

る

が
､

五

〇
年
代
に

は
チ

エ

ル

メ

イ
シ

ュ

フ

ス

キ

ー
､

ド

ブ
ロ

リ
ユ

ー

ボ

フ

に

よ
っ

て

ま
っ

た

く
新
し
い

内
容
が

こ

の

概
念
に

導
入
さ

れ
､

そ
れ

が

主
要
な

意
義
を

か

く

と

く

す
る

に

い

た

る
｡

し

か

し
､

一

九
世
紀
前
半
に

お

い

て

も
｢

国
民

性
+

概
念
は

決
し
て

一

義
的
で

は

な
い

｡

こ

と
に

､

民
族
の

独

自
的
性
格
を

具

体
的
に

民
族
の

い

か

な

る

部
分
の

い

か

な
る

資

質
に

み
い

だ

す
か

､

文
学

に

お

け
る

｢

国
民

性
+

の

実
現
を
い

か

な
る

方
途
で

は

か

ろ

う
と

す
る

か
､

の

諸
点
に

注
目

す
る

と
､

論
者
に

よ
っ

て

見
解
は

一

様
で

は

な
い

｡

デ
カ

ブ

リ

ス

ト

文
学
者
の

ア

レ

ク

サ

ン

ド

ル

･

ベ

ス

ト
ウ

ー

ジ
ェ

フ

(

一

七

九
三

-
一

八
三

七
)

は

『

ロ

シ

ア

に

お

け

る

旧

新
の

文
学
の

概
観
』

(

一

八
二

三

年
)

､

『

一

八

二

四

年
お

よ

び
一

八
二

五

年
初
頭
の

ロ

シ

ア

文

学
の

概
観
』

(

一

八
二

五

年
)

､

『

N
･

ボ
レ

ブ
オ

イ
の

長

編

小

説
｢

主
の

墓
の

か

た

わ

ら

に

て
+

に

つ

い

て
』

(

一

八
三

三

年
)

な

ど
の

諸
論
文
で

､

フ

ォ

ン

ブ
イ

ー

ジ

ン
､

ジ

ェ

ル

ジ

ャ

ー

ダ
イ

ン
､

ク

ル

イ
ロ

ー

フ
､

グ

リ

ポ
エ

ー

ド
フ

の

諸
作
品
に

｢

国
民
性
+

を

み
い

だ

し
､

あ

る
い

は
そ

れ

ら

の

作
家
や

作
品
を

｢

国
民

的
+

と

評
し

て

い

る
｡

こ

の

ば

あ
い

､

ベ

ス

ト

ウ

ー

ジ
ェ

フ

は

｢

国
民

性
+

の

も
と

に

主
と

し

て

言
語

･

精
神

･

習
俗
な

ど

の

面
で

の

ロ

シ

ア

民

族
固
有
の

諸
特
徴
の

文
学
に

お

け
る

発
現
を

理

解

し

て

い

る
｡

ベ

ス

ト
ウ

ー

ジ

ェ

フ

に

お

け
る

｢

国
民

性
+

概
念
は

当
代
の

ロ

シ

ア

の

文

化
･

文
学
状
況
に

つ

い

て

の
一

定
の

問
題
認
識
を

媒
介
と

し

て

い

る
｡

『

一

八
二

四

年
お

よ

び
一

八
二

五

年
初
頭
の

ロ

シ

ア

文

学
の

概

観
』

で
､

彼
は

｢

わ

れ

わ

れ

は

他
国
人
に

育
て

ら
れ

､

､
､

､

ル

ク

と

と

も

に

無
国
民

性

(

紆
山

喜
p
O

盲
O
C

T

F

)

と

異
国
の

も

の

の

み
へ

の

驚
嘆
を

吸
い

こ

ん

だ
+

と

の

ぺ

､

｢

わ
が

国
に

は

批
評
は

あ

る

が

文

学
は

な
い

+

と

断
じ

(

3
)

て

い

る
｡

そ
こ

か

ら

も

推
察
し

う
る

よ

う
に

､

彼
は

当

代
の

ロ

シ

ア

の

文

〝

′

学
界
が

総
じ

て

独

創
性
に

乏
し

く
､

自
主
性
に

欠
け

て

い

る

と

見
な

し
､

即
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そ

の

事
態
が

主
と

し
て

外
国
文
化
の

盲
目
的
模
倣
に

よ
っ

て

も

た

ら
さ

れ

た

と

考
え

る
｡

し

か

し
て

､

ベ

ス

ト
ウ

ー

ジ

エ

フ

は
､

状
況
を
こ

と

に

す

る

異
国
の

文
化
へ

の

盲
従

を

や

め
､

ロ

シ

ア

文
学
が

｢

白
己
の

軌
道
に

の

(

4
)

り
+

､

｢

ロ

シ

ア

的
に

書
く
+

こ

と

を

期
待
す
る

｡

か

く

し
て

､

ベ

ス

ト
ウ

ー

ジ
ェ

フ

に

お
い

て

は
､

外
国

模
倣
か

ら

解
放
さ

れ
た

自
主
的
な

国
民

文

学
と
い

う
も
の

を

民

族
の

独
自
的
な

も
の

の

表
現
に

よ
っ

て

形
成
し

ょ

う

と

志
向
し
て

い

た
､

と

言
い

う
る

で

あ

ろ
ゝ

つ
｡

し

か

し
､

同
時
に

注
意
さ

る
ぺ

き

は
､

デ
カ

ブ

リ

ス

ト

た

る

彼
は
ル

イ
レ

ー

エ

フ

と

同
様
に

､

そ

の

市
民

的
愛
国
主
義
の

見
地
か

ら

す
る

理

想
的
資
質
を
ロ

シ

ア

民

族
の

独

自

性
と

し
て

と

ら

え
､

も
っ

ぱ
ら

民
族
の

英
雄
的
過
去
を

題
材
と

し
て

主
観

主
義

･

ロ

マ

ン

主
義
的
方

法
に

よ
っ

て

そ

の

国
民

文
学
を

創
造
せ

ん

と

意

図
し

た

よ

う
に

み

え

る
､

と
い

う
こ

と
で

あ
る

｡

ア

レ

ク

サ
ン

ド
ル

･

プ

ー

シ

キ

ン

(

一

七

九

九

-
一

八

三

七
)

は
､

文

学
に

お

け
る

｢

国
民

性
+

と
い

う
も
の

を
､

自
然
的

･

社
会
的

･

宗
教
的

諸
条
件
に

よ
っ

て

形
成
さ

れ

る

民

族
の

独
自
の

習
俗

･

精
神

･

感
覚
の

文

学
へ

の

お

の

ず
か

ら

な
る

発
現
と

し
て

理

解
す
る

(

『

文

学
に

お

け

る

国

民

性
に

つ

い

て
』

､

一

八
二

五

年
)

｡

彼
は

､

自
民

族
の

生

活
に

題
材
を

も

と

め

た

り
､

外
国
語
の

使
用
を

避
け

れ

ば

文
学
の

｢

国
民

性
+

は

達
成
さ

れ

る

と

す
る

見
解
に

は

反
対
し

､

他
国
に

題

材
を

と
っ

て

も
､

外
国
語
を

(

5
)

用
い

て

も

作
者
を

通
し
て

｢

国
民
性
+

は

発
現

す
る

と

主
張
す
る

｡

し
か

し
､

プ

ー

シ

キ

ン

に

お
い

て

は

そ
の

｢

国
民

性
+

概
念
や

｢

国
民

性
+

論

は
､

.
べ

･
ス

ト
ウ

ー

ジ
J

フ

や
ベ

リ
ン

ス

キ

ー

の

ば

あ
い

と

こ

と

な

り
､

特

定
の

問
題
認
識
を

媒
介
と

し
て

は
い

な
い

よ

う
に

み

え

る
｡

彼
は

､

右
の

二

人
の

よ

う
に

自
国
に

文
学
が

不

在
だ

と
は

考
え

な
い

し
､

異
国

文
化
へ

の

盲
目
的
な

依
存
を

み
い

だ

し

も

し

な
い

｡

む

し

ろ
､

自
国
の

文
化
の

発

指月
じ

展
に

は

模
倣
す
ら

も

必

要
だ

と

考
え
て

い

る

き

ら

い

が

あ

る

(

『

わ

が

文

学
の

歩
み

を
お

く

ら
せ

て

い

る

諸

原
因
』

､

一

八
二

四

年
)

｡

プ

ー

シ

キ

ン

は

文
学
の

自
主
性
や

独
自
性
と
い

う
も
の

を
こ

と
さ

ら
に

必

要
祝
す
る
こ

と

を

し

な
い

｡

プ
ー

シ

キ

ン

は
､

｢

国
民

性
+

は

お
の

ず
と

文

学

作

品
に

に

じ

み

で

る

普
遍
的

資
府
只

で

あ

る

と
し

か

考
え

て

い

な

い

｡

し

た

が
っ

て
､

彼
は

外
国
依
存
か

ら

解
放
さ

れ
た

自
主
的
な

国
民

文
学
の

形
成
と

い

う
志
向
は
い

だ
い

て

い

な

か
っ

た

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

し

か

し
､

プ

ー

シ

キ

ン

は

別
の

意
味
で

の

国
民

文

学
の

形

成

を

も

と

め
､

み

ず
か

ら

そ

の

実
現
の

た

め

に

努
力
す
る

｡

そ

れ

は
､

彼
の

こ

と

ば

を
か

り

れ
ば

｢

シ

ェ

イ

ク

ス

ビ

ア

方
式
+

に

も

と
づ

く

文
学

､

す
な

わ

ち

リ

ア

リ
ズ

ム

文
学
に

ほ

か

な

ら

な
い

｡

プ
ー

シ

キ

ン

は

『

ポ

リ
ス

･

ゴ

ド

ゥ

ノ

フ
』

へ

の

序
文
草
稿
(

一

八

三

〇

年
)

や

『

国
民

的

戯

曲

論
』

(

一

八
三

〇

年
)

に

お
い

て
､

ラ

シ

ー

ヌ

の

｢

宮
廷
的
+

悲
劇
に

し
ば

し
ば
シ

ェ

イ

ク

ス

ピ

ア

の

｢

国
民

的
+

悲
劇
を

対

置
し

､

後
者
を
ロ

シ

ア

に

確
立

す
る

こ

と
の

重

要
性
を

主
張
す
る

｡

こ

の

ば

あ
い

の

｢

国
民

的
+

の

意
味

は

彼
が

『

文
学
に

お

け

る

国
民
性
に

つ

い

て
』

に

お
い

て

の

べ

た

そ
れ

と

は

内
容
を
こ

と

に

し
､

も

と

も

と

国
民

大
衆
の

あ
い

だ

で

生

ま

れ
､

国
民

大
衆
や

そ

の

こ

と

ば

を

白
由
に

作
品
に

も
り

こ

み
､

故
に

国
民

大
衆
に

も

理

解
さ

れ
､

享
受
さ

れ

る
､

と
い

っ

た

意
味
で

あ
る

｡

し

か

し
､

こ

の

さ

い

の

プ

ー

シ

キ

ン

の

主

張
の

核
心

は

な

に

よ

り

も

創
作
方
法
の

問
題
に

あ

り
､

彼
の

言
う
｢

国
民

的
+

悲

劇
の

本

質
は

今
日
の

い

わ

ゆ

る

リ

ア

リ
ズ

ム

(

彼
は

｢

シ

ェ

イ

ク

ス

ビ

ア

方

式
+

な
い

し

｢

真
の

ロ

マ

ン

主

義
+

と

呼

ん

で

い

る
)

に

あ
っ

た

と

考
え

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
｡

『

ポ

リ

ス

･

ゴ

b

叫

ヤ
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紳
ド
ゥ

ノ

フ
』

は

プ

ー

シ

キ
ン

自
身
の

そ
の

よ

う
な

国
民
文
学
の

創
造
へ

の

最
初
の

実
験
で

あ
っ

た
｡

ダ
イ

サ

リ

オ
ン

･

ペ

リ
ン

ス

キ
ー

(

一

八
一

一

-
一

八

四

八
)

に

お
い

て

も
､

文
学
に

お

け

る

｢

国
民

性
+

と
い

う
概
念
は

彼
が

そ

の

批
評
活
動

で
一

貫
し
て

重

要
視
す
る

も
の

の

び

と
つ

で

あ
る

｡

彼
は

｢

国
民
性
+

を

二

つ

の

次
元
で

と

ら

え

る
｡

第
一

は
､

民
族
の

既
成
の

特
殊
的
資
質
(

生

活
･

思

考
･

感

覚
)

を

意
味
し

､

第
二

は
､

彼
が

｢

絶
対

的
国
民
性
+

と

名
づ

け
る

(

『

文

学

的
空

想
』

)

も
の

で
､

ロ

シ

ア

に

は
い

ま

だ

形
成
さ

れ

て

い

な
い

と
こ

ろ
の

未
知
の

民
族
精
神
(

｢

ロ

シ

ア

的
理

念
+

と

か

ロ

シ

ア

独

白
の

思

想
)

を

意
味
し
て

い

る
｡

文
学
の

｢

国
民

性
+

は
､

し
た

が

っ

て
､

第
一

に
､

既
成
の

民

族
の

生

活
を

反
映
す
る

と

き

に

達

成
さ

れ

る
｡

こ

の

さ
い

､

注
意
す
べ

き
こ

と

は
､

ベ

リ
ン

ス

キ

ー

が

民
族
の

生

活

の

反
映
は

あ

く

ま
で

リ
ア

リ

ス

テ

ィ

ッ

ク

に

な

さ

れ

ね

ば

な

ら

な
い

､

と

力
説
し

て

い

る
こ

と
で

あ
る

｡

題
材
や

表
現
手

段
に

力
点
を
お

き
､

方
法

を

顧
慮
し

な
い

作
品
は

｢

国
民

的
+

で

は

な

く

｢

平
民
的
+

で

あ
る

と

し

て

彼
は
こ

れ

を

し

り

ぞ

け
る

｡

第
二

に
､

文
学
の

｢

国
民
性
+

は
､

教
育

の

普
及
に

よ
っ

て

や

が

て

ロ

シ

ア

に

｢

絶
対

的
国
民
性
+

が

形
成
さ

れ

る

と

き

に
､

文
学
作
品
の

対

象
や

内
容
に

か

か

わ

り

な

く
お
の

ず
と

実
現
さ

れ

る
｡

そ

し
て

､

ベ

リ
ン

ス

キ

ー

に

お
い

て

は

前
者
の

｢

国
民
性
+

は

後

者
を

欠
く

特
殊
状
況
下
で

の

当
面
の

代
替
物
と

し
て

意
味
づ

け

ら
れ

て
い

る
｡

ペ

リ
ン

ス

キ

ー

の

｢

国
民

性
+

概

念
も
ベ

ス

ト

ウ

ー

ジ
ェ

フ

の

ば

あ

い

と

同
様
に

､

主
と

し
て

ピ

ョ

+

ト
ル

改
革
以

降
の

ヨ

一

口

ァ

パ

化
の

過

程
で

生

じ
､

彼
の

時
代
に

も

存
続
し
て

い

る

と
さ

れ
る

と

こ

ろ

の

文
学
界

の

問
題

性

-
模
倣
性
や

無
性
櫓
性
と
い

う

1
の

認
識
お

よ

び

文
学
に

お

け

る

自
主
性
の

確
立
へ

の

志
向
に

発
し
て

い

る

と

み

ら

れ

る
｡

そ

し

て
､

ベ

リ
ン

ス

キ

ー

も

ま

た

自
主
性
の

確
立

の

方
途
を

民
族
の

独
自
的
な

も
の

の

発
現
に

も
と

め

よ

う
と

す
る

の

で

あ

る
｡

彼
の

｢

国
民

性
+

論
は

､

自
主
的

､

独
自
的
で

あ

る
こ

と

を

基
本
的
性
格
と

す
る

と
こ

ろ
の

国
民

文

学
の

形
成
へ

の

要
求
を

意
味
す
る
の

で

あ
り

､

そ

の

｢

国
民
性
+

概
念
の

二

種
の

内
容
は

､

同
時
に

､

創
造
さ

る
べ

き

国
民
文
学
の

二

つ

の

次
元
で

の

内
容
を

意
味
し
て

い

る
､

と

考
え

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

ニ

コ

ラ

イ
･

ド

ブ
ロ

リ
ユ

ー

ポ

フ

(

一

八

三

六

-
一

八

六
一

)

は

｢

国

民
性
+

概
念
に

ま
っ

た

く

新
し
い

内
容
を

導
入

す
る

｡

｢

国
民

性
+

は

従

来
と

同
様
に

民
族
の

独
白
的
性
格
を

も

意
味
す
る

が
､

そ

れ

以

上
に

､

国

民
的
立
場
と

旦
一

日

う
べ

き

も
の

を

意
味
す
る

に

い

た
る

｡

ド
ブ
ロ

リ
ユ

ー

ポ

フ

は

『

A
･

Ⅴ
･

}

リ
ソ

ォ

フ
』

な
る

評

伝
(

一

八
五

八

年
)

に

お
い

(

8
)

て

コ

リ

ツ
ォ

フ

を

｢

偉
大
な

国
民
的
詩
人
+

と

呼
ぶ

が
､

そ
れ

は
コ

リ

ツ

ォ

フ

が

｢

ロ

シ

ア

的
な

魂
を

も

ち
､

ロ

シ

ア

的
な

感
情
を

も

ち
､

国
民
の

生
活
に

親
し

く

通
じ
て

い

る

ま
っ

た

く
ロ

シ

ア

的
な

人

間
+

で

あ

る

が

ゆ

え

の

み

な

ら

ず
｢

国
民
の

生

汚
を

生

き
､

国
民
の

生

活
に

完
全
な

共
感
を

も
っ

た

人

間
+

で

あ
る

が

ゆ

え

で

あ

る

(
H

-

蓋
か

-
主
に

｡

ド

ブ
ロ

リ
ユ

ー

ポ
フ

の

｢

国
民
性
+

概
念
の

新
し
い

内
容
は

右
の

後
者
の

部
分
に

よ
っ

て

示

唆
さ

れ
て

い

る
｡

ド
ブ
ロ

リ
ユ

ー

ボ

フ

は
コ

リ

ツ
ォ

フ

が

は

じ

め
て

｢

其
の

ロ

シ

ア

的
人

間
､

わ

が

平
民
の

其
の

生

活
を

あ

り
の

ま

ま
に

示
し
た
+

と
の

べ

る

(

Ⅰ
〉

云
○
)

｡

こ

こ

で

彼
は

｢

真
の
ロ

シ

ア

的
人

間
+

が

｢

わ

が

平
民
+

に

あ
る

(

リ
ソ

と
い

う
見
解
を

示
し

て

い

る
｡

す
な

わ

セ

国
民
大
衆
こ

そ
が

民

族
的
に

肝
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独
自
な

資
質
を

真
に

体
現
し

て

い

る

と

彼
は

考
え
る

の

で

あ

る
｡

『

ロ

シ

ア

文
学
の

発
展
へ

の

国
民
性
の

参
与
の

程
度
に

つ

い

て
』

(

一

八

五

八

年
)

に

お
い

て

は
､

ド

ブ
ロ

リ
ユ

ー

ギ
ア

は

次
の

よ

う
に

の

ぺ

る
｡

｢

根
本
的
ロ

シ

ア

は
､

賢
人

諸
君

､

わ

れ

わ

れ
や

諸
君
に

あ

る

の

で

は

な
い

｡

わ

れ

わ
れ

が

立
っ

て

い

ら

れ

る

の

は
､

び

と

え
に

､

わ

れ

わ

れ
の

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

足
の

下
に

固
い

地

盤
が

あ

る

か

ら

だ

-
そ

れ

は
､

す
な
わ

ち
､

真
の

ロ

シ

ア

の

国
民
で

あ

る
｡

わ

れ

わ

れ

は

自
分
白
身
と

し
て

は
､

偉
大
な
ロ

シ

ア

国
民
の

ま
っ

た

く

と
る

に

た

ら

な
い

一

部
を

な

し

て

い

る

に

す
ぎ

な

い

｡

+

(

I
H

N

山

ご

(

圏

点

引
用

者
)

]
ノ

ロ

ー

ト

こ

の

よ

う
に

､

ド

ブ
ロ

リ
ユ

ー

ボ

フ

に

お
い

て

は

｢

国
民
+

と

は
､

民

族
の

圧
倒
的
部
分
を

構
成
し
､

民
族
の

生

存
を

支
え
る

と
こ

ろ
の

､

し

か

し

民

族
の

内
部
に

あ
っ

て

は

被
支
配
的
地

位
に

お

か

れ

て

い

る

と
こ

ろ
の

人
々

を

な
に

よ
り

も

意
味
し
､

か

つ
､

そ
の

よ

う

な

国
民

大
衆
こ

そ

が

民

族
の

其
の

代
表
者
と

し
て

と

ら

え

ら

れ
て

い

る
｡

そ

し
て

､

ド

ブ
ロ

リ
ニ

ー

ポ

フ

に

と
っ

て

重

要
な
こ

と

は
､

人

類
な
い

し
ヨ

一

口

ァ

パ

世
界
の

な

か

で

の

ロ

シ

ア

民

族
の

運
命
よ

り

も
､

民

族
内
部
で

の
､

民

族
を

代
表
す

る

と

さ

れ
る

勤
労
国
民

大
衆
の

運

命
に

ほ

か

な

ら

な
い

｡

ド
ブ

ロ

リ

ユ

ー

ポ

フ

は

『

ピ

ョ

ー

ト
ル

大
帝
の

治

世
の

初

年
』

(

一

八

五

八

年
)

や

『

ジ
ュ

レ

プ

ツ

ォ

フ

氏
著
の

ロ

シ

ア

の

文

明
』

(

一

八
五

八

年
)

な

ど
の

諾
論
文
で

ピ

ョ

ー

ト
ル

大
帝
の

改
革
に

つ

い

て

論
じ

て

い

る
｡

彼
は
こ

の

改
革
が

｢

国
民
の

現

実
的
要
求
と

志
向
+

に

よ
っ

て

な

さ

れ

た

も
の

と

と

ら
え

(

H

I

H
､

宗
)

､

そ

れ

が

国
民
の

眼
を

聞
か

せ
､

世

界

に

は
ロ

シ

ア

と

ち
が

っ

た

｢

正

し

く

規
定
さ

れ

た

生

活
関
係
が

あ

る

こ

と

を

気
づ

か

せ
､

そ

の

摂
取
に

と

り

か

か

ら
せ

た
+

点
に

大
き

な

意
義
を

認

め

る

(

H

l
I

-

-

-

¢

-
-

N

O
)

｡

し

た

が
っ

で
､

彼
は

､

ピ

ョ

ー

ト
ル

改

革
が

朗
β

U

ロ

シ

ア

の

民
族
的
利
益
に

反
し

､

ロ

シ

ア

の

歴
史
的
発
展
を

阻
害
し

た

と

い

っ

た

た

ぐ
い

の

ス

ラ

グ

主
義
者
の

見
解
を
し

り

ぞ

け

る
｡

も
っ

と

も
､

ド
ブ

ロ

リ
ユ

ー

ポ

フ

も
､

こ

の

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

化
的
改
革
の

過
程
で

の

皮
相

性
､

模
倣
性
の

発
生

と
い

う
事
実
を

否
認
は

し

な
い

｡

し
か

し
､

彼
は

そ

れ

が

む

し

ろ

必

要
な
こ

と
で

あ
っ

た

と

考
え

る

(

Ⅰ

I
l

-

N

00

山
)

｡

ま

た
､

ペ

リ

ン

ス

キ

ー

と

ち
が

っ

て

ド

ブ
ロ

リ
ユ

ー

ポ

フ

は
､

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

依
存
が

自
己
の

時
代
に

も

存
続
し
て

い

る

と

は

考
え

な
い

｡

も
っ

と
正

確
に

言
え

ば
､

か

り

に

そ

う
し

た

事
態
の

存
在
を

認
め
て

い

た

と

し
て

も
､

そ

の

こ

と

を

問
題
視
し

は

し

な
い

｡

し
た

が

っ

て
､

彼
は

､

ロ

シ

ア

国
民
が

文
化

的
外
国
依

存
か

ら
の

解
放

､

文
化
形
成
に

お

け

る

民

族
的
主
体

性
の

確
立

と
い

う
課
題
に

面
し
て

い

る

と
は

考
え

な
い

｡

彼
に

は
､

チ

エ

ル

メ

イ

シ

ュ

フ

ス

キ

1

と

同
様
に

､

そ

の

意
味
で

は
ロ

シ

ア

の

文
化

･

文
学
は

す
で

に

｢

国
民

的
+

に
､

す
な
わ

ち
､

自
主
的
か

つ

独
自
的
に

な
っ

て

い

る

と

(

9
)

い

う

判
断
が

お

そ

ら

く
あ
っ

た

と

思
わ

れ

る
｡

ド
ブ
ロ

リ
ユ

ー

ボ

フ

は
､

愛
国
主
義
の

重

要
性
を

強
調
す
る

が
､

彼
に

お

け

る

｢

真
の

愛
国
主
義
+

と

は

な

に

よ

り

も

｢

自
分
の

国
の

た

め

に

力
を
つ

く

そ

う
と
い

う
願
望
+

､

｢

で

き

る

か

ぎ

り

多
く

､

で

き
る

か

ぎ

り

よ

く

善

を

な

そ

う
と

い

う

願

望
+

を

意
味
し
て

い

る

(

H

I

I

.
N

窒
)

｡

自
己
の

利
益
の

た

め
に

同
胞
を

搾

取
し

､

欺
む

き
､

害
を

な

す
人

間
は

口

先
で

い

か

に

祖
国
の

栄
光
を

う
ん

ぬ

ん

し

ょ

う
と

も

愛
国
主
義
者
と

は

認
め

ら

れ

な
い

､

と

彼
は

説
く
(

I
H

l
-

N

浣
)

｡

こ

の

よ

う
に

､

ド

ブ
ロ

リ
ユ

ー

ポ

フ

は
､

民

族
の

未
来
や

運
命
と

い

う
も
の

を
､

世
界
に

お

け
る

独
自
的
存
在
と
い

う
次

元
に

お

い

て

で

は

な

く
､

民
族
を

真
に

代
表
す
る

国
民

大
衆
の

い

わ

ば

幸
福
の

問
題
と

し

て

ム

耶

t ㌔
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叫

サ

と

り

あ

げ
る

の

で

あ
る

｡

そ

し

て
､

こ

の

間
題
こ

そ
が

ド
ブ
ロ

リ
ユ

ー

ポ

フ

の

最
大
の

関
心

事
で

あ
っ

た
｡

文
学
に

た
い

す
る

ド
ブ
ロ

リ
ユ

ー

ボ

フ

の

要
求
も
こ

う
し

た

問
題
意
識

か

ら

提
出
さ

れ
る

｡

彼
は

『

闇
の

王

国
に

お

け

る
一

筋
の

光
』

(

一

八

六

〇

年
)

に

お
い

て
､

文
学
作
品
の

価
値
の

尺
度
は

､

そ

れ

が

｢

一

定
の

時

代
と

国
民

の

自
然
的
志
向
+

を

ど

れ

だ

け

表
現
し

て

い

る

か
､

と
い

う
こ

と
で

あ
る

と

の

べ

る

(

く
H

こ
○

ご
｡

ま
た

､

文
学
は

そ

も

そ

も

｢

そ
の

意

義
が

プ
ロ

パ

ガ
ン

ダ

に

存
し

､

そ
の

価
値
が

､

文
学
が

な

に

を
い

か

に

プ

ロ

パ

ガ
ン

ダ

す
る

か

に

よ
っ

て

決
せ

ら

れ

る

と
こ

ろ
の

奉
仕
的
な

力
+

で

あ

り
､

プ
ロ

パ

ガ
ン

ダ

と

は

｢

人

類
の

先
進
的
活
躍
者
に

よ
っ

て

発
見
さ

れ

た

も
の

を

大
衆
の

意
識
に

も

ち
こ

み
､

人
々

の

な

か

に

ま

だ
ぼ

ん

や

り

と

あ
い

ま
い

に

生

き
て

い

る

も

の

を

人
々

に

明

ら

か

に

し
､

説
く
+

こ

と

で

あ

る
､

と

彼
は

考
え
る

(

ノ

占
}

旨
¢

-
レ

岩
)

｡

こ

こ

で
､

ド

ブ

ロ

リ
ユ

ー

ボ

フ

は
､

文
学
が

国
民

大
衆
の

現
実
的
要
求
を

表
現

･

反
映
す
る

と
と

も
に

国
民

大
衆
の

い

わ

ば

潜
在
的
な
士

心

向
の

自
覚

･

意
識

化
を

促
す
こ

と

を

そ
の

最
大
の

課
題
と

し
て

提
起
し
て

い

る
､

と

言
え

よ

う
｡

ド

ブ
ロ

リ
ユ

ー

ポ

フ

の

｢

国
民

性
+

概
念
は
以

上

の

よ

う
な

問
題
認
識

と

課
題
意
識
に

発
し

て

い

る
｡

す
で

に

の

べ

た
よ

う
に

､

彼
は

国
民
大
衆

の

生

活
を

い

わ

ば

共
感
的
に

生

き

る

こ

と

に

｢

国
民

的
+

文
学
の

標
識
を

み
て

い

た
｡

し
か

し
､

文
学
の

｢

国
民

性
+

を

成
立
せ

し

め
る

諸
条
件
は

そ

れ
の

み

に

は
つ

き

な
い

｡

彼
は

『

ロ

シ

ア

文
学
の

発
展
へ

の

国
民

性
の

参
与
の

程
度
に

つ

い

て
』

と
い

う
論
文
で

､

古

代
か

ら
ゴ

ー

ゴ

リ

時
代
に

い

た

る

ま

で

の

ロ

シ

ア

の

文
学
に

彼
の

観
点
か

ら

す
る

｢

国
民
性
+

が

い

か

に

発
現
し

て

い

た

か

の

点

検
を

試
み

る
｡

彼
は

､

ロ

シ

ア

に

お
い

て

文
学
が

国
民

大
衆
と

無
縁
な
も

の

で

あ

る

こ

と

を

問
題
と

す
る

｡

第
一

に
､

人

口

の

九
九

%

以

上

を

占
め
る

人
々

が

新

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

聞
･

雑
誌
を

読
む
こ

と
が

で

き

な
い

｡

そ

れ

は

文
盲

に

よ

る

だ

け

で

な

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

く
､

国
民

大

衆
が

自
己
の

労
働
を

犠
牲
と

し
て

読
者
や

作
家
の

生

命
を

支

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

え

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

と
い

う
理

由
に

よ

る
｡

し

た

が
っ

て
､

こ

の

よ

う

な

状
況
の

も

と

で

は

｢

国
民

的
作
家
+

と
い

う
呼
称
は
無
意
味
で

あ
る

､

と

彼
は

説
く

(
H

H

-
N

N

e
｡

だ

が
､

ド
ブ
ロ

リ

ユ

ー

ボ

フ

に

よ

れ

ば
､

文

学
は

国
民
大
衆
が
こ

れ

を

読
み

え

な
い

と
い

う
意
味
で

国
民

大
衆
に

無
縁

で

あ
る

だ

け
で

な
い

｡

第
二

に
､

文
学
作
品
の

内
容
そ

の

も
の

も

国
民
大

衆
に

無
縁
な
の

で

あ

る
｡

そ
の

さ
い

､

彼
は

作

品
に

お

け

る

見
解

､

志

向
､

共
感

､

見
地
が

国
民

大
衆
の

そ

れ

で

な
い

こ

と
を

念
頭
に

お
い

て

い

る

(

Ⅰ

Ⅰ
〉

N

N

00

)

｡

こ

こ

で
､

ド

ブ
ロ

リ
ユ

ー

ポ

フ

は

国
民
大
衆
に

真
に

享

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

受
さ

れ

る

作
品
を

｢

国
民
的
+

と

見
よ

う
と

し
て

い

る
｡

だ

が
､

国
民

大

衆
に

現
実
に

読
ま

れ
る

と
い

う
意
味
で

の

｢

国
民

性
+

は
､

国
民

大
衆
が

そ

の

よ

う
な

可
能
性
を
か

ち

と

ら

な
い

か

ぎ

り

は

実
現
さ

れ

な
い

｡

し
た

が
っ

て

彼
が

問
題
と

す
る
の

は

主
と

し
て

文
学
の

内

容
に

か

か

わ
っ

て

の

｢

国
民

性
+

で

あ

る
｡

こ

の

面
で

の

彼
の

所
論
を

具
体
例
に

よ
っ

て

観
察

し
て

み

ょ

う
｡

ロ

シ

ア

の
一

八

世
紀
の

文

学
に

は

ド

ブ

ロ

リ
ユ

ー

ボ

フ

は

ま
っ

た

く

｢

国
民

性
+

を

発
見
で

き

な
い

｡

国
民

大
衆
の

出
身
た

る

ロ

モ

ノ

ー

ソ

フ

は

国
民

大
衆
に

共
感
せ

ず
､

庇
護

者
の

た

め

に

詩
作
す
る

｡

彼
が

と

き

に

国
民

大
衆
を

侮
蔑
せ

ぬ

よ

う
説
い

た

と

し
て

も
､

そ

れ

は

抽
象
的
な

徳
と

し

て

で
､

｢

国
民
の

要
求
へ

の

深
い

心

か

ら
の

共
感
+

の

ゆ
え

で

は

な

か

一

･⊥

っ

た

(
H

l
-

N

u

N

-
N

訟
)
｡

い

わ

ゆ

る

｢

風
刺
的
傾
向
+

も

｢

国
民

的
利
益

朗
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の

理

解
に

ま

で

高
ま

ら

な
か

っ

た
+

と
､

ド

ブ

ロ

リ
ユ

ー

ポ

フ

は

見
る

(

H

I

･
N

か
¶

-
N

⊇
)

｡

プ

ー

シ

キ

ン

に

つ

い

て

は

｢

ロ

シ

ア

の

国
民

性
の

形

式
を

き

わ

め
て

み
ご

と

に

会
得
し

た
+

(

圏

点

引

用

者
)

が
､

｢

国
民

性
の

内
容
+

に

は

欠
け
て

い

た

と

し
､

彼
は

次
の

よ

う
に

の

ぺ

る
｡

｢

国
民

性
と
い

う
も
の

を
､

わ

れ

わ

れ
は

所
与
の

地

方
の

自
然
の

美
を

描
き

､

国
民

か

ら

聞
き

と
っ

た

的
確
な

表
現
を

用
い

､

儀
式

､

慣
習
な

ど

を

忠
実
に

提
示

す
る

能
力
と

し
て

の

み

理

解
す
る
の

で

は

な
い
‥

…

真
に

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

国
民
的
な

詩
人

に

な
る

た
め

に

は
､

国

民
の

精
神
に

徹
し

､

そ

の

生

活
を

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

生

き
､

国
民

と

肩
を

な

ら
べ

て

立

ち
､

階
層
的
偏
見

､

書
物
的
教
養
の

い

､

､

､

､

､

､

､

､

ヽ

1

､

1

､

､

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

っ

さ
い

を

す
て

て
､

国
民
が

あ

わ

せ

も
つ

と
こ

ろ
の

素
朴
な

感
情
の

す
べ

て

を

追
体

験
す
る

必

要
が

あ

る
｡

+

(

Ⅰ
Ⅰ

〉

N

告
)

(

圏

点
引

用

者
)

ゴ

ー

ゴ

リ

は

そ
の

す
ぐ

れ
た

作
品
で

｢

国
民

的

見
地
+

に

接
近

し
て

い

る

が
､

そ

れ

は

｢

芸
術
家
的
な

手
さ

ぐ
り
+

に

よ

る

も
の

で

あ
っ

て

自
覚

的
に

で

は

な
か

っ

た

(

Ⅰ
Ⅰ

-

N

ご
)

｡

こ

う
し

て
､

ド
ブ
ロ

リ
ユ

ー

ボ

フ

は
､

コ

リ

ツ
ォ

フ

と
レ

ー

ル

モ

ン

ト

フ

を

除
け

ば
ロ

シ

ア

文
学
は

｢

国
民
の

生

活
+

､

｢

国
民
の

志
向
+

の

表
現
に

な
る

と
い

う
使
命
を

果
た

し

え

な

か
っ

た

と

断
定
す
る

(
I

H

こ
巴
)

｡

し
か

し
､

コ

リ

ツ

ォ

フ

に

つ

い

て

も

ド

ブ

ロ

リ
ユ

ー

ポ

フ

は
ベ

ラ

ン

ジ
ェ

と

対

比

し
て

そ

の

｢

見
解
の

全
面
性
+

の

欠
除

､

｢

平
民

階
叔
+

の

｢

一

般
的
利
益
+

か

ら

の

隔

絶
､

｢

俗

世

的

要

求
+

の

固
執
な

ど

に

不

満
を

示

し

て

い

る

(

Ⅰ

Ⅰ
､

N

巴
)

｡

論
文
『

ベ

ラ

ン

ジ
ェ

の

歌
』

(

一

八
五

八

年
)

で

ド
ブ

ロ

リ
ユ

ー

ポ

フ

は
､

コ

リ

ツ

ォ

フ

に

欠
け
て

い

る

と

し
た

も

の

が

｢

国
民
と

､

国
民
の

真
の

幸
福
へ

の

も
っ

と

も

清
く

正

当
な

変
の

人

道
的
感

情
+

で

あ

る

こ

と

を

示

唆
し

て

い

る
｡

ウ

ク

ラ
イ

ナ

の

農
奴
出
身
の

革
命
的
詩
人
タ

ラ

ス

･

シ
ェ

フ

チ
エ

ン

コ

が

『

コ

ブ

ザ

ー

リ
』

を

発
表
し

た

と

き
､

痕
は
そ

の

筈
評
で

シ

ェ

フ

チ

ェ

ン

▲

射

コ

を

｢

完
全
に

国
民
的
な

詩
人
+

と

呼
び

､

ロ

シ

ア

に

は

彼
に

比

肩
す
る

β

詩
人
が

な

く
､

コ

リ

ツ

ォ

フ

す
ら

お

よ

ば

な
い

と

の

ぺ

る

(

く
H

こ
畠
)

が
､

そ

れ

も

ド

ブ
ロ

リ
ユ

ー

ボ

フ

が

国
民
大
衆
の

社
会
的
自
覚
を

促
す
と

い

う
契
機
を
シ

ェ

フ

チ

エ

ン

コ

に

み
い

だ

し

た

か

ら

だ

と

思
わ

れ

る
｡

以

上

か

ら

知
ら

れ
る

よ

う
に

､

ド

ブ
ロ

リ
ユ

ー

ポ

ア

の

｢

国
民

性
+

概

念
は

､

国
民

大
衆
の

あ

り

の

ま

ま
の

生

活
や

関
心

､

要
求

､

思
考
や

感
情

を

共
感
的

･

追
体

験
的
に

表
現
す
る
こ

と
だ

け
で

な

く
､

ヒ

ュ

ー

マ

ニ

ズ

ム

と
い

う
よ

り

高
い

立

場
か

ら

国
民
大
衆
の

要
求

･

利
益

･

関
心

に
こ

た

ぇ
る

こ

と
､

具
体
的
に

は
､

隷
属
か

ら
の

国
民
大

衆
の

自
己

解
放

､

社
会

の

民
主
主

義
的
変

革
の

必
要
性
へ

の

自
覚
を

喚
起
す
る
こ

と

を

意
味
し

て

い

る
､

と

言
え

よ

う
｡

か

く
て

､

ド

ブ
ロ

リ
ユ

ー

ポ

ア

は

勤
労
大

衆
の

護

民
官
と

し
て

､

国
民
大
衆
に

奉
仕

す
る
こ

と

を

そ
の

基
本
的
性
格
と

す
る

と
こ

ろ
の

国
民

文
学
の

創
造
と
い

う
要
請
を
ロ

シ

ア

で

は

じ

め
て

提
出
し

(

1 0
)

た
の

で

あ
っ

た
｡

こ

の

よ

う
な

国
民
文
学
は
い

う
ま

で

も

な

く

リ
ア

リ

ズ

ム

を

方
法
上
の

不

可
欠
の

条
件
と

し

な

け
れ

ば

な

ら

な

か
っ

た
｡

こ

の

さ

い
､

注
意
す
べ

き

は
､

彼
は

国
民

大
衆
を

理

想
化

､

美
化
し
､

そ
の

欠
陥

に

脹
を

閉
ざ

す
こ

と

を

国
民
大
衆
へ

の

侮
蔑
と

と

ら

え
､

ど

こ

ま

で

も

あ

り
の

ま

ま

に

こ

れ

を

描
出
し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

と

力
説
し

て

い

る

点
で

あ

る

(

『

S
･

T
･

ス

ラ

グ

チ

ン

ス

キ
ー

の

中
編
小

龍
と

短
編
小

説
』

､

一

八

六

〇
年
)

｡

ド

ブ
ロ

リ
エ

ー

ボ

フ

が

期
待
し
た

国
民

大
衆
に

奉

仕
す
る

と
こ

ろ
の

国

民

文
学
の

実
現
は

､

私
見
で

は
一

九

世
紀
末
の

マ

タ

シ

ム

･

ゴ

ー

リ

キ

ー

の

登
場
に

保
た

な

け

れ

ば

な
ら

な
か

っ

た
｡

し

か

し
､

国
民
大
衆
に

現
実

軸

ヰ

や
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れ

や

に

広
く

愛
読
さ

れ

る

と
い

う
事
態
を

含
め

た

意
味
で

の

国
民
文
学
の

出
現

は
さ

ら

に

将
来
の

課
題
と

し
て

残
さ

れ

る
｡

(

1
)

ト

マ

シ

ェ

フ

ス

キ

ー

も

そ

れ

を

示

唆
し

て

い

る
｡

(

∽

.
T

O
少

昌
･

E
e

ロ

宗

邑
)

コ
q

E
宍

≡
-

亡

母
勺

昌
与
甲

C
コ

･)

-

課
○

}

〔

1

マ

ー

ー

ー
ー

N

〕

(

2
)

声

丁

妄
○

骨
e

タ

コ
p

O

ど
e

己
F
一

T
e

O

写
二

義
↑

e

勺
a

↑
t J

竜
写

y

貞
･

▲
昌
コ
岩
】

-

ま
い

〉

n

T

p
･

-

訣
･

(

3
)

コ
○

畠
p

莞
迫

旨
琵
一

声

≡
彗

喜
毒

A
･

訂
∩

↑
せ

貞

富
E
ミ

岩

穴
･

P
F

昌
籍

琶
き

○
→

甲

勺
e

申

B
･

ロ

芳

賀
○

ロ

+

宗
○

)

A
〓

C
C
C
P

こ
→

勺

■

与
∞

∞
.

(

4
)

T
b

岳

宍
e

)

n
T

下

毛
N

･

(

5
)

A
･

コ
q

E

喜
芦

コ
○

毒
O

e

C

O

甘
a

彗
e

3

畠
発
ヨ
畢

P
-

曾

喜
･

T

e

監
《

○
岩

】

最
悪
)

【

讃
♪

→

･
く

)

n

T

p

･
N

い

-
N

斗

.

(

6
)

T

蛋

宍
e

こ
｢

･

く
ー

n

T

マ

ー

ー

!
-

N

い

T
･

Ⅰ

く
)

〔
T

p

+
-

N
.

(

7
)

ベ

ヮ

ン

ス

キ

ー

に

お

け
る

国

民

文

学

像
に

つ

い

て

は

筆

者

は
か

つ

て

書
い

た
こ

と

が

あ

る

の

で
､

こ

こ

で

は

詳

述
を

避

け

る
(

｢

ペ

リ

ン

ス

キ

ー

の

『

国
民

性
』

論
+

､

『

一

橋

論

叢
』

第
四

十

五

巷
第
三

号

所

収
)

｡

(

8
)

〓
･

A
･

臼
○

甘
O

白

岩
n

つ
ロ

C
O

号
音

】

品
C

O

表
記
ヨ
蒜

口

駕
口

当
‡

T

O
,

昌
一
〉

｢
〓
如

き
T
･

H
)

C
T

p

一
念
-

･

以

下
､

本

文
で

は

同
版
の

テ

ク

ス

ト

に

よ

り
､

巻
と

頁
を

そ

れ

ぞ
れ

ロ

ー

マ

数

字
と

ア

ラ

ビ

ア

数

字

で

(

)

内
に

記
す

｡

(

9
)

ユ
･

【

訂
勺

苧
…

-

e

B

n

書
評

∽

芸
e

↑

宍

芯

○

宍
u

竜

岩
岳
H

)

喜
払

-

∞

い

か

｢
-

コ
0

岳
O
n

3

官
員
莞
C

O

表
記
口

邑
)

O
｢

〓
卯

→
･

H
H

H

も
T

p
･

訟
P

(

1 0
)

ペ

リ

ン

ス

キ

ー

も

そ
の

『

ゴ

ー

ゴ

リ

ヘ

の

手

続
』

(

一

八

四

七

年
)

か

ら

明
ら

か

な

よ

う
に

､

ロ

シ

ア

の

民

主

的
変

革
の

た

た

か

い

へ

と

国
民
を

自

覚
さ

せ

る

こ

と

を

文

学
の

重

要
な

任

務

と

し
て

提
起

し
て

い

る
｡

し

か

し
､

彼
は

そ
の

よ

う
な

任

務
を

も
つ

文
学

を

国
民

文

学
と
し

て

意

識
し
て

は
い

な
か

っ

た
｡

チ
ェ

ル

ヌ

イ
シ

ェ

フ

ス

キ

ー

は
F

ブ
ロ

リ
ユ

ー

ポ

フ

と

ほ

ぼ

同

様
の

国

民

文

学
像
を
い

だ
い

て

い

た

と

思
わ

れ

る

が
､

そ
の

点
で

の

論

及

が

乏

し

い

(

『

ロ

シ

ア

文

学
の

ゴ

ー

ゴ

リ

時
代

概

観
』

第

九

論

文
､

『

凍
誌

寸
評
』

一

八

五

六

年
五

月
な

ど

参
照
)

｡

(

一

橋
大
学

大

学

院
元

学

生
)




