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デ
フ

ォ

一

研
究
の

意
義
と

方
法
に

つ

い

て

坂

井

晴

彦

一

二

つ

の

立

場

ダ
ニ

エ

ル

･

デ

フ

ォ

ー

の

小

説
を

､

イ

ギ

リ

ス

近

代
小

説
の

一

起
点

と

し
て

重

視
す
る

見
解
は

､

近

年
主
と

し

て
､

ア

ー

ノ

ル

ド
･

ケ

ト
ル

､

イ

(

1
)

ア

ン

･

ウ

オ

ッ

ト
､

A
･

D
･

マ

フ

キ

ロ

ッ

プ

等
の

研
究
を

通
じ

て

定

説

化
し
た

と

思
わ

れ

る

が
､

こ

れ
ら

の

諸
研
究
は

､

単
に

デ
フ

ォ

ー

の

小

説

の

み

な

ら

ず
､

政
治

､

宗
教

､

経
済
そ

の

他
､

人

間
活
動
の

広
範
た

故
城

を

論
題
と

す
る
お

び

た
だ

し
い

そ
の

著
作
と

､

デ
フ

ォ

ー

そ

の

人
の

､

商

人
､

非
国
数

徒
､

政
府
の

密
偵

､

ジ

ャ

ー

ナ
リ

ス

ト

等
と

し

て

の

活
動
を

も

考
察
の

対

象
と

す
る

と

共
に

､

十
七

､

八

世
紀
全
般
の

思
想

的
社
会
的

背
景

､

特
に

､

近

代
市
民

社
会
の

勃
興
と

､

現
実
主
義
合
理

主
義
精
神
の

発
展
と
の

密
接
な

関
連
に

放
て

､

デ
フ

ォ

ー

を

把
握
せ

ん

と

す
る

も
の

で

あ

る
｡

こ

の

立
場
は

､

｢

歴
史
的
+

｢

社
会
学
的
+

視
点
を

強
調

す
る

も

の

(

2
)

と

云

え

よ

う
｡

こ

れ
に

対

し
､

デ
フ

ォ

ー

の

小

説
を

､

文
学
そ

の

も
の

の

内
在
的
価
値

に

て

ら

し
､

独
立
し

た

文
学
作
品
と

し
て

評
価
せ

ん

と

す
る

立

場
に

あ
っ

甘

(

呈
)

て

は
､

見
解
が

大
き

く

別
れ

て

い

る

よ

う
で

あ

る
｡

先
ず

､

否
定
的
見
解

加

の

代
表
者
と

し
て

は
､

そ

の

影
響
力
の

大
き
さ

か

ら

見
て

､

F
･

R
･

リ

(

4
)

-

ダ
イ

ス

が

あ

げ
ら

れ

よ

う
｡

彼
は

､

『

大
い

な

る

伝
統
』

の

中
で

､

と

い

う
よ

り
､

わ

ず
か

に

脚
註
の

形
で

､

前
代
の

デ
フ

ォ

ー

裁
断
者
レ

ズ

リ

ー

･

ス

テ
イ

ー

グ
ン

を

全
面
的
に

支
持
し

､

デ

フ

ォ

ー

の

影
響
は

､

た

か

だ

か
､

十
九
世
紀
の

｢

荒
唐
無
稽
な
コ

ン

ト
+

ま

た

は
｢

似
非
道
徳
物
語
+

作
者
に

及
ん

で

い

る

に

す
ぎ

な
い

と

酷
評
し

て
､

厳
格
主
義
者
ぶ

り

を

発

揮
し
て

い

る
｡

一

方
､

デ

フ

ォ

ー

の

小

説
を

肯
定
的
に

評
価
す
る

者
と
し

て

は
､

E
･

(

5

)

凹
･

フ

ォ

ー

ス

タ
ー

､

Ⅴ
･

ウ

ル

フ
､

Ⅴ
･

S
･

プ

リ

チ

ェ

ア

ト

等
が

お

り
､

彼
等
は
い

ず
れ

も
､

純
文
学
的
立

場
か

ら
､

デ

フ

ォ

ー

の

描
き

出
す

人

間
像

､

そ
の

表
現

法
に

､

現
代
的
意
義
を

見
出
し

て

い

る
｡

わ

れ

わ

れ

が
､

日

本
人

研
究
者
と

し

て
､

デ
フ

ォ

一

に

ア

プ

ロ

ー

チ

す

る

場
合

､

第
一

の
､

歴
史
的

､

社
会
学
的
立

場
よ

り

す
る

研
究
に

つ

い

て

は
､

西

洋
近

代
文
化
の

わ

れ

わ

れ
に

及
ぼ

す
影
響
の

広
さ

､

深
さ

を

思
え

ば
､

そ
の

重

要
性
は

云

う
ま
で

も
な

く
､

ま

た
､

そ

れ
が

､

デ

フ

ォ

一

研

究
の

必

然
的

一

面
と

な

る
こ

と

も
､

後
述
す
る

如
く

､

是
認
与

れ
る

で

あ

ろ

う
｡

問
題
は

､

第
二

の

立

場
､

つ

ま

り
､

デ
フ

ォ

ー

の

小

説
を

､

単
な

る

文

化
史
研
究
の

一

資
料

､

小

説
史
中
の

｢

一

コ

マ

+

と

し
て

で

は
な

く
､

独

立
し

た

文
学
作
品
と

し

て

も

研
究
し

う
る

か

香
か

で

あ

る
｡

鑑
賞
と

不

即

不

離
の

関
係
に

あ

る

文
学
研
究
が

､

知
識
の

吸

収
と

紹
介
に

と

ど

ま

り
､

現
代
に

生
き

る

研
究
者
に

何
等
の

興
味
と

関
心

を
い

だ

か
せ

ぬ

な

ら

ば
､

小

説
を

小

説
た

ら

し

む

る

本
質
的
必

要
条
件

-
読
者
に

文
学
的
興
味
と

幹

噸
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感
動
を

喚
起
さ

せ

る

要
素

-
-

を

全
然
と

も

な
わ

ぬ

小

説
を

研
究

す
る

こ

と

は

ナ
ン

セ

ン

ス

で

あ

ろ

う
｡

デ
フ

ォ

ー

の

小

説
が

､

文
学
作
品
と

し
て

も
､

わ

れ

わ

れ
日

本
人

研
究
者
に

訴
え
る

要
素
を

含
む
か

香
か

が

先
ず
検

討
さ

れ

ね

ば

な

ら

な
い

｡

た

だ
､

そ
の

場
合

､

如
何
な

る

価
値
判
断
の

基
準
に

従
っ

て
､

デ
フ

ォ

ー

の

小

説
を

評
価
す
べ

き

か
､

如
何
な

る

内
容
の

興
味
と

問
題
が

提
起
さ

れ

る

か
､

又
､

如
何
な
る

方
法
に

よ

れ

ば
､

そ
の

興
味
と

問
題
を

文
学
的

研
究
の

対

象
と

し

う
る

か

も
､

同

時
に

明
ら

か

に

さ

れ
ね

ば

な

ら

ぬ

で

あ

ろ

う
｡

特
に

､

デ
フ

ォ

ー

と

は

約
二

世
紀
の

時
間
を
へ

だ
て

､

異
質
の

空

間
的
文
化

的
環
境
の

中
に

生

き
､

明
治
以

来
の

日

本
近

代
文
学
を

吸

収
し

て
､

意
識
的
無
意
識
的
に

小

説
鑑
賞
の

姿
勢
と

評
価
基
準
を

身
に

つ

け
て

き

た

わ

れ

わ

れ

に

と
っ

て

は
､

は

じ

め

て

デ

フ

ォ

ー

の

小

説
に

接

す
る

時
､

英
米
研
究
者
と

は

異
な
る

違
和
感
と

抵
抗
の

生

ず
る

事
も

､

評
価
に

際
し
て

無
視
し

え

ぬ

事
実
で

あ
る

｡

本
稿
に

於
て

は
､

第
二

の

立

場
を

重

視
し
っ

つ

､

こ

れ

ら
の

問
題
を

考

(

6
)

察
し

､

第
一

の

立

場
と
の

関
係
を

､

ご

く

概
括
的
に

調
べ

て

み
た
い

｡

(

デ

フ

ォ

ー

の

小

説
の

詳

し
い

内

容
と

､

そ

れ

に

関

す
る

具

体

的
な

私

(

7
)

見

は
､

近

く
別
の

機

会
に

発

表

す

る

こ

と

に

な
っ

て

い

る

の

で
､

本
稿

は
､

研

究
の

成

果
と

し
て

で

は

な

く
､

パ

ー

ス

ぺ

ク

テ

ィ

グ

を

示

す
も

の

と

し
て

書
か

れ

た

事

を
､

あ

ら
か

じ

め
お

こ

と

わ

り

し
て

お

く
｡

)

(

1
)

A

岩
○
-

打

田
e
t
t

-

e

‥

ゝ
芦

旨
守
Q

丸

害
ヘ

音
さ

叶

Q

諒
缶

内

責
～

叫

旨

≧
Q

害
h

(

｢
○
ロ
(

ど
ロ

〉

く
○
-

.
H

､

-

ま
ー

)
.

I

P

ロ

弓
賢
t

‥

づ

訂

知
訂
恥

曳
咋

訂

b

訂
e

乳

(

｢
O

n

争
U

n
-

-

ま
〇

.

A
.

P

呂
∩

声

≡
〇

七
‥

→

訂
向

弓
首
b

旨
監
顎
り

阜
b
ぎ
仇

首
旨
1

ヨ
凸

豆
Q

3

一

叶

(

J
O

ロ
(

ど
ロ

〉

-

芸
N
)
.

(

2
)

わ

が

国

に

お

け
る

此
の

立

場
か

ら
の

研

究

と

し
て

は
､

内

多
毅

｢

ロ
P

ロ
ー

巴

口
巳
O

e

の

小

説

史

的

意
義
+

(
ロ

.J
イ

ギ

リ

ス

小

説
の

社

会

的

成
立
』

研

究
社

｡

一

九

六

〇

年
)

が

あ

る
｡

(

3
)

こ

の

点

に

つ

い

て

は
イ

ア

ン

･

ウ

ォ

ブ

ト

の

前

掲

苦

第

四

章

{

ロ
e
f

O

e

宏

之
O

く
e

亡

賢
‥

呂
○

ロ

ヨ
p

ロ

ー
e

r
∽

-

に

詳

し
い

｡

(

4
)

句
.

牢

ど
P

ユ
∽

=

ヨ
､Q

苧
昌

叶

づ

⊇
敷
叶
叫

Q

さ

(

J
O

n

d
O

ロ

こ
窒
00

)

･

p
.

N
〉

n

.
N

.

(

5
)

甲

声
句
○

諾
什

e

l

ゝ

竜

邑
払

曳
叶

訂

箋
Q

e

乳
(

F
U

ロ
n

b
n

こ

諾
J
ニ

ノ

ぎ
g

旨
訂

弓
0

0
-

f

‥

ト

ロ
e

訂
e

∴
旨

h

づ

訂

9
…
ヨ

3

知

昌
丸

等
}

く
○
-

一
Ⅰ

､

｢
○

ロ
(

ど
ロ

､

-

諾
ぃ
)

∴

声
○

三
日

岩
n

C

2
岩
e

人
叫

祭
礼
一

､

く
○
-

･

I

l

〉
-

¢

レ

N
)

.

(

6
)

わ

が

国
に

於
け

る
､

第
一

､

第
二

の

立

場
を

共

に

重

視

し
た

近

年
の

研

究
と

し

て

は
､

海

老

池

俊

治

｢

ロ

ビ

ン

ソ

ン

･

ク

ル

ー

ソ

ー

+

(

『

第

十

八

世

紀

英

国

小

説

研

究
』

研

究
社

一

九

五

〇

年
)

が

あ

る
｡

(

7
)

『

青

山

学

院

女

子
短

期

大

学

紀

要
､

第

十
八

輯
』

(

一

九

六

四

年

一

一

月
)

掲

載

予

定
｡

二

夏
目

漱
石
の

デ

フ

ォ

ー

評
価

わ

が

国
に

お
い

て
､

デ

フ

ォ

ー

の

小

説
を

初
め

て

本
箱
的
に

論
じ

た

も

(

8
)

の

は
､

夏
目

漱
石
の

『

文
学
評
論
』

で

あ

る

と

思
わ

れ

る
｡

今
さ

ら

漱
石

と

は
､

の

感
が

な

く

も
な
い

が
､

一

九
〇

九
年
出
版
と
い

う
年
代
の

古
さ

ィ

･⊥

に

も
か

か

わ

ら

ず
､

実
作
者
と

し

て

も
､

英
文
学
者
と

し

て

も
｢

借
り

物
+

怨
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で

な
い

学
識
と

見
識
を

供
え

､

主
体

性
を

保
持
し

て

デ
フ

ォ

一

に

迫
っ

た

漱
石
の

態
度
し
+

､

論
旨
展
開
の

巧
み

ミ

鋭
さ

に

は

1
現
在
の

時
点

か

ら

見
て

､

そ
の

評
価
の

去
準
と

紆
論
に

は

疑
問
が

残
る

に

せ

よ

-
今
尚

学
ぶ
べ

き

点
が

多
々

あ

る

少
は

否
定
で

き

な
い

｡

更
に

二
ア

フ

ォ

ー

評
価

の

立

脚
点
と

な
っ

た

漱
石
の

小

説
儲
は

､

十
九
世
紀
的

､

東
洋
的
美
観
の

影
響
が

大
き
い

に

も
か

か

わ

ら

ず
､

現

在
も

な
お

わ
が

国
知
識
階
級
の

意

識
に

深
く

根
を

下
し

て

い

る

小

説
観
の

一

つ

の

タ

イ
プ

と

見
ら

れ
､

ひ

い

て

は
､

従
来
の

デ

フ

ォ

ー

観
の

一

類
型
と

も

考
え

ら
れ

る

の

で
､

先
ず

､

漱
石
の

説
を

一

管
す
る

｡

『

文
草
評
論
』

第
六

編
｢

ダ
ニ

エ

ル

∴
丁

フ

ォ

ー

と

小

説
の

組
立
+

に

於
て

､

漱
石
は

､

十
八

世
紀
イ
ギ

リ

ス

小

説
､

特
に

デ
フ

ォ

一

に

つ

い

て
､

次
の

様
に

述
べ

て

い

る
｡

｢

…

…

た
ゞ

に

政
治
宗
教
の

み

で

は

な
い

､

文
学
上
の

述
作
に

も

崇
甘

同

の

感
を

起
す
も
の

は

殆
ん

ど

な
い

｡

…
･

フ

ヒ

ー

ル

ヂ

ン

グ
､

ス

モ

レ

ッ

ト
､

リ

チ

ャ

ー

ド

ソ
ン

､

ス

タ
ー

ン

其
他
の

諸
家
に

至
つ

て

悉
く

同
じ

で

類
似
場
面
の

描
写

法
を

､

ス

テ
イ

ー

ゲ
ン

ス

ン

､

あ

る

い

は

テ
ニ

ス

ン

の

(

9
)

ぶ
現

と

比

較
し
っ

つ
､

詳
細
に

分
析
し
て

い

る
｡

〓
早

枕
』

『

虞
美
人

草
』

の

作
者
か

ら

見
た
『

ロ

ビ

ン

ソ

ン

･

ク

ル

ー

ソ

ー
』

『

モ

ー

ル

･

フ

ラ

ン

ダ

ー

ス

』

等
に

対

す
る

批
評
は

､

作
風
の

相

違

が

讃
し
い

だ

け
に

､

一

層
鮮
か

に

読
者
の

印
象
に

残
る

｡

そ
の

一

､

二

を
､

デ
フ

ォ

ー

の

小

説
評
価
の

参
考
と

し
て

あ

げ
る

と
､

そ
の

詩
的
情
緒
の

欠

除
､

文
章
の

冗

長
さ

､

盛
り

あ

が

り
の

乏
し
さ

に

関
し
て

は
､

｢

…
‥

+

極

端
に

云
へ

ば

同
じ

膳
に

向
つ

て

同
じ

箸
で

三

度
の

飯
を

繰
り

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

返
し

て

ゐ

る

と

同
様
で

あ

る
｡

但
し

何
遍
繰
り

返
し
て

も

人

生
の

事
葦
だ

(

マ

マ
)

か

ら
､

事
案
通
り

度
数
迄
も

嘘
で

な
い

様
に

か

く

ん

だ

と

云
へ

ば

夫
迄
で

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

あ
る

｡

然
し

此

智
識
を

得
て

喜
ぶ

も

の

警
察
の

役
人

ば
か

り

だ

ら

う
｡

+

(

三

七

九

頁
)

と

述
べ

､

デ
フ

ォ

1

の

写

実
は

真
の

写

実
で

は

な

い

と

批

判
し

た

う

え
､

最
後
に

は
､

β9 β

あ

る
｡

其
う
ち
で

も

最
も

崇
高
荘
厳
の

反
封
極
に

あ
る

も
の

が

デ

フ

ォ

ー

で

あ

る
｡

デ
フ

ォ

ー

の

小

説
は

気
韻
小

説
で

も

な

け
れ

ば
､

峯
恕
小

説
で

も

な
い

｡

撥
情
小

説
で

も

な

け

れ

ぼ

滑
稽
小

説
で

も
な
い

｡

た
ゞ

労
働
小

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

記
で

あ

る
｡

ど
の

頁
を

開
け

て

も

汗
の

臭
が

す
る

｡

し

か

も

紋
切

り

形
に

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

道
徳
的
で

あ
る

｡

デ
フ

ォ

ー

の

小

説
は

あ
る

意
味
に

於
て

無
理

想
現
葦
主

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

義
の

十
八

世
紀
を

最
下

等
の

側
面

よ

り

代
表
す
る

も

の

で

あ

る
｡

+

(

三

四

九

貞
｡

傍

点

筆
者

､

以

下
の

引

用
に

於
て

も

同

じ
｡

)

続
い

て

漱
石
は

､

デ
フ

ォ

ー

の

主
な
小

説
の

構
造

､

特
に

人

物
の

性
格

､

プ
ロ

ッ

ト
､

文
体

､

写

実
の

方

法
等
に

つ

い

て
､

実

例
を

あ

げ
､

時
に

は
､

｢

苫
事
案
用
か

ら

割
出
し

て
､

損
得
を

標
準
に

し

て

ゐ

る

様
に

見
え

る
｡

･
=

盛
一
本
で

皇
冒
落
し

て

は

勿
慣
な
い

と

云

ふ

†
可
掛
ヅ

か

掛

性
か

ら

出
る

｡

…

…
つ

ま

ら

ぬ

事
を

寄
せ

集
め

る

癖
が

あ

る

か

ら
､

綿
密

で
､

周
到
で

､

探
偵
的
で

あ

る

け

れ

ど

も
､

如
何
に

も

下

卑
て

ゐ

る
｡

･

…

尤
も

彼
の

書
い

た

書
き

振
を

除
い

て

取
材
の

方
面
を

論
ず
る

と

極
め
て

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

浪
漫
的
な
も

の

が

多
い

｡

浪
漫
的
し
+

云
つ

た
つ

て

固
よ

り

下
等

皇
息

味
で

あ
る

｡

鰐
を

殺
し

た

り
､

海
賊
に

な
つ

た

り
､

野
攣
人

と

喧
嘩
を

し

た

り

頗
る

乱
暴
な

も

の

で

あ

る
｡

さ

う
し
て

､

其
殺
し

た

り
､

な
つ

た

り
､

し

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

た

り

す
る

人

間
が

少
し

も

浪
漫
的
で

な
い

､

普
通
の

人

間
で

も
な
い

､

全

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

く
デ

フ

ォ

ー

の

様
な

賓
用
的
器
械
で

あ

る

こ

と

も

僅
か

な

事
宴
で

あ

る
｡

+
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事

句■

(

三

九
一

頁
)

と
､

手
き

び

し

く

論
断
し

て

い

る
｡

デ
フ

ォ

ー

の

小

説
に

､

文
学
と

し
て

の

現
代
的
意
義
を

探
ら

ん

と

す
る

本
稿
に

､

｢

明

治
時
代
の
+

漱
石
の

､

そ

れ

も

香
定
的
見
解
を

提
示

し

た

の

は
､

次
の

諸
点
を

指
摘
し
た
い

か

ら

で

あ

る
｡

H

｢

私
は

正

直
に

白
状
す
る

が

デ
フ

ォ

ー

の

全
集
を

讃
み

通
し

て

ゐ

な
い

｡

+

と

漱
石
は
こ

と
わ
っ

て

い

る

に

も

か

か

わ

ら

ず
､

結

論
の

当

否

は

別
と

し

て

も
､

デ
フ

ォ

ー

の

小

説
全

般
に

わ

た
っ

て
､

『

文
学
評
論
』

の

著
者
ほ

ど
､

精
彩
に

冒
ん

だ

筆
を

駆
使
し

て

詳
論
し

批
判
し

た

研
究
者

(

1 0
)

は
､

現
在
に

到
る

ま
で

わ
が

国
に

は
い

な
い

｡

臼

漱
石
が

､

日

本
人

と
し

て

の

自
覚
を

持
っ

て

英
文
学
に

対

決
し

た

事
は

､

既
に

し

ば

し

ば

指
摘
さ

れ

て

い

る

が
､

デ
フ

ォ

一

に

対
し

て

も
､

同
じ

主

体
的
態
度
が

一

貫
し
て

い

る

と

共
に

､

日

本
人

読
者
の

多
く
が

､

(

〓
〓

現
在

､

デ
フ

ォ

ー

の

小

説
に

接
す
る

時
､

先
ず
受
け
る

と

思
わ

れ

る

印

象

が
､

か

な

り

正

確
に

代
弁
さ

れ

て

い

る
｡

こ

の

意
味
で

､

わ
れ

わ

れ

が

デ

フ

ォ

一

研
究
に

志
す
場
合
に

､

『

文
学
評
論
』

は
､

一

度
は

通

過
し

て

よ

い

道
で

あ

ろ

う
｡

白

こ

の

点
が

最
も

重

要
で

あ

る

と

思
わ

れ

る

が
､

漱
石
が

､

時
に

は

好
意

感
を

む

き

出
し
に

し
て

指
摘
し

た

デ

フ

ォ

ー

の

小

説
の

特
徴
は

､

大

体
に

於
て

正

確
で

あ
る

｡

こ

の

点
に

つ

い

て
､

わ

れ
わ

れ

の

興
味
を

惹
く

(

1 2
)

こ

と

は
､

Ⅴ
･

S
･

プ

リ

チ

ェ

ッ

ト

が
､

｢

デ
フ

ォ

ー

論
+

の

中
で

､

そ
の

小

説
の

特
徴
を

指
摘
す
る

の

に

用
い

た

評
語
と

､

漱
石
の

そ

れ

と

は
､

用

語
の

古
め

か

し
さ

を

別
に

す
れ

ば
､

か

な

り
一

致
し
て

い

る

事
で

あ

る
｡

そ

の

全
部
を

-

列
挙
す
る

余
地
は

な
い

が
､

プ

リ

チ

ェ

γ

ト

は
､

デ

フ

ォ

ー

の

小

説
中
の

人

物
に

つ

い

て
､

｢

彼
ら

は

労
働
者
で

あ

り
､

立

案

者
で

あ

っ

て
､

け

ち

な

犯

罪
と
か

家
事
の

切

り

盛
り

と
か

い

う
辛
い

仕
事
が

あ

る

だ

け
だ

｡

感
情
を

洗
練
す
る

暇
な

ど

な
い

し
､

そ
の

ほ

う
の

能
力
は

退
化

し
て

い

る
｡

…

…

生

き

る

た
め

に

は
､

知
謀
に

富
ん
で

い

る

こ

と
､

金
と

世
論
に

つ

い

て

考
え

る

こ

と
､

が

必

要
で

あ

る
｡

私
欲
と

心

配
と

の

い

り

ま

じ
っ

た

心

で
､

神
に

つ

い

て

何
気
な

く

考
え

る
こ

と

さ

え

不

可
欠
な
の

だ
｡

+

と

述
べ

､

叙
述
の

方

法
に

関
し

て

は
､

｢

一

切
の

も
の

は
こ

と
こ

ま

か

に

説
明
さ

れ
､

物
的
証
拠
へ

し
+

引
下

げ
ら

れ

る

の

で

あ

る
｡

+

と

記
し

て

い

る
｡

漱
石
の

云

う
､

｢

無
理

想
現
実
主
義
+

｢

崇
高
荘
厳
の

反
対

極
+

｢

紋
切

り

型
に

道
徳
的
+

｢

労
働
小

説
+

｢

非
浪
漫
的
+

等
々

の

性
格
が

､

デ
フ

ォ

ー

の

小

説
に

著
し
い

事
は

疑
い

な
い

｡

(

現

在
の

わ

れ

わ

れ

の

周

囲
に

も
､

と

云

え

な
い

で

あ

ろ

う
か

｡

)

た

だ
､

重

要
な

相
違
は

､

漱
石
が

､

こ

れ

ら
の

性
格
の

ゆ

え
に

､

そ

の

小

説
美
学
に

て

ら

し

て
､

香
定
的
評
価
を

下
し

た

の

に

対

し
て

､

プ

リ

チ

エ

ソ

ト

は
､

む
し

ろ
こ

れ

ら
の

性
棉
の

ゆ
え

に
､

デ
フ

ォ

ー

の

小

説
は

､

人

間
の

不

変
的
本
質
に

せ

ま
っ

た

も
の

､

日

常
性
の

よ

ど

み

に

生

き
る

庶

民
の

生

活
を

､

克
明
に

､

詩
的
情
緒
を

抜
き
に

し

て

描
き

出
し

た

も
の

と

し

て

高
く

評
価
し
､

そ
の

現
代
的
意
義
を

見
出
し

て

い

る

点
に

存
す
る

｡

こ

こ

ま
で

漱
石
の

歩
み

を

辿
っ

て

き
た

わ
れ

わ

れ

の

前
に

は
､

進
む
べ

き

遣
が

二

つ

に

分
れ

て

い

る
｡

一

つ

は
､

デ

フ

ォ

ー

の

小

説
の

｢

文
学
的

価
値
+

を

否
定
し

て
､

こ

れ

と

訣
別
し
､

漱
石

､

あ

る

い

は

リ
ー

グ
ィ

ス

の

延

長
線
上
に

研
究
対

象
を

求
め

る

道
､

つ

ま

り
､

狭

義
の

美
学
的
道
徳

3

的
基
準
に

適
う
小

説
研
究
に

従
う
這
で

あ

る
｡

こ

の

道
が

､

文
学
を

愛
す

潜
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る

者
に

と
り

て

魅
力
に

あ

ふ

れ

る

も
の

で

あ
る

事
は

云

う
ま
で

も

な
い

｡

他
の

道
は

､

複
雄
多

様
な

社
会
と

､

そ

の

中
に

生

き

る

人

間
の

､

醜
悪

卑
俗
な

面
を

も

包
含
す
る

生

活

と
田

蒜
心

を
､

あ

り

の

ま

ま
に

描
き

出
す
小

説
に

､

文
学
作
‖
m

と

し
て

の

意
義
を

認
め

て
､

こ

れ

を

研
究
す
る

這
で

あ

る
｡

デ

フ

ォ

ー

の

小

説
を

文
学
作
品
と

し

て

も

肯
定

的
に

評
価
し
､

現
代

的
意
義
を

見
出
さ

ん

と

す
る

者
に

は
､

こ

の

道
を

辿
る

こ

と
が

必

然
的
な

課
題
と

な

ろ

う
｡

漱
石
の

時
代
に

此

し

て
､

現
在
の

社
会
的
精
神
的
風
土

に

生

き

る

わ

れ

わ
れ

に

と
っ

て

は
､

こ

の

道
を

取
る

こ

と

は
､

む

し

ろ

容

易
で

あ

り
､

ま
た

そ

の

必

要
性
も

大
で

あ

る

と

思
わ

れ

る
｡

そ

れ

の

み

か
､

漱
石
と

異
な

る

小

説

観
に

て

ら

し
て

､

デ
フ

ォ

ー

の

小

説
に

対

す
れ

ば
､

別
の

意
味
で

の

強
い

興
味
と

関
心
を

喚
起
さ

せ

ら

れ

る
で

あ

ろ

う
｡

デ

フ

ォ

ー

と

わ

れ

わ

れ

と
の

間
に

存
す
る

距
離
は

､

物
理

的
時
間
の

進
行

と

は

む
し

ろ

反
比

例
し
て

､

締
少
し
っ

つ

あ

る

と

云

え

よ

う
｡

最
後
に

わ

れ

わ

れ

は
､

こ

の

道
に

そ
っ

て

デ
フ

ォ

ー

の

小

説
に

ア

プ
ロ

ー

チ

す
る

場
合
に

取
る

ぺ

き
､

具
体

的
方
法
に

つ

い

て

考
え

て

み

た
い

｡

(

8
)

夏

目

漱

石

『

文

学
評
論
』

(

『

漱
石

全

集
』

第
一

九

巻
､

岩

波

書

店
､

一

九
五

七

年
版
)

､

本

文

中
の

引

用
は
こ

の

版

に

よ

る
｡

(

9
)

こ

の

比

較
に

も
､

漱

石
の

小

説

観
の

一

つ

の

特

徴
が

う
か

が

わ

れ
る

｡

(

1 0
)

デ
フ

ォ

ー

の

み

な

ら

ず
､

イ

ギ

リ

ス

十
八

世

紀

全

般
の

情
勢
を

は

じ

め
､

ア

ジ

ソ

ン

､

ス

ゥ

イ

フ

ト
､

ポ

ー

プ

等
に

つ

い

て

詳

細
に

論

じ

た

本

書
は

､

レ

ズ

リ

ー

･

ス

テ

イ

ー

グ
ン

其

他
､

底
本
と

し

て

用
い

ら

れ

た

著

書
の

影

響
は

あ

る

に

せ

よ
､

あ

る

い

は
､

資
料

的

誤

謬

は

見

出
さ

れ

る

に

せ

よ
､

こ

れ

に

先

立
つ

『

文

草
論
』

と

共
に

､

今

尚
､

多
く
の

示

唆
に

冨
み

､

外

国

文

学

研

究

者
に

反

省
の

資
を

与

鎚り
～

え

る

も
の

で

あ
る

と

思
わ

れ

る
｡

(

1 1
)

デ
フ

ォ

ー

の

小

説
中

､

翻

訳
さ

れ
て

い

る

の

ほ
､

『

ロ

ビ

ン

ソ

ン

･

ク

ル

ー

ソ

ー

』

以

外
に

は
､

『

ベ

ス

ト
』

(
-

ゝ

㍉

S
ト

ヾ

さ
已

且
1

叶

訂

詣
よ

｢

莞

ヨ
川

弓
､

)

の

み

で

あ

る
｡

こ

の

事
笑

も
､

従

来
の

わ
が

国
に

於

け
る

デ

フ

ォ

ー

評

価
の

一

例

証
と

見

ら
れ

る
｡

(

1 2
)

前

註
の

二

小

説
が

訳

載
さ

れ

て

い

る
､

筑

摩
書

房

版

『

世

界
文

学
大

系
』

第
一

五

巻
の

巻

末
に

､

本

論

文

も

収

録

さ

れ

て

い

る
｡

本

文
中
の

引

用

は
､

丸

谷

才
一

氏
の

同

訳

文

を

借

用
｡

三

文
学
的
立

場
と

歴
史
的
立

場
の

総
合

た

と

え

ば
､

『

ロ

ビ

ン

ソ

ン

･

ク

ル

ー

ソ

ー
』

を

読
み

初
め

る

と

す
ぐ

､

次
の

様
な

文

章
に

出
会
う

｡

｢

:

‥

‥

だ

が

私
は

､

な

ん

と

し

て

で

も

船

乗

り

に

な

ら

な
い

で

は

満
足
で

き

な
か

っ

た
｡

こ

の

性
質
の

お

か

げ
で

､

つ

い

に

は

父
の

意
向

､

い

や
､

命
令
と

正

面
衝
突
し
､

母

や

友
だ

ち
の

懇
願

も

説
得
も

水
の

泡
と
い

う
こ

と
に

な
っ

た
｡

持
っ

て

生

れ

た
こ

の

性
分
に

は
､

い

ず
れ

は

悲

惨
な

生

活
を

送
る

こ

と

に

な

ら

ざ

る

を

え

な

い

よ

う

な
､

な

に

か

宿
命
的
な

も
の

が

あ

る

よ

う
だ
っ

た
｡

事
実

､

そ

う
い

う
は

(

13
)

め

に

な
っ

た

の

だ

が
｡

+

こ

れ

だ

け
の

引
用
で

は
不

充
分
だ

が
､

こ

れ
に

類
す
る

叙
述
は

何
度
も

く
り

か

え

し

あ

ら

わ
れ

て

く
る

｡

や

む

に

や

ま

れ
ぬ

冒
険
心

と
､

そ

れ

が

も

た

ら

す
放
浪
生

活

-
こ

れ

は

何

時
の

世
に

も
､

た

え

ず
何
物
か

に

束

縛
さ

れ
､

圧

迫
さ

れ

な

が

ら
､

脱
出
す
る
こ

と

も
で

き

な
い

で
､

単
調
な

社
会
生

活
を

過
し
て

い

る

人

間
に

と
っ

て

は
､

魅

力

的
な

テ
ー

マ

で

あ

甘
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丁

ト

る
｡

｢

悲
惨
た

運
命
+

が

待
ち

う
け

て

い

る

に

し
て

も
､

あ

る

意

味
で

は

や

は

り

｢

悲
惨
+

な

生

活
を

毎
日

過
し

て

い

る

わ

れ

わ
れ

に

と
っ

て

は
､

冒
険
は

一

つ

の

解
放
で

あ
る

に

は

ち

が

い

な
い

｡

わ
れ

わ

れ
は

､

主
人

公

の

繰
り

び

ろ

げ

る

で

あ

ろ

う
壮
大
な
ロ

マ

ン

ス

に

期
待
し
っ

つ
､

読
み

進

ん

で

い

く
｡

と

こ

ろ
が

､

実
際
の

ロ

ビ

ン

ソ

ン

･

ク

ル

ー

ソ

ー

は
､

期
待
通

り
に

は

活
躍
し
て

く
れ

な
い

｡

も

ち

ろ

ん
､

嵐
に

遭
い

､

難
破
し
､

絶
海
の

孤
島

に

唯
一

人

打
上

げ
ら

れ

て
､

生

命
の

危
険
に

さ

ら
さ

れ

な

が

ら

生

き
る

ク

ル

ー

ソ

ー

の

姿
は

､

英
雄
的
で

あ

り
､

悲
劇

的
で

も

あ

る
｡

わ

れ

わ

れ

が
､

こ

の

面
か

ら
ク

ル

ー

ソ

ー

を

と

ら

え

る

事
に

大
き

な

興
味
と

喜
び

を

感
ず
る

こ

と

は

た

し
か

で

あ

る
｡

し

か

し
､

こ

の

本
を

克
明
に

読
め
ば

読

む
ほ

ど
､

主
人

公
の

他
の

一

面
､

む
し

ろ

冒
険
心

と

は

正

反
対
の

性
椅

､

田

蒜
心

､

行
動
が

大
き

な

比

重

を

占
め

､

力
点
を

お

か

れ

て

語
ら

れ
て

い

る

こ

と
に

注
目
せ

ざ

る

を

え

な

く

な

る
｡

神
の

摂
理
に

つ

い

て

の

反
省
(

と

云
っ

て

も
､

現

代

人
の

宗
教
観

か

ら

見

れ

ば
､

実

用

的

現
実

的

な

考

え
に

(

1 4
)

す

ぎ

な
い

)

が
､

事
あ

る

ご

と

に

く

り

か

え

し

あ

ら
わ

れ
､

周
到
き

わ

ま

(

1 5
)

る

計
画

に

も

と
づ

く

規
則
的
な

生

活
が

い

と

な

ま

れ
､

お

よ

そ
､

冒

険
と

は

縁
の

な
い

､

む

し

ろ

勤
勉
で

現
実
的
な

市
民

の

日

常
生

絹
を

思
わ

せ

る

行
為
が

､

事
こ

ま

か

に

表
現

､

と
い

う
よ

り

｢

記
録
+

さ

れ
る

｡

特
に

､

執
拗
な

ま

で

の

神
に

関
す
る

言
及
と

､

数
字
の

羅
列
は

､

わ
が

国
の

読
者

に

は

大
き

な

抵
抗
と

な

る

で

あ

ろ

う
｡

冒
険
心
に

対

す
る

に
､

日

常
性

､

実
用
性

､

卑
俗
な

道
徳
性

､

そ
の

他
､

漱
石
を

し
て

､

｢

浪
漫
的
と

云
つ

た
つ

て

固
よ

り

下

等
の

意
味
で

あ

る
+

と

酷

評
さ

せ

た
､

人

間
生

括
の

物
質
的
形
而
下

的
局
面
が

､

『

ロ

ビ

ン

ソ

+
丁

･
†

外

ン

･

ク

ル

ー

ソ

ー
【

上

に

は

充
満
し
て

お

り
､

一

読
後

､

わ

れ

わ
れ

の

心
に

残
る

ク

ル

ー

ソ

ー

の

イ

メ

ー

ジ

は
､

は

じ

め
の

､

ロ

マ

ン

テ
ィ

ッ

ク

な

冒

険
家
の

姿
か

ら
､

む
し

ろ

実
直
で

ぬ

け

目
の

な
い

平
凡
な

市
民
の

姿
に

変

(

16
)

っ

て

し

ま

う
｡

デ

フ

ォ

ー

の

他
の

小

説
の

主

役
で

あ

る
､

盗
賊

､

海
賊

､

娼
婦
た

ち

も
､

す
べ

て
､

処
世
術
的
教
訓
を

す
ぐ
口

に

出
し
､

現
実
生

活
に

し
っ

か

り

根

を

張
っ

た
､

二

十

世
紀
の

わ
れ

わ

れ
か

ら

見
れ

ば
､

勤

勉

な

｢

善

人

た

ち
+

に

す
ぎ

な

く
な
っ

て

し

ま

う
｡

登

場
人

物
の

外
形
か

ら

見
て

､

い

わ

ゆ
る

｢

ピ

カ

レ

ス

ク
･

ノ

ヴ
ェ

ル

+

(

悪

漢

小

説
)

の

系
列
に

属

す
る

如
く
に

予
恕
さ

れ

る

デ
フ

ォ

ー

の

小

説

に
､

そ

れ

と

は

相
反
す
る

人

間
が

､

モ

ラ

ル

が
､

生

活
が

描

き

出

さ

れ

て
､

読
者
の

心
に

､

先
ず
違

和
感
を

も

た

ら

し
､

視
点
と

姿
勢
を

変
え
さ

せ
､

最
後
に

は
､

全
く

別
の

評
価
基
準
か

ら

見
た

｢

人

間
性
+

を

認
識
さ

せ

る

こ

と

に

な

る

の

は

何
故
で

あ
ろ

う
か

｡

こ

こ

で

わ
れ

わ

れ

は
､

あ

ら

た

め

て
､

小

説
の

｢

二

面
性
+

､

す
な

わ

ち
､

｢

超
時
間
性
+

と
｢

歴
史
性
+

を
､

想
起
さ

せ

ら

れ

る
｡

抽
象
的

､

観
念
的
に

見
れ

ば
､

不

変
の

本
質
と

､

超
時
間
的
価
値
を

内

包
す
る

小

説
も

､

一

文
単
作
品
と

し
て

具
象
化
さ

れ

る

た

め
に

は
､

時
間

的
空
間
的
に

制
約
さ

れ

た

｢

歴
史
的

所
産
+

と

し

て

の

形
を

と

ら
ざ

る

を

得
ず

､

特
に

そ
の

小

説
が

､

現

実
の

社
会
環
境
に

密
着
し

て

構
成
さ
れ

る

場
合
に

は

｢

歴
史
的
存
在
+

と

し
て

の

面
が

一

層
顕
著
に

あ

ら

わ

れ
て

く

る
｡

小

説
研
究
の

初
歩
的
知
識
で

あ

り
､

な
に

も
デ

フ

ォ

1

の

み

に

か

ぎ

ら

ず
､

あ

ら

ゆ

る

作
家
に

あ

て

は

ま

る

と

思
わ
れ

る
､

こ

の

よ

う
な

､

小

-

八

J

説
の

二

面
性
に

関
す
る

認
識
を

､

こ

こ

に

わ
ざ

わ

ざ

強
調
す
る

の

は
､

小

29
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説
の

歴
史
性
へ

の

顧
慮
が

､

デ
フ

ォ

ー

の

場
合
に

は
､

特
に

重

要
で

あ

る

か

ら
で

あ
る

｡

(

17
)

デ
フ

ォ

ー

が

小

説
の

執
筆
を

初
め

た

の

は
､

六

十
歳
に

達
し
て

か

ら

で

あ

り
､

そ
れ

に

先
立
つ

波

瀾
に

富
む

経
歴
と

生

活
体

験
は

､

一

般
の

小

説

家
に

比
し

て
､

よ

り

多
く

そ
の

小

説
に

影
響
し

て

い

る
｡

そ
の

上
､

デ
フ

(

18
)

ォ

ー

自
身
の

性

格
､

多
方
面
に

わ

た

る

能
力
と

知
的
関
心

､

超
人

的
な

泊

動
力
も

､

そ
の

作
品
に

強
く

反
映
さ

れ

て

い

る
｡

『

ロ

ビ

ン

ソ

ン

･

ク

ル

ー

ソ

ー
』

は
､

自
分
の

生

涯
の

ア

レ

ゴ

リ
ー

だ

と
､

後
に

述
べ

た

デ
フ

ォ

ー

の

真
意
に

つ

い

て

は
､

種
々

の

解

釈
も

な

さ
れ

よ

う
が

､

今
記
し

た

様

な

意
味
に

取
れ

ば
､

単
な

る

文

飾
に

す
ぎ

ぬ

と
は

云
え

な
い

で

あ

ろ

う
｡

(

1 6
)

一

方
､

二
ロ
e
f

｡
e

､

払

出
n

粥
-

p

ロ

P
-

と
い

う
表
現
が

英
語
に

あ

る

こ

と
か

ら

も

察
せ

ら

れ

る

通

り
､

十
八

世
紀
前
半
の

イ

ギ

リ

ス

社
会
伯
勢
は

､

デ

フ

ォ

ー

の

小

説
に

と
っ

て
､

単
な

る

｢

背
景
+

で

は

な

く
､

そ
の

骨
肉
と

な
っ

て

お

り
､

当
時
の

宗
教

､

思
想

､

文
芸
の

特
色
も

､

そ
の

作
品
に

定

着
し

て

い

る

と

思
わ

れ

る
｡

デ
フ

ォ

一

に

接
す
る

時
､

わ

れ

わ

れ
の

心
に

起
る

違
和
感
と

抵
抗
の

み

な

も

と

は
､

そ

の

小

説
を

､

イ

ギ
リ

ス

十
八

世

紀
と
い

う
歴
史
的
境
位
に

置
い

て

み

れ

ば
､

当
時
の

社
会

､

思
想
の

特
徴

を

示

す
も

の

に

ほ

か

な

ら
ぬ

こ

と

が

明
ら

か

と

な

る

で

あ

ろ

う
｡

同

時

に
､

と

も

す
れ

ば
､

現
代
と
の

類
似
に

牽
引
さ

れ

る

あ

ま

り
､

当
時
は

ま

だ

明

瞭
に

結
晶
し
て

い

な
か

っ

た
田

蒜
心

､

意
識
の

詔
出

面
に

､

現
代
的
解

(

20
)

釈
を

加
え

ん

と

す
る

危
険
も

､

歴
史
的

考
察
を

重

視
す
る

こ

と

に

よ
っ

て

避
け

得
る

で

あ

ろ

う
｡

要
す
る
に

､

デ

フ

ォ

ー

の

小

説
を

文
学
研
究
の

対

象
と

し

て

取
り

上

げ

ん

と

す
る

立

場
も

､

そ

の

小

説
を

歴
史
的
次
元
に

置
い

て

研
究
せ

ん

と

す

る

立

場
と
の

不

即
不

離
の

関
連
に

於
て

､

成
立

す
る

と

云

わ
ね

ば

な
ら

な

細

い

｡

い

ず
れ

の

立

場
を

無
視
し

て

も
､

デ
フ

ォ

一

研
究
は

不

充
分

な
も

の

2

と

な
る

で

あ

ろ

う
｡

以

上
､

き

わ

め

て

概
括
的
に

､

デ
フ

ォ

ー

の

小

説
研
究
の

意
義
と

方

法

に

つ

い

て

考
察
し

て

き

た

が
､

こ

の

方
法
に

そ
っ

て

具
体
的
研
究
を

進
め

る

こ

と

は

極
め

て

困

難
で

あ

り
､

特
に

わ

れ

わ

れ

日

本
人

研
究
者
に

と
っ

て
､

当
時
の

政

治
､

宗
教

､

思
想
全
般
に

わ

た

る

複
雄
多
岐
な

様
相
を

的

確
に

把
握
す
る

こ

と

は
､

時
に

絶
望
的
と

も

思
わ

れ
る

程
で

あ

る

が
､

小

説
の

｢

二

面

性
+

を

濃
厚
に

具
有
す
る

デ

フ

ォ

ー

を

対

象
と

す
る

場

合

は
､

(

デ
フ

ォ

ー

の

み

な

ら

ず
､

リ

チ

ャ

ー

ド

ス

ン

其

他
の

十
八

せ

紀

小

説
家

を

対

象
と

す
る

場

合
も
)

こ

の

困

難
を

回

避
す
る

事
は

で

き

ぬ

で

あ

ろ

う
｡

し

か

し
､

そ
こ

に
､

小

説
研
究
の

意
義
と

興
味
の

存
す
る

事
も

否

定
で

き

な
い

｡

筆
者
自
身

､

こ

の

障
害
に

直
面
し
て

､

暗
中
摸
索
の

域
を

脱
し

得
ぬ

実

状
で

は

あ
る

が
､

デ

フ

ォ

ー

は

じ

め

十
八

世
紀
小

説
に

対

す
る

関
心
と

研

究
が

比

較
的
乏
し

い

と

思
わ

れ
る

わ
が

国
の

現

状
に

か

え

り

み
て

､

あ

え

て

私
見
を

述
べ

､

識
者
の

批
判
と

教
示
を

乞
う
次
第
で

あ

る
｡

(

1 3
)

-

叫
辞
恥

卜
叫

訂

…
乱

染
⊇
責
仏

姿
→

笥
訂
叫

責

』
丸

完

邑
弓
琵

阜

+

ぎ
巴

莞
Q

さ

苧
∈
Q

へ

阜

冒
→

む

転
弓

叫

莞
→

､

(

曽
笥
び

責

S
ゞ

ト
謎
〕
P

遥
)

e

P
)

(

1 4
)

た

と

え

ば
､

神
の

自
分

に

対

す

る

恩

恵

を

は
か

る

の

に
､

簿
記

の

貸

借

対

照

表

式
に

､

有

利
な

点

と

不

利

な

点

を

書

き

出

し

た

す

ぇ
､

神
に

感

謝

す
べ

き

点

を

認

め
､

｢

結

局
､

貸
し

方
の

は

う

に

歩

坤

噸
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2∂7

サ

甘

'

が

あ

る
+

と

表

現

し
て

い

る

の

も
､

そ

の

独

得
の

あ

ら
わ

れ

方
で

あ

る
｡

(

前

掲

書
五

〇

頁
参
照
)

(

1 5
)

た

と

え

ば
､

孤

島
で

の

三

年

目
の

生

活
に

つ

い

て

は
､

次
の

よ

う
に

記

さ

れ

る
｡

⊥
ロ

g
e

ビ
e

→

巴
i

t

】

ゴ
P

呵

訂
○

訂
e

ヨ
1

d
t

F

已
H

弓
監
く
e

リ

セ

芳
】

(

ど
巨

岩
-

e

い

♂

已

ビ
P

ま
ロ

g

→

e

粥

ロ
】

宅
-

)
1

巴

ユ
n

わ
み

日
呵

t
-

m
e

､

P
C

O

O
]

己
-

臼

粥

t

O

t

訂
芳
ノ

品

⊇
-

p
P

〓
)

1

e

日
旦
O

q

m
e

ロ
什

払

t

F

賢

司
e

3

訂
訂
1

2

2
e

}

竺
ト

C

F

p
∽

一
]

ギ
阜

ヨ
Y

d

仁
什

Ⅵ

t

O

G
O

♀

P
ロ

a

t

F
e

諾

乱
打
的

t

訂

岩
ユ

官

喜
2
∽

､

W

E
O

F

1

0

0

n

賢
巴

=

己
y

芳
t

P
勺
P

ユ

岩
ヨ
e

t

-

m
①

f

O

→

t

ビ
→
-

O

e

e

づ
叩
→

呵

d
P

y
い

芳
8
ロ

巴
¥
t

ど
咽
じ

訂
g

p
一

呂
O

P
仁

ノ

ユ
t

F

日
)

1

粥

戸

口

f

O
→

訂
○

や

弓
E
〇

一

喝
e

ロ
e

岩
亡
叫

■什
0

0

打

-

日
e

ロ
匂

t

F

諾
2

打
○

喜
∽

旨
e

d

d
→

呵

巨
○

コ
}

i

日

中

弓

訂
ロ

ー

t

巴
d

n
O

t

昌
ど

こ
E

邑
-

y

旨
2

0

昆
e

ユ
ロ

g
､

○

仁
1

ど
野

勺

蒜
∽

e

ヨ
旨
g

一

軍
口

仁

c

茎
E
口
内

弓

訂
t

H

]

呂
P

E
-
-

占

焉

昌
t

C

F

占

f

0

1

m
}

払

亡

匂

p
-

)

∴

t

訂
旨
t

0
0

打

亡

℃

粥

蒜
賢
匂

P

ユ

○

巾

t

訂

計
r

)

∴

(

軋

訂
軋
:

p

.
∞
u

)

(

1 6
)

ヴ
ァ

ー

ジ

ニ

ア
･

ウ

ル

フ

は
､

前

掲

｢

ロ

ビ

ン

ソ

ン

･

ク

ル

ー

ソ

ー

+

と

題

す
る

評

論
に

於
て

､

デ
フ

ォ

ー

の

作

品

を
､

｢

素

焼

の

水

が

め
+

(

p

p

訂

訂
2

寛
t

F
e

ロ

弓
p

詔
)

に

た

と

え
､

そ

の

が
っ

し

り

し

た

堅

牢
感
を

肯

定

的
に

評

価

し
､

デ
フ

ォ

ー

の

現

実
感

党

を

推

仙

貫
し
て

い

る
｡

(

1 7
)

デ
フ

ォ

ー

の

生

年
に

関

し
て

は
､

異

説
が

あ

る

が
､

こ

こ

で

は
､

信

頼
度
の

高
い

､

一

六

六

〇

年
説
に

従

う
｡

な

お
､

デ
フ

ォ

ー

の

標

準

的

伝

記
と

し

て

は
､

次
の

も
の

が

詳

細
で

あ

り
､

ま

た

興

味

深

い

｡

デ

フ

ォ

ー

の

一

生

は
､

人

間

研

究
の

対

象
と

し
て

も

絶

好
で

あ

ろ

う
｡

甘
ヨ
e
∽

∽
ロ
t

訂
ユ
p

ロ

苧

b

さ
屯

(

｢
○

ロ
n

b
n

〉

N

日

払

e

P

-

ま
○
)

.

(

1 8
)

ウ

ォ

ル

タ

ー

･

ア

レ

ン

は
､

そ

の

好

著

『

イ
ギ

リ

ス

小

説

史
』

(

弓
已
t

e

→

L

ピ
ー

e

n

‖

ヨ
＼缶

内

責
訂
計

b

訂

邑
(

r
U

ロ
(

ど
ロ

〉

-

盟
阜
)

の

中
で

､

デ
フ

ォ

ー

を

｢

散

文

的

な

レ

オ

ナ

ル

ド
+

(

p

実
○

旨
-

c

｢
①

○

ロ

胃
(

ど
)

と

評
し

て

い

る
｡

(

1 9
)

G

呂

ゴ
e
J
l

巴
)

さ
コ
‥

≧
ま

紅

言
叶

乱

内
→

色
訂

千
社
叫

托
葛
で

(

P
O

ヲ

払
b

ロ

一
-

窒
¢

)

ノ

ざ
ー

.

H

〓
u
C

F

:
ロ
e

冒
e

､

∽

田
口

巴
p
ロ

か
､

参
照

｡

(

2 0
)

イ

ア

ン

･

ウ

オ

フ

ト

は
､

前

掲

書

に

於

て
､

Ⅴ
･

ウ

ル

フ

等

の

デ

フ

ォ

ー

評

価

に
､

｢

あ

ま

り

見

え

す

ぎ

る
+

(
へ

岩
e
-

ロ
的

t

0
0

ヨ
ロ
○

ビ

〕

傾

向
を

指

摘
し
て

い

る
｡

(

わ

れ

わ

れ

は

む

し

ろ
､

｢

あ
ま

り

見

え
な

さ

す
ぎ

る
+

こ

と

を

警
戒
せ

ね

ば

な

ら
ぬ

が
｡

)

(

附

記
)

紙

数
の

都

合

で
､

具

体

的

引

用
が

足
り

ず
､

引

用

し

た

場

合
も

､

原

文
あ

る

い

は

訳

文

を

割

愛
し

､

参
照

指
示

も

不

充

分
に

な
っ

た
こ

と

を

諒
と

さ

れ

た

い

｡

(

青
山

学

院

女

子

短

期

大
学

講
師
)




