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﹃
文
学
評
論
﹄
第
六
編
ダ
ニ
エ
ル
・
デ
フ
ォ
ー
の
小
説
に
就
い
て

の
研
究
中
に
於
い
て
︑
漱
石
先
生
は
凡
そ
次
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
を

云
っ
て
い
ら
れ
る
︒

⁝
⁝
余
は
此
前
の
と
こ
ろ
で
︑
長
い
物
を
短
く
読
ま
せ
る

方
法
と
し
て
興
味
が
一
貫
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
っ
た
が
︑
そ

の
興
味
の
如
何
な
る
も
の
か
は
未
だ
説
明
し
な
か
っ
た
︒
そ

こ
で
先
ず
こ
れ
か
ら
し
て
少
し
く
詮
義
し
て
見
た
い
︒
興
味
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と
は
英
語
の
所
謂interest

で
主
観
的
な
感
じ
で
あ
る
︒
こ

れ
を
一
層
明
か
に
す
る
た
め
に
は
分
類
し
て
見
る
必
要
が
あ

る
︒
而
し
て
興
味
な
る
文
字
の
性
質
か
ら
云
う
て
主
観
的
な

感
じ
で
あ
る
か
ら
し
て
︑
矢
張
り
主
観
的
な
分
類
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
︒
同
時
に
こ
の
主
観
的
な
感
じ
の
原
因
に
な
る
も

の
即
ち
其
対
象
に
依
っ
て
分
類
す
る
こ
と
も
出
来
る
︒
此
方

か
ら
云
え
ば
客
観
的
な
分
類
で
あ
る
︒
客
観
的
分
類
と
は
小

説
に
あ
ら
わ
れ
た
材
料
に
依
っ
て
分
類
を
す
れ
ば
千
差
万
別

に
な
る
で
は
あ
ろ
う
が
︑
こ
れ
を
総
括
す
れ
ば
︑

小
説
中

の
性
格
︵character

︶
よ
り
起
る
興
味
︑

小
説
中
の
事
件
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︵incident

︶
よ
り
起
る
興
味
︑

小
説
中
の
景
物
︵scene

︶

よ
り
起
る
興
味
と
な
る
︒

漱
石
先
生
に
従
う
と
︑
芸
術
品
の
内
容
を
構
成
す
る
要
素
︑
即

ち
芸
術
的
要
素
を
分
類
す
る
と
︑
大
体
に
於
い
て
︑
こ
れ
を
主
観

的
要
素
と
客
観
的
要
素
と
の
二
つ
に
大
別
す
る
こ
と
が
出
来
る
︒

先
生
は
︑
こ
の
客
観
的
要
素
を
以
て
直
ち
に
材
料
そ
の
も
の
を
意

味
す
る
も
の
で
あ
る
と
倣
し
︑
こ
の
材
料
を
分
類
し
て
︑
さ
ら
に

な

性
格
と
︑
事
件
と
︑
景
物
と
の
三
つ
に
区
分
し
て
い
ら
れ
る
の
で

あ
る
︒
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芸
術
的
興
味
の
焦
点
を
そ
の
材
料
に
就
い
て
考
覈
し
よ
う
と
す

こ
う
か
く

る
漱
石
先
生
の
説
は
︑
先
生
自
身
が
既
に
﹁
是
は
一
見
甚
だ
明
瞭

な
区
別
の
様
に
思
わ
れ
る
が
︑
少
し
考
え
て
見
る
と
︑
大
分
混
雑

し
て
来
る
﹂
と
自
白
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
か
な
り
曖
昧
な
︑
か

な
り
不
鮮
明
な
個
所
を
持
っ
て
い
な
い
で
は
な
い
が
︑
先
ず
以
て

妥
当
に
近
い
意
見
だ
と
云
っ
て
い
い
︒

︱
依
っ
て
︑
自
分
は
茲こ

こ

に
先
生
自
身
の
意
見
を
踏
襲
し
︑
そ
う
し
た
視
点
か
ら
極
く
簡
単

に
先
生
の
作
品
に
於
け
る
芸
術
的
要
素
の
変
遷
を
考
察
し
て
見
よ

う
と
思
う
︒

﹃
吾
輩
は
猫
で
あ
る
﹄
に
始
ま
っ
て
﹃
四
篇
﹄
に
至
る
漱
石
先
生
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の
所
謂
﹁
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
の
時
代
﹂
に
属
す
る
作
品
に
於
い
て

は
︑
そ
の
芸
術
的
要
素
が
著
し
く
主
観
的
に
偏
し
︑
兎
角
知
識
的

若
し
く
は
感
情
的
要
素
の
過
重
さ
れ
た
傾
向
が
あ
る
が
︑
そ
の
客

観
的
要
素
た
る
材
料
に
あ
っ
て
は
︑
最
も
閑
却
さ
れ
て
い
る
の
が

性
格
で
あ
る
︒
尤
も
﹃
吾
輩
は
猫
で
あ
る
﹄
や
﹃
坊
っ
ち
ゃ
ん
﹄

の
よ
う
な
作
品
に
は
︑あ
る
程
度
ま
で
先
生
独
特
の
性
格
描
写︵
但

し
︑
前
者
の
そ
れ
は
カ
リ
カ
チ
ュ
ー
リ
ン
グ
の
興
味
で
は
あ
る
が
︶

が
あ
っ
て
︑
慥
か
に
そ
れ
ら
の
作
品
に
於
け
る
重
要
な
る
特
徴
の

た
し

一
つ
を
形
作
っ
て
い
る
に
は
相
違
な
い
が
︑
併
し
︑
そ
れ
ら
の
作

品
が
有
す
る
芸
術
的
興
味
の
焦
点
は
︑
決
し
て
そ
の
性
格
描
写
の
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一
点
に
存
し
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
寧
ろ
そ
の
作
品
中
に
描
か
れ

て
い
る
事
件
そ
の
も
の
の
方
に
あ
る
と
い
う
の
を
妥
当
と
す
る
︒

そ
う
し
た
傾
向
の
著
し
く
現
れ
て
い
る
の
は
﹃
漾
虚
集
﹄
に
収

よ
う
き
よ
し
ゆ
う

め
ら
れ
て
い
る
諸
篇
で
あ
っ
て
︑
例
え
ば
﹃
倫
敦
塔
﹄
や
﹃
琴
の

そ
ら
音
﹄
な
ど
に
於
い
て
見
る
よ
う
に
︑
そ
れ
ら
の
作
品
の
有
す

る
芸
術
的
興
味
の
焦
点
は
︑
そ
の
濃
厚
な
る
主
観
的
要
素
の
上
に

あ
る
に
非
ず
ん
ば
︑
必
ず
や
そ
の
客
観
的
要
素
た
る
景
物
か
︑
若

し
く
は
事
件
︵
尤
も
イ
ン
シ
デ
ン
ト
と
称
す
る
ほ
ど
衝
動
的
で
は
な

い
が
︶
か
の
上
に
あ
る
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
一
歩
を
進
め
て
︑﹃
草

枕
﹄︑﹃
二
百
十
日
﹄︑﹃
四
篇
﹄
に
於
け
る
大
部
分
の
作
品
な
ど
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に
至
っ
て
は
︑
所
謂
性
格
活
動
の
齎
す
興
味
が
︑
殆
ん
ど
地
を

も
た
ら

払
っ
て
空
し
く
あ
る
と
同
時
に
︑
そ
の
客
観
的
要
素
た
る
材
料
の

齎
す
興
味
は
︑
事
件
よ
り
も
寧
ろ
よ
り
多
く
景
物
の
方
に
傾
い
て

い
る
︒
こ
う
考
え
及
ぼ
し
て
見
る
と
︑
先
生
の
所
謂
﹁
ロ
マ
ン
チ

シ
ズ
ム
の
時
代
﹂
に
属
す
る
作
品
の
多
く
は
︑
そ
の
芸
術
的
興
味

の
焦
点
を
主
観
的
要
素
の
上
に
置
き
︑
そ
の
客
観
的
要
素
と
し
て

の
材
料
の
中
に
あ
っ
て
は
︑
最
も
事
件
と
景
物
と
を
重
視
し
た
傾

向
が
あ
る
︒

︱
﹃
野
分
﹄
の
ご
と
き
作
品
に
於
い
て
も
︑
表
面

上
客
観
的
要
素
が
極
め
て
濃
厚
︵
例
え
ば
白
井
道
也
や
高
柳
の
性
格

描
写
︑
最
後
の
原
稿
買
取
り
の
事
件
な
ど
︶
で
あ
る
に
も
関
ら
ず
︑
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そ
の
実
際
に
就
い
て
見
る
と
︑
芸
術
的
興
味
の
焦
点
は
矢
張
主
観

的
要
素
の
上
に
あ
る
の
を
否
め
な
い
︒

漱
石
先
生
の
芸
術
的
生
涯
に
於
け
る
第
二
期
︑
即
ち
﹃
虞
美
人

草
﹄
に
始
ま
っ
て
﹃
門
﹄
に
至
る
所
謂
﹁
転
向
の
時
代
﹂
に
於
け

る
先
生
の
作
品
に
於
い
て
は
︑
明
か
に
主
観
的
要
素
の
減
退
を
見

出
す
こ
と
が
出
来
る
と
と
も
に
︑
ま
た
︑
客
観
的
要
素
の
増
進
を

も
発
見
す
る
こ
と
が
出
来
る
︒中
に
も
著
し
く
眼
に
着
く
事
実
は
︑

客
観
的
要
素
と
し
て
の
材
料
た
る
性
格
描
写
が
︑
こ
の
期
に
属
す

る
作
品
の
芸
術
的
興
味
の
焦
点
を
形
作
り
︑
そ
の
他
の
客
観
的
要

素
た
る
事
件
や
景
物
や
は
︑
殆
ん
ど
純
然
た
る
従
属
的
地
位
に
蹴
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落
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
尤
も
︑
こ
の
期
の
初
期
に
属
す
る

﹃
虞
美
人
草
﹄
や
﹃
三
四
郎
﹄
の
ご
と
き
作
品
に
は
︑
ま
だ
か
な

り
に
多
量
な
る
事
件
や
景
物
に
就
い
て
の
興
味
が
附
加
さ
れ
て
い

る
ば
か
り
で
な
く
︑
か
の
﹃
坑
夫
﹄
の
ご
と
き
作
品
に
至
っ
て
は
︑

殆
ん
ど
何
等
の
性
格
描
写
を
も
見
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
が
︑
そ

の
大
体
に
於
い
て
の
傾
向
が
著
し
く
客
観
的
要
素
の
増
進
を
示

し
︑
且
つ
︑
そ
の
客
観
的
要
素
の
中
心
的
興
味
が
︑
主
と
し
て
所

謂
性
格
描
写
に
あ
る
こ
と
は
︑﹁
業
績
の
概
観
﹂
に
於
い
て
︑
自

分
が
既
に
悉
し
く
説
明
し
て
置
い
た
通
り
で
あ
る
︒

︱
こ
の
性

格
描
写
に
次
い
で
︑
最
も
重
き
を
な
す
と
こ
ろ
の
客
観
的
要
素
は
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事
件
で
あ
っ
て
︑
中
に
も
﹃
虞
美
人
草
﹄
や
﹃
そ
れ
か
ら
﹄
の
ご

と
き
作
品
に
於
い
て
は
︑
特
に
そ
の
事
件
の
齎
す
芸
術
的
興
味
が

強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒﹃
坑
夫
﹄
の
有
す
る
芸
術
的
興

味
も
︑
ま
た
︑
主
と
し
て
事
件
に
あ
る
と
云
い
た
い
よ
う
で
は
あ

る
が
︑
仔
細
に
こ
れ
を
検
覈
す
る
と
︑
事
件
と
い
う
よ
り
景
物
と

け
ん
か
く

い
う
の
が
寧
ろ
至
当
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
︒

さ
ら
に
漱
石
先
生
の
芸
術
的
生
涯
に
於
け
る
第
三
期
︑即
ち﹃
彼

岸
過
迄
﹄
に
始
ま
っ
て
﹃
明
暗
﹄
に
終
る
所
謂
﹁
リ
ア
リ
ズ
ム
の

時
代
﹂
に
属
す
る
先
生
の
作
品
に
於
い
て
は
︑
再
び
主
観
的
要
素

の
濃
厚
を
加
え
来
る
と
と
も
に
︑
そ
の
客
観
的
要
素
の
配
合
が
︑
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著
し
く
平
分
的
に
な
っ
て
い
る
︒
従
っ
て
こ
の
時
期
に
於
け
る
作

品
に
就
い
て
特
に
注
意
を
要
す
る
こ
と
は
︑
そ
の
客
観
的
要
素
た

る
べ
き
性
格
な
り
︑
事
件
な
り
︑
景
物
な
り
が
︑
皆
そ
れ
ぞ
れ
の

度
合
に
於
い
て
芸
術
的
興
味
の
対
象
を
形
作
っ
て
い
な
が
ら
︑
し

か
も
そ
の
焦
点
的
と
も
云
う
べ
き
興
味
の
中
心
は
︑
そ
れ
ら
の
あ

ら
ゆ
る
客
観
的
要
素
よ
り
も
寧
ろ
主
観
的
要
素
た
る
心
理
︵
知
識

的
要
素
︶
の
描
写
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
併
し
︑
も
っ
と

公
平
に
云
う
と
︑
こ
の
期
に
属
す
る
作
品
の
芸
術
的
興
味
は
︑
そ

の
主
客
両
方
面
の
要
素
に
於
い
て
著
し
く
均
斉
的
に
な
り
︑
す
べ

て
の
芸
術
的
要
素
が
最
も
調
和
さ
れ
た
る
形
に
於
い
て
按
配
せ
ら
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れ
て
い
る
が
た
め
に
︑
そ
の
最
も
新
し
く
採
択
さ
れ
た
要
素
が
︑

特
に
鮮
か
な
る
効
果
を
挙
げ
え
た
の
だ
と
も
云
い
え
よ
う
︒
例
え

ば
︑
最
後
の
大
作
﹃
明
暗
﹄
を
見
て
も
い
い
︒
そ
こ
に
は
明
か
に

性
格
が
持
ち
来
し
た
芸
術
的
興
味
も
あ
れ
ば
︑
ま
た
︑
そ
こ
に
は

明
か
に
事
件
や
景
物
が
持
ち
来
し
た
芸
術
的
興
味
も
あ
る
︒
然
か

し

の
み
な
ら
ず
︑
そ
れ
ら
の
複
雑
な
る
客
観
的
要
素
に
対
し
て
最
も

濃
厚
な
る
主
観
的
要
素
が
加
味
さ
れ
︑
す
べ
て
の
芸
術
的
要
素
が

渾
然
た
る
融
会
に
達
し
て
︑
殆
ん
ど
何
等
の
欠
点
を
も
感
ぜ
し
め

な
い
完
成
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
点
は
︑
独
り
﹃
明
暗
﹄

に
限
ら
ず
︑﹃
道
草
﹄
に
於
い
て
も
︑
ま
た
︑﹃
行
人
﹄
に
於
い
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て
も
︑既
に
業
に
明
白
な
る
特
長
と
し
て
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

漱
石
先
生
の
芸
術
的
生
涯
に
於
け
る
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
か
ら
リ

ア
リ
ズ
ム
へ
の
推
移
は
︑
そ
れ
が
先
生
自
身
の
内
的
生
活
に
於
け

る
捷
利
と
生
長
と
を
指
示
す
る
意
味
に
於
い
て
︑
も
と
よ
り
興
味

し
よ
う
り

の
深
い
事
実
で
あ
る
に
相
違
な
い
︒
併
し
︑
こ
の
際
自
分
が
よ
り

一
層
面
白
く
感
ず
る
こ
と
は
︑
如
上
述
べ
来
っ
た
芸
術
的
要
素

じ
よ
じ
よ
う

の
変
遷
が
︑
果
し
て
必
然
で
あ
る
か
ど
う
か
は
分
ら
な
い
が
︑
兎

に
角
そ
の
終
り
に
近
づ
く
に
従
い
︑
ま
す
ま
す
円
熟
渾
融
の
極
致

に
到
達
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
点
に
於
い
て
自
分
は
あ
く

ま
で
内
的
生
活
と
芸
術
生
活
と
の
一
致
を
信
ず
る
も
の
で
あ
っ
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て
︑
そ
の
内
的
生
活
に
於
け
る
充
実
は
︑
取
り
も
直
さ
ず
︑
そ
の

芸
術
生
活
に
於
け
る
充
実
を
意
味
す
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
︒

蓋
し
︑
芸
術
的
要
素
の
変
遷
は
︑
そ
の
動
因
を
主
と
し
て
個
人
生

け
だ活

の
体
験
的
背
景
に
潜
め
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
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