




夏
目
氏
と
英
文
学





5

﹁
文
学
評
論
﹂
は
誰
も
知
っ
て
い
る
通
り
︑
十
八
世
紀
の
英
文
学

を
説
い
た
も
の
で
︑
大
学
で
の
講
義
で
あ
る
そ
う
だ
︒
が
こ
れ
に

就
い
て
は
そ
の
公
刊
当
時
自
分
は
新
聞
紙
上
で
卑
見
を
述
べ
た
事

が
あ
っ
た
︒
そ
の
時
自
分
は
何
と
言
っ
た
か
精
し
い
事
は
今
覚
え

て
居
な
い
が
︑
そ
の
内
に
は
十
八
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
が
よ

く
叙
述
さ
れ
て
居
た
事
は
︑
な
お
記
憶
に
止
っ
て
居
る
事
の
一
で

あ
る
︒
自
分
は
よ
く
は
知
ら
な
い
が
︑
こ
れ
に
就
い
て

L
eslie

Stephen

の
十
八
世
紀
に
関
し
た
研
究
な
ど
も
隨
分
参
考
に
な
っ



6

た
事
で
あ
ろ
う
が
︑
怎
う
も
そ
の
内
に
は
夏
目
氏
独
特
の
研
究
と

言
お
う
か
視
察
と
言
お
う
か
︑
自
分
の
少
い
智
識
か
ら
見
る
と
︑

西
洋
の
本
に
は
見
当
ら
な
い
点
が
多
々
あ
る
と
思
わ
れ
た
︒
レ
エ

ノ
オ
ヅ
の
絵
画
な
ど
か
ら
の
観
察
は
︑
西
洋
で
は
普
通
に
言
う
処

か
も
知
れ
ぬ
が
︑
自
分
に
は
目
新
ら
し
い
も
の
で
あ
っ
た
︒
さ
ら

に
自
分
の
最
も
面
白
い
と
思
っ
た
の
は
ポ
オ
プ
を
論
す
る
場
合
︑

バ
イ
ロ
ン
の
こ
の
絢
爛
な
詩
人
に
私
淑
し
て
い
た
事
か
ら
説
き
立

て
て
︑
ポ
オ
プ
の
必
ら
ず
し
も
四
六
駢
驪
的
技
巧
の
詩
人
で
な
か

っ
た
事
を
断
じ
︑
ス
ヰ
フ
ト
の
ガ
リ
ヴ
ア
巡
島
記
に
︑
こ
れ
も
新

説
で
は
な
い
か
も
知
れ
ぬ
け
れ
ど
も
︑
変
っ
た
観
察
を
下
し
た
処
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は
非
常
に
面
白
く
︑
且
つ
自
分
に
利
益
す
る
処
頗
る
多
か
っ
た
︒

そ
の
上
或
意
味
に
於
て
は
吾
々
に
縁
の
遠
い
︑
そ
し
て
格
別
面
白

く
も
な
い
十
八
世
紀
の
散
文
を
著
者
が
沢
山
に
読
ん
で
居
ら
れ
た

に
は
驚
嘆
し
た
︒
た
と
え
ば
デ
フ
ォ
ー
の
如
き
作
家
の
あ
ま
り
重

ん
ず
可
き
で
な
い
事
を
断
言
す
る
迄
に
は
︑
此
作
家
の
浩
瀚
な
作

品
を
︑
可
な
り
沢
山
に
読
破
し
て
い
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
︒
こ
れ

等
の
点
に
就
い
て
は
︑
多
少
記
憶
の
上
に
間
違
い
が
あ
る
と
す
る

も
︑
大
体
自
分
が
以
上
の
如
き
感
銘
を
受
け
た
事
丈
け
は
確
か
で

あ
る
︒

こ
の
文
学
評
論
の
出
た
当
時
︑
自
分
は
早
稲
田
大
学
で
︑
英
文
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学
史
の
よ
う
な
も
の

︱
よ
う
な
も
の
と
は
曖
味
な
言
い
方
で
あ

る
が
︑
事
実
は
西
洋
人
の
手
に
な
っ
た
文
学
史
を
読
む
位
な
事
に

過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る

︱
を
講
じ
て
い
た
が
そ
の
時
試
験
を

し
て
見
た
処
︑
そ
の
沢
山
の
答
案
の
中
に
は
︑
こ
の
文
学
評
論
に

書
い
て
あ
る
事
を
丸
呑
み
に
し
た
の
も
少
か
ら
ず
あ
り
︑
少
く
と

も
こ
れ
を
読
ん
で
答
案
を
書
い
た
と
い
う
に
到
っ
て
は
隨
分
多
数

を
占
め
て
い
た
︒

さ
て
自
分
の
平
素
考
え
て
い
る
処
に
依
る
と
︑
イ
ギ
リ
ス
の
文

学
は
政
治
の
文
学
で
あ
る
︒
治
国
平
天
下
の
文
学
で
あ
る
︒
然
る

に
夏
目
氏
の
文
学
は
大
分
そ
れ
と
は
異
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
イ
ギ
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リ
ス
の
小
説
家
は
大
抵
社
会
と
い
う
も
の
を
眼
中
に
置
い
て
い

る
︒
風
教
と
い
う
も
の
を
眼
中
に
置
い
て
い
る
︒
然
る
に
夏
目
氏

の
小
説
に
は
︑
間
接
に
読
者
が
そ
う
い
う
も
の
を
摑
み
出
す
な
ら

格
別
︑
著
者
自
ら
が
意
識
し
て
︑
そ
う
し
た
考
を
作
中
に
香
お
わ

せ
た
と
い
う
事
は
ま
ず
な
い
と
い
っ
て
も
良
い
︒
果
し
て
そ
う
で

あ
る
と
す
れ
ば
夏
目
氏
の
小
説
な
り
又
思
想
な
り
は
︑
イ
ギ
リ
ス

の
文
学
と
は
没
交
渉
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
か
︒
蓋

し
之
は
直
ち
に
そ
う
論
断
す
る
事
は
出
来
な
い
事
で
あ
ろ
う
と
思

う
︒
何
と
な
れ
ば
政
治
と
か
風
教
と
か
の
問
題
は
︑
小
説
を
論
ず

る
場
合
の
一
問
題
に
過
ぎ
ぬ
か
ら
で
あ
る
︒
自
分
の
考
え
る
処
に
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依
る
と
︑
イ
ギ
リ
ス
の
文
学
は
︑
又
一
方
か
ら
言
え
ば
意
志
の
文

学
で
あ
る
︒
そ
し
て
夏
目
氏
の
作
に
も
︑
一
方
に
理
智
の
精
透
が

あ
る
と
共
に
︑
一
方
に
は
少
か
ら
ず
意
志
の
力
が
働
き
を
な
し
て

い
る
︒
之
が
ま
ず
イ
ギ
リ
ス
の
文
学
と
夏
目
氏
の
文
学
と
共
通
す

る
と
こ
ろ
で
︑
夏
目
氏
本
来
の
面
目
が
︑
英
文
学
の
為
め
に
よ
し

開
発
せ
し
め
ら
れ
た
と
も
言
え
る
と
自
分
は
考
え
て
い
る
︒
漢
学

流
の
四
角
四
面
な
端
正
な
態
度
は
︑
思
想
の
上
で
も
行
為
の
上
で

も
︑
大
い
に
イ
ギ
リ
ス
の
紳
士
風
と
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
︒

こ
の
点
が
夏
目
氏
の
性
格
隨
っ
て
其
作
物
と
︑
イ
ギ
リ
ス
気
質
隨

っ
て
其
文
学
と
の
相
通
ず
る
一
点
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
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な
お
可
笑
味
を
以
て
イ
ギ
リ
ス
の
文
学
と
夏
目
氏
の
作
物
と
の

関
係
を
つ
け
る
人
も
隨
分
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
︒
蓋
し
可
笑
味
は

徳
川
期
以
来
江
戸
文
学
の
一
特
徴
で
あ
り
︑
又
実
に
江
戸
育
ち
の

も
の
の
特
質
の
一
で
あ
る
か
ら
︑
東
京
人
た
る
夏
目
氏
に
其
の
片

影
の
見
え
る
の
は
当
然
で
あ
る
︑
又
イ
ギ
リ
ス
文
学
に
も
可
笑
味

は
隨
時
隨
所
に
散
見
す
る
が
元
来
可
笑
味
は
イ
ギ
リ
ス
独
特
の
も

の
で
あ
ろ
う
か
︒
自
分
は
つ
い
深
く
も
考
え
て
い
な
か
っ
た
が
︑

あ
の
荘
重
な
イ
ギ
リ
ス
人
は
由
来
特
に
滑
稽
味
に
富
ん
で
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
︒
成
程
デ
ィ
ケ
ン
ス
に
も
︑
サ
ツ
カ
レ
ー
に
も
滑
稽

味
は
あ
る
︒
ラ
ム
に
も
そ
れ
と
は
異
っ
た
実
に
精
妙
な
可
笑
味
は
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あ
る
︒
十
八
世
紀
に
も
あ
れ
ば
︑
十
九
世
紀
に
も
︑
二
十
世
紀
に

も
あ
る
︒
自
分
は
イ
ギ
リ
ス
文
学
に
此
の
趣
を
認
め
る
に
人
後
に

落
ち
ぬ
積
り
で
あ
る
が
︒
只
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
文
学
に
限
っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
か
︑
其
点
は
稍
疑
問
で
あ
る
︒
大
陸
の
文
学
に
は
此

の
趣
味
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
︒
或
は
イ
ギ
リ
ス
に
あ
る
程
の
其

趣
味
は
大
陸
に
も
認
め
ら
れ
は
し
ま
い
か
︒
例
え
ば
ケ
ル
ト
民
族

の
有
っ
て
い
る
可
笑
味
は
フ
ラ
ン
ス
に
も
あ
り
は
し
な
い
か
︒
全

体
文
学
の
十
分
に
発
達
し
て
い
る
国
な
ら
ば
︑
其
の
内
に
可
笑
味

の
文
学
の
あ
る
の
は
当
然
で
︑
何
も
イ
ギ
リ
ス
文
学
に
そ
れ
が
多

い
と
は
限
る
ま
い
と
自
分
は
思
う
の
で
あ
る
︒
只
自
分
は
大
陸
文
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学
に
就
い
て
は
不
知
案
内
で
あ
る
か
ら
︑
何
と
も
言
え
な
い
が
隨

分
其
内
に
も
可
笑
味
の
文
学
は
あ
り
そ
う
に
見
え
る
︒

夏
目
氏
は
イ
ギ
リ
ス
文
学
の
み
で
な
く
︑
人
に
吹
聴
し
広
告
こ

そ
し
な
か
っ
た
が
︑
大
陸
の
文
学
に
就
て
も
隨
分
知
識
を
有
っ
て

居
ら
れ
た
︒
否
世
間
の
吹
聴
者
以
上
の
智
識
を
有
っ
て
い
ら
れ
た

ら
し
い
︒
従
っ
て
氏
の
有
っ
て
い
る
可
笑
味
が
英
文
学
か
ら
来
た

と
断
定
す
る
の
は
そ
れ
こ
そ
少
し
可
笑
し
い
と
思
う
︒
少
く
と
も

氏
の
可
笑
味
の
如
何
な
る
種
類
の
も
の
で
あ
る
か
を
極
め
た
上
で

な
け
れ
ば
︑
そ
ん
な
断
定
は
出
来
ぬ
と
思
う
︒
要
は
可
笑
味
の
性

質
如
何
に
帰
着
す
る
︒
或
は
氏
の
可
笑
味
は
江
戸
式
の
余
裕
か
ら
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来
て
︑
そ
れ
に
氏
一
流
の
哲
学
若
し
く
は
一
種
の
俳
諧
味
若
し
く

は
禅
味
の
よ
う
な
も
の
が
加
わ
っ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
︒︵
新
小
説

第
二
十
二
年
第
二
号
よ
り
︶
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