
ま
え
が
き

本
書
は
、
拙
著
『
マ
ラ
ル
メ
の
詩
学
―
―
抒
情
と
抽
象
を
め
ぐ
る
近
現
代
の
芸
術
家
た
ち
―
―
』（
勁
草
書
房
、
一
九
九
九
）
と

『
こ
と
ば
と
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
交
歓
―
―
フ
ラ
ン
ス
と
日
本
の
詩
情
―
―
』（
人
文
書
院
、
二
〇
〇
五
）
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
る
。
一
貫

し
た
著
者
の
関
心
に
よ
り
、
一
九
世
紀
象
徴
派
詩
人
ス
テ
フ
ァ
ヌ
・
マ
ラ
ル
メ
の
詩
と
思
索
に
導
か
れ
、
芸
術
諸
ジ
ャ
ン
ル
の
相
互

関
連
と
東
西
文
化
の
相
関
性
の
探
究
へ
と
視
野
を
広
げ
な
が
ら
試
み
た
書
物
で
あ
る
。

大
学
の
学
部
生
時
代
か
ら
学
ん
だ
マ
ラ
ル
メ
の
文
芸
思
想
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
文
学
の
み
な
ら
ず
美
術
や
音
楽
へ
の
深
い
洞
察
、

そ
れ
ら
と
文
学
と
の
本
質
的
繫
が
り
に
対
す
る
探
究
を
見
出
し
た
。
そ
れ
は
、
文
学
を
言
語
に
よ
る
芸
術
と
捉
え
、
い
わ
ゆ
る
美
術

を
視
覚
芸
術
・
空
間
芸
術
、
音
楽
を
聴
覚
芸
術
・
時
間
芸
術
と
考
え
て
統
合
的
に
位
置
づ
け
た
芸
術
諸
ジ
ャ
ン
ル
に
対
し
て
、
そ
の

相
互
の
関
連
性
を
考
察
す
る
意
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
そ
う
し
た
芸
術
諸
ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る
思
索
や
実
践
が
、

そ
れ
ら
を
生
ん
だ
文
化
に
深
く
根
差
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
と
り
わ
け
創
造
の
核
心
に
「
無
」「
空
白
」
の
認
識
が
据
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
、
そ
の
う
ち
に
創
造
主
体
・
人
間
・
自
然
へ
の
省
察
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
そ
こ
に
東
洋
の
文
化
、
と
り
わ
け
日
本
の
文

化
へ
の
探
索
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
惹
き
つ
け
ら
れ
た
。

こ
う
し
た
マ
ラ
ル
メ
の
認
識
の
広
遠
さ
を
前
に
し
て
、
自
国
の
文
化
・
芸
術
に
対
す
る
自
身
の
見
識
の
な
さ
に
反
省
す
る
と
こ
ろ

が
多
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
パ
リ
留
学
に
よ
っ
て
日
々
痛
感
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
の
大
学
で
、
日
本
文
学
で
は
な

く
外
国
文
学
を
専
攻
し
、
否
応
な
く
自
国
か
ら
他
の
広
い
世
界
に
投
げ
出
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
翻
っ
て
自
ら
の
拠
っ
て
立
つ
足
元

を
振
り
返
る
機
会
を
得
た
こ
と
に
む
し
ろ
幸
運
を
感
じ
た
も
の
で
あ
る
。
以
来
、
こ
う
し
た
事
柄
へ
の
関
心
か
ら
、
手
探
り
に
考
察

i



し
て
き
た
こ
と
、
そ
れ
ら
の
真
価
を
求
め
て
き
た
過
程
が
、
著
者
の
学
び
で
あ
り
、
常
な
る
迷
い
で
あ
り
、
し
か
し
な
が
ら
何
よ
り
、

多
様
な
自
省
を
と
も
な
っ
た
喜
び
で
あ
っ
た
。

こ
の
た
び
、
そ
の
よ
う
な
過
程
に
お
い
て
、
名
前
を
聞
き
知
る
ば
か
り
で
遠
く
無
縁
の
も
の
と
思
っ
て
い
た
ア
ー
ネ
ス
ト
・
フ
ェ

ノ
ロ
サ
、
日
本
近
代
の
幕
開
け
で
あ
る
明
治
期
に
お
い
て
日
本
の
伝
統
美
術
・
伝
統
文
化
の
発
掘
者
そ
し
て
世
界
へ
向
け
て
の
そ
の

紹
介
者
と
し
て
名
を
馳
せ
た
�
お
雇
い
外
国
人
�
フ
ェ
ノ
ロ
サ
に
、
新
た
に
自
ら
の
関
わ
り
と
し
て
出
会
っ
た
。
そ
の
繫
が
り
に
お

い
て
関
係
し
た
実
に
多
岐
に
わ
た
る
人
々
、
芸
術
諸
ジ
ャ
ン
ル
の
多
彩
な
創
造
と
交
流
、
文
化
と
歴
史
の
相
関
に
つ
い
て
、
学
び
を

進
め
そ
れ
を
ま
と
め
た
の
が
本
書
で
あ
る
。

個
々
に
あ
ま
り
に
大
き
い
領
域
に
ま
た
が
る
も
の
を
研
究
対
象
に
す
る
こ
と
と
な
り
、
多
く
の
関
係
学
会
で
研
究
状
況
を
探
り
つ

つ
学
ん
だ
が
、
そ
れ
は
断
片
的
な
一
貫
性
と
も
い
う
べ
き
一
筋
の
道
を
探
し
求
め
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
学
び
で
あ
り
、
そ
の
提
示
と

な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
で
き
あ
が
っ
た
本
書
は
、
マ
ラ
ル
メ
の
射
出
す
光
の
追
求
、
そ
し
て
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
文
学
的
価
値
の
探

求
と
し
て
、
近
代
か
ら
現
代
に
お
い
て
両
者
の
間
に
連
綿
と
継
起
し
浮
か
び
上
が
っ
た
ま
さ
に
多
様
な
芸
術
家
、
そ
の
思
索
と
表
現

の
検
討
を
す
る
も
の
に
な
っ
た
が
、
こ
う
し
た
模
索
が
、
東
西
文
化
の
交
流
に
お
け
る
諸
芸
術
の
相
関
性
、
日
本
の
芸
術
と
文
化
の

価
値
の
研
究
に
関
し
て
多
少
な
り
と
も
寄
与
す
る
も
の
が
あ
れ
ば
あ
り
が
た
い
と
考
え
た
。
以
下
、
本
書
の
構
成
を
追
っ
て
、
章
ご

と
の
内
容
を
概
括
的
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

第
一
部
で
は
、
文
芸
に
見
ら
れ
る
東
西
の
自
然
観
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
ま
ず
第
一
章
で
、
マ
ラ
ル
メ
の
詩
と
思
索
に
お
い
て
、

創
造
主
体
の
あ
り
方
、�
創
造
的
無
�
の
認
識
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
彼
の
自
然
観
に
人
工
の
自
然
の
把
握
を
確
認
し
、
そ
こ
か
ら

日
本
美
術
の
時
空
間
に
う
か
が
え
る
主
体
の
あ
り
方
と
自
然
の
表
現
と
の
相
違
性
を
推
察
し
た
。
こ
れ
を
手
掛
か
り
に
第
二
章
で
、
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こ
と
ば
と
イ
マ
ー
ジ
ュ
に
関
わ
る
主
体
の
あ
り
か
を
求
め
て
、
俳
句
の
仏
訳
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
・
ハ
イ
カ
イ
の
吟
味
に
よ
っ
て
浮
上

す
る
�
主
体
�
の
様
相
と
自
然
の
表
現
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
こ
こ
で
、
自
然
と
芸
術
と
人
間
に
関
わ
る
文
化
の
相
違
を
照
ら
し
出

し
、「
無
」「
空
無
」
の
思
索
を
振
り
返
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
を
総
合
す
る
形
で
第
三
章
に
お
い
て
、
創
造
主
体
の
言
語
表
現

の
晦
渋
に
由
来
す
る
マ
ラ
ル
メ
の
詩
想
の
難
解
さ
と
そ
れ
に
対
す
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
表
現
の
必
然
性
、
そ
し
て
日
本
の
詩
、
と
り
わ
け

絵
と
こ
と
ば
の
融
合
に
妙
味
が
あ
る
画
人
俳
人
の
与
謝
蕪
村
の
俳
句
の
表
現
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
こ
か
ら
マ
ラ
ル
メ
の
日
常
・

非
日
常
に
お
け
る
表
現
対
象
、
そ
こ
に
隠
さ
れ
た
非
分
析
的
主
体
の
曖
昧
な
表
現
と
、
日
本
美
術
に
お
け
る
そ
れ
ら
に
関
連
す
る
表

現
対
象
・
主
体
表
現
と
を
、
両
者
の
自
然
観
の
う
ち
に
再
確
認
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
た
経
緯
と
思
想
を
経
つ
つ
、
こ
と
ば
と
絵

が
繫
が
る
こ
と
に
対
す
る
各
々
の
必
然
性
を
、「
主
体
」
の
文
化
的
相
違
と
照
ら
し
合
せ
な
が
ら
推
論
し
た
。
こ
こ
に
創
造
に
お
け

る
「
無
」
の
認
識
が
検
証
で
き
、
生
と
芸
術
に
お
け
る
「
遊
び
」
の
感
覚
が
浮
か
び
上
が
っ
た
。
そ
し
て
最
後
に
第
四
章
で
、
こ
う

し
た
こ
と
に
意
識
的
で
あ
っ
た
日
本
文
化
論
・
記
号
論
の
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
に
よ
る
思
考
、「
こ
と
ば
の
不
透
明
性
」「
無
」
の
思
索
、

俳
句
と
日
本
文
化
の
「
遊
戯
性
」、
そ
し
て
彼
が
「
マ
ラ
ル
メ
の
部
屋
」
と
見
做
す
「
象
徴
」
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
以
上

第
一
部
を
、
常
に
マ
ラ
ル
メ
の
詩
的
実
践
と
思
索
を
各
々
の
場
で
の
角
度
か
ら
顧
み
な
が
ら
考
察
し
た
。

第
二
部
で
は
、
第
一
部
で
根
本
的
な
問
題
と
し
て
浮
上
し
た
、
創
造
に
お
け
る
「
無
」「
空
白
」
と
そ
れ
に
関
わ
る
�
逆
説
性
�

に
つ
い
て
探
究
し
た
。
第
一
章
で
、
ま
ず
創
造
の
中
枢
と
し
て
の
芸
術
に
お
け
る
音
楽
性
に
関
し
て
逆
説
性
を
考
察
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
マ
ラ
ル
メ
を
師
と
仰
ぐ
ク
ロ
ー
ド
・
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
、
そ
し
て
ウ
ラ
ジ
ミ
ー
ル
・
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
、
ピ
エ
ー
ル
・

ブ
レ
ー
ズ
の
音
楽
な
い
し
諸
芸
術
に
対
す
る
見
解
に
つ
い
て
検
討
し
、
次
い
で
、
ブ
レ
ー
ズ
に
導
か
れ
、
音
楽
に
深
く
関
わ
る
画
家

パ
ウ
ル
・
ク
レ
ー
、
同
様
の
画
家
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ブ
ラ
ッ
ク
に
お
い
て
音
楽
思
想
を
考
察
し
た
。
ブ
ラ
ッ
ク
解
釈
の
手
立
て
と
な
っ

た
ジ
ャ
ン
・
ポ
ー
ラ
ン
か
ら
東
洋
の
思
念
に
差
し
向
け
ら
れ
、
そ
こ
で
、
東
洋
・
日
本
側
か
ら
、
日
本
と
フ
ラ
ン
ス
に
生
き
た
九
鬼

ま え が き
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周
造
、
そ
の
芸
術
諸
ジ
ャ
ン
ル
に
関
わ
る
時
間
論
、
並
び
に
東
洋
に
生
き
た
西
洋
人
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
自
然
観
な
い
し
文
化
観
に
見
受

け
ら
れ
る
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
を
瞥
見
し
た
。
次
に
第
二
章
で
は
、
こ
う
し
た
、
常
に
逆
説
的
と
い
う
べ
き
創
造
の
思
索
を
生
み
育
ん
だ

土
壌
の
確
認
と
し
て
、
西
洋
と
東
洋
の
一
九
世
紀
後
半
か
ら
末
に
か
け
て
の
歴
史
的
状
況
を
総
括
的
に
概
観
し
、
そ
こ
に
散
見
さ
れ

る
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
を
通
し
て
、
時
代
の
逆
説
性
と
芸
術
の
本
来
的
逆
説
性
を
再
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
・
世
紀
末
の
芸
術

文
化
を
歴
史
的
に
明
る
み
に
出
し
た
。
そ
の
上
で
第
三
章
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
世
紀
末
文
化
に
生
き
、
社
会
と
芸
術
の
間
で
逆

説
的
行
為
を
実
践
し
、
そ
の
自
然
観
と
創
造
主
体
の
問
題
に
お
い
て
日
本
と
深
く
関
わ
っ
た
芸
術
家
、
社
会
と
創
造
の
逆
説
性
を
具

現
し
た
ひ
と
り
の
芸
術
家
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
と
領
域
を
変
え
て
三
次
元
の
立
体
芸
術
の
う
ち

に
、
し
か
し
同
様
の
問
題
意
識
を
通
し
て
、
近
代
か
ら
現
代
へ
と
、
時
代
と
芸
術
を
展
開
さ
せ
た
彫
刻
家
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ロ
ダ
ン

を
考
察
し
た
。
そ
こ
に
日
本
の
自
然
観
に
繫
が
る
「
花
子
」
の
動
態
性
へ
の
関
心
を
見
出
し
た
。
ま
た
、
高
村
光
太
郎
の
ロ
ダ
ン
へ

の
心
酔
も
確
認
し
た
。
上
記
第
二
部
の
こ
こ
か
し
こ
で
、
や
は
り
マ
ラ
ル
メ
の
思
索
、「
空
白
」「
無
」、
さ
ら
に
抽
象
の
意
識
に
触

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

続
い
て
第
三
部
で
、
そ
う
し
た
芸
術
表
現
の
近
代
か
ら
現
代
へ
の
進
展
を
、
具
体
的
に
や
は
り
こ
と
ば
と
絵
、
そ
し
て
関
連
し
て

浮
上
し
た
「
書
」、
ま
た
現
代
日
本
画
家
の
意
思
に
お
い
て
探
究
し
た
。
ま
ず
第
一
章
で
、
こ
れ
ま
で
の
問
題
の
中
枢
と
な
る
マ
ラ

ル
メ
の
思
索
を
、
常
に
参
照
し
て
き
た
詩
画
作
品
「
骰
子
一
擲
」
の
�
幾
何
学
的
空
白
�
に
お
い
て
吟
味
し
直
し
、
芸
術
諸
ジ
ャ
ン

ル
に
お
け
る
各
々
の
可
能
性
と
不
可
能
性
お
よ
び
芸
術
の
総
合
性
、
そ
し
て
主
体
に
関
わ
る
「
余
白
」「
無
」
お
よ
び
「
線
」「
抽

象
」
の
核
心
的
意
味
に
つ
い
て
本
書
の
流
れ
か
ら
再
検
討
し
、
こ
れ
を
本
部
の
出
発
点
と
し
た
。
そ
こ
で
確
認
し
た
諸
芸
術
の
相
関

性
を
現
代
へ
と
進
め
、
第
二
章
で
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
マ
ネ
か
ら
ア
ン
リ
・
マ
チ
ス
の
創
造
性
、「
空
白
」「
無
」
の
意
想
に
つ
い
て
学

ん
だ
。
ま
ず
、
現
代
抽
象
画
家
マ
チ
ス
が
手
掛
け
た
『
マ
ラ
ル
メ
詩
集
』
の
線
描
挿
画
、
そ
し
て
こ
と
ば
と
絵
に
対
す
る
彼
の
思
索
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を
検
討
し
て
、
そ
こ
に
�
主
体
�
と
照
ら
し
あ
う
「
余
白
」
の
意
識
を
見
出
し
た
。
そ
れ
は
同
時
に
、
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
に
、
ま
た
葛

飾
北
斎
へ
の
留
意
に
繫
が
っ
て
お
り
、
そ
の
経
緯
か
ら
、
ア
ン
リ
・
フ
ォ
シ
ョ
ン
を
考
察
す
る
こ
と
へ
と
結
ば
れ
た
。
そ
れ
は
さ
ら

に
文
化
史
家
ロ
ジ
ェ
・
カ
イ
ヨ
ワ
と
書
家
森
田
子
龍
の
共
同
制
作
の
検
討
へ
と
導
か
れ
、
そ
こ
に
、「
線
」
と
「
空
白
」
の
意
識
を

見
、
ま
た
、
子
龍
の
マ
チ
ス
へ
の
深
い
共
感
を
確
認
し
て
、
ジ
ャ
ン
ル
と
国
境
を
越
え
る
探
究
と
な
っ
た
。
カ
イ
ヨ
ワ
の
「
遊
び
」、

子
龍
の
「
無
」
の
思
索
は
、
同
時
に
第
二
部
の
九
鬼
周
造
の
再
確
認
と
も
な
っ
た
。
引
き
続
い
て
第
三
章
で
、
字
と
絵
の
間
に
あ
る

「
線
」
と
し
て
の
「
書
」
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
日
本
の
書
、
世
界
の
抽
象
芸
術
に
繫
が
る
書
、
そ
の
間
の
書
の
歴
史
、
芸
術
観
・

文
化
観
の
歴
史
的
考
察
と
な
っ
た
。
詩
と
絵
、
そ
し
て
書
に
お
い
て
も
、「
余
白
・
空
無
」
を
創
造
の
核
と
し
て
確
認
し
た
。
こ
こ

に
、
岡
倉
天
心
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
日
本
文
芸
観
が
関
わ
っ
て
く
る
。
こ
れ
は
翻
っ
て
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
マ
ラ
ル
メ
、
ギ
ヨ
ー

ム
・
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
か
ら
、
ス
イ
ス
の
図
形
詩
の
詩
人
で
あ
り
マ
ラ
ル
メ
の
「
骰
子
一
擲
」
を
自
ら
の
思
索
の
出
発
点
に
し
た
オ
イ

ゲ
ン
・
ゴ
ム
リ
ン
ガ
ー
、
さ
ら
に
ゴ
ム
リ
ン
ガ
ー
と
マ
ラ
ル
メ
を
詩
作
の
起
点
と
し
た
日
本
の
向
井
周
太
郎
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
・
ポ

エ
ト
リ
ー
お
よ
び
ビ
ジ
ュ
ア
ル
ア
ー
ト
に
繫
が
っ
た
。
こ
う
し
て
現
代
へ
と
、
西
洋
と
東
洋
を
ま
た
ぎ
な
が
ら
論
を
進
展
さ
せ
た
。

そ
し
て
第
四
章
で
、
西
洋
に
学
び
東
洋
に
生
き
、
現
代
文
化
を
世
界
に
示
し
た
、
日
本
画
家
東
山
魁
夷
に
つ
い
て
吟
味
し
た
。
現
代

的
と
い
う
べ
き
静
謐
端
正
な
デ
ザ
イ
ン
性
を
も
つ
、
自
然
を
対
象
と
す
る
そ
の
画
布
に
、
日
本
本
来
の
自
然
観
と
文
化
の
意
識
か
つ

図
案
的
抽
象
的
な
創
造
性
、
そ
し
て
創
造
主
体
ひ
い
て
は
自
然
と
人
間
と
の
繫
が
り
の
あ
り
方
を
見
た
。
そ
れ
は
、
絵
と
こ
と
ば
に

よ
っ
て
現
代
社
会
へ
の
思
い
を
伝
え
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

第
四
部
で
は
、
第
三
部
に
お
け
る
具
体
的
な
芸
術
創
造
の
現
代
へ
の
展
開
を
受
け
て
、
そ
の
現
代
性
に
つ
い
て
根
拠
か
ら
将
来
を

省
察
す
る
た
め
に
、
ま
ず
第
一
章
で
理
論
的
に
、
時
間
と
文
芸
を
考
察
し
た
九
鬼
周
造
の
文
芸
理
論
、
お
よ
び
日
本
文
化
と
外
国
文

化
と
の
相
照
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
の
比
較
芸
術
―
―
芸
術
諸
ジ
ャ
ン
ル
に
対
す
る
時
間
的
分
析
に
、
線
の
リ
ズ
ム
、
沈
黙
の
音

ま え が き
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楽
等
、
総
合
的
表
現
性
な
い
し
は
日
本
芸
術
の
「
無
限
」
の
解
明
を
認
め
、
同
時
に
そ
こ
に
フ
ラ
ン
ス
象
徴
主
義
と
の
共
鳴
ま
た
齟

齬
を
も
見
た
。
次
に
第
二
章
で
、
九
鬼
が
精
神
の
父
と
見
倣
す
岡
倉
天
心
と
共
に
、
近
代
日
本
に
お
い
て
日
本
の
伝
統
文
化
を
広
く

世
界
に
示
し
た
フ
ェ
ノ
ロ
サ
に
つ
い
て
、
自
然
に
基
づ
く
総
合
芸
術
観
・
仏
教
観
に
お
い
て
、
文
芸
文
学
の
本
質
、�
内
在
的
諸
関

係
の
調
和
�
と
し
て
の
音
楽
性
の
重
視
、
な
い
し
無
限
と
流
動
の
思
考
を
探
索
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
に
マ
ラ
ル
メ
と
の
、
こ

れ
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
繫
が
り
を
見
た
。
そ
れ
を
具
体
的
に
探
究
す
る
た
め
に
、
第
三
章
で
、
従
来
、
美
術
・

宗
教
・
文
化
の
領
域
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
思
索
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
れ
は
、
文
学
を
も
含
み
、
否
、
む
し
ろ
文

学
・
文
芸
を
出
発
点
と
し
常
に
芸
術
諸
ジ
ャ
ン
ル
を
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
文
化
の
総
体
を
眺
め
て
い
た
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
思
索
の
発

掘
と
し
て
、
具
体
的
に
そ
の
文
学
観
を
遺
作
『
漢
字
考
』「
能
楽
論
」
に
お
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ア
メ
リ
カ
人

イ
マ
ジ
ス
ト
の
エ
ズ
ラ
・
パ
ウ
ン
ド
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
劇
詩
人
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
バ
ト
ラ
ー
・
イ
ェ
イ
ツ
の
フ
ェ
ノ
ロ
サ
継
承
に

よ
っ
て
世
界
の
文
学
に
通
じ
る
虚
構
・
虚
無
・
空
白
・
象
徴
性
の
様
相
を
明
る
み
に
出
し
、
そ
れ
が
美
術
界
で
の
運
動
や
思
索
と
歩

み
を
共
に
し
、
文
化
観
に
繫
が
る
こ
と
、
そ
こ
に
は
西
洋
人
な
が
ら
ア
メ
リ
カ
人
と
し
て
の
特
異
な
側
面
が
あ
る
こ
と
、
し
か
し
な

が
ら
マ
ラ
ル
メ
と
共
鳴
す
る
芸
術
の
逆
説
性
、
自
然
観
、
主
体
の
問
題
、�
無
�
の
意
識
、
象
徴
主
義
の
問
題
が
文
化
史
的
に
考
察

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
は
、
パ
ウ
ン
ド
、
イ
ェ
イ
ツ
、
さ
ら
に
マ
ラ
ル
メ
に
よ
っ
て
ポ
ー
ル
・
ク
ロ
ー
デ
ル
、
そ
し

て
第
一
部
以
来
た
び
た
び
参
照
し
て
き
た
バ
ル
ト
に
繫
が
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
従
来
、
美
術
の
領
域
、
文
化
・
宗
教

の
領
域
で
研
究
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
必
ず
し
も
全
面
的
に
は
価
値
が
評
価
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
急
逝
の
文
化
史
家

フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
功
績
に
対
し
て
、
文
学
関
係
の
考
察
を
取
り
込
ん
で
統
合
的
に
価
値
づ
け
る
こ
と
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は

同
時
に
、
芸
術
諸
ジ
ャ
ン
ル
、
東
西
の
文
芸
文
化
の
交
流
に
お
け
る
、
共
鳴
と
齟
齬
を
総
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
、
響
き
あ
う
東
西
文
化
、
す
な
わ
ち
そ
の
共
鳴
と
齟
齬
を
改
め
て
発
見
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
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よ
り
豊
か
に
現
代
世
界
の
芸
術
と
文
化
を
育
む
も
の
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
こ
と
ば
・
文
学
、
絵
・
美

術
、
音
楽
と
い
っ
た
芸
術
諸
ジ
ャ
ン
ル
、
さ
ら
に
西
洋
と
東
洋
の
国
々
、
そ
し
て
、
近
代
か
ら
現
代
に
向
け
て
試
み
た
学
び
の
視
点

の
意
味
を
表
明
し
え
た
か
と
思
う
。
マ
ラ
ル
メ
の
価
値
の
よ
り
広
い
認
識
の
た
め
の
一
助
と
な
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ

に
対
し
て
新
た
に
文
学
的
価
値
を
付
加
し
統
合
す
る
こ
と
で
、
よ
り
広
範
な
価
値
の
発
掘
に
い
く
ら
か
で
も
貢
献
し
う
る
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
マ
チ
ス
、
ロ
ダ
ン
、
そ
し
て
「
書
」、
魁
夷
を
、
マ
ラ
ル
メ
の
光
が
照
ら
し
出
す
象
徴
主
義
の
風
土
か
ら
、
自
然
と
無
と
逆

説
の
観
点
に
お
け
る
繫
が
り
と
し
て
、
個
々
に
い
く
ら
か
新
た
な
価
値
を
付
与
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

以
上
を
構
成
す
る
章
は
、
単
独
に
学
会
誌
や
大
学
紀
要
等
で
自
ら
の
探
究
の
道
筋
に
導
か
れ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
当
初
は

そ
れ
ら
書
き
た
め
た
論
考
を
概
ね
そ
の
ま
ま
配
置
し
て
編
成
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
む
し
ろ
薄
暗

が
り
の
紆
余
曲
折
の
な
か
で
一
貫
し
た
自
ら
の
思
索
を
改
め
て
確
認
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ひ
と
つ
の
書
物
と
な
る
よ

う
手
を
加
え
た
。
も
と
よ
り
ず
い
ぶ
ん
以
前
、
ま
た
折
々
の
必
要
に
応
じ
て
ま
と
め
ら
れ
た
論
文
に
対
し
て
内
容
を
部
分
的
に
大
き

く
修
正
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
互
い
に
重
複
す
る
部
分
を
個
々
の
論
文
に
お
い
て
十
分
に
整
え
て
過
不
足
な
く
他
と
切
り
離
す
こ
と

も
で
き
ず
、
完
全
に
一
本
化
さ
れ
た
書
物
に
す
る
の
は
極
め
て
困
難
だ
っ
た
が
、
可
能
な
限
り
、
自
ら
の
思
索
の
一
本
の
道
を
明
ら

か
に
し
た
い
と
考
え
た
。
実
に
こ
の
作
業
が
時
間
的
に
予
想
以
上
に
手
間
取
り
、
当
初
の
予
定
を
遥
か
に
長
引
か
せ
た
。
い
ち
い
ち

の
文
献
を
見
直
し
、
思
い
が
け
な
い
誤
り
を
十
分
に
修
正
す
る
余
力
も
な
く
、
精
神
的
に
も
苦
渋
を
味
わ
わ
せ
る
も
の
と
な
っ
た
が
、

結
果
的
に
は
、
長
年
の
自
身
を
振
り
返
り
反
省
し
断
念
す
る
機
会
と
な
り
感
慨
深
か
っ
た
。
ご
叱
正
を
賜
わ
り
た
い
。

領
域
を
ま
た
ぎ
、
時
間
を
隔
て
、
時
々
の
執
筆
事
情
が
あ
り
、
そ
の
意
味
で
章
ご
と
に
レ
ベ
ル
に
高
低
も
あ
り
、
い
ず
れ
に
対
し

て
も
自
信
を
も
て
る
も
の
で
は
な
い
が
、
手
探
り
で
、
す
べ
て
マ
ラ
ル
メ
を
近
く
遠
く
に
置
き
、
世
界
の
歴
史
と
文
化
、
諸
芸
術
の

ま え が き

vii



間
に
在
る
「
関
係
の
糸
」
を
た
ど
り
な
が
ら
進
め
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
私
自
身
の
、
形
を

成
さ
な
か
っ
た
若
い
頃
か
ら
の
断
片
的
な
関
心
と
物
思
い
に
応
じ
、
少
な
く
と
も
そ
れ
を
い
く
ら
か
明
確
に
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

日
本
の
文
芸
、
そ
の
自
然
観
、
そ
し
て
自
然
に
融
和
す
る
創
造
主
体
、
人
間
、
生
と
芸
術
の
連
続
と
融
合
と
し
て
の
「
遊
び
」、
そ

こ
に
あ
る
逆
説
性
と
必
然
的
な
「
無
」
の
意
識
、
そ
れ
ら
を
射
出
す
い
わ
ば
「
抒
情
と
抽
象
」
言
い
換
え
れ
ば
象
徴
性
を
、
ひ
と
り

の
日
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
し
て
、
外
国
文
芸
と
照
ら
し
合
わ
せ
確
認
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
マ
ラ
ル
メ
の
詩
と
思
索
の
フ
ァ
セ
ッ
ト
が
静
か
に
長
く
照
ら
し
出
す
多
様
な
芸
術
世
界
、
そ
し
て
そ
れ
に

よ
っ
て
た
ど
り
着
い
た
、
マ
ラ
ル
メ
と
は
一
見
異
質
の
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
美
術
運
動
、
こ
れ
ま
で
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
が
恐
ら
く
な

か
っ
た
そ
の
思
索
と
マ
ラ
ル
メ
世
界
と
の
照
応
を
、
ま
さ
に
東
洋
文
化
・
日
本
文
芸
・
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
を
通
し
て
、
探
索
す
る
も
の

と
な
っ
た
。

こ
こ
に
、
自
分
な
り
に
考
え
あ
ぐ
ね
た
道
筋
の
な
か
で
見
届
け
た
さ
さ
や
か
な
「
マ
ラ
ル
メ
の
光
芒
」
と
「
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
反

影
」、
そ
れ
ら
の
間
に
見
出
す
こ
と
に
な
っ
た
実
に
多
様
な
、
人
間
と
創
造
と
文
化
の
断
片
た
ち
、
ひ
と
つ
の
視
点
か
ら
の
一
貫
し

た
断
片
群
を
描
き
出
そ
う
と
試
み
た
本
書
が
、
陽
の
目
を
見
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
、
そ
の
間
に
多
く
の
方
々
か
ら
賜
っ
た
も
の
、

自
ら
吸
収
で
き
ず
消
失
さ
せ
た
も
の
を
思
い
起
こ
し
、
今
は
た
だ
、
感
謝
の
念
に
た
え
な
い
思
い
が
す
る
。

宗
像
衣
子
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思
想
や
文
化
の
探
究
に
お
い
て
価
値
を
も
つ
有
様
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

1
人
工
的
自
然
と
創
造
的
無

本
論
の
テ
ー
マ
に
即
し
て
、
マ
ラ
ル
メ
の
詩
と
詩
的
思
考
に
お
い
て
自
然
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
の
花
が
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
（
1
）

る
か
、

そ
れ
に
関
連
し
て
、
詩
に
お
け
る
�
無
�
の
意
識
や
空
白
の
感
覚
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
か
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
描
出
す
る
語
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彙
や
語
法
か
ら
、
創
造
主
体
な
い
し
主
体
と
し
て
の
人
間
の
あ
り
方
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
表
現
に
ど
の
よ
う
な
難
解
さ
が
窺
え
る
か

に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

ⅰ
詩
二
篇

以
下
は
、
一
八
八
七
年
『
独
立
評
論
』
誌
に
初
出
、
そ
し
て
同
年
、『
マ
ラ
ル
メ
詩
集
』
に
収
録
さ
れ
た
詩
篇
群
で
あ
る
が
、
常

に
三
篇
一
体
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
の
二
篇
で
あ
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
な
い
第
一
詩
篇
で
は
、
詩
人
の
夕
暮
れ
の
部

屋
、
花
卓
子
の
み
が
と
り
残
さ
れ
た
部
屋
の
光
景
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
次
に
挙
げ
る
二
篇
の
う
ち
の
前
者
、
第
二
詩
篇
は
、
夜
半
、

花
瓶
の
花
が
欠
け
て
い
る
様
子
を
、
そ
し
て
後
者
、
第
三
詩
篇
は
、
夜
明
け
、
か
す
か
な
期
待
を
孕
み
な
が
ら
も
、
何
も
生
ま
れ
な

か
っ
た
様
子
を
描
く
詩
篇
で
あ
り
、
こ
れ
ら
三
詩
篇
は
、
詩
人
の
部
屋
に
お
け
る
�
詩
�
の
不
在
を
浮
き
彫
り
に
す
る
一
連
の
詩
群

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
第
二
・
第
三
詩
篇
か
ら
、
関
連
モ
チ
ー
フ
を
示
す
部
分
を
掲
げ
た
い
。

第
二
詩
篇
「
壺
の
腹
か
ら

一
跳
び
に
躍
り
出
た
（
2
）

…
…
」
の
第
一
詩
節
と
第
四
詩
節

か
り
そ
め
の
脆
い
ガ
ラ
ス
の
壺
の
腹
か
ら

一
跳
び
に
躍
り
出
た

頸
、

苦
悩
の
夜
の
よ
す
が
ら
を

花
で
飾
る
術
も
な
く
、

口
は

か
け
こ
ぼ
た
れ
て

知
る
よ
し
も
な
い
。

Ⅰ 文芸に見る自然観
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一
輪
の
薔
薇
の
花
を

暗
闇
に
予
告
し
な
が
ら
、

ひ
た
す
ら
に
唯

悶
え
苦
し
み
、
し
か
も

何
物
を
も

吐
き
出
す
こ
と
を
肯
じ
な
い
。

こ
の
詩
で
は
、
あ
る
べ
き
は
ず
の
一
輪
の
薔
薇
の
花
が
存
在
し
て
い
な
い
様
が
表
さ
れ
て
い
る
。
夜
も
す
が
ら
、
花
瓶
に
飾
ら
れ

る
こ
と
の
な
い
花
。
花
瓶
の
首
や
口
は
、�
無
い
花
�
を
露
わ
に
す
る
。
後
に
そ
の
一
端
を
見
る
マ
ラ
ル
メ
独
自
の
語
法
と
語
彙
に

照
ら
せ
ば
、�
詩
�
が
生
み
出
さ
れ
な
い
こ
と
を
如
実
に
語
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

冒
頭
第
一
詩
節
か
ら
、
成
就
し
な
か
っ
た
花
瓶
と
花
と
の
合
体
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
夢
想
、
孤
立
と
い
っ
た
風
に
、
空
虚
な
状
況
ば

か
り
が
、
表
現
と
し
て
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
無�

い�

と
い
う
こ
と
が
、�
無
い
花
�
の
表
象
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
�
無
い
花
�
は
、
さ
ら
に
自
然
と
の
関
係
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
花
瓶
に
飾
ら
れ
る
べ
く

切
り
取
ら
れ
て
あ
る
は
ず
の
花
で
あ
り
、
た
と
え
存
在
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
自
然
の
中
に
息
づ
き
、
咲
き
薫
る
花
で
あ
っ
た

わ
け
で
は
な
い
。
自
然
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
飾
ら
れ
る
、
い
わ
ば
人
工
的
な
花
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

第
三
詩
篇
「
ダ
ン
テ
ル
編
み
の
窓
掛
は
自
づ
と
（
3
）

…
…
」
の
第
二
詩
節
と
第
三
詩
節

絡
み
合
う
唐
草
飾
り
花
飾
り
の

白
と
白
と
の

一
面
に
縺
れ
に
縺
れ
た
こ
の
真
白
さ
が
、
蒼
白
い

窓
玻
璃
に
あ
た
っ
て
消
え
て
、
屍
衣
で
覆
ふ

一 マラルメの“無”
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白
さ
に
ま
さ
り

翩
翻
と
ひ
る
が
え
っ
て
い
る
。

け
れ
ど
も

夢
で
金
色
に
彩
ら
れ
る
人
の
心
に
は
、

音
楽
的
な
空
洞
の
虚
無
を

た
た
え
て

悲
し
そ
う
に

マ
ン
ド
ー
ル
が
眠
っ
て
い
る
、

こ
の
詩
で
は
、
明
け
方
、�
無
�
を
た
た
え
た
寝
床
に
揺
れ
る
カ
ー
テ
ン
の
姿
が
現
れ
て
い
る
。
カ
ー
テ
ン
の
模
様
、
す
な
わ
ち
、

縺
れ
合
い
フ
ー
ガ
の
よ
う
に
め
く
る
め
く
そ
れ
自
身
を
追
い
か
け
て
ゆ
く
白
と
白
の
唐
草
模
様
、
自
ら
に
自
ら
を
重
ね
追
っ
て
ゆ
く

よ
う
な
花
模
様
が
、
天
空
へ
と
連
な
っ
て
ゆ
く
。
詩
人
の
楽
器
の
腹
部
か
ら
、�
詩
�
の
誕
生
は
、
や
は
り
見
ら
れ
な
い
。
白
の
中

で
、
無
限
に
繰
り
返
さ
れ
る
花
飾
り
模
様
が
、
連
鎖
し
立
ち
上
っ
て
ゆ
く
だ
け
の
夜
明
け
で
あ
る
。

生
ま
れ
な
か
っ
た
詩
人
の
音
楽
が
、
流
れ
去
り
ゆ
く
花
の
モ
チ
ー
フ
と
と
も
に
あ
る
。
こ
の
花
は
、
し
か
し
こ
こ
で
も
、
揺
れ
る

カ
ー
テ
ン
の
中
で
い
わ
ば
デ
ザ
イ
ン
化
さ
れ
た
花
で
あ
り
、
自
然
の
風
景
に
生
き
て
咲
く
花
で
は
な
い
。
人
間
の
視
覚
で
形
成
さ
れ

た
花
で
あ
る
。
そ
し
て
花
は
、
模
様
と
し
て
宇
宙
へ
と
繫
が
る
。

自
然
か
ら
切
り
取
ら
れ
た
花
が
、
視
覚
の
中
で
拡
大
さ
れ
た
よ
う
な
花
飾
り
の
植
物
模
様
と
な
っ
て
、
浮
上
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
、

自
然
に
繫
が
る
と
い
う
よ
り
は
、
窓
枠
を
越
え
、
天
空
へ
と
立
ち
上
り
、
宇
宙
に
繫
が
っ
て
い
る
。
カ
ー
テ
ン
の
模
様
と
宇
宙
と
の

大
小
関
係
の
非
写
実
性
も
浮
か
び
上
が
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
全
体
を
包
む
の
は
、
や
は
り
現
実
の
�
無
�
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
自
然
の
中
の
植
物
で
あ
る
花
の
モ
チ
ー
フ
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
自
然
の
風
景
の
中
の
花
と
し
て
あ
る
の
で
は
な

Ⅰ 文芸に見る自然観
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あ
と
が
き

本
書
を
纏
め
な
が
ら
振
り
返
っ
て
み
て
、
多
く
の
先
生
方
や
周
囲
の
皆
さ
ま
か
ら
様
々
な
ご
恩
を
受
け
て
き
た
こ
と
を
感
慨

深
く
思
う
。
京
都
大
学
学
部
生
の
時
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
専
攻
に
お
い
て
本
城
格
先
生
か
ら
ル
ネ
サ
ン
ス
文
学
の
ご
研
究
を
通
し

て
社
会
と
人
間
心
理
の
あ
り
さ
ま
に
つ
い
て
、
中
川
久
定
先
生
か
ら
は
一
八
世
紀
啓
蒙
思
想
の
ご
研
究
か
ら
社
会
と
文
学
に
関

わ
る
実
証
研
究
の
重
要
性
に
つ
い
て
学
ん
だ
。
そ
の
後
、
卒
業
論
文
（
マ
ラ
ル
メ
の
扇
の
詩
を
め
ぐ
る
虚
無
の
考
察
）
の
試
問
を
機

縁
に
英
文
科
の
御
輿
員
三
先
生
の
英
詩
の
ご
研
究
に
接
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
専
攻
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
大
学
院
生
の
時
に
受
け
た
先
生
の
ご
指
導
、
そ
の
貴
重
さ
は
今
に
い
た
る
ま
で
忘
れ
ら
れ
な
い
。
御
輿
先
生
か
ら
「
詩
」

の
何
た
る
か
を
学
ん
だ
気
が
す
る
。
三
好
郁
朗
先
生
の
マ
ラ
ル
メ
の
ご
講
義
も
大
切
で
あ
っ
た
。
神
戸
大
学
で
長
く
非
常
勤
講

師
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
時
に
は
、
拙
い
論
文
に
対
し
て
、
木
内
孝
先
生
が
い
つ
も
親
身
に
勇
気
づ
け
て
く
だ
さ
っ
た
。
先
生

は
、
マ
ラ
ル
メ
研
究
の
第
一
人
者
、
立
教
大
学
の
松
室
三
郎
先
生
の
ご
友
人
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
関
係
も
あ
っ
て
松
室
先
生
に

も
遠
く
か
ら
常
に
あ
た
た
か
い
お
言
葉
を
い
た
だ
い
た
。
こ
う
し
た
先
生
方
の
ご
支
援
が
な
け
れ
ば
、
私
自
身
の
関
心
は
先
生

方
と
は
異
な
る
も
の
に
方
向
づ
け
ら
れ
た
と
は
い
え
、
マ
ラ
ル
メ
に
こ
だ
わ
り
自
分
な
り
に
接
し
続
け
る
と
い
う
こ
と
は
お
そ

ら
く
な
か
っ
た
と
思
う
。

こ
の
よ
う
な
学
び
の
な
か
で
、
元
を
た
だ
せ
ば
、
昔
か
ら
引
き
継
が
れ
た
す
ぐ
れ
た
翻
訳
研
究
は
ほ
ん
と
う
に
重
要
で
あ
っ

た
。
鈴
木
信
太
郎
先
生
の
フ
ラ
ン
ス
詩
研
究
を
は
じ
め
と
し
て
、
前
記
松
室
先
生
、
そ
し
て
菅
野
昭
正
先
生
、
清
水
徹
先
生
、

阿
部
良
雄
先
生
、
渡
邊
守
章
先
生
ほ
か
諸
先
生
方
に
よ
る
『
マ
ラ
ル
メ
全
集
』
全
五
巻
は
、
常
に
限
り
な
く
大
き
な
支
え
だ
っ

た
。
ワ
ー
プ
ロ
も
パ
ソ
コ
ン
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
も
な
い
時
代
か
ら
の
、
先
生
方
の
地
道
で
丹
念
な
、
膨
大
な
お
仕
事
・
ご
研
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究
か
ら
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を
思
う
と
感
謝
の
念
も
ひ
と
し
お
で
あ
る
。
昨
今
の
マ
ラ
ル
メ
研
究
者
で
は
、
ず
い
ぶ
ん

以
前
、
駆
け
出
し
の
頃
に
、
若
き
竹
内
信
夫
先
生
か
ら
受
け
た
ご
指
導
も
折
々
思
い
出
す
。
マ
ラ
ル
メ
・
記
号
論
の
西
川
直
子

先
生
、
マ
ラ
ル
メ
・
言
語
思
想
研
究
の
佐
々
木
茂
子
さ
ん
も
、
い
つ
も
闊
達
に
支
え
て
く
だ
さ
っ
た
。
一
方
で
自
身
は
と
い
え

ば
、
若
い
方
々
に
何
も
で
き
な
い
ま
ま
、
た
だ
応
援
し
た
い
と
思
う
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

フ
ェ
ノ
ロ
サ
に
関
し
て
は
、
そ
の
機
縁
を
作
っ
て
く
だ
さ
っ
た
山
口
靜
一
先
生
や
村
形
明
子
先
生
、
そ
の
遠
大
な
ご
翻
訳
や

ご
研
究
の
成
果
か
ら
受
け
た
も
の
は
計
り
知
れ
な
い
。
一
筋
の
長
年
の
研
鑽
と
い
う
も
の
の
価
値
を
実
感
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

ま
た
学
び
の
道
筋
の
中
で
、
こ
の
た
び
特
に
英
文
学
・
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
劇
詩
イ
ェ
イ
ツ
研
究
の
長
谷
川
年
光
先
生
の
貴
重
な
お

仕
事
か
ら
多
大
な
恩
恵
を
賜
わ
っ
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
本
書
を
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
幸
甚
で
あ
っ
た
。
フ
ェ
ノ
ロ
サ
学
会
で
、

神
林
恒
道
先
生
か
ら
、
美
学
芸
術
学
の
ご
専
門
領
域
の
み
な
ら
ず
文
化
全
般
に
関
わ
る
広
く
深
甚
な
ご
教
授
と
お
導
き
を
身
近

に
賜
わ
っ
た
こ
と
は
幸
運
に
恵
ま
れ
た
と
い
う
ほ
か
な
い
。

ま
た
高
階
秀
爾
先
生
の
東
西
芸
術
研
究
の
お
仕
事
、
芳
賀
徹
先
生
の
東
西
文
芸
の
ご
研
究
や
川
本
晧
嗣
先
生
の
比
較
文
学
の

ご
著
書
、
磯
谷
孝
先
生
の
記
号
論
の
ご
研
鑽
も
、
以
前
か
ら
折
に
触
れ
て
は
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
た
土
台
で
あ
っ
た
。
音
楽
・

文
芸
思
想
に
関
し
て
は
、
三
光
長
治
先
生
の
厖
大
な
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
ご
研
究
は
深
く
導
き
の
元
で
あ
っ
た
。
長
く
非
常
勤
講
師

を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
京
都
市
立
芸
術
大
学
大
学
院
で
、
多
く
の
音
楽
家
の
方
々
か
ら
、
一
味
ち
が
っ
た
こ
と
ば
で
音
楽

の
本
質
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
恵
ま
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
こ
の
た
び
本
書
の
た
め
に
、
マ
チ
ス
の
『
マ
ラ
ル
メ
詩
集
』

の
挿
画
の
こ
と
で
ご
厚
意
を
賜
わ
っ
た
姫
路
市
立
美
術
館
の
山
田
真
規
子
さ
ん
、
並
び
に
、
書
家
森
田
子
龍
に
よ
る
、
マ
チ
ス

と
書
に
関
わ
る
「
東
西
の
虹
」
に
つ
い
て
貴
重
な
情
報
を
賜
わ
っ
た
豊
岡
市
文
化
振
興
課
の
徳
味
卓
示
さ
ん
に
深
く
感
謝
申
し

上
げ
た
い
。
ま
た
日
本
に
居
な
が
ら
に
し
て
、
パ
リ
郊
外
の
マ
ラ
ル
メ
美
術
館
の
ペ
ギ
ー
・
ジ
ュ
ネ
ス
テ
ィ
さ
ん
た
ち
か
ら
賜

わ
っ
た
懇
篤
な
ご
支
援
・
情
報
提
供
等
に
つ
い
て
心
よ
り
深
謝
し
た
い
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
文
学
・
芸
術
・
文
化
に
つ
い
て
学
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ん
だ
も
の
の
、
帰
国
後
は
渡
欧
も
ま
ま
な
ら
な
か
っ
た
が
、
多
様
な
学
会
か
ら
実
に
多
く
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
た
。

パ
リ
で
、
留
学
後
も
い
つ
も
遠
く
か
ら
支
え
て
く
だ
さ
っ
た
硯
学
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
デ
コ
ー
ダ
ン
先
生
、
先
生
を
指
導
者
と
さ

せ
て
い
た
だ
け
な
け
れ
ば
失
わ
れ
た
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。
心
底
が
把
え
難
か
っ
た
だ
ろ
う
大
胆
で
頑
な
な
東
洋
の
女
の

子
に
も
ど
か
し
さ
も
見
せ
ず
、
浩
然
と
し
て
鷹
揚
で
あ
っ
た
。「
マ
ラ
ル
メ
」
を
博
士
論
文
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
し
か
上
げ
ず

に
タ
イ
ト
ル
を
「
抒
情
と
抽
象
」
と
し
た
こ
と
に
、
今
、
ペ
ー
ル
・
ラ
シ
ェ
ー
ズ
の
墓
地
か
ら
微
笑
ん
で
い
た
だ
け
る
だ
ろ
う

か
。
マ
ラ
ル
メ
は
手
掛
か
り
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
大
き
な
手
掛
か
り
で
は
あ
っ
た
。
マ
ラ
ル
メ
研
究
の
場
に
あ
っ
て
は

微
力
故
に
一
種
の
空
し
さ
を
、
諸
々
の
他
領
域
に
あ
っ
て
は
同
じ
く
あ
る
種
の
歯
が
ゆ
さ
を
感
じ
た
。
ど
こ
に
も
落
ち
着
け
ず
、

自
ら
の
足
場
は
常
に
外
に
あ
り
不
安
定
で
あ
っ
た
。
伝
え
難
く
口
を
閉
ざ
す
ほ
か
な
か
っ
た
。
デ
コ
ー
ダ
ン
先
生
の
文
学
と
芸

術
と
文
化
の
お
導
き
は
、
そ
の
後
の
私
の
問
題
意
識
を
堅
固
に
形
作
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
後
を
継
が
れ
た
ク
ロ
ー
ド
・
ド
ゥ
ボ

ン
先
生
の
や
さ
し
さ
と
お
お
ら
か
さ
も
日
々
の
支
え
だ
っ
た
。
そ
ん
な
先
生
方
を
繫
い
で
、
い
つ
も
パ
リ
と
の
仲
介
を
し
て
く

れ
た
友
人
、
九
鬼
周
造
の
研
究
者
斎
藤
多
香
子
さ
ん
に
は
感
謝
の
こ
と
ば
も
な
い
。
彼
女
の
助
力
が
な
け
れ
ば
す
べ
て
は
展
開

し
な
か
っ
た
。
日
本
で
も
、
そ
の
後
多
く
の
友
人
の
恩
を
受
け
な
が
ら
そ
れ
を
十
分
に
育
て
さ
せ
て
い
た
だ
く
余
裕
が
な
か
っ

た
こ
と
が
悔
や
ま
れ
る
。
た
だ
た
だ
時
間
に
追
わ
れ
て
日
々
を
過
ご
す
年
月
の
な
か
で
、
亡
き
人
と
な
ら
れ
た
多
く
の
先
生
方

が
、
フ
ラ
ン
ス
に
も
日
本
に
も
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
自
分
ひ
と
り
日
常
の
時
間
に
急
か
さ
れ
て
い
る
う
ち
に
、
時
は
ど
ん
ど
ん

他
の
人
々
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
間
と
し
て
過
ぎ
て
ゆ
く
。
後
悔
が
尽
き
な
い
。
振
り
返
り
、
今
な
ら
わ
か
る
と
い
う
こ
と
ば
か
り

で
あ
る
。

今
、
先
立
つ
拙
著
を
振
り
返
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
た
び
の
、
お
お
よ
そ
一
年
に
お
よ
ぶ
、
日
々
現
実
の
波
を
搔
い
潜
っ

て
細
々
と
拾
い
集
め
た
時
間
と
体
力
に
よ
る
書
物
作
り
の
作
業
を
思
い
起
こ
し
、
編
集
者
の
方
の
大
き
な
力
を
思
わ
ず
に
は
い

ら
れ
な
い
。
最
初
の
拙
著
『
マ
ラ
ル
メ
の
詩
学
』
の
時
に
は
右
も
左
も
わ
か
ら
な
い
筆
者
に
、
お
そ
ら
く
呆
れ
な
が
ら
も
気
持

あ と が き
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よ
く
根
気
よ
く
、
確
か
な
ご
経
験
に
よ
っ
て
導
い
て
く
だ
さ
っ
た
元
勁
草
書
房
の
伊
藤
真
由
美
さ
ん
に
は
や
は
り
感
謝
の
こ
と

ば
し
か
浮
か
ば
な
い
。
次
の
拙
著
『
こ
と
ば
と
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
交
歓
』
で
は
、
や
は
り
大
ベ
テ
ラ
ン
の
人
文
書
院
元
編
集
長
、

谷
誠
二
さ
ん
が
い
く
つ
も
の
わ
が
ま
ま
を
聞
い
て
く
だ
さ
り
な
が
ら
、
し
か
し
さ
り
げ
な
く
的
確
な
道
筋
を
作
っ
て
く
だ
さ
っ

た
。
そ
の
辛
抱
強
さ
、
ご
厚
情
に
や
は
り
深
く
感
謝
し
た
い
。
お
二
人
共
に
、
ご
定
年
前
の
豊
か
な
ご
見
識
を
注
い
で
く
だ

さ
っ
た
。
た
だ
そ
の
折
々
に
は
、
お
二
人
の
編
集
の
お
力
、
そ
の
価
値
を
十
分
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
、
と
今

に
な
っ
て
思
う
。
こ
の
場
で
改
め
て
感
謝
の
意
を
記
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

そ
れ
を
今
さ
ら
な
が
ら
思
わ
せ
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
、
こ
の
た
び
の
思
文
閣
出
版
の
大
地
亜
希
子
さ
ん
で
あ
る
。
お
若
い
力

で
い
つ
も
真
剣
に
率
直
に
、
強
く
支
え
て
く
だ
さ
っ
た
。
家
庭
の
事
情
や
自
身
の
病
気
や
不
調
に
し
ば
し
ば
見
舞
わ
れ
る
な
か

で
、
変
わ
る
こ
と
な
く
信
頼
さ
せ
て
い
た
だ
け
た
お
人
柄
は
ほ
ん
と
う
に
あ
り
が
た
か
っ
た
。
後
日
、
偶
然
、
大
地
さ
ん
が
間

接
的
に
父
を
ご
存
知
だ
っ
た
と
わ
か
り
、
ご
縁
を
感
じ
た
。
美
学
美
術
史
学
の
父
か
ら
も
っ
と
教
え
て
も
ら
っ
て
お
け
ば
よ

か
っ
た
と
今
さ
ら
な
が
ら
こ
れ
も
後
悔
す
る
。
な
ぜ
か
し
ら
ア
ン
フ
ェ
ア
な
気
が
し
て
、
わ
ざ
と
教
え
を
受
け
な
か
っ
た
。
父

も
自
分
か
ら
そ
の
よ
う
な
話
を
し
な
い
、
慾
の
な
い
雲
の
上
の
仙
人
の
よ
う
な
人
だ
っ
た
。
た
だ
そ
れ
な
の
に
、
今
、
似
た
感

性
や
思
索
の
片
鱗
を
感
じ
て
し
ま
う
。
人
は
、
ど
こ
か
ら
ど
う
何
を
受
け
継
い
で
ゆ
く
の
だ
ろ
う
か
、
不
思
議
だ
。

私
事
繫
が
り
で
恐
縮
だ
が
、
最
初
の
書
物
出
版
の
時
、
幼
か
っ
た
子
供
た
ち
は
大
き
く
な
り
、
別
の
家
庭
を
作
り
、
ま
た
そ

の
子
が
こ
の
春
生
ま
れ
た
。
子
供
た
ち
と
走
り
回
っ
た
子
犬
が
今
、
入
退
院
の
度
に
弱
る
母
の
傍
に
く
っ
つ
き
私
の
不
器
用
な

介
護
を
目
で
追
う
。
次
々
悩
ま
さ
れ
る
大
学
勤
務
の
中
で
、
愚
直
に
向
き
合
っ
て
は
自
ら
厖
大
な
時
間
を
空
費
し
、
そ
の
た
め

に
寸
暇
を
惜
し
ま
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
生
活
と
仕
事
に
よ
っ
て
、
家
庭
や
子
供
た
ち
に
は
ず
い
ぶ
ん
皺
寄
せ
を
及
ぼ
し
た
。
そ

の
代
わ
り
に
も
な
ら
な
い
が
、
今
、
夫
の
理
解
を
得
て
、
母
の
世
話
が
で
き
る
こ
と
を
あ
り
が
た
い
と
思
う
。
引
き
継
が
れ
る

人
生
の
め
ぐ
り
を
実
感
す
る
。
今
な
ら
わ
か
る
、
と
い
う
こ
と
が
ほ
ん
と
う
に
多
い
こ
の
ご
ろ
で
あ
る
。
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幼
い
日
、
茫
洋
と
深
淵
な
ふ
と
こ
ろ
の
よ
う
に
感
じ
た
散
歩
道
、
京
都
左
京
区
の
東
山
山
麓
、
鹿
ケ
谷
の
「
哲
学
の
道
」
が

今
、
細
く
短
く
小
さ
く
、
い
く
ぶ
ん
明
確
に
見
え
る
。
夕
日
に
黒
谷
の
塔
の
シ
ル
エ
ッ
ト
を
眺
め
、
法
然
院
の
蟬
し
ぐ
れ
に
耳

を
つ
ん
ざ
か
れ
、
現
実
の
形
と
音
か
ら
身
を
離
し
て
遊
ん
だ
小
さ
な
姿
が
思
い
浮
か
ぶ
。
曖
昧
模
糊
と
し
た
古
い
京
都
に
生
ま

れ
暮
ら
し
た
の
ち
、
パ
リ
で
は
、
異
質
の
明
澄
な
現
実
感
覚
を
覚
え
た
。
幽
遠
さ
と
明
晰
さ
、
そ
れ
ら
に
不
思
議
な
優
美
の
繫

が
り
を
感
じ
た
。
あ
ま
り
心
情
は
変
わ
ら
な
い
。
同
じ
核
を
中
心
に
膨
ら
ん
だ
だ
け
と
思
え
る
が
、
そ
ん
な
も
の
か
も
し
れ
な

い
。
た
だ
、
い
く
つ
も
の
後
悔
が
、
文
字
通
り
走
馬
灯
の
よ
う
に
め
ぐ
る
。
今
、
大
津
比
叡
山
の
中
腹
に
い
て
、
昔
と
は
異
な

る
こ
の
地
の
花
が
咲
き
、
鳥
が
鳴
き
、
小
さ
な
庭
に
四
季
が
め
ぐ
る
。
ま
ま
な
ら
ぬ
こ
と
の
み
多
い
と
思
っ
た
が
、
幸
運
だ
っ

た
気
も
す
る
。

大
き
す
ぎ
た
「
マ
ラ
ル
メ
」
か
ら
引
っ
ぱ
り
出
し
た
細
い
糸
を
紡
い
だ
さ
さ
や
か
な
ア
ッ
サ
ン
ブ
ラ
ー
ジ
ュ
と
し
て
の
本
書
、

つ
ぎ
は
ぎ
の
組
み
合
わ
せ
を
織
っ
た
そ
の
「
宇
宙
に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
律
動
的
な
関
係
の
糸
」
は
、�
抒
情
と
抽
象
�、
芸
術
や

文
化
に
お
け
る
逆
説
性
、
つ
ま
り
は
た
だ
、
雨
上
が
り
の
光
に
一
瞬
見
え
た
「
東
西
に
架
か
る
幻
の
虹
」
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、

何
か
し
ら
小
さ
な
支
え
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
か
ら
書
き
た
い
別
種
の
も
の
が
あ
る
。
や
っ
と
そ
れ
に
と
り
か
か
れ
る

気
が
す
る
。

比
叡
平
に
て

二
〇
一
五
年
七
月

宗
像
衣
子

あと が き
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初
出
一
覧

（
以
下
の
初
出
論
文
は
本
書
の
一
本
化
の
た
め
に
適
宜
加
筆
修
正
が
施
さ
れ
て
い
る
）

第
Ⅰ
部

文
芸
に
見
る
自
然
観

一
「
芸
術
の
響
き
合
い
・
文
化
の
響
き
合
い
―
―
マ
ラ
ル
メ
の
無
と
日
本
美
術
に
お
け
る
自
然
観
―
―
」

（
神
戸
松
蔭
女
子
学
院
大
学
『
研
究
紀
要
』
第
四
七
号
、
二
〇
〇
六
年
）

二
「
こ
と
ば
と
文
化
―
―
俳
句
の
翻
訳
と
ハ
イ
カ
イ
―
―
」

（
京
都
市
立
芸
術
大
学
『
ハ
ル
モ
ニ
ア
』
第
三
五
号
、
二
〇
〇
五
年
）

三
「
詩
と
絵
と
文
化
の
東
西
―
―
マ
ラ
ル
メ
の
主
体
・
日
本
の
自
然
観
―
―
」

（
京
都
大
学
仏
語
学
仏
文
学
研
究
室
『
仏
文
研
究
』
吉
田
城
先
生
追
悼
特
別
号
、
二
〇
〇
六
年
）

四
「
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
再
考
―
―
日
本
文
化
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」

（
神
戸
松
蔭
女
子
学
院
大
学
『
研
究
紀
要
』
第
五
〇
号
、
二
〇
〇
九
年
）

第
Ⅱ
部

創
造
に
お
け
る
逆
説
性

一
「
芸
術
の
総
合
性
、
音
楽
の
中
枢
性
、
文
化
の
相
互
性
―
―
マ
ラ
ル
メ
か
ら
現
代
へ
―
―
」

（
京
都
市
立
芸
術
大
学
『
ハ
ル
モ
ニ
ア
』
第
三
八
号
、
二
〇
〇
八
年
）

二
「
世
紀
末
芸
術
―
―
逆
説
性
と
価
値
―
―
」

（
神
戸
松
蔭
女
子
学
院
大
学
『
研
究
紀
要
』
第
五
一
号
、
二
〇
一
〇
年
）

三
「
ロ
ダ
ン
の
近
代
性
―
―
社
会
と
芸
術
に
関
わ
る
総
合
性
と
逆
説
性
―
―
」

（
神
戸
松
蔭
女
子
学
院
大
学
『
研
究
紀
要
Ｊ
Ｏ
Ｌ
文
学
部
篇
』
第
三
号
、
二
〇
一
四
年
）



第
Ⅲ
部

芸
術
表
現
の
東
西
交
流

一
「
マ
ラ
ル
メ
に
お
け
る
総
合
芸
術
性
―
―
『
骰
子
一
擲
』
の
価
値
―
―
」

（
神
戸
松
蔭
女
子
学
院
大
学
『
研
究
紀
要
』
第
五
二
号
、
二
〇
一
一
年
）

二
「
マ
ラ
ル
メ
と
マ
チ
ス
を
め
ぐ
っ
て
―
―
余
白
の
詩
・
余
白
の
絵
―
―
」

（
京
都
市
立
芸
術
大
学
『
ハ
ル
モ
ニ
ア
』
第
三
七
号
、
二
〇
〇
七
年
）

三
「
芸
術
創
造
に
お
け
る
空
無
の
意
識
―
―
詩
と
絵
と
書
の
東
西
―
―
」

（
神
戸
松
蔭
女
子
学
院
大
学
『
研
究
紀
要
Ｊ
Ｏ
Ｌ
文
学
部
篇
』
第
二
号
、
二
〇
一
三
年
）

四
「
東
山
魁
夷
の
芸
術
―
―
色
と
形
の
表
現
性
―
―
」

（
神
戸
松
蔭
女
子
学
院
大
学
『
研
究
紀
要
Ｊ
Ｏ
Ｌ
文
学
部
篇
』
第
一
号
、
二
〇
一
二
年
）

第
Ⅳ
部

伝
統
文
化
の
現
代
性

一
「
九
鬼
周
造
の
文
芸
思
想
と
フ
ラ
ン
ス
象
徴
主
義
」

（
神
戸
松
蔭
女
子
学
院
大
学
『
研
究
紀
要
』
第
四
八
号
、
二
〇
〇
七
年
）

二
「
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
文
学
観
―
―
マ
ラ
ル
メ
か
ら
管
見
―
―
」

（
日
本
フ
ェ
ノ
ロ
サ
学
会
『
ロ
ー
タ
ス
』
第
三
一
号
、
二
〇
一
一
年
）

三
「
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
文
学
的
価
値
―
―
『
漢
字
考
』
と
能
楽
論
の
芸
術
的
文
化
史
的
位
置
づ
け
―
―
」

（
日
本
フ
ェ
ノ
ロ
サ
学
会
『
ロ
ー
タ
ス
』
第
三
四
号
、
二
〇
一
四
年
）
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ラヴェル，モーリス
Maurice Ravel1875―1937 289

ランガー，スザンヌ Ｋ
Susanne K. Langer1895―1985 333

ランボー，アルチュール
Arthur Rimbaud1854―91 93，121，143
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リュード，フランソワ
François Rude1784―1855 164

リルケ，ライナー マリア Rainer Maria
Rilke1875―1926 145，162，165，168
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ルドン，オディロン Odilon Redon1840―1916
117，142，144，197，316

ルノワール，オーギュスト Auguste Renoir
1841―1919 142，144，173，197，316
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ローデンバック，ジョルジュ

Georges Rodenbach1855―98 144
ロートン フレデリック Frederick Lawton
？―？ 167

ロセッティ，ダンテ ガブリエル
Dante Gabriel Rossetti1828―82 148
ロダン，オーギュスト
Auguste Rodin1840―1917

158～169，171～177
ロップス，フェリシアン
Félicien Rops1833―98 144
ロンサール，ピエール ド
Pierre de Ronsard1524―85 216
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ワーグナー，オットー
Otto Wagner1841―1918 147
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Oscar Wilde1854―1900 79，148
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114，122，124
ポター，ビアトリクス
Beatrix Potter1866―1943 149
ポッジ，ジュゼッペ
Giuseppe Poggi1811―1901 152
ボッシュ，ヒエロニムス Hieronymus Bosch
1450頃―1516 144
ホフマンスタール，フーゴー フォン
Hugo von Hofmannsthal1874―1929 145，147
ホメロス Homēros 150

ま

マイヨール，アリスティッド
Aristide Maillol1861―1944 176
正岡子規1867―1902 102
マチス，アンリ Henri Matisse1869―1954

82，205，209，211～213，216～219，224
松尾芭蕉1644―94

29，32，33，36，37，41，59，102
マネ，エドゥアール
Edouard Manet1832―83
78，83，85，117，197，205，209～211，244，316

マラルメ，ステファヌ Stéphane Mallarmé
1842―98 3，5，7，8，10～12，19，22～24，
49～55，57，58，66，76～79，83～88，91，92，94
～98，100，101，107，113，115～119，121，125，
143，160，169，173，187～189，191～194，196
～201，203，205，206，209，211～213，216，226，
227，231，232，235～239，241～244，275，276，
294，297～300，307，308，313～320，323，333，
336～338，340，341
マン，トーマス Thomas Mann1875―1955145

み

ミケラッツィ，ジョヴァンニ
Giovanni Michelazzi1879―1920 152
ミケランジェロ，ブオナローティ Buonarroti
Michelangelo1475―1564 159，164，177

ミショー，アンリ
Henri Michaux1899―1984 100，125，244
ミュシャ，アンフォンス
Alfons Mucha1860―1939 142
ミルボー，オクダーヴ
Octave Mirbeau1848―1917 160
ミレー，ジョン エヴァレット

John Everett Millais1829―96 148

む

向井周太郎1932― 243

め

メアリ，フェノロサ
Mary Fenollosa1865―1954 324，329

メーテルリンク，モーリス
Maurice Maeterlinck1862―1949 144

も

モークレール，カミーユ
Camille Mauclair1872―1945 167

モース，エドワード S
Edward S. Morse1838―1925 330

モーツァルト，ヴォルフガング アマデウス
Wolfgang Amadeus Mozart1756―91

147
モネ，クロード Claude Monet1840―1926

77，140，142，160，172，173，197
森鷗外1862―1922 155，162
森槐南1863―1911 324
モリス，ウィリアム
William Morris1834―96 144，148

モリス，シャルル
Charles Morice1861―1919 295

森田子龍1912―88 206，219～224，234
モンテルラン，アンリ ド
Henri de Montherland1896―1970 212，213

や・ゆ

ヤコブソン，ローマン
Roman Yakobson1896―1982 193

ユゴー，ヴィクトル
Victor Hugo1802―85 220

よ

横山大観1868―1958 154
与謝蕪村1716―83

29～31，35，36，38，59～65，67，102
与謝野晶子1878―1942 155
与謝野鉄幹1873―1935 155
吉川幸次郎1904―80 234

人 名 索 引

v



ハイデッガー，マルチン
Martin Heidegger1889―1976 283，292
ハイドン，フランツ ヨゼフ
Franz Joseph Haydon1732―1809 147

ハウエルズ，ウィリアム ディーン
William Dean Howells1837―1920 150

パウンド，エズラ Ezra Pound1870―1964
243，324，325，327，329～332，335，336，339

橋口五葉1880―1921 155
橋本雅邦1835―1908 154
バゼーヌ，ジャン
Jean Bazaine1904―2001 239，241
服部嵐雪1654―1707 33
花子（太田ひさ）1868―1945 160，171
バルザック，オノレ ド
Honoré de Balzac1799―1850 143，173
バルト，ロラン Roland Barthes1915―80
23，24，46，91～102，104，105，107，336，337，
339，340

ひ

ビアズリー，オーブリー ヴィンセント
Aubry Vincent Beardsley1872―98

79，144，148
東山魁夷1908―99

250～255，257，259，262，264～269
ピカソ，パブロ Pablo Picasso1881―1973

82，151，232，240
ビゲロウ，ウィリアム スタージス
William Sturgis Bigelow1850―1926 338

ピサロ，カミーユ
Camille Pissarro1830―1903 142，144
菱田春草1874―1911 154
比田井天来1872―1939 234，235
平田禿木1873―1943 330
ビング，サミュエル
Samuel（Siegfried）Bing1838―1905 144

ふ

ブールデル，エミール＝アントワーヌ
Emile-Antoine Bourdelle1861―1929 176

フェノロサ，アーネスト Ernest Fenollosa
1853―1908 114，126，128～130，154，231，
233，243，307～311，315，316，318～320，323
～327，329～341

フォション，アンリ
Henri Focillon1881―1943 205，219，220，224

フォンタネージ，アントニオ
Antonio Fontanesi1818―82 154
ブガッティ，カルロ
Carlo Bugatti1856―1940 152
藤島武二1867―1943 154，155
二葉亭四迷1864―1909 155
プッチーニ，ジャコモ
Giacomo Puccini1858―1924 153
フラー，ロイ Loie Fuller1862―1928 333，334
ブラウニング，ロバート
Robert Browning1812―89 326
ブラック，ジョルジュ Georges Braque
1882―1963 21，22，114，122，123，240，241
ブリューゲル，ピーテル
Pieter Bruegel1528頃―69 144
ブレ，ローズ Rose Beuret1844―1917 162
ブレイク，ウィリアム
William Blake1757―1827 148，220

ブレーズ，ピエール Pierre Boulez1925―
196，113，114，117，118，121，124，125，129

フロベール，ギュスターヴ
Gustave Flaubert1821―80 143

へ

ペイター，ウォルター
Walter Peter1839―94 148
ベートーベン，ルードヴィッヒ ヴァン
Ludwig van Beethoven1770―1827 147
ベッケル，グスタボ アドルフォ
Gustavo Adolfo Bécquer1836―70 152
ベルグソン，アンリ＝ルイ
Henri-Louis Bergson1859―1941 283

ほ

ホイッスラー，ジェイムズ マックニール
James McNeill Whistler1834―1903

79，149，150，338
ポー，エドガー アラン
Edgar Allan Poe1809―49 77，117，210，316

ボードレール，シャルル Charles Baudelaire
1821―67 93，143，160，165，173，275，276，
291，292，297，299，300
ポーラン，ジャン Jean Paulhan1884―1968

iv



Alfred Sisley1839―99 142
下村観山1873―1930 154
シモンズ，アーサー
Arthur Symons1865―1945 148
シャール，ルネ René Char1907―88 216
ジャコテ，フィリップ
Philippe Jaccottet1925― 28，40，43，46

シャルコー，ジャン＝マルタン
Jean-Martin Charcot1825―93 147
ジャンケレヴィッチ，ウラジミール Vladimir
Jankélévitch1903―85 23，113，117，119，
120，196，211，226，296，297
シュアレス，アンドレ
André Suarès1868―1948 276，290，297，300
シューベルト，フランツ ペーター
Franz Peter Schubert1797―1828 147
シュトゥック，フランツ フォン
Franz von Stuck1863―1928 146
シュトラートマン，カール
Carl Strathmann1866―1939？ 146
シュトルム，テオドール
Theodor Storm1817―88 145
シュニッツラー，アーサー
Arthur Schnitzler1862―1931 147
ジョイス，ジェイムズ
James Joyce1882―1941 121，213

す

スーラ，ジョルジュ ピエール
Georges Pierre Seurat1859―91 142，144

せ

世阿弥1363？―1443？ 333
セガンティーニ，ジョヴァンニ
Geovanni Segantini1858―99 152
セザンヌ，ポール Paul Cézanne1839―1906
82，118，121，123，142，160，170，172，212，218

そ

ソシュール，フェルディナン ド
Ferdinand de Saussure1857―1913 98，193

ゾラ，エミール Emile Zola1840―1902 143

た

ダーウィン，チャールズ

Charles Darwin1809―82 138
高村光太郎1883―1956 162
滝廉太郎1879―1903 155
ダンカン，イザドラ
Isadora Duncan1878―1927 333，334

ダンテ，アリギエリ
Alighieri Dante1265―1321 165

ち～て

チェンバレン，バジル ホール
Basil Hall Chamberlain1850―1935 335

坪内逍遥1859―1935 154
デュジャルダン＝ボーメッツ，エティエンヌ
Etienne Dujardin-Beaumetz1852―1913 162

デリダ，ジャック
Jacques Derrida1930―2004 243

と

トウェイン，マーク
Mark Twain1835―1910 150

ドガ，エドガー Edgar Degas1834―1917
79，142，197，210，217，316

ドビュッシー，クロード Claude Debussy
1862―1918 21～23，113，117～
121，125，129，143，151，196，211，213，226，276，
288，289，296，316

な

中村不折1866―1943 155
夏目漱石1867―1916 155

に

新国誠一1925―77 243
ニーチェ，フリードリッヒ ヴィルヘルム
Friedrich Wilhelm Nietzsche1844―1900

145，293
西田幾多郎1870―1945 235，241

ね

ネルヴァル，ジェラール ド
Gérard de Nerval1808―55 220

は

ハーン，ラフカディオ
Lafcadio Hearn1850―1904 337

人名 索 引
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Carrier-Belleuse Albert-Ernest1824―87 172
カルドゥッチ，ジョズエ
Giosuè Carducci1835―1907 153

ガルドス，ペレス
Pérez Galdós1843―1920 152

ガレ，エミール Emile Gallé1846―1904 142
川端康成1899―1972 252，258
鑑真687―763 252，261
カンディンスキー，ワシリー
Wassily Kandinsky1866―1944 25
カント，イマニュエル
Immanuel Kant1724―1804 292

き

北園克衛1902―78 243，337
キャロル，ルイス Lewis Carrol1832―98 149

く

九鬼周造1888―1941 114，125，127～129，
219，224，225，227，275～277，282，284，286，
289～300，307
九鬼隆一1852？―1931 128
クシュー，ポール＝ルイ Paul-Louis Couchoud
1879―1959 28，29，40，45，49，58，59，68
グゼル，ポール Paul Gsell1870―1947

162，167，169
クノップフ，フェルナン
Fernand Khnopff1858―1921 144，145
クラデル，ジュディット
Cladel Judith1873―1958 160，166
グラナドス，エンリケ
Enric Granados1867―1916 151

グリム兄弟，（ヤーコブ，ヴィルヘルム）
Jacob Grimm1785―1863, Wilhelm Grimm
1786―1859 145
クリムト，グスタフ
Gustav Klimt1862―1918 79，146，147

クレー，パウル Paul Klee1879―1940
114，122～125

クローデル，カミーユ
Camille Claudel1864―1943 159，160
クローデル，ポール Paul Claudel1868―1955

95，99，336，337，339，340
黒田清輝1866―1924 154
桑原武夫1904―88 102，104

け

ゲオルゲ，シュテファン
Stefan George1868―1933 145
ケレルマン，ベルンハント
Bernhard Kellerman1879―？ 289

こ

孔子552―479B.C. 311
ゴーギャン，ポール Paul Gauguin1848―1903

79，142，144，170，172，197，316
コキオ，ギュスタヴ
Gustave Coquiot1865―1926 162
ココシュカ，オスカー
Oskar Kokoschka1886―1980 147
ゴッホ，フィンセント ファン Vincent Van
Gogh1853―90 77～79，142，144，170，
173，218
小林一茶1763―1827 39
ゴムリンガー，オイゲン
Eugen Gomringer1925― 232，242，243，337

小山正太郎1857―1916 231，233，234
コラン，ラファエル
Raphael Collin1850―1916 154
ゴンクール，ジュール ド
Jules de Goncourt1830―70 82
ゴンス，ルイ Louis Gonse1841―1926128，338

さ

酒井抱一1761―1828 13，70
鮫島看山1893？―？ 234
サリヴァン，ルイス
Louis Sullivan1856―1924 149，150

サルトル，ジャン＝ポール
Jean-Paul Sartre1905―80 92
サン＝サーンス，シャルル カミーユ
Charles Camille Saint-Saëns1835―1921 143

し

シーレ，エゴン Egon Schiele1890―1918 147
ジェイムズ，ヘンリー
Henry James1843―1916 150
シェノー，エルネスト
Ernest Chesneau1833―90 79，210

シスレー，アルフレッド
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〔人名の後に、欧文表記および生没年を確認できる限りで付した〕

あ

青木繁1882―1911 154
浅井忠1856―1907 154
アストン，ウィリアム ジョージ
William George Aston1841―1911 335
アポリネール，ギヨーム Guillaume Apollinaire
1880―1918 66，232，236～240，242，243
荒木田守武1473―1549 34
有島生馬1882―1974 162
アルベニス，イサーク
Isaac Albéniz1860―1909 151
アングル，ジャン オーギュスト ドミニック
Jean Auguste Dominique Ingres1780―1867

219
アンソール，ジェームズ
James Ensor1860―1949 144

い

イェイツ，ウィリアム バトラー William Butler
Yeats1865―1939 148，324，329～337，340
石川九楊1945― 232～235，239，241
井島勉1908―78 233，234
伊藤道郎1893―1961 330，334
井上有一1916―85 235

う

ヴァレリー，ポール Paul Valéry1871―1945
95，127，191，225，275，276，293，294，299，300，
336
ヴァン デ ヴェルデ，アンリ
Henri van de Velde1863―1957 144
上田桑鳩1899―1968 234
ヴェラーレン，エミール
Emile Verhaeren1855―1916 144
ヴェルガ，ジョヴァンニ
Giovanni Verga1840―1922 153
ヴェルディ，ジョゼッペ

Giuseppe Verdi1813―1901 153
ヴェルレーヌ，ポール Paul Verlaine1844―96

143，275，276，295，299，300
歌川広重1797―1858 78
梅若実（父子）1828―1909（初代），1878

―1959（二代目） 324

え

エジソン，トーマス
Thomas Edison1847―1931 150

エックマン，オットー
Otto Eckmann1865―1902 146

エリュアール，ポール
Paul Eluard1895―1952 124，336

お

大岡信1931― 235，241
岡倉天心1862―1913

114，128，154，231，233，234
尾形光琳1658―1716 13，70
荻原守衛1879―1910 162
オルタ，ヴィクトール
Victor Horta1861―1947 144

オルリク，エミール
Emil Orlik1870―1932 146

か

カイヨワ，ロジェ
Roger Caillois1913―78 206，219～223

ガウディ，アントニオ
Antonio Gaudi1852―1926 151，152

葛飾北斎1760―1849 23，46，77，79，114，
128～130，170，205，219，220，289
カフカ，フランツ
Franz Kafka1883―1924 121

カラフェルト，ルイ
Louis Callaferte1928―94 28，40，42，46

カリエ＝ベルーズ，アルベール＝エルネスト
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