
一

序
文
学
と
は
、何
を
ど
の
よ
う
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
音
楽
は
ど
の
よ
う
に
何
を
伝
え
ら
れ
る
の
か
。
絵
画
は
ど
う
か
。
す
な
わ
ち
、

言
葉
、
音
、
色
・
形
は
、
そ
れ
ぞ
れ
何
を
ど
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
る
、
ど
の
よ
う
な
芸
術
の
表
現
手
段
な
の
か
。
各
々
の
可
能
性
と
不
可
能
性

に
お
い
て
互
い
に
求
め
合
う
情
況
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

そ
の
時
、
芸
術
の
総
合
の
意
味
と
実
態
に
つ
い
て
考
察
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
芸
術
全
般
及
び
文
化
な
い
し
社
会
の
在

り
方
や
そ
の
流
れ
と
も
密
接
に
関
わ
る
極
め
て
現
代
的
な
問
題
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
源
を
探
っ
て
、
そ
こ
に
あ
っ
た
問
題
か
ら
、
現
代
の

芸
術
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
で
き
れ
ば
と
思
う
。

さ
て
、
フ
ラ
ン
ス
象
徴
派
詩
人
マ
ラ
ル
メ
（
一
八
四
二
―
九
六
）
に
お
け
る
詩
的
思
考
と
実
践
の
斬
新
さ
、
芸
術
の
総
合
的
在
り
方
へ
の
関

心
は
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
価
値
を
示
す
代
表
的
作
品
と
し
て
、『
骰
子
一
擲
』
が
し
ば
し
ば
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
文
字
を
絵
の
よ

マ
ラ
ル
メ
に
お
け
る
総
合
芸
術
性

― 『
骰
子
一
擲
』
の
価
値 

―

宗　
　

像　
　

衣　
　

子
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う
に
配
し
た
詩
と
し
て
、
す
な
わ
ち
詩
と
視
覚
芸
術
と
の
結
び
つ
き
の
観
点
か
ら
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
彼
自
身
は
そ
こ
で
、
視
覚
性

と
同
時
に
、
む
し
ろ
音
楽
性
の
問
題
を
根
底
的
に
思
索
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

時
代
の
流
れ
の
中
で
、
現
実
に
そ
の
斬
新
性
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。
こ
の
作
品
に
関
し
て
、
総
合
芸
術
の
視
点
か
ら
、
作
者
マ

ラ
ル
メ
が
日
頃
考
え
て
い
た
こ
と
を
吟
味
し
、
か
つ
歴
史
的
に
推
論
し
て
、
そ
の
斬
新
さ
、
表
現
の
真
価
と
射
程
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。
作

家
自
身
の
思
い
を
越
え
て
認
め
ら
れ
る
価
値
に
注
目
し
な
が
ら
、
こ
の
作
品
の
意
味
を
改
め
て
検
討
し
た
い
と
思
う1
。
そ
れ
は
総
合
芸
術
の

表
現
の
問
題
と
な
り
、
ま
た
フ
ラ
ン
ス
文
化
の
特
質
の
問
題
に
、
ひ
い
て
は
芸
術
と
現
実
や
社
会
と
の
関
係
の
可
能
性
と
限
界
の
問
題
に
つ
な

が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
の
手
続
き
と
し
て
、
ま
ず
な
ぜ
こ
の
作
品
を
対
象
に
す
る
の
か
を
概
略
述
べ
る
。
そ
の
後
、
作
品
の
土
壌
の
確
認
の
意
味
も
含
ん
で
、

本
論
に
即
し
て
、
マ
ラ
ル
メ
の
言
葉
に
対
す
る
意
識
、
可
能
性
の
思
考
を
、
彼
自
身
の
自
覚
的
視
点
な
い
し
時
代
の
流
れ
と
し
て
考
察
し
た
い
。

次
に
音
楽
の
面
か
ら
同
様
の
検
討
を
試
み
た
い
。
続
い
て
美
術
の
領
域
か
ら
も
同
様
に
分
析
し
た
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
吟
味
に
よ
っ
て

明
ら
か
に
さ
れ
る
彼
の
総
合
芸
術
に
対
す
る
思
索
が
、
問
題
の
詩
篇
に
お
い
て
、
い
か
に
意
識
化
さ
れ
実
現
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
、
彼
自
身
の

実
践
と
時
代
の
一
般
的
情
況
か
ら
検
討
し
よ
う
。
こ
う
し
て
、
彼
の
こ
の
斬
新
な
詩
の
試
み
が
ど
の
よ
う
に
現
実
や
社
会
と
つ
な
が
る
の
か
を

推
察
し
、
彼
自
身
の
思
索
の
全
体
に
お
け
る
こ
の
作
品
の
意
味
と
、
時
代
の
価
値
、
時
代
を
越
え
る
価
値
を
探
究
し
た
い
と
思
う
。

一　
『
骰
子
一
擲
』
の
位
置

こ
の
作
品
は
、
マ
ラ
ル
メ
の
最
晩
年
の
作
品
で
あ
る
が
、
彼
自
身
が
思
い
を
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に2
、
彼
の
詩
人
と
し
て
の
積
年
の
問
題

が
集
約
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
マ
ラ
ル
メ
は
終
生
、
言
語
の
可
能
性
の
問
題
を
追
求
し
た
。
そ
こ
で
い
わ
ば
言
語
の
不
可
能
性
に
対
峙



三

し
、同
時
に
音
楽
や
美
術
と
の
関
連
を
思
索
し
た
。
す
な
わ
ち
言
語
表
現
を
芸
術
全
体
と
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
思
念
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

あ
ら
ゆ
る
表
現
の
問
題
を
思
考
し
、
芸
術
の
可
能
性
と
、
現
実
と
の
関
係
を
常
に
考
え
た
彼
に
対
し
て
、
こ
の
最
終
の
作
品
の
在
り
方
を
検
討

す
る
こ
と
は
、
本
論
の
主
旨
に
沿
っ
た
例
証
選
択
と
言
え
る
と
思
う
。

さ
ら
に
こ
の
作
品
は
、
発
表
の
経
緯
と
し
て
、
弟
子
ヴ
ァ
レ
リ
ー
に
深
い
感
銘
を
与
え
、
ま
た
英
国
で
の
発
表
に
際
し
て
は
そ
の
突
出
し
た

斬
新
性
の
た
め
に
出
版
の
困
難
に
直
面
し
た3
。
そ
し
て
発
表
後
は
、
そ
の
後
の
作
家
た
ち
に
多
大
な
感
銘
を
与
え
た4
。
そ
れ
は
、
文
学
領
域

の
み
な
ら
ず
、
音
楽
や
美
術
の
領
域
の
芸
術
家
た
ち
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た5
。

こ
の
作
品
は
こ
の
よ
う
に
、
時
代
と
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
の
垣
根
を
越
え
て
影
響
力
を
不
断
に
持
ち
続
け
、
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
に
対
す
る
研
究

も
多
く
な
さ
れ
、
価
値
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
う
し
た
作
品
に
対
し
て
、
芸
術
の
総
合
性
の
思
索
、
彼
自
身
の
意
識
の
表
現
、
時
代
と
の
つ
な
が
り
に
関
し
て
、
そ
の
重
要
な
例
証
と
し

て
作
品
の
価
値
の
射
程
を
考
察
す
る
次
第
で
あ
る
。
本
論
に
即
し
て
彼
の
基
本
的
な
思
索
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
こ
う
。

二　

言
葉
の
問
題

言
葉
の
問
題
は
、
単
に
詩
人
と
し
て
の
感
覚
を
越
え
て
、
も
の
や
人
間
の
存
在
自
体
に
関
わ
る
深
淵
な
問
題
意
識
へ
と
及
ん
で
い
る
。
言
葉

と
は
何
か
、
と
い
う
問
題
に
生
涯
つ
き
動
か
さ
れ
た
と
言
え
る
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
彼
の
作
品
が
あ
る
と
も
言
え
る
ほ

ど
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
マ
ラ
ル
メ
は
、
日
頃
、
言
葉
が
生
み
出
す
詩
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
思
索
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
二
例
を
挙
げ
よ
う
。
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詩
句
相
互
間
の
類
似
や
、
昔
な
が
ら
の
様
々
な
つ
り
合
い
と
い
っ
た
一
種
の
規
則
性
は
、
こ
れ
か
ら
も
続
く
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
詩

を
作
る
と
い
う
行
為
は
、
ひ
と
つ
の
観
念
が
同
等
の
価
値
を
も
つ
幾
つ
か
の
モ
チ
ー
フ
に
分
割
さ
れ
る
の
を
突
然
目
に
し
、
そ
れ
ら
を
分

類
し
て
ひ
と
ま
と
め
に
す
る
こ
と
に
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
モ
チ
ー
フ
群
は
韻
を
踏
む
。
つ
ま
り
外
的
な
印
璽
と
し

て
、
最
後
の
一
撃
が
有
縁
化
す
る
モ
チ
ー
フ
群
共
通
の
韻
律
が
存
在
す
る
の
で
あ
る6
。

　

ひ
と
つ
の
創
作
に
属
す
る
モ
チ
ー
フ
群
は
、
振
動
し
つ
つ
、
隔
た
り
を
も
ち
、
互
い
に
均
衡
を
保
っ
て
ゆ
く
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
ロ
マ

ン
派
的
な
作
品
構
成
に
見
ら
れ
る
一
貫
性
の
な
い
崇
高
で
も
な
く
、
ま
た
、
書
物
に
お
い
て
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
測
ら
れ
た
、
か
つ
て
の

あ
の
人
工
的
な
統
一
で
も
な
い
。
す
べ
て
が
宙
づ
り
の
状
態
と
な
り
、そ
れ
は
交
錯
や
対
立
を
伴
う
ひ
と
つ
の
断
片
的
な
配
置
で
あ
る
が
、

そ
の
交
錯
や
対
立
は
全
体
的
律
動
に
協
力
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
そ
の
全
体
的
律
動
と
は
、
沈
黙
の
詩
篇
、
余
白
行
間
に
お
け
る
詩
篇
で

あ
ろ
う
か
、
あ
る
ひ
と
つ
の
方
式
で
、
す
な
わ
ち
﹇
穹

の
存
在
を
暗
示
す
る
よ
う
な
﹈
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
三
角
面
に
よ
っ
て
、
翻
訳
さ

れ
る
だ
け
で
あ
ろ
う7
。

こ
れ
ら
の
思
考
に
端
的
に
、
言
葉
を
音
楽
性
と
密
接
に
結
び
つ
け
る
意
識
の
様
子
が
、
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
の
感
覚8
と
重
な
り
な
が
ら
、
認

め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
が
、
問
題
の
中
心
は
、
こ
と
ば
が
い
か
に
無
力
で
あ
る
か
、
し
か
し
ま
た
同
時
に
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
、
す
な
わ
ち
、

こ
と
ば
の
不
可
能
性
の
価
値
を
明
ら
か
に
す
る
、
と
い
っ
た
思
索
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

で
は
ま
ず
、
言
葉
は
な
ぜ
重
要
な
の
か
。
そ
れ
は
、
現
実
を
前
に
し
て
、
美
を
、
世
界
・
宇
宙
の
意
味
を
、
表
現
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ

の
行
為
が
唯
一
詩
人
の
使
命
と
彼
は
考
え
る
。
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そ
れ
で
は
な
ぜ
無
力
な
の
か
。
言
葉
の
営
み
、
詩
作
が
、
ま
た
元
来
不
可
能
な
営
為
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ひ
た
す
ら

虚
無
の
表
現
へ
と
誘
わ
れ
る
。
で
は
な
ぜ
不
可
能
と
考
え
る
の
か
、
ど
の
よ
う
に
不
可
能
だ
と
マ
ラ
ル
メ
は
考
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
ひ
と
つ
は

言
葉
が
そ
れ
自
体
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
事
物
を
表
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
音
と
意
味
の
必
然
的
つ
な
が
り
が
な
い
、
そ

の
恣
意
性
を
問
題
化
し
て
い
る
。
こ
こ
で
留
意
し
た
い
の
は
、
音
が
注
目
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
言
葉
は
音
と
切
り
離
し
て
そ
の
存
在
に

つ
い
て
考
え
ら
れ
な
い
と
す
る
思
考
で
あ
る
。
さ
ら
に
重
ね
て
、
言
葉
が
、
詩
が
、
表
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
問
題
で
あ
る
だ
ろ
う
。
不
在

の
も
の
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
現
実
に
対
す
る
見
方
、
現
実
と
芸
術
の
関
係
に
対
す
る
思
考
が
認
め
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
上
記
の
引
用
に
は
映
像
性
が
感
じ
取
れ
る
。
映
像
と
の
関
係
か
ら
考
え
れ
ば
ど
う
だ
ろ
う
か
。
元
来
不
在
の
も
の
を
表
現
し
よ
う

と
す
る
た
め
、
映
像
性
の
い
わ
ば
裏
面
が
注
目
さ
れ
、
言
葉
と
映
像
と
の
関
係
に
お
け
る
不
完
全
性
は
む
し
ろ
意
識
に
上
ら
な
い
の
か
も
し
れ

な
い
。
言
い
か
え
れ
ば
、
映
像
性
へ
の
期
待
は
残
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
よ
り
問
題
で
あ
る
の
は
、
元
来
不
在
の
も

の
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
点
だ
ろ
う
。
こ
の
時
、
表
現
不
可
能
性
に
ま
つ
わ
る
無
力
に
立
ち
会
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

さ
て
こ
う
し
た
思
索
は
時
代
の
流
れ
の
中
で
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
言
葉
の
問
題
は
、
ど
う
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
。
詩
の
世

界
で
は
、
い
わ
ゆ
る
そ
の
流
れ
の
中
で
は
、
言
葉
の
不
可
能
性
と
い
う
問
題
意
識
は
概
し
て
認
め
に
く
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
そ
の
後
、
象
徴
派

の
詩
人
に
お
い
て
意
識
化
さ
れ
て
ゆ
く
。

言
葉
の
問
題
は
、
そ
の
頃
か
ら
、
言
語
学
な
い
し
言
語
思
想
の
問
題
と
し
て
顕
在
化
し
て
い
た
。
意
味
と
音
の
関
係
に
つ
い
て
ソ
シ
ュ
ー
ル

の
言
語
思
想
、
詩
の
押
韻
が
生
み
出
す
言
葉
の
生
成
力
の
問
題
を
探
究
す
る
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
言

語
論
・
記
号
論
、
ロ
シ
ア
・
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
の
領
域
で
問
題
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
む
し
ろ
マ
ラ
ル
メ
が
注
目
さ
れ
て
い
っ
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た
と
言
え
る
。
こ
の
意
味
で
マ
ラ
ル
メ
の
思
考
は
、
詩
の
世
界
に
お
い
て
、
ま
た
言
語
、
言
語
学
の
領
域
に
お
い
て
、
先
鋭
的
で
あ
っ
た
と
言

え
る
だ
ろ
う9
。

三　

音
楽
の
可
能
性
と
限
界

で
は
次
に
、
先
に
挙
げ
た
彼
の
詩
的
思
索
に
も
見
て
取
れ
た
、
音
楽
へ
の
関
心
に
つ
い
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
マ
ラ
ル
メ
は
終
始
、

詩
作
に
お
い
て
音
楽
性
に
深
い
関
心
を
も
ち
、
そ
の
能
力
に
強
い
期
待
を
寄
せ
た
。
ど
の
よ
う
な
意
識
を
抱
い
て
い
た
か
を
確
認
し
て
お
き
た

い
。
一
例
を
挙
げ
よ
う
。

自
然
は
存
在
し
、
そ
こ
に
は
何
も
付
け
加
え
る
も
の
は
な
い
だ
ろ
う
。
都
市
や
鉄
道
、
わ
れ
わ
れ
の
施
設
を
形
成
す
る
諸
々
の
発
明
を
除
い

て
は
。

わ
れ
わ
れ
が
で
き
る
こ
と
は
い
つ
も
、
そ
の
間
に
、
希
な
あ
る
い
は
様
々
の
関
係
を
捉
え
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
何
ら
か
の
内
的
状

態
に
よ
っ
て
関
係
を
捉
え
る
こ
と
、
そ
の
時
、
自
分
の
思
う
ま
ま
に
世
界
を
拡
張
す
る
に
せ
よ
単
純
化
す
る
に
せ
よ
。

こ
れ
は
創
造
す
る
こ
と
と
等
し
い
。
逃
れ
ゆ
き
、
欠
け
て
い
る
事
物
の
観
念
。

そ
の
た
め
に
は
同
じ
よ
う
な
仕
事
、
事
象
の
い
く
ら
か
の
面
を
比
較
し
た
り
、
な
げ
や
り
な
わ
わ
れ
の
心
に
触
れ
る
ま
ま
に
数
を
数
え
る
だ

け
で
よ
い
。
そ
こ
に
舞
台
装
置
・
装
飾
と
し
て
、
何
ら
か
の
美
し
い
形
象
た
ち
の
相
互
交
錯
の
う
ち
の
多
義
性
を
目
覚
め
さ
せ
る
。
そ
れ
ら
を

結
ぶ
全
体
的
な
ア
ラ
ベ
ス
ク
は
、
そ
れ
を
認
め
た
と
た
ん
、
恐
怖
の
な
か
で
幻
惑
的
な
急
変
を
示
し
、
気
が
か
り
な
和
音
を
響
か
せ
る
。

﹇
・
・
・
﹈
わ
れ
わ
れ
の
魂
の
糸
と
と
も
に
論
理
を
構
成
す
る
モ
チ
ー
フ
た
ち
の
、
旋
律
的
な
し
か
し
沈
黙
の
暗
号
化
が
あ
る
。﹇
・
・
・
﹈
観
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念
を
定
立
す
る
た
め
に
空
間
の
あ
ら
ゆ
る
点
か
ら
他
の
点
へ
引
か
れ
た
遍
在
す
る
〈
線
〉
は
捩
曲
げ
ら
れ
る
こ
と
も
侵
さ
れ
る
こ
と
も
な
い10
。

こ
こ
に
は
、
ま
た
前
の
引
用
と
重
な
る
よ
う
に
、
視
覚
性
と
共
に11
、
音
楽
の
意
識
が
強
く
見
受
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
世
界
・
宇
宙
に
は
音

楽
性
の
糸
が
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
と
彼
は
考
え
る
。
そ
れ
を
詩
と
し
て
定
着
さ
せ
た
い
。
そ
う
し
た
宇
宙
の
音
楽
性
の
糸
と
連
動
す
る
も
の

と
し
て
音
楽
が
把
握
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

音
楽
の
重
要
性
は
こ
の
よ
う
に
彼
に
と
っ
て
確
た
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
は
詩
人
と
し
て
、
音
楽
に
対
し
て
詩
の
優
位
性
を

唱
え
る
。
言
葉
に
よ
る
意
味
の
付
与
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
言
葉
は
意
味
を
も
つ
が
、
音
楽
は
い
わ
ゆ
る
意
味
を
も
た
な
い
。
そ
こ
に
特

質
の
相
異
を
考
え
る
の
で
あ
る
。
音
楽
は
意
味
を
も
た
な
い
が
、
心
を
律
動
化
す
る
。
世
界
の
律
動
化
が
問
題
で
あ
る
彼
に
は
、
音
楽
は
不
可

欠
の
要
素
で
あ
る
。
詩
は
そ
の
音
楽
性
に
よ
っ
て
世
界
を
律
動
化
し
、
か
つ
言
葉
に
よ
っ
て
意
味
を
与
え
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ

て
律
動
的
で
な
い
文
学
は
言
葉
の
羅
列
で
し
か
な
く
価
値
を
十
分
も
た
な
い
。つ
ま
り
言
葉
の
優
位
性
は
律
動
の
前
提
の
上
に
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
音
楽
は
そ
の
律
動
性
に
お
い
て
不
可
欠
の
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
彼
の
芸
術
観
に
と
っ
て
音
楽
は
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
、
そ
の
よ
う
な
在
り
方
を
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
思
考
の
例
を
挙
げ
よ
う
。

﹇
・
・
・
﹈
両
者
が
共
同
し
焼
き
を
入
れ
直
し
合
っ
て
、
器
楽
編
成
は
光
を
放
ち
ヴ
ェ
ー
ル
の
下
の
明
ら
か
さ
に
達
す
る
。
ち
ょ
う
ど
発

声
法
が
反
響
の
夕
暮
れ
に
降
り
て
ゆ
く
よ
う
に
。
大
気
現
象
の
現
代
的
な
も
の
で
あ
る
交
響
曲
は
、
音
楽
家
の
意
の
ま
ま
に
、
あ
る
い
は
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知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
、
思
考
に
近
づ
い
て
い
る
が
、
こ
の
思
考
は
、
も
は
や
単
に
流
通
し
て
い
る
表
現
の
み
に
は
頼
ら
な
い
も
の
で

あ
る
。

こ
こ
に
、
思
考
、
意
味
を
担
う
詩
に
お
け
る
言
葉
、
し
か
し
通
常
の
言
葉
で
は
伝
え
ら
れ
な
い
意
味
、
し
か
し
な
が
ら
意
味
を
伝
え
る
思
考

の
重
要
性
が
、
音
楽
の
位
置
づ
け
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
音
楽
の
全
体
的
位
置
、
音
楽
の
不
可
欠
性
、
そ
し
て
言
葉
へ
の
重
視
の

意
識
が
こ
の
よ
う
に
窺
え
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
思
索
は
時
代
の
流
れ
の
中
で
は
ど
う
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
音
楽
の
在
り
方
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
マ
ラ
ル
メ
に
関
心
を
抱
い
た

音
楽
家
と
し
て
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
は
い
た
く
マ
ラ
ル
メ
を
敬
愛
し
、彼
の
詩
に
音
楽
を
つ
け
た
。
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー

は
時
代
の
巨
匠
、
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
音
楽
性
、
物
語
性
に
対
抗
し
て
、
マ
ラ
ル
メ
の
言
語
観
を
そ
の
ま
ま
音
楽
に
取
り
込
も
う
と
し
た
。
ジ
ャ
ン

ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
も
指
摘
す
る
よ
う
に12
、
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
は
、
自
然
か
ら
自
然
に
溶
け
込
む
よ
う
な
、
無
か
ら
無
へ
流
れ
る
よ
う
な
メ
ロ
デ
ィ
ー

を
感
覚
の
核
と
し
た
。
そ
こ
で
東
洋
の
自
然
観
に
同
調
し
て
、
新
し
い
音
楽
の
在
り
方
を
目
指
し
た
。

そ
れ
は
、
音
楽
か
ら
い
わ
ば
文
学
性
を
排
し
た
音
楽
そ
の
も
の
へ
の
志
向
で
あ
り
、
同
様
に
言
葉
と
言
葉
の
響
き
合
い
に
お
い
て
い
わ
ば
物

語
性
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
マ
ラ
ル
メ
と
共
鳴
す
る
の
は
、
そ
の
点
に
お
い
て
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
マ
ラ
ル
メ
の
文
学
が
詩
で
あ
り

リ
ズ
ム
で
あ
り
言
葉
の
探
求
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
二
人
の
共
感
は
頷
け
る
。
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
時
代

を
越
え
、
新
た
な
現
代
音
楽
を
導
き
出
し
て
ゆ
く
代
表
的
な
先
鋭
的
音
楽
家
で
あ
る
。

現
代
音
楽
の
理
論
家
で
あ
り
実
践
者
で
あ
る
ブ
レ
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
芸
術
の
純
粋
性
、
そ
れ
自
体
を
求
め
る
方
向
と
し
て
双
方
に
は
先
鋭
的
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一
致
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
は
現
代
芸
術
の
根
幹
を
成
す
も
の
と
し
て
重
要
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る13
。

四　

視
覚
芸
術
の
可
能
性
と
限
界

次
に
、
マ
ラ
ル
メ
の
問
題
意
識
、
詩
人
と
し
て
の
詩
に
お
け
る
視
覚
性
を
こ
こ
で
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
引
用
に
お

い
て
、
視
覚
に
対
す
る
特
別
の
意
識
を
示
す
思
索
は
ほ
と
ん
ど
常
に
認
め
ら
れ
た
だ
ろ
う
。
今
、
別
の
例
と
し
て
、
明
瞭
な
詩
人
の
言
葉
を
挙

げ
て
お
こ
う
。
言
葉
の
詩
人
の
、
音
楽
に
開
か
れ
、
視
覚
要
素
に
結
ば
れ
る
感
覚
は
、
的
を
射
た
言
葉
で
表
現
さ
れ
も
す
る
。

詩
内
部
に
お
け
る
語
の
「
推
移
」
に
つ
い
て
語
る
一
節
に
お
い
て
、
語
た
ち
は
「
自
ら
の
本
来
の
色
合
い
を
も
は
や
も
た
な
い
」
よ
う
に
見

え
、「
ひ
と
つ
の
色
階
・
音
階
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
思
え
る
ほ
ど
「
相
互
に
反
映
し
合
う
」
と
彼
は
語
る
の
で
あ
っ
た14
。

こ
こ
に
は
、
音
楽
の
意
識
に
重
ね
て
、
視
覚
的
要
素
、
色
や
形
に
対
す
る
特
殊
な
感
覚
が
的
確
に
見
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

視
覚
性
は
何
か
を
写
す
も
の
と
し
て
は
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
詩
人
の
言
葉
は
常
に
、
音
楽
性
と
視
覚
要
素

を
担
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

視
覚
的
要
素
は
イ
メ
ー
ジ
の
問
題
と
し
て
現
れ
る
が
、
彼
に
と
っ
て
描
く
イ
メ
ー
ジ
と
は
、
不
可
能
性
の
表
現
、
す
な
わ
ち
無
い
も
の
の
浮

上
で
あ
る
。
そ
れ
は
言
葉
に
よ
っ
て
為
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
い
わ
ゆ
る
写
実
的
表
現
は
埒
外
と
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
元
々
、

写
実
を
越
え
た
絵
画
表
現
に
対
す
る
関
心
と
な
る
。

日
常
の
交
際
相
手
、
画
家
仲
間
は
、
マ
ネ
を
始
め
と
す
る
印
象
派
、
モ
ネ
、
ド
ガ
、
ル
ノ
ワ
ー
ル
た
ち
、
そ
し
て
象
徴
派
ル
ド
ン
、
ゴ
ー
ギ
ャ
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ン
ら
の
画
家
た
ち
で
あ
っ
た15
。
端
的
に
言
え
ば
、
前
者
は
人
間
の
心
の
目
に
映
る
ま
ま
を
、
後
者
は
見
え
な
い
も
の
を
対
象
と
す
る
。
共
に

い
わ
ば
科
学
実
証
の
世
界
、
そ
の
表
現
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
律
動
性
、
音
楽
性
を
根
源
的
な
芸
術
要
素
と
考
え
、
自
ら
の
創
造

に
取
り
込
ん
で
い
た
こ
と
は
述
べ
る
ま
で
も
な
い
。

視
覚
の
表
現
に
対
し
て
、
通
常
の
視
覚
の
範
疇
を
越
え
た
も
の
と
関
わ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
マ
ラ
ル
メ
に
と
っ
て
こ
の
領
域
は
、
直

接
的
に
思
想
に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
彼
に
と
っ
て
は
、
美
術
の
思
想
、
何
を
描
く
か
、
ど
う
描
く
か
が
、
根
本
的
な
関
心
と
な
る

の
で
あ
っ
た
。

時
代
の
美
術
の
流
れ
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
に
ま
さ
に
写
実
か
ら
不
可
視
の
も
の
へ
の
傾
向
と
し
て
連
動
を
見
る
だ
ろ
う
。
マ
ネ
を
母
体
と

し
て
印
象
派
が
誕
生
し
、
後
期
印
象
派
、
象
徴
派
へ
と
進
展
す
る
。
そ
こ
に
多
様
な
影
響
を
与
え
る
の
は
、
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
、
日
本
の
芸
術
の

あ
り
よ
う
で
あ
っ
た
。
そ
の
非
写
実
性
と
い
う
べ
き
、
現
実
か
ら
の
大
胆
な
逸
脱
の
表
現
性
、
象
徴
性
、
そ
し
て
い
わ
ば
思
想
性
、
自
然
と
人

間
の
つ
な
が
り
の
感
覚
で
あ
っ
た
。

ま
た
日
本
の
芸
術
に
は
、
自
然
と
共
に
あ
る
人
間
や
動
植
物
の
姿
が
頻
出
す
る
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
西
洋
の
科
学
の

志
向
や
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
思
想
に
対
置
さ
れ
る
東
洋
の
新
し
い
世
界
で
あ
っ
た
。
視
覚
芸
術
は
、
と
り
わ
け
明
白
に
目
に
見
え
て
、
こ
う
し

た
歴
史
や
文
化
、
思
想
の
流
れ
の
中
に
あ
り
、
か
つ
そ
れ
を
動
か
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

当
然
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
時
代
の
文
化
思
想
と
深
く
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
科
学
、
社
会
の
思
想
の
動
向
と
の
関
係
が
問
題
で
あ
っ
た
。

音
楽
や
文
学
の
流
れ
も
そ
れ
に
関
わ
る
点
か
ら
見
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
眺
め
る
と
、
斬
新
さ
は
唐
突
さ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
必

然
的
な
、
か
つ
適
切
な
先
鋭
性
を
も
っ
た
思
索
と
し
て
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
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そ
し
て
、
言
葉
の
詩
人
と
し
て
は
、
詩
、
芸
術
の
本
質
的
核
と
し
て
の
在
り
方
を
以
下
の
よ
う
に
表
明
す
る
。

　

言
葉
の
音
楽
家
の
も
と
で
、「
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
」
の
魔
術
に
よ
っ
て
「
自
然
の
光
景
」
か
ら
絶
頂
が
浮
上
す
る
、
自
然
の
光
景
が
気
化

し
「
浮
遊
状
態
の
ま
ま
」、
よ
り
高
次
の
状
態
に
「
再
統
合
」
さ
れ
る
。
要
約
的
で
簡
略
な
一
本
の
線
、「
何
ら
か
の
振
動
」
に
す
べ
て
が

示
さ
れ
る
。
明
晰
さ
が
隣
接
す
る
に
せ
よ
、〈
言
葉
〉
は
「
自
然
」
に
、
よ
り
重
た
く
結
び
つ
い
て
い
る16
。

お
よ
そ
こ
う
し
た
言
葉
の
思
索
は
、
実
証
的
在
り
方
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
語
が
モ
ノ
と
交
換
さ
れ
る
と
い
う
考
え
に
は
見
合
わ
な
い

思
想
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
言
葉
は
、
不
可
能
性
を
担
い
、
詩
に
お
い
て
不
在
の
表
現
を
志
す
。
イ
メ
ー
ジ
は
不
在
の
も
の
と
し
て
す
な
わ
ち
実

証
的
世
界
か
ら
距
離
を
置
い
た
在
り
方
と
し
て
あ
り
、
そ
の
表
現
と
し
て
視
覚
性
に
結
び
つ
く
。
同
時
に
、
詩
は
、
世
界
の
音
楽
性
の
基
に
、

そ
の
表
現
と
し
て
音
楽
性
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
詩
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
言
葉
の
意
味
と
無
意
味
に
お
い
て
、
重
要
な
最
終
的
位

置
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
は
、
深
く
時
代
の
思
想
に
対
応
す
る
も
の
が
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
問
題
の
詩
篇
に
、
こ
う
し
た
意
識
は
ど
う
表
現
さ
れ
、
ど
う
確
認
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。

五　
『
骰
子
一
擲
』
に
実
現
さ
れ
た
総
合
性
の
価
値

以
上
の
よ
う
に
考
察
し
て
く
る
と
、
彼
の
こ
の
作
品
に
対
す
る
意
図
と
そ
の
重
要
な
意
味
が
浮
き
彫
り
に
な
る
だ
ろ
う
。

マ
ラ
ル
メ
の
意
識
と
し
て
、
こ
と
ば
の
意
味
は
最
大
限
に
生
か
し
な
が
ら
、
そ
の
欠
落
を
補
う
よ
う
に
、
音
楽
を
活
用
し
、
イ
メ
ー
ジ
を
念
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頭
に
お
い
た
。
詩
の
律
動
を
視
覚
化
す
る
こ
と
が
問
題
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
視
覚
化
す
べ
き
イ
メ
ー
ジ
は
思
想
の
イ
メ
ー
ジ
、
究
極
と
し

て
は
無
の
表
象
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
表
現
は
写
実
的
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
写
実
性
を
含
み
な
が
ら
も
抽
象
性
を
も
ち
、
そ
の
合

間
に
揺
れ
る
、
い
わ
ば
ま
さ
に
時
代
の
表
象
と
も
言
う
べ
き
イ
メ
ー
ジ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
作
品
の
序
に
お
い
て
こ
う
し
た
意
図
が
端
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

彼
は
序
文
で
作
品
に
対
す
る
意
識
を
、
以
下
の
よ
う
に
開
き
示
す
。
彼
の
表
現
を
確
認
し
よ
う
。

主
に
言
語
・
視
覚
に
関
し
て
、
彼
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

1　

読
み
の
空
間
化
・
間
取
り
以
外
に
新
奇
さ
は
な
い
。
取
り
囲
む
沈
黙
の
よ
う
な
「
余
白
」
が
重
要
性
を
担
う
。

そ
し
て
視
覚
の
在
り
方
に
関
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

2 　

ひ
と
つ
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
別
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
継
起
を
受
容
し
な
が
ら
、そ
れ
自
体
で
消
え
た
り
戻
っ
た
り
す
る
た
び
に
紙
が
介
入
す
る
。

「
何
ら
か
の
厳
密
な
精
神
的
演
出
」
に
お
け
る
「
イ
デ
ー
の
プ
リ
ズ
ム
的
再
分
割
」
が
、
そ
し
て
そ
の
現
出
の
瞬
間
・
そ
の
競
合
の
持
続
が
、

問
題
で
あ
る
。
潜
在
す
る
導
き
の
糸
に
近
く
、
あ
る
い
は
遠
く
、
様
々
の
場
で
、
テ
キ
ス
ト
が
要
求
さ
れ
る
。

さ
ら
に
言
語
の
視
覚
的
配
置
に
つ
い
て
解
き
明
か
す
。

3 　

思
考
の
な
か
で
語
群
が
分
離
さ
れ
る
そ
の
ま
ま
に
写
さ
れ
た
隔
た
り
の
、
文
芸
的
利
点
が
、「
頁
」
の
同
時
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
従
っ
て
、

動
き
を
加
速
し
た
り
遅
延
さ
せ
た
り
す
る
。
標
題
か
ら
導
か
れ
継
が
れ
る
主
文
の
断
片
性
の
周
囲
で
、
架
構
が
浮
上
し
た
り
消
滅
し
た
り
す

る
だ
ろ
う
。

全
体
と
し
て
音
楽
の
中
心
的
存
在
を
挙
げ
る
。
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4 　

全
体
は
短
縮
法
に
よ
り
仮
設
と
し
て
過
ぎ
る
。
物
語
は
退
け
ら
れ
、
退
去
・
延
長
・
逃
走
を
伴
う
思
考
や
そ
の
デ
ッ
サ
ン
か
ら
、
楽
譜
が

生
じ
る
。
優
勢
な
モ
チ
ー
フ
と
そ
れ
以
外
の
物
と
の
間
の
印
刷
活
字
上
の
相
違
は
、
発
生
の
際
の
重
要
性
を
語
る
。

そ
し
て
こ
う
し
た
試
み
の
総
合
的
価
値
を
、
言
語
の
在
り
方
と
の
本
質
的
関
係
と
し
て
確
定
す
る
。

5 　

こ
の
試
み
は
自
由
詩
や
散
文
詩
な
ど
現
代
的
追
求
の
性
質
を
帯
び
て
い
る
が
、
そ
こ
で
問
題
は
〈
音
楽
〉
で
あ
る
。
元
来
〈
文
芸
〉
に
属

し
た
多
く
の
手
段
を
〈
音
楽
〉
か
ら
取
り
戻
す
。
こ
れ
は
、
と
く
に
純
粋
か
つ
複
雑
な
想
像
力
な
い
し
知
性
の
主
題
、
唯
一
の
源
泉
で
あ
る

〈
ポ
エ
ジ
ー
〉
か
ら
排
除
で
き
な
い
主
題
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。

語
の
配
置
が
律
動
を
示
し
、
大
小
が
強
弱
の
呼
吸
を
示
す
。
動
態
の
表
示
と
し
て
多
様
な
活
字
が
絵
の
よ
う
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
音
楽
性

が
視
覚
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
意
味
、
思
想
が
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
写
実
的
イ
メ
ー
ジ
で
は
必

ず
し
も
な
く
、
意
味
の
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
べ
き
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
空
白
」
が
肝
要
で
あ
る
と
い
う
が
、
そ
れ
も
こ
う
し
た
点
か

ら
納
得
で
き
る
。

そ
れ
は
ま
さ
に
彼
の
総
合
芸
術
の
究
極
的
営
み
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
彼
の
志
向
の
経
緯
か
ら
し
て
、
そ
れ
は
極
め
て

必
然
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち
革
新
的
意
味
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
中
心
に
あ
る
の
は
、
空
白
、
無
の
意
識
で
あ
る
こ
と
は
、
彼
の
根
幹
の
言
語
意
識
、
芸
術
感
覚
が
、
そ
れ
ぞ
れ
芸
術
要
素
・
マ
チ
エ
ー

ル
に
関
わ
る
逆
説
性
を
含
ん
で
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、
そ
れ
に
相
応
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
時
代
の
流
れ
に
お
い
て
も
必
然
性
を
も
っ
て
い
た
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
斬
新
さ
は
、
現
に
そ
れ
を
そ
れ
と
し
て

実
現
し
て
み
せ
た
点
に
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
文
学
、
音
楽
、
美
術
の
流
れ
の
中
で
、
西
洋
の
文
化
の
転
換
の
運
命
に
も
関
わ
る
も
の
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で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

現
実
社
会
は
科
学
と
実
証
の
時
代
な
い
し
そ
の
展
開
に
あ
り
、
並
行
し
て
そ
う
し
た
西
洋
文
明
に
対
す
る
反
省
や
疑
念
が
起
こ
っ
て
き
て
い

た
。
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
文
明
へ
の
懐
疑
か
ら
、
東
洋
へ
の
視
線
が
促
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
動
き
の
な
か
で
、
文
化
を
見
据
え
先
取
る
ひ
と
つ

の
芸
術
の
在
り
方
と
し
て
、
作
品
、
そ
し
て
作
品
意
図
は
、
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。

社
会
・
現
実
に
ど
う
か
か
わ
る
か
、
社
会
と
芸
術
と
の
関
係
を
探
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
実
に
対
抗
し
現
実
を
扇
動
す
る
そ
れ
は
、
芸

術
の
在
り
様
を
端
的
に
直
截
に
示
さ
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
芸
術
の
社
会
的
価
値
、
現
実
に
お
け
る
価
値
を
見
せ
る
だ
ろ
う
。

結
び以

上
を
踏
ま
え
て
検
討
す
る
と
、
作
品
の
価
値
が
、
作
家
の
意
識
と
し
て
、
か
つ
時
代
の
情
況
と
し
て
、
総
合
的
視
野
か
ら
鮮
明
に
考
察
で

き
る
と
思
う
。

こ
の
作
品
は
、
マ
ラ
ル
メ
の
芸
術
の
課
題
の
解
決
に
向
け
た
芸
術
の
総
合
性
の
追
求
と
し
て
、
自
身
の
生
を
賭
し
た
作
品
で
あ
っ
た
。
言
葉

の
リ
ズ
ム
の
、よ
り
明
ら
か
な
表
現
と
抽
象
的
な
思
考
の
イ
メ
ー
ジ
の
表
現
を
目
論
見
、そ
こ
に
言
葉
の
限
界
に
挑
む
姿
勢
が
見
ら
れ
た
。
頼
っ

た
音
楽
性
の
表
現
に
よ
っ
て
、
音
楽
の
弱
点
の
意
味
を
含
め
、
イ
メ
ー
ジ
に
対
し
て
は
写
実
を
越
え
た
イ
メ
ー
ジ
を
、
ま
さ
に
意
味
に
お
い
て

首
尾
よ
く
表
現
し
た
。

こ
こ
に
言
葉
の
弱
点
を
他
領
域
か
ら
補
い
な
が
ら
、
他
領
域
の
長
所
を
取
り
込
み
、
弱
点
を
照
ら
し
出
す
よ
う
な
か
つ
補
う
よ
う
な
、
補
完

的
で
あ
り
つ
つ
、
言
葉
の
優
位
を
明
ら
か
に
示
す
も
の
と
し
て
成
立
さ
せ
る
、
そ
う
し
た
思
考
を
如
実
に
実
践
と
し
て
現
前
さ
せ
た
と
言
え
る

だ
ろ
う
。
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そ
し
て
こ
う
し
た
作
品
は
彼
の
意
識
を
は
る
か
に
超
え
て
、
芸
術
の
内
的
在
り
方
を
表
明
し
、
芸
術
と
社
会
・
現
実
と
の
外
的
関
係
を
深
く

示
唆
す
る
点
で
、
時
代
を
先
取
る
も
の
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

芸
術
は
互
い
の
長
所
短
所
を
相
補
い
な
が
ら
、
全
体
的
な
表
現
、
総
合
的
な
演
出
と
な
っ
て
ゆ
く
。
し
か
し
そ
れ
は
い
わ
ば
常
に
逆
説
的
に
、

個
々
の
表
現
性
の
概
し
て
否
定
的
側
面
を
本
質
的
な
も
の
と
し
、
そ
れ
ら
を
そ
の
ま
ま
に
保
有
し
て
総
合
さ
れ
る
、
そ
う
し
た
総
合
性
と
考
え

ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
示
し
て
い
る
点
に
マ
ラ
ル
メ
の
総
合
芸
術
の
意
識
の
重
要
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ

は
現
代
的
動
向
の
ひ
と
つ
の
側
面
を
如
実
に
示
す
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
時
代
の
表
現
と
し
て
、
同
時
に
、
文
化
の
流
れ
を
汲
み
取

り
、
か
つ
先
導
す
る
も
の
と
し
て
あ
っ
た
。
近
代
化
・
機
械
化
、
西
洋
第
一
主
義
へ
の
疑
念
に
対
し
て
、
実
証
主
義
か
ら
の
離
脱
、
東
洋
へ
の

注
視
と
し
て
、
歩
調
を
共
に
し
、
か
つ
先
取
り
し
て
ゆ
く
も
の
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
作
品
は
作
家
を
越
え
て
意
味
を
放
っ
て
い
る
。
ま

さ
に
そ
れ
は
芸
術
の
価
値
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
マ
ラ
ル
メ
の
意
味
、
そ
し
て
こ
の
作
品
の
意
味
で
あ
り
、
時
代
と
ジ
ャ
ン
ル
を
越
え
た

価
値
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

注
1　

こ
れ
ま
で
の
幾
多
の
研
究
、
さ
ら
に
こ
の
ほ
ど
示
さ
れ
た
精
細
な
研
究
、
清
水
徹
「
賽
の
一
振
り
」『
マ
ラ
ル
メ
全
集
』
Ⅰ
、
六
二
五

―
六
七
〇
頁
、「
詩
篇
『
賽
の
一
振
り
』
に
関
す
る
所
見
」
を
参
照
し
な
が
ら
、
本
論
を
展
開
し
た
い
と
思
う
。

2　

マ
ラ
ル
メ
の
思
考
は
折
々
表
明
さ
れ
て
い
る
が
、
作
品
の
「
序
文
」（
後
述
）
が
そ
の
内
容
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。

3　

出
版
の
困
難
に
関
し
て
、
清
水
徹
の
研
究
参
照
（
特
に
『
マ
ラ
ル
メ
全
集
』
Ⅰ
、
六
二
六
―
六
三
一
頁
）。



一
六

4　

図
形
詩
と
い
う
点
で
は
、
た
と
え
ば
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
例
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
意
識
に
は
異
な
る
も
の
が
あ
り
、
す
な

わ
ち
次
代
へ
の
影
響
は
そ
れ
ぞ
れ
の
意
識
に
応
じ
て
多
様
に
及
ん
だ
と
言
え
る
。
た
と
え
ば
拙
著
『
こ
と
ば
と
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
交
歓
』

第
一
部
第
二
章
参
照
。

5　

美
術
の
領
域
で
は
、
絵
と
文
字
の
共
生
と
い
う
新
た
な
在
り
方
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
ま
た
日
本
の
絵
・
美
術
の
在
り
方
に

も
関
わ
り
、
こ
こ
で
も
マ
ラ
ル
メ
の
社
会
意
識
、
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
へ
の
関
心
の
在
り
方
の
広
範
な
様
を
感
じ
さ
せ
る
。

6　

“C
rise de vers ”, O

C
., pp.364-365.

7　

Ibid., pp. 366-367.

8　

こ
こ
に
視
覚
性
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
い
わ
ゆ
る
写
実
的
と
い
う
よ
り
は
、
抽
象
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
だ
ろ
う
。

9　

マ
ラ
ル
メ
自
身
が
言
語
論
に
つ
い
て
注
目
し
て
い
た
こ
と
に
も
う
な
ず
け
る
。
問
題
意
識
と
期
待
の
現
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と

え
ば
『
英
語
の
単
語
』
参
照
。

10　

La M
usique et les Lettres, O

C
., pp. 647-648.

11　

こ
こ
で
も
視
覚
性
が
極
め
て
図
案
的
な
様
子
が
わ
か
る
。

12　

拙
著
『
マ
ラ
ル
メ
の
詩
学
』
第
四
部
第
二
章
参
照
。

13　

前
掲
拙
著
第
四
部
第
一
章
参
照
。

14　

C
orrespondance 1., p.234.

15　

画
家
た
ち
と
の
交
際
に
つ
い
て
、
前
掲
拙
著
第
二
部
・
第
三
部
参
照
。

16　

“Théodore de B
anville ”, O

C
., p.522.



一
七

主
要
参
考
文
献

M
allarm

é （Stéphane

）, Les D
ieux Antiques, N

ouvelle m
ythologie d ’après G

eorge W
.C

ox, G
allim

ard, 1925.

M
allarm

é （Stéphane

）, Œ
uvres com

plètes, éd. par H
enri M

ondor et G
.Jean-A

ubry, G
allim

ard, B
ibliothèque de la Pléiade, 1977.

M
allarm

é （Stéphane
）, Igitur, D

ivagations, U
n C

oup de dés, préface d ’Yves B
onnefoy, C

oll. Poésie, 1976.

M
allarm

é （Stéphane
）, U

n C
oup de dés n ’abolira le H

asard, éd. par M
itsou R

onat, Ed. C
hange errant/d ’atelier, 1980.

M
allarm

é （Stéphane

）, U
n C

oup de dés n ’abolira le H
asard, Im

prim
erie nationale, 1987.

M
allarm

é 

（Stéphane

）, C
orrespondance 1, 1862-1871, recueillie, classée et annotée par H

enri M
ondor et Jean-Pierre R

ichard, 

G
allim

ard, 1959.

C
ohn （R

obert G
reer

）, L ’ Œ
uvre de M

allarm
é: un C

oup de dés, traduit par R
. A

rnaud, Les Lettres, 1951.

G
ordon （M

illan

）, A Throw
 of the dice, The life of Stéphane M

allarm
é, N

ew
 York : Farrar Straus G

iroux, 1944.

La C
harité （V

irginia A
.

）, The D
ynam

ics of Space, M
allarm

é ’s U
n C

oup de dés n ’abolira le H
asard, Lexington （K

entucky

）: French 

Forum
, 1987.

C
ellier （Léon

）, « M
allarm

é, R
edon, et “U

n C
oup de dés ... ”», C

ahiers de l ’Association Internationale des Etudes Françaises, n.27, 

m
ai 1975, pp.363-375.

K
risteva （Julia

）, « Q
uelques problèm

es de sém
iotique littéraire à propos d ’un texte de M

allarm
é : U

n C
oup de dés », in Essais de 

sém
iotique poétique, présentés par A

.J.G
reim

as, Larousse, 1972, pp.208-234.



一
八

M
auron （C

harles

）, « Le C
oup de dés », Les Lettres, 9-10-11, 1948, pp.155-177.

R
onat 

（M
itsou

）, « Présentation de U
n C

oup de dés n ’abolira le H
asard », Ed.C

hange errant/d ’atelier, 1980, pp.1-7 du cahier 

d ’accom
pagnem

ent.

D
avies （G

ardner

）, Vers une explication rationnelle du C
O

U
P D

E D
ES essai d ’exégèse m

allarm
éenne, Librairie José C

orti, 1963.

B
ernard （Suzanne

）, M
allarm

é et la m
usique, N

izet,1959.

M
archal （B

ertrand

）, Lecture de M
allarm

é, Librairie José C
orti, 1985.

清
水
徹
他
『
マ
ラ
ル
メ
全
集
』
1
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
〇

宗
像
衣
子
『
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

同
『
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



一
九

同　第九面

『骰子一擲』第六面



二
〇

同　第十一面

同　第十面


