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音
が
語
る

塩
　
谷
　
祐
　
人

　

詩
人
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
（G

h
érasim

 Lu
ca, 1913–1994

）1
は
、

自
身
の
詩
を
人
前
で
朗
読
す
る
と
い
う
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
一
九
六
〇

年
代
か
ら
積
極
的
に
行
っ
て
い
た
。
そ
の
い
く
つ
か
の
詩
の
中
で
、
彼

は
「
わ
た
し
は
」
と
一
人
称
で
語
り
、
ま
た
「
君
は
」
と
聴
衆
に
語
り
か

け
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
朗
読
を
聞
い
て
い
る
と
、
こ
の
「
わ
た

し
」
や
「
君
」
に
我
々
は
翻
弄
さ
れ
、
奇
妙
な
感
覚
に
囚
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、

ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
口
か
ら
出
て
く
る
声
は
、
い
っ
た
い
誰
に
属
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
と
問
い
た
く
な
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

朗
読
す
る
と
き
の
ア
ク
セ
ン
ト
や
声
調
は
、
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
特
有
の

も
の
で
あ
る
。
ル
ー
マ
ニ
ア
に
生
ま
れ
育
っ
た
彼
の
朗
読
は[r]

が
強
く

巻
か
れ
て
発
音
さ
れ
、
母
音
が
引
き
伸
ば
さ
れ
て
発
音
さ
れ
る
こ
と
も
多

く
、
鼻
母
音
や
リ
ズ
ム
に
も
特
徴
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
一
度
で
も
そ
の
語

り
を
耳
に
す
れ
ば
、
後
に
彼
の
詩
を
黙
読
し
て
み
て
も
頭
の
中
に
彼
の
特

徴
あ
る
読
み
方
が
響
き
渡
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　

で
は
朗
読
者
で
あ
り
、
そ
の
詩
の
作
者
で
も
あ
る
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
が

「
わ
た
し
」
と
語
る
時
、
彼
は
二
重
の
意
味
で
語
り
手
で
あ
り
、「
ゲ
ラ
シ

ム
・
ル
カ
＝
詩
の
作
者
＝
作
品
の
中
で
の
語
り
手
＝
実
際
の
読
み
手
」
と

い
う
構
図
が
成
り
立
つ
の
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
朗

読
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、
実
際
の
「
書
き
手
」
と
虚
構
の
「
語
り
手
」
を

区
分
す
る
見
方
か
ら
、
書
か
れ
た
作
品
を
再
び
作
者
の
元
へ
送
り
か
え
す

よ
う
働
き
か
け
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
む
し
ろ
彼
の
謎
め
い

た
詩
を
聞
く
う
ち
に
、
我
々
は
「
わ
た
し
」
や
「
君
」
が
い
っ
た
い
何
者
な

の
か
、
い
や
何
物
な
の
か
と
自
問
す
る
こ
と
に
な
り
、
言
葉
や
言
語
活
動

そ
の
も
の
を
疑
っ
て
か
か
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
は
、
詩
を
通
じ
て
語
り
手
の
存
在
も
聞
き
手
の
存
在

も
解
体
し
、
再
構
築
を
促
す
。
そ
の
解
体
さ
れ
た
語
り
手
の
語
り
を
作
者

	

ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
朗
読
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
考
え
る
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が
肉
声
で
語
る
と
き
、
聞
き
手
で
あ
る
我
々
は
何
を
耳
に
し
、
何
を
受
け

取
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
本
稿
で
は
、
そ
の
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
語
り
に

耳
を
傾
け
て
み
た
い
。

ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
と
は
何
者
な
の
か

　
「
何
者
で
あ
る
の
か
」
を
決
定
す
る
こ
と
と
対
極
に
あ
る
こ
の
詩
人
を
、

伝
記
的
な
記
述
や
代
表
作
に
よ
っ
て
定
義
す
る
こ
と
自
体
に
罪
悪
感
と
矛

盾
を
感
じ
な
が
ら
で
は
あ
る
が
2
、
ま
ず
本
題
に
入
る
前
に
、
ゲ
ラ
シ

ム
・
ル
カ
が
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
の
か
を
概
観
し
て
お
こ
う
。

　

ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
は
、
詩
や
造
形
美
術
で
ル
ー
マ
ニ
ア
の
シ
ュ
ル
レ

ア
リ
ス
ム
を
牽
引
し
て
き
た
若
き
芸
術
家
の
ひ
と
り
だ
っ
た
。
雑
誌
『
ア

ル
ジ
ェ
』
や
「
ア
ン
フ
ラ
＝
ノ
ワ
ー
ル
」
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
立
ち
上
げ
な

ど
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
し
て
彼
が
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
。
パ
リ
の

シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
運
動
、
そ
し
て
ア
ン
ド
レ
・
ブ
ル
ト
ン
に
も
接
近
し
、

一
九
五
二
年
に
フ
ラ
ン
ス
の
首
都
に
移
り
住
む
。
次
第
に
彼
は
シ
ュ
ル
レ

ア
リ
ス
ム
と
は
距
離
を
置
く
よ
う
に
な
っ
て
い
く
が
、
そ
れ
で
も
や
は

り
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
運
動
の
一
翼
を
担
っ
た
芸
術
家
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
実
際
、
二
〇
一
七
年
に
編
ま
れ
た
一
九
六
〇
年
か
ら

二
〇
一
〇
年
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
の
詩
を
集
め
た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
3

の
中

に
も
、「
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
の
最
後
の
炎
」
の
ひ
と
り
と
し
て
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
る
。

　

パ
リ
に
到
着
後
、
ほ
ど
な
く
フ
ラ
ン
ス
で
の
初
め
て
の
詩
集
『
限
界
＝

英
雄
』（H

éros–Lim
ite , 1953

）
を
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
デ
ィ
・
デ
ィ
オ
の
働

き
か
け
で
ソ
レ
イ
ユ
・
ノ
ワ
ー
ル
社
か
ら
出
版
し
、
こ
れ
が
彼
の
代
表
作

の
一
つ
と
な
っ
た
。
そ
の
後
も
ソ
レ
イ
ユ
・
ノ
ワ
ー
ル
の
シ
リ
ー
ズ
か
ら

代
表
作
と
な
る
詩
集
が
次
々
と
出
版
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
後
に
ジ
ョ
ゼ
・
コ

ル
テ
ィ
社
が
再
版
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
現
在
で
は
『
英
雄
＝
限
界
』

を
含
む
代
表
的
な
詩
集
を
ま
と
め
た
も
の
が
ガ
リ
マ
ー
ル
社
か
ら
出
版
さ

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
本
人
に
よ
る
詩
の
朗
読
を
録
音
し

た
Ｃ
Ｄ
お
よ
び
テ
レ
ビ
番
組
の
た
め
に
作
ら
れ
た
朗
読
を
Ｄ
Ｖ
Ｄ
化
し
た

も
の
が
市
販
さ
れ
て
お
り
、
我
々
は
彼
の
詩
を
読
む
だ
け
で
な
く
、
間
接

的
に
で
は
あ
る
が
、
声
を
聞
き
、
姿
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

録
音
や
映
像
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
ゲ
ラ
シ

ム
・
ル
カ
は
そ
の
詩
や
芸
術
理
論
だ
け
で
な
く
、
朗
読
に
力
を
入
れ
た
詩

人
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
リ
サ
イ
タ
ル
の
聴
衆
た
ち
の
衝
撃
は
、

「
英
雄
＝
限
界
」
の
冒
頭
を
声
に
出
し
て
読
ん
で
み
る
だ
け
で
も
、
充
分

に
想
像
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
詩
は
、
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

« La m
o
rt, la m

o
rt fo

lle, la m
o
rp

h
o
lo

gie d
e la m

éta, d
e 

la m
étam

o
rt,  d

e la m
étam

o
rp

h
o
se o

u
 la vie, la vie vit, 

la vie–vice, la vivisectio
n
 d

e la vie » éto
n
n
e, éto

n
n
e et 

et et est u
n
 n

o
m

, u
n
 n

o
m

b
re d

e ch
aises, u

n
 n

o
m

b
re d

e 

16 au
b
es et jets, [...]

　

翻
訳
が
極
め
て
困
難
な
こ
の
詩
は
、「
死
ラ
モ
ー
ル」
が
「
狂ラ
モ
ー
ル
フ
ォ
ー
ル

っ
た
死
」
に
、
そ
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し
て
「
形
ラ
モ
ル
フ
ォ
ロ
ジ
ー

態
学
」
へ
と
音
を
増
や
し
て
い
く
。
そ
こ
に
付
け
ら
れ
た
「
メ

タ
」
は
「
死
」
と
結
び
つ
き
「
メメ
タ
モ
ー
ル

タ
死
」
と
い
う
造
語
を
生
み
、
そ
し

て
「
変
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ズ

身
」
と
い
う
語
が
登
場
し
た
後
で
「
生ヴ
ィ

」
と
冒
頭
の
死
の
対

義
語
が
発
せ
ら
れ
た
か
と
思
え
ば
、「
生ヴ

ィ

ヴ

ィ

は
生
き
る
」、「
生ヴ
ィ

―
悪ヴ
ィ
ス徳

」、

「
生ヴ
ィ
ド
ヴ
ィ
ヴ
ィ
セ
ク
シ
ョ
ン

の
生
体
解
剖
」
と
「
ヴ
ィ
」
と
い
う
音
が
連
続
し
、
同
時
に
意
味
の
あ

る
連
な
り
を
形
成
し
て
い
く
。
こ
う
し
た
音
の
繰
り
返
し
や
、
一
つ
の
音

が
別
の
単
語
を
生
み
出
し
て
い
く
過
程
が
彼
の
詩
の
最
も
大
き
な
特
徴
の

一
つ
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
う
し
た
音
を
巧
み
に
操
作
し
な
が
ら
、
抽
象

的
で
捉
え
ど
こ
ろ
の
な
い
よ
う
で
、
何
か
我
々
に
意
味
を
考
え
さ
せ
る
よ

う
な
詩
を
創
作
し
て
い
っ
た
人
物
が
、
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
と
い
う
詩
人
で

あ
る
。

ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
所
属
意
識
の
拒
否

　

ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
詩
の
捉
え
ど
こ
ろ
の
な
さ
は
、
彼
が
特
定
の
構

造
の
中
で
存
在
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
批
判
的
な
見
方
を
し
て

い
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
彼
は
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
っ
た
が
、

ユ
ダ
ヤ
性
に
対
し
て
異
邦
人
で
あ
る
こ
と
を
示
す
エ
ト
ラ
ン
ジ
ュ
イ
フ

（l’étran
ju

if

）
と
い
う
造
語
で
自
身
を
位
置
付
け
て
い
た
し
、
ま
た
パ
リ

に
移
り
住
み
、
セ
ー
ヌ
に
身
を
投
げ
て
こ
の
世
を
去
る
ま
で
こ
の
街
を
活

動
の
主
な
場
所
と
し
て
い
た
こ
と
は
事
実
だ
が
、
パ
リ
を
自
分
の
居
場
所

と
定
め
て
も
い
な
い
。
パ
リ
で
も
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
は
「
ソ
マ
リ
ア
や
ル

ー
マ
ニ
ア
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
遠
く
離
れ
た
友
人
た
ち
と
遠
隔
的
な
関
係

を
結
び
、
そ
こ
で
は
同
時
に
複
数
の
場
所
に
存
在
す
る
こ
と（l’u

b
iq

u
ité

）

が
過
去
の
思
い
出
を
支
配
し
て
い
る
」4
と
い
う
。
実
際
、
必
要
に
迫
ら

れ
て
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
取
得
し
た
も
の
の
、
彼
は
そ
の
国
籍
の
取
得
も
拒

ん
で
い
た
よ
う
だ
。

　

こ
う
し
た
態
度
の
背
景
に
は
、「
ノ
ン
＝
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
」
と
い
う
考

え
方
が
あ
っ
た
。「
ノ
ン
＝
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
」
と
は
曖
昧
な
概
念
で
は
あ

る
が
、
そ
の
概
念
に
注
目
し
て
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
芸
術
活
動
を
詳
細
に

分
析
し
た
鈴
木
雅
雄
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
原
初
に
お
い
て
失
わ
れ
た

も
の
と
の
関
係
で
構
造
化
さ
れ
て
し
ま
う
生
の
あ
り
方
へ
の
拒
否
こ
そ
が

ノ
ン
＝
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
態
度
決
定
」5
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
う
し
た
考
え
方
を
も
つ
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
で
あ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
に

身
を
落
ち
着
け
る
と
い
う
態
度
を
取
ら
な
か
っ
た
こ
と
も
納
得
が
い
く
。

ル
ー
マ
ニ
ア
と
い
う
祖
国
を
喪
失
し
た
代
わ
り
に
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
国
で

そ
れ
を
埋
め
合
わ
せ
る
と
い
う
方
法
は
、
新
た
な
構
造
に
身
を
置
く
こ

と
に
他
な
ら
ず
、
そ
れ
は
「
ノ
ン
＝
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
」
の
思
考
に
反
す
る
。

こ
れ
は
、
彼
の
言
語
の
選
択
で
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。

　

ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
は
ル
ー
マ
ニ
ア
語
で
書
い
た
作
品
も
残
し
て
い
る
が
、

主
に
フ
ラ
ン
ス
語
で
詩
を
書
き
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
朗
読
を
続
け
た
詩
人
で

あ
る
。
こ
の
母
語
を
離
れ
て
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
い
た
こ
と
に
、
ま
ず
大
き

な
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。
確
か
に
ブ
カ
レ
ス
ト
の
ユ
ダ
ヤ
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
の
中
で
育
っ
た
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
に
と
っ
て
、
ル
ー
マ
ニ
ア
語
、
フ
ラ

ン
ス
語
、
ド
イ
ツ
語
、
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
語
を
話
す
こ
と
は
一
つ
の
習
慣
で

あ
り
、
そ
こ
で
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
知
的
創
作
活
動
を
行
う
こ
と
が
稀
で
は
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な
か
っ
た
し
、
フ
ラ
ン
ス
に
移
り
住
ん
だ
の
で
あ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
語
で

作
品
を
発
表
す
る
こ
と
は
、
と
り
わ
け
特
異
な
こ
と
で
も
な
い
。
し
か
し

彼
の
言
語
の
選
択
は
、
他
の
亡
命
者
や
フ
ラ
ン
ス
語
を
執
筆
言
語
に
選
ん

だ
作
家
た
ち
と
比
べ
る
と
、
少
し
異
な
っ
た
意
味
が
あ
る
の
も
事
実
で
あ

ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
母
語
を
拒

む
こ
と
は
母
と
子
を
つ
な
ぐ
無
意
識
の
関
係
を
拒
む
こ
と
と
同
義
で
あ
り
、

フ
ラ
ン
ス
語
で
書
く
こ
と
は
、
彼
に
と
っ
て
「
ノ
ン
＝
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
」

の
思
考
に
基
づ
い
て
所
属
を
拒
む
一
つ
の
方
法
と
な
り
え
た
か
ら
だ
。
だ

が
そ
れ
も
、
母
語
の
代
わ
り
に
フ
ラ
ン
ス
語
と
い
う
獲
得
し
た
言
語
に
よ

っ
て
表
現
す
る
だ
け
で
は
、
彼
が
抱
え
る
矛
盾
は
解
消
さ
れ
な
い
。
な
ぜ

な
ら
執
筆
言
語
を
選
択
す
る
と
は
、
一
つ
の
構
造
体
系
と
し
て
の
言ラ
ン
グ語
を

選
択
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル

カ
の
フ
ラ
ン
ス
語
は
、
詩
人
の
言
葉
は
通
常
の
言
語
と
は
異
な
る
と
い
う

紋
切
り
型
の
判
断
を
超
え
て
、
極
め
て
特
殊
な
フ
ラ
ン
ス
語
に
な
っ
て
い

る
。

ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
フ
ラ
ン
ス
語

　

で
は
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
フ
ラ
ン
ス
語
と
は
、
如
何
な
る
も
の
な
の
か
。

先
に
「
英
雄
＝
限
界
」
の
冒
頭
を
挙
げ
た
が
、
も
う
少
し
別
の
例
も
見
て

み
よ
う
。
例
え
ば
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
朗
読
を
収
め
た
Ｄ
Ｖ
Ｄ
で
最
初

に
読
み
上
げ
ら
れ
る
詩
はM

a d
éraiso

n
 d

’être

と
題
さ
れ
た
作
品
で
あ

る
。「
理
性
を
失
っ
た
状
態
」
を
示
すd

éraiso
n

を
そ
の
ま
ま
受
け
取
れ

ば
、「
わ
た
し
の
存
在
の
狂
気
」
と
も
取
れ
る
し
、「
存
在
理
由
（raiso

n
 

d
’être

）」
に
否
定
を
示
す
接
頭
辞
のd

é

が
付
け
ら
れ
た
「
わ
た
し
の
存

在
非
理
由
」、
あ
る
い
は
「
存
在
の
理
由
で
な
い
も
の
」
と
解
釈
す
る
こ

と
も
で
き
る
。
ま
た
音
だ
け
で
聞
く
な
ら
ば
、「
わ
た
し
の
（m

a

）」
は

単
な
る
言
い
間
違
い
で
、
そ
の
後
にd

es

と
言
い
直
し
た
、
つ
ま
りd

es 

raiso
n
s d

’être

で
あ
っ
て
「
複
数
形
で
示
さ
れ
る
存
在
理
由
」
と
解
釈
す

る
こ
と
も
で
き
な
く
は
な
い
。

　

す
で
に
タ
イ
ト
ル
か
ら
音
と
意
味
と
造
語
が
戯
れ
を
み
せ
る
こ
の
詩
の

書
き
出
し
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

le d
ésesp

o
ir a tro

is p
aires d

e jam
b
es 

le d
ésesp

o
ir a q

u
atre p

aires d
e jam

b
es

q
u
atre p

aires d
e jam

b
es aérien

n
es vo

lcan
iq

u
es

 
ab

so
rb

an
tes sym

étriq
u
es

　
「
絶
望
に
は
三
組
の
脚
が
あ
る
／
絶
望
に
は
四
組
の
脚
が
あ
る
／
空

気
の　

火
山
の　

吸
い
込
む　

対
称
的
な
四
組
の
脚
」
と
で
も
訳
せ

る
だ
ろ
う
か
。aérien

n
es

は
「
軽
や
か
な
」
と
も
訳
せ
る
だ
ろ
う
し
、

vo
lcan

iq
u
es

も
「
気
性
の
激
し
い
」
と
訳
す
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
単
語
の
多
義
的
な
意
味
を
活
か
し
た
詩
は
、
彼
の
詩

の
特
徴
の
一
側
面
で
し
か
な
い
。
と
い
う
の
も
、
も
し
一
つ
の
語
を
別
の

意
味
に
交
換
す
る
こ
と
で
多
様
な
読
み
方
が
可
能
に
な
る
と
い
う
だ
け
で

あ
れ
ば
、
彼
の
詩
も
一
つ
の
構
造
的
な
言
語
体
系
の
中
に
収
ま
り
、
交
換
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可
能
な
単
語
の
組
み
合
わ
せ
の
範
疇
で
解
釈
で
き
る
は
ず
だ
。
だ
が
実
際

は
そ
う
で
は
な
い
。
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
詩
で
は
、
単
語
が
複
数
の
意
味

を
も
つ
こ
と
に
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
意
味
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
「
意
味
」

は
、
詩
が
進
む
ご
と
に
変
化
し
続
け
る
か
ら
だ
。

　

こ
の
先
、「
三
組
の
脚
」、「
四
組
の
脚
」
は
そ
の
数
を
増
や
し
て
い

き
、aérien

n
e

とvo
lcan

iq
u
e

の
語
を
繰
り
返
し
つ
つh

u
it p

aires 

d
e jam

b
es h

u
it p

aires d
e ch

au
ssettes / h

u
it fo

u
rch

ettes 

aérien
n
es ab

so
rb

ées p
ar les jam

b
es

（
八
組
の
脚　

八
組
の
靴
下

／
脚
に
吸
い
込
ま
れ
た　

空
気
の　

八
組
の
フ
ォ
ー
ク
）
と
続
い
て
い

く
。
吸
い
込
む
脚
と
吸
い
込
ま
れ
る
フ
ォ
ー
ク
、
あ
る
い
は
脚
と
同
じ
く

棒
状
の
フ
ォ
ー
ク
と
足
を
入
れ
る
た
め
の
靴
下
の
イ
メ
ー
ジ
が
つ
な
が

り
、ch

au
ssette

とfo
u
rch

ette

が
音
の
相
似
を
通
じ
て
結
合
し
て
い
く
。

こ
の
単
語
の
繰
り
返
し
の
中
で
生
じ
る
わ
ず
か
な
ズ
レ
と
音
の
相
似
に
よ

っ
て
、
あ
た
か
も
元
の
語
が
次
々
と
姿
を
変
え
て
い
く
か
の
よ
う
に
進
ん

で
い
く
の
が
、
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
詩
で
あ
り
、
そ
れ
を
可
能
に
し
て
い

る
の
が
彼
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
使
い
方
で
あ
る
。
フ
ォ
ー
ク
が
靴
下
に
変
わ

る
こ
と
が
で
き
、d

érasio
n

（
狂
気
）
がd

é–raiso
n

（
非
理
由
）
に
も
な

れ
、
同
時
にd

es raiso
n
s

（
複
数
の
理
由
）
に
な
る
こ
と
も
で
き
る
フ
ラ

ン
ス
語
が
、
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
詩
を
支
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
何
か
で

あ
る
こ
と
を
決
定
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
未
決
定
の
状
態
を
維
持
し

つ
つ
次
々
と
姿
を
変
え
る
言
葉
で
詩
を
作
る
こ
と
、
そ
れ
が
ゲ
ラ
シ
ム
・

ル
カ
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
詩
で
あ
る
。

　

こ
の
流
動
性
は
、
彼
の
詩
に
お
い
て
「
語
る
の
は
誰
か
」
と
い
う
問
題

と
も
直
結
す
る
。
自
身
も
詩
人
で
あ
り
、
言
語
や
身
体
、
声
に
つ
い
て
研

究
を
行
う
ヤ
ニ
ッ
ク
・
ト
ル
リ
ニ
は
、
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
詩
が
不
安
を

与
え
る
の
は
、
そ
れ
が
身
体
を
具
現
化
す
る
の
と
同
時
に
、
逆
説
的
に
も

流
動
的
な
様
相
を
見
せ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
た
め
身
体
と
主
体
は
捉
え

ら
れ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
彼
は
ゲ
ラ

シ
ム
・
ル
カ
の
詩
学
は
「
わ
た
し
と
は
誰
か
」、
あ
る
い
は
「
わ
た
し
と
は

何
か
」
と
問
い
た
く
な
る
が
、
実
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
身
体
を
言パ
ロ
ー
ル葉

毎
に
新
た
に
生
み
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、
そ
れ
は
無
意
味
な
質
問
に

な
っ
て
し
ま
う
の
だ
と
結
論
づ
け
る
6
。

　

一
度
語
ら
れ
た
言
葉
が
勝
手
な
結
び
つ
き
を
繰
り
返
し
、
語
ら
れ
る
言

葉
が
常
に
変
化
し
続
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
語
る
主
体
は
誰
な
の

か
。
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
は
、
詩
の
言
葉
を
通
じ
て
自
己
を
語
る
の
で
は
な

く
、
何
者
と
も
決
定
さ
れ
な
い
自
己
で
あ
り
続
け
る
こ
と
を
目
論
ん
で
い

る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
れ
を
可
能
に
す
る
手
法
の
一
つ
が
、
ゲ
ラ

シ
ム
・
ル
カ
を
有
名
に
し
た
「
吃
り
」
の
技
法
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
と
考
え
て
み
た
く
な
る
。

「
吃
り
」
の
技
法
と
注
意
点

　

ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
名
が
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ジ

ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
そ
の
「
吃
り
」
に
着
目
し
た
影
響
が
少
な
か
ら
ず
あ

る
こ
と
は
間
違
い
無
い
。
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
研
究
を
い
ち
早
く
始
め
た

ド
ミ
ニ
ク
・
カ
ル
ラ
も
、
す
で
に
著
書
の
前
書
き
で
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
分
析
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に
触
れ
て
い
る
7
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
ク
レ
ー
ル
・
パ
ル
ネ
と
対
話
を
行
っ

た
際
、「
生
成
変
化
」
に
つ
い
て
説
明
し
な
が
ら
、
カ
フ
カ
、
ベ
ケ
ッ
ト
、

ゴ
ダ
ー
ル
の
名
前
と
並
べ
て
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
名
を
挙
げ
、
絶
え
ず
変

化
す
る
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
詩
の
運
動
に
注
目
し
て
、「
最
も
偉
大
な
フ

ラ
ン
ス
語
の
詩
人
」
と
し
て
高
く
評
価
し
た
の
で
あ
る
。

　

ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
「
人
が
そ
こ
か
ら
出
発
す
る
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
到
達

す
べ
き
で
あ
る
よ
う
な
基
点
な
ど
は
な
い
。
出
発
点
、
到
達
点
の
ど
ち
ら

に
も
な
る
よ
う
な
二
つ
の
基
点
な
ど
も
な
い
。「
お
前
は
何
に
な
る
の
か
」

な
ど
と
い
う
質
問
は
特
に
馬
鹿
げ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
人
は
そ
の
生
成
変

化
に
つ
れ
て
、
何
に
な
る
の
か
も
彼
自
身
と
同
様
に
変
わ
る
か
ら
だ
」
と

述
べ
る
。
そ
し
て
彼
に
よ
る
と
、
そ
の
生
成
変
化
が
、
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ

の
「
吃
り
の
文
体
」
に
現
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
8
。
様
々
な
事
象

を
、
絶
対
的
な
一
つ
の
事
柄
か
ら
枝
分
か
れ
し
て
い
く
ツ
リ
ー
（
樹
枝
）

状
の
よ
う
の
も
の
で
は
な
く
、
中
心
が
な
く
、
多
方
面
に
伸
び
て
い
く
リ

ゾ
ー
ム
（
根
茎
）
状
の
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
く
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る

ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
あ
ら
ゆ
る
方
向
に

変
化
し
て
い
く
文
体
は
、
言
語
体
系
を
逃
れ
、
生
成
変
化
し
続
け
て
い
く

創
造
的
な
言
語
で
あ
る
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
考

え
る
「
吃
り
」
と
そ
の
効
果
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
一
度
ま
と
め
て
お

こ
う
。

　

ク
レ
ー
ル
・
パ
ル
ネ
と
の
対
話
が
出
版
さ
れ
る
以
前
に
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ

は
『
批
評
と
臨
床
』
の
「
…
…
と
彼
は
吃
っ
た
」
と
題
し
た
第
一
三
章
で
、

ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
「
情
熱
的
に
」（P

assio
n
n
ém

en
t

）
と
い
う
詩
の
次

の
箇
所
を
引
用
し
て
分
析
し
て
い
る
。

P
assio

n
n
é n

ez p
assio

n
n
ém

 je 

je t’ai je t’aim
e je

je je jet je t’ai jetez 

je t’aim
e p

assio
n
n
ém

 t’aim
e

　

ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、「
僕
は
君
を
情
熱
的
に
愛
し
て
い
る
（je t’aim

e 

p
assio

n
n
ém

en
t

）」
と
言
お
う
と
し
て
い
る
「
わ
た
し
」
が
吃
っ
て
い
る

と
判
断
し
た
上
で
、
こ
れ
は
作
中
の
語
り
手
が
単
に
吃
っ
て
い
る
の
で
は

な
く
、
言
語
自
体
が
吃
っ
て
い
る
の
だ
と
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
「
創
造
的

な
吃
り
は
草
の
よ
う
に
真
ん
中
か
ら
言
語
を
生
や
さ
せ
、
言
語
を
樹
木
で

は
な
く
、
リ
ゾ
ー
ム
に
し
、
言
語
を
永
遠
の
不
均
衡
に
お
く
」9
と
考
え

る
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
吃
り
そ
の
も
の
の
作
用
に
よ
っ
て
語
が
他
の
語
と
結

び
つ
く
過
程
で
、
詩
人
は
言ラ
ン
グ語

そ
の
も
の
を
吃
ら
せ
て
い
る
の
だ
と
主
張

す
る
の
で
あ
る
。
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
は
言パ
ロ
ー
ル葉

を
発
す
る
登
場
人
物
を
吃
ら

せ
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
言ラ
ン
グ語
を
体
系
と
し
て
み
な
し
て
お
ら
ず
、
内

部
で
分
裂
さ
せ
、
言パ
ロ
ー
ル葉

の
可
能
性
を
超
え
て
、
言ラ
ン
グ語

そ
の
も
の
を
揺
さ
ぶ

っ
て
い
る
の
だ
と
強
調
し
て
い
る
点
が
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
独
創
的
な
指
摘

で
あ
り
、
ま
た
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
詩
を
分
析
す
る
際
の
重
要
な
手
掛
か

り
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。

　

だ
が
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
詩
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ

て
の
言ラ
ン
グ語
と
言パ
ロ
ー
ル葉
の
捉
え
方
に
関
し
て
は
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
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の
問
題
点
を
明
晰
に
指
摘
し
た
國
分
俊
宏
が
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
ゲ

ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
詩
の
特
性
は
「
音
が
反
復
、
変
転
し
な
が
ら
、
ま
る

で
リ
レ
ー
す
る
よ
う
に
ひ
と
つ
の
語
が
次
の
語
を
呼
び
出
し
、
生
み
出

し
、
時
折
「
意
味
性
」
を
形
成
す
る
か
に
見
え
な
が
ら
ま
た
消
え
去
っ
て

い
く
、
そ
の
絶
え
間
な
い
「
う
ね
り
」
に
こ
そ
あ
る
」
の
で
あ
り
、
も
し

言
い
た
い
こ
と
が
先
に
あ
り
、
そ
こ
に
向
か
っ
て
言
葉
が
切
れ
切
れ
に
な

る
「
吃
り
」
を
後
に
く
る
言
葉
の
前
触
れ
で
あ
る
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
そ

れ
は
す
で
に
体
系
と
し
て
の
言ラ
ン
グ語
に
囚
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
詩
は
、「
言ラ
ン
グ語

と
い
う
体
系
に
回
収
さ
れ
る
こ

と
の
な
い
、
ど
こ
ま
で
も
線
的
に
横
す
べ
り
し
て
い
く
言パ
ロ
ー
ル葉
の
一
回
性
を

こ
そ
際
立
た
せ
た
詩
人
な
の
で
あ
る
」
と
す
る
國
分
は
、
こ
う
し
て
言ラ
ン
グ語

と
言パ
ロ
ー
ル葉

の
二
分
法
に
よ
る
統
合
的
弁
証
法
を
避
け
る
こ
と
で
、
言ラ
ン
グ語

に
目

を
や
る
の
で
は
な
く
、
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
言パ
ロ
ー
ル葉
の
線
状
性
を
強
調
し
て

い
る
10
。
確
か
に
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
詩
が
魅
力
的
な
の
は
、
彼
の
詩
の

中
の
語
が
従
来
の
言ラ
ン
グ語

の
体
系
の
中
で
組
み
立
て
ら
れ
る
意シ

ニ

フ

ィ

ア

ン

味
す
る
記
号

と
意シ

ニ

フ

ィ

エ

味
さ
れ
る
も
の
の
関
係
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
て
い
る
か
ら
で
は
な

い
。
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
詩
で
は
、
意
味
さ
れ
る
も
の
自
体
が
捉
え
難
く
、

「
わ
た
し
は
君
を
情
熱
的
に
愛
し
て
い
る
」
と
い
う
言
葉
も
、
詩
の
冒
頭

で
発
せ
ら
れ
るp

as

と
い
う
語
、
も
し
く
は
そ
の
「
パ
」
の
音
が
、
次
第

に
他
の
語
の
音
と
繋
が
っ
て
膨
張
し
な
が
ら
変
化
し
た
結
果
の
一
つ
に
過

ぎ
な
い
。

　

そ
も
そ
も
こ
こ
で
語
る
「
わ
た
し
」
を
一
つ
の
目
的
を
も
っ
た
人
物
と

し
て
捉
え
、
自
身
の
逸
脱
し
て
い
く
言パ
ロ
ー
ル葉

を
制
御
し
よ
う
と
し
な
が
ら
、

言
い
た
い
こ
と
を
捻
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
確
固
と
し
た
意
思
を
も
っ
た

語
り
手
が
い
る
と
想
定
す
る
こ
と
は
、
は
た
し
て
適
切
な
の
だ
ろ
う
か
。

「
情
熱
的
に
」
で
「
わ
た
し
」
が
詩
の
中
に
初
め
て
現
れ
る
の
は
、
ま
さ
に

ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
引
用
し
た
次
の
箇
所
で
あ
る
。

d
e la ga p

as n
éga n

égatio
n
 p

assio
n

p
assio

n
n
é n

ez p
assio

n
n
ém

 je

je t’ai je t’aim
e je

je je jet je t’ai jetez

je t’aim
e p

assio
n
n
ém

 t’aim
e

je t’aim
e je je jeu

 p
assio

n
 j’aim

e

　

je

と
い
う
音
は
、
当
然
な
が
ら
「
わ
た
し
」
を
意
味
し
、
聞
き
手
も
語

る
「
わ
た
し
」
を
想
定
す
る
も
の
の
、
同
時
にje

も
突
然
の
音
の
つ
な
が

り
か
ら
湧
い
て
出
たje

で
あ
り
、jet

やjeu

へ
と
変
化
す
る
音
で
し
か
な

い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
こ
こ
で
は
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
が
正

常
な
結
び
つ
き
に
至
る
ま
で
の
錯
乱
し
た
「
わ
た
し
」
の
言
葉
が
問
題
な

の
で
な
く
、
何
よ
り
も
重
要
な
の
は
そ
の
音
で
あ
り
、
我
々
は
そ
の
構
造

の
中
で
は
捉
え
き
れ
な
い
、
詩
そ
の
も
の
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
言
葉
自
体

に
引
き
寄
せ
ら
れ
、
眩
暈
を
感
じ
、
可
笑
し
み
を
覚
え
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　

吃
り
が
何
か
言
う
べ
き
こ
と
を
言
う
た
め
に
語
り
手
の
意
思
に
反
し

て
口
か
ら
出
て
く
る
吃
音
で
あ
る
な
ら
ば
、
仮
に
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
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詩
に
確
か
な
語
り
手
が
い
る
と
し
て
も
、
彼
が
一
つ
の
到
達
点
を
設
定

し
て
い
な
い
時
点
で
、
そ
の
発
せ
ら
れ
る
音
は
吃
音
で
は
な
く
、
そ
れ
は

何
か
別
の
語
、
あ
る
い
は
意
味
の
あ
る
語
と
音
と
の
中
間
に
あ
る
よ
う
な

声
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
自
身
で
引
用
し
た
箇
所
の

P
assio

n
n
é n

ez p
assio

n
n
ém

のn
ez

に
あ
え
て
触
れ
て
い
な
い
。
も

し
吃
り
で
あ
る
な
ら
「
鼻
」
を
意
味
す
るn

ez

で
は
な
く
、n

é

で
も
差
し

支
え
な
い
は
ず
だ
が
、
こ
こ
で
は
一
度n

ez

と
い
う
そ
れ
だ
け
で
意
味
を

な
す
語
に
姿
を
変
え
て
い
る
。「
情
熱
的
に
」
は
、p

as p
as p

asp
asp

as 

p
as p

asp
p
as p

p
as

と
「
パ
」
の
音
の
連
続
で
始
ま
る
詩
で
あ
る
。
否

定
を
示
す
「
不
」
のp

as

な
の
か
、
一
歩
を
示
す
「
歩
」
のp

as

な
の
か

判
断
が
つ
か
な
い
ま
ま
滑
り
だ
す
と
、p

as

がfau
x p

as

（
し
く
じ
り
）

に
な
り
、le m

au
ve

（
薄
紫
色
）
がm

au
vais

（
悪
い
）
へ
と
変
化
し
、

m
au

vais p
as

（
ダ
メ
な
歩
）
そ
し
てm

au
vais p

ap
a

（
ダ
メ
な
父
）
へ

と
繋
が
っ
て
い
く
。
さ
ら
にp

ap
a

はp
asse

（
通
り
過
ぎ
る
）
と
い
う

動
詞
に
変
わ
り
、il p

asse

（
父
は
通
る
）
と
い
う
意
味
を
も
ち
な
が
ら

も
、
す
ぐ
さ
まp

ap
e

（
教
父
）
に
変
わ
っ
た
か
と
思
う
と
、p

issez su
r 

le p
ap

e

（
教
父
に
小
便
を
ひ
っ
か
け
ろ
）
に
な
る
。
こ
う
し
た
あ
る
種

の
物
語
が
、[p

a]

や[p
i]

と
い
っ
た
音
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
作
ら
れ

て
い
く
た
め
、
ど
こ
で
区
切
れ
ば
良
い
の
か
読
み
手
（
ま
た
は
聞
き
手
）

に
は
断
言
す
る
こ
と
が
憚
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
詩
は
進

む
に
つ
れp

as

はp
assio

n

に
変
わ
り
、
最
後
に
はje t’aim

e p
assio

 

p
assio

n
n
ém

en
t

（
僕
は
君
を
情
ね
、
情
熱
的
に
愛
し
て
い
る
）で
終
わ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
詩
は
「
僕
は
君
を
情
ね
、
情
熱
的
に
愛
し
て
い
る
」

と
い
う
セ
リ
フ
で
終
わ
っ
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
ド

ゥ
ル
ー
ズ
も
、
こ
の
最
後
の
「
音
の
塊
、
叫
び
と
の
境
界
に
あ
る
唯
一
の

息
を
放
つ
」11
ま
で
に
行
き
着
こ
う
と
し
て
い
る
語
り
手
の
声
を
聞
い
て

い
る
。
そ
う
解
釈
す
れ
ば
、
確
か
に
繰
り
返
さ
れ
る
吃
音
と
そ
れ
に
伴

っ
て
言
葉
が
膨
ら
ん
で
い
く
様
が
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
ド
ゥ

ル
ー
ズ
自
身
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
「
音
の
塊
（u

n
 b

lo
c 

so
n
o
re

）」
で
あ
っ
て
、「
唯
一
の
息
（u

n
 seu

l so
u
ffl

e

）」
な
の
で
あ
る
。

言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
セ
リ
フ
と
思
し
き
一
節
も
、
冒
頭
のp

as

が

様
々
に
変
化
し
た
後
の
音
の
響
き
で
し
か
な
く
、
そ
れ
を
一
つ
の
言
語
活

動
と
し
て
捉
え
て
意
味
を
付
与
す
る
の
は
、
聞
き
手
で
あ
る
我
々
の
ほ
う

で
あ
る
。

　
「
わ
た
し
」
を
示
すje

に
し
て
も
、
次
に
挙
げ
る
「
限
界
＝
英
雄
」
の
抜

粋
を
読
ん
で
み
る
と
、
そ
の
「
わ
た
し
」
が
い
か
に
曖
昧
な
も
の
で
あ
る

か
が
わ
か
る
。

Je d
is je je jeu

 jeu
d
i sep

t m
ai, m

ais, c’est à d
ire je 

d
is ô

, je d
is jo

u
r et o

u
i, jo

u
r et n

u
it je le d

is, q
u
e o

u
i 

au
jo

u
rd

’h
u
i [...]

　

ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
詩
に
お
い
て
、「
わ
た
し
」
は
文
字
通
り
姿
を
変

え
る
。「
わ
た
し
（je

）」
は
「
遊
び
（jeu

）」
に
並
行
移
動
し
、「
木
曜
日

（jeu
d
i

）」
と
な
り
、
そ
れ
に
続
く
「
五
月
七
日
（sep

t m
ai

）」
に
よ
っ

て
ほ
ん
の
一
瞬
だ
け
「
曜
日
」
で
あ
る
こ
と
が
固
定
さ
れ
る
が
、
す
ぐ
さ
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ま
そ
の
「
五
月
（m

ai

）」
が
「
し
か
し
（m

ais

）」
に
形
を
変
え
る
こ
と
で

日
付
で
あ
る
こ
と
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
、「
七
日
」
の
「
セ
ッ
ト
（sep

t

）」

と
「
私
は
言
う
（je d

is

）」
の
「
言
う
」
の
不
定
法
で
あ
る
「
デ
ィ
ー
ル

（d
ire

）」
の
音
が
「
セ
タ
デ
ィ
ー
ル
（c’est–à–d

ire

）」
を
引
き
出
し
、
再

び
そ
のjeu

d
i

は
「
わ
た
し
（je

）」
に
戻
り
、
そ
う
思
っ
た
瞬
間
、「
日

（jo
u
r

）」
へ
と
移
行
す
る
。
同
時
に
「
わ
た
し
」
が
発
し
た
と
思
わ
れ
る

「
オ
ー
（ô

）」
や
「
ウ
ィ
（o

u
i

）」
は
、「
わ
た
し
（je

）」
と
混
ざ
り
合
い

「au
jo

u
rd

’h
u
i

」
と
「
オ
ー
ジ
ュ
ル
ド
ゥ
ィ
（ô

 je (jo
u
r) d

e o
u
i

）」
と

絶
え
ず
変
化
し
続
け
る
。

　

ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
詩
で
は
先
に
音
が
あ
り
、
そ
の
音
が
分
裂
し
、
あ

る
い
は
結
合
し
、
あ
る
い
は
変
化
し
、
我
々
が
意
味
を
認
識
で
き
る
語
と

な
っ
て
現
れ
て
く
る
。
そ
う
し
て
そ
の
発
生
し
た
語
自
体
が
次
々
と
変
化

を
繰
り
返
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
引
用
し
た
箇
所

に
書
か
れ
て
い
たn

ez

は
、
我
々
に
は
「
鼻
」（
こ
の
時
点
で
は
鼻
だ
が
そ

の
後
、
何
か
は
未
決
定
で
は
あ
る
が
、
ま
た
別
の
も
の
に
な
り
う
る
鼻
）

と
し
て
現
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
時
点
で
はp

assio
n
n
ém

en
t

の

一
部
と
し
て
のn

ez

で
は
な
い
。

　

p
as

も
同
様
で
あ
る
。
確
か
に
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
が
「
情
熱
的
に
」
を

読
み
上
げ
る
の
を
聞
け
ば
、
あ
た
か
も
語
り
手
、
も
し
く
は
朗
読
者
の
ゲ

ラ
シ
ム
・
ル
カ
本
人
が
吃
っ
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
。
閉
鎖
音
の[p

]

と
母
音[a]

の
組
み
合
わ
せ
の
み
が
繰
り
返
さ
れ
、
聞
き
手
に
語
の
詰
ま

り
を
思
わ
せ
、
そ
の
後
も
限
ら
れ
た
子
音
と
母
音
の
組
み
合
わ
せ
が
繰
り

返
さ
れ
る
こ
と
で
、
我
々
は
吃
音
を
聞
い
て
い
る
よ
う
に
錯
覚
す
る
。
だ

が
、
彼
の
朗
読
を
テ
ク
ス
ト
を
目
で
追
い
な
が
ら
聞
い
て
み
る
と
、
そ
の

印
象
は
一
転
す
る
。
ま
る
で
滑
舌
の
良
い
役
者
が
早
口
言
葉
を
言
い
間
違

え
る
こ
と
な
く
、
澱
み
な
く
発
音
す
る
よ
う
に
、
朗
読
者
の
ゲ
ラ
シ
ム
・

ル
カ
は
書
か
れ
た
文
字
を
正
確
に
音
に
変
換
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
の
と
き
、
我
々
は
冒
頭
のp

as

が[p
a]

で
あ
っ
て[p

as]

で
は

な
い
こ
と
に
も
気
づ
か
さ
れ
る
。
も
しp

as

がp
assio

n
n
ém

en
t

のp
as

を
予
見
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
、
こ
の
語
末
のs

は[sj]

へ
と
つ
な
が
る

音
と
し
て[s]

と
い
う
音
を
伴
っ
て
し
か
る
べ
き
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、

も
し
吃
り
で
あ
る
な
ら
ば
、
連
続
す
るp

as

の
す
べ
て
の[s]

が
発
音
さ

れ
な
い
の
は
あ
ま
り
に
不
自
然
で
あ
る
。
こ
のp

as

が[p
a]

で
あ
る
の
は
、

こ
の
語
がp

assio
n
n
ém

en
t

を
構
成
す
る
音
で
は
な
く
、
否
定
のp

as

も
し
く
は
「
歩
」
の
意
味
を
認
識
さ
せ
る
完
全
な
る
語
で
あ
る
と
同
時
に
、

p
ap

a [p
ap

a]

、p
ap

e [p
ap

]

へ
と
つ
な
が
り
う
る
音
と
し
て
機
能
し
て

い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

そ
の
よ
う
に
考
え
て
み
れ
ば
、je

も
発
話
さ
れ
た
時
点
で
は
「
わ
た

し
」
で
は
あ
る
が
、
少
し
前
は
別
の
も
の
で
あ
っ
たje

で
あ
り
、
こ
の
後

は
何
か
に
変
わ
り
う
るje

で
あ
る
。
語
り
手
が
「
言
い
た
い
こ
と
」
を
言

う
た
め
に
、
単
語
を
断
片
化
し
て
緊
張
状
態
の
中
で
ど
う
に
か
語
を
吐
き

出
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
語
の
断
片
と
し
て
聞
こ
え
る
も
の
は
、

す
べ
て
語
ら
れ
る
べ
く
し
て
語
ら
れ
た
閉
じ
ら
れ
た
語
で
あ
り
、
同
時
に

別
の
語
に
も
開
か
れ
て
い
る
音
の
ざ
わ
め
き
な
の
で
あ
る
。

　

ド
ミ
ニ
ク
・
カ
ル
ラ
も
「
吃
り
」
の
機
能
を
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
倣
っ
て

切
断
の
度
に
再
度
開
始
さ
れ
る
繰
り
返
し
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
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し
て
ヤ
ニ
ッ
ク
・
ト
ル
リ
ニ
は
音
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
重
点
を
置
き
、
そ
の
吃

り
は
む
し
ろ
強
い
結
び
つ
き
を
生
む
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
12
。
我
々

が
ト
ル
リ
ニ
の
立
場
を
取
り
、
そ
の
上
で
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
詩
の
言
葉

が
、
言ラ
ン
グ語

の
体
系
の
中
に
お
さ
ま
る
正
し
い
単
語
や
文
を
発
す
る
た
め
の

断
片
化
さ
れ
た
語
り
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
一
つ
一
つ
の
音
に
よ
っ
て
結

び
付
け
ら
れ
る
連
続
性
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、

我
々
は
も
は
や
そ
れ
を
「
吃
り
」
と
呼
ぶ
理
由
は
な
い
。
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル

カ
の
技
法
は
、
吃
り
に
聞
こ
え
る
も
の
の
、
そ
れ
は
極
め
て
計
算
さ
れ
た

音
と
語
の
配
置
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

書
か
れ
た
詩
と
読
ま
れ
る
詩

　

ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
詩
を
吃
り
と
み
な
す
こ
と
を
我
々
に
躊
躇
さ
せ
る

も
う
一
つ
の
理
由
は
、
こ
の
吃
り
に
見
え
る
配
列
は
、
書
き
手
で
あ
る
ゲ

ラ
シ
ム
・
ル
カ
が
思
考
し
意
図
し
て
作
り
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し

か
も
そ
れ
は
、
書
か
れ
た
詩
と
読
ま
れ
る
詩
で
は
、
異
な
る
効
果
を
発
揮

し
て
い
る
。

　

例
え
ば
「
英
雄
＝
限
界
」
で
も
挙
げ
たje je jeu

 jeu
d
i

も
、
朗
読
で

聞
け
ばje

[ʒə ]

とjeu
[ʒ ø

]

の
聞
き
分
け
は
難
し
く
（[ə ]

は
し
ば
し
ば

[ø
]

も
し
く
は[œ

]

と
混
同
さ
れ
る
）、
聞
き
手
はje je je

な
の
かje je 

jeu

な
の
か
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。la vie vit

も
語
末
の
名

詞
と
動
詞
の
区
別
を
示
す
機
能
が
与
え
ら
れ
た
形
態
素
のe

とt

は
、
書

か
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
は
意
味
を
な
す
も
の
の
、
読
ま
れ
る
テ
ク
ス
ト
で

は
機
能
し
な
い
。
聞
き
手
は
「
生
は
生
き
る
（la vie vit

）」
な
の
か
「
生
、

生
（la vie, vie

）」
な
の
か
判
断
が
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、

m
o
rt

とfo
lle

が
合
わ
さ
りm

o
rp

h
o
lo

gie

と
な
る
の
は
、
読
ま
れ
な
い

文
字
で
あ
るm

o
rt

のt

、
そ
し
てfo

lle

のfo

とp
h
o
lo

gie

のp
h
o

が
同

じ
表
音
文
字[fɔ ]

で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
でm

o
rp

h
o
lo

gie

（
形

態
論
）
と
い
う
意
味
を
も
つ
語
へ
と
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
情
熱
的
に
」
で
も
、p

as

とfau
x p

as

が
連
続
す
る
と
、
聞
き
手
に
は

fau
x p

as

（
し
く
じ
り
）
かfau

t p
as

（
し
て
は
な
ら
な
い
）
な
の
か
、
判

断
が
つ
き
か
ね
る
。
ま
た
、
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
は
リ
エ
ゾ
ン
やla

とlà

、

o
u

とo
ù

な
ど
の
同
音
異
義
語
を
緻
密
に
散
り
ば
め
て
、
書
か
れ
た
文
字

と
読
ま
れ
る
文
字
で
の
意
味
作
用
を
操
作
し
、
読
み
手
あ
る
い
は
聞
き
手

に
与
え
る
効
果
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
。
こ
の
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト

と
読
ま
れ
る
テ
ク
ス
ト
の
間
に
横
た
わ
る
知
的
操
作
か
ら
見
え
て
く
る
差

異
が
、
我
々
に
そ
の
吃
り
を
疑
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

　

ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
吃
っ
た
ふ
り
は
、
そ
の
内
容
を
聞
き
手
が
再
構
築

す
る
よ
う
に
促
す
。
し
か
し
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
れ
ば
文
の
構
造
を

把
握
す
る
手
が
か
り
と
な
る
は
ず
の
形
態
素
や
表
音
文
字
は
、
朗
読
に
な

る
と
聞
き
分
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
聞
き
手
は
不
確
実
の
状
態
で
、
語
ら

れ
る
内
容
を
把
握
す
る
よ
う
に
強
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
が
朗
読
と
い
う
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
拘
っ

た
意
味
が
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
彼
は
音
を
通
じ
て
存
在
す
る
こ
と
を

オ
ン
ト
フ
ォ
ニ
ー
（o

n
to

p
h
o
n
ie

）
と
い
う
造
語
で
示
し
て
い
る
13
。
実

在
や
実
存
を
示
す
接
頭
語
のo

n
to

と
声
や
音
を
示
す
接
尾
語
のp

h
o
n
ie
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を
結
び
つ
け
た
こ
の
造
語
は
、
目
に
見
え
る
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ
（lan

gage 

visu
el

）
に
対
す
る
声
の
優
位
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル

カ
の
語
り
へ
の
態
度
が
明
確
に
表
れ
て
い
る
。

　

ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
、
文
学
は
語
ら
れ
た
も
の
に
対
し
て
書

か
れ
た
も
の
の
特
殊
性
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
斥
け
る
た
め
に
、
即
興
で

あ
る
か
な
い
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
口
頭
で
の
芸
術
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を

証
拠
と
し
て
挙
げ
た
。
そ
し
て
「
我
々
は
一
篇
の
詩
の
音
響
性
を
、
目
で
、

そ
し
て
無
言
の
読
み
で
味
わ
わ
ず
に
い
な
い
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
熟
達
し

た
音
楽
家
が
、
楽
譜
を
見
た
だ
け
で
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
の
音
響
を
聴
き
取
る

こ
と
が
で
き
る
の
と
同
じ
な
の
で
あ
る
。
レ
オ
ナ
ル
ド
に
と
っ
て
の
絵

画
と
同
じ
く
―
ま
し
て
そ
の
生
産
物
の
観
念
性
に
よ
っ
て
―
文
学
は
、

精
神
の
事
物
な
の
で
あ
る
」14
と
書
い
て
お
り
、
こ
こ
で
は
書
か
れ
た

も
の
と
語
ら
れ
る
も
の
と
の
両
方
の
文
学
性
を
認
め
る
文
脈
に
な
っ
て
い

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
「
言
語
的
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
芸
術
に
す
る
も
の
は
何
か
」
と
い
う
問
い
か
け
を
「
口
頭
の
、
も
し
く

は
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
、
芸
術
作
品
に
す
る
も
の
は
何
か
」
と
再
定
義

し
直
し
て
い
る
の
だ
が
、
我
々
も
そ
れ
に
倣
っ
て
、
朗
読
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
で
語
ら
れ
る
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
詩
も
書
か
れ
た
詩
も
、
同
様
に
文
学

性
の
あ
る
芸
術
作
品
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
詩
の
場
合
は
、
ま
た
少
し
注
意
が
必
要
に

な
る
。
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
が
語
ら
れ
た
も
の
に
も
書
か
れ
た
も
の
に
も
芸
術
と

し
て
の
文
学
の
特
殊
性
を
認
め
た
の
は
、「
言ラ
ン
グ語

が
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と

い
う
基
本
的
性
質
と
、
あ
ら
ゆ
る
言
語
的
現
表
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る

と
い
う
基
本
的
性
質
」
に
因
っ
て
い
た
15
。
だ
が
、
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の

ケ
ー
ス
で
は
、
我
々
が
今
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
そ
の
前
提
で
あ
る

「
言ラ
ン
グ語

が
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
」
と
「
言
語
的
現
象
が
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
」

と
い
う
大
前
提
が
揺
ら
ぐ
。
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
詩
で
は
シ
ス
テ
ム
と
し

て
の
言ラ
ン
グ語
が
正
常
に
機
能
せ
ず
、
ま
た
言
語
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
把
握
し
き

れ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
詩

を
支
え
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
と
語
ら
れ
る
テ
ク
ス
ト

は
別
の
も
の
と
し
て
扱
う
必
要
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

我
々
は
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
詩
を
声
に
出
し
て
、
ま
た
頭
の
中
で
音
声

化
し
な
が
ら
読
む
こ
と
は
で
き
る
が
、
目
の
前
に
あ
る
テ
ク
ス
ト
は
、
否

応
な
く
テ
ク
ス
ト
を
理
解
す
る
た
め
に
手
を
貸
し
て
く
る
。
目
で
見
れ
ば
、

そ
の
違
い
は
文
字
ど
お
り
一
目
瞭
然
で
あ
るje

（
わ
た
し
）
とjeu

（
遊

び
）、jeu

d
i

（
木
曜
日
）
とje d

is

（
わ
た
し
は
言
う
）
も
朗
読
で
は
区
別

で
き
な
い
。

　

我
々
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
吃
り
を
言ラ
ン
グ語

と
い
う

考
え
方
か
ら
出
発
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
を
問
題
に
挙
げ
た
。
そ
れ
は

お
そ
ら
く
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
詩
を
す
で
に
読
み
、je 

t’aim
e p

assio
n
n
ém

en
t

を
彼
自
身
が
先
取
り
し
、
詩
の
中
に
散
り
ば

め
ら
れ
た
語
を
そ
のje t’aim

e p
assio

n
n
ém

en
t

の
断
片
と
見
な
し
、

そ
の
「
わ
た
し
は
君
を
情
熱
的
に
愛
し
て
い
る
」
を
ど
の
よ
う
に
語
る
の

0

0

0

0

0

0

0

0

か0

と
い
う
観
点
か
ら
分
析
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
再
読
可
能
で
、

し
か
も
あ
ら
ゆ
る
言
語
的
記
号
が
意
味
を
な
す
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
主

な
対
象
と
し
て
考
察
し
た
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
言ラ
ン
グ語

と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
前
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提
に
し
た
上
で
の
分
析
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
そ
の
読
み
方

に
疑
問
を
呈
し
、「
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
ラ
ン
グ
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
と

言
う
べ
き
だ
っ
た
」
と
大
胆
に
も
述
べ
る
國
分
は
、「
英
雄
＝
限
界
」
は

「
あ
く
ま
で
言
語
の
「
線
状
性
」（lin

éarité

）
に
沿
っ
て
考
え
る
（
朗
読
を

聴
く
と
は
そ
う
い
う
行
為
だ
）」
と
詩
を
聴
く
こ
と
に
重
点
を
お
い
て
論

じ
て
い
る
。
そ
う
考
え
て
み
る
と
、
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
詩
は
、
書
か
れ

た
も
の
と
声
に
出
し
て
読
ま
れ
る
も
の
と
で
は
、
別
物
だ
と
言
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

で
は
、
そ
の
語
ら
れ
る
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
詩
、
つ
ま
り
解
釈
の
手
が

か
り
が
極
度
に
少
な
く
な
り
、
音
と
語
の
中
間
に
あ
り
続
け
る
声
を
我
々

が
浴
び
る
時
、
そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
に
働
き
か
け
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
音
」
に
な
る
「
わ
た
し
」

　

ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
本
人
よ
る
詩
の
朗
読
は
、
ジ
ョ
ゼ
・
コ
ル
テ
ィ
社

か
ら
出
て
い
る
二
枚
組
の
Ｃ
Ｄ
のG

h
éra

sim
 Lu

ca
 pa

r G
h

éra
sim

 

Lu
ca

、
お
よ
び
Ｄ
Ｖ
Ｄ
のC

om
m

en
t s’en

 sortir sa
n

s sortir
で
聴

く
こ
と
が
で
き
る
。
両
方
と
も
彼
の
朗
読
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
知
る
た
め

の
基
本
資
料
と
な
る
だ
ろ
う
が
、
今
回
は
実
際
の
詩
人
の
姿
が
見
え
る
、

後
者
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
か
ら
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
詩
を
聴
く
こ
と
に
つ
い
て
考
察

し
た
い
。

　

こ
れ
は
ラ
ウ
ル
・
サ
ン
グ
ラ
が
一
九
八
八
年
に
テ
レ
ビ
番
組
の
た
め
に

撮
っ
た
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
リ
サ
イ
タ
ル
を
二
〇
〇
八
年
に
Ｄ
Ｖ
Ｄ
化
し

た
も
の
で
あ
り
、「
わ
た
し
の
存
在
の
狂
気
」（M

a d
éraiso

n
 d

’être

）、

「
自
動
＝
決
定
」（A

u
to

–d
éterm

in
atio

n

）、「
わ
た
し
の
言
語
の
揺
れ
」

（Le tan
gage d

e m
a lan

gage

）、「
英
雄
＝
限
界
」（H

éro
s–Lim

ite

）、

「
形
而
上
学
的
教
養
の
一
五
分
」（Q

u
art d

’h
eu

re d
e cu

ltu
re 

m
étap

h
ysiq

u
e

）、「
動
詞
」（Le verb

e

）、「
身
体
に
な
る
」（P

ren
d
re 

co
rp

s

）、「
情
熱
的
に
」（P

assio
n
n
ém

en
t

）
の
八
篇
（「
身
体
に
な
る
」

は
二
つ
の
詩
か
ら
な
る
の
で
、
実
際
は
九
篇
）
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
演

出
は
極
め
て
控
え
め
で
、
真
っ
白
い
背
景
の
中
に
黒
い
服
を
着
た
ゲ
ラ
シ

ム
・
ル
カ
が
一
人
だ
け
立
ち
、
本
を
手
に
し
て
朗
読
を
す
る
。
そ
の
様
子

は
ア
ン
ド
レ
・
ヴ
ェ
ル
テ
ー
ル
が
詩
集
の
前
書
き
で
喩
え
て
い
る
よ
う
に
、

演
出
は
ペ
ー
ジ
の
レ
イ
ア
ウ
ト
、
画
面
は
白
い
紙
、
黒
い
服
を
着
た
詩
人

は
印
刷
の
よ
う
で
あ
る
16
。

　

ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
は
、
多
く
の
場
面
で
カ
メ
ラ
か
ら
目
を
そ
ら
し
、
あ

た
か
も
聞
き
手
を
意
識
し
て
い
な
い
か
の
よ
う
に
一
人
で
朗
読
を
続
け
る

（
写
真
１
）。
も
っ
と
も
顕
著
に
表
れ
て
い
る
例
外
は
、「
わ
た
し
の
言
語

の
揺
れ
」
で
、
こ
れ
は
本
を
手
に
持
た
ず
、
と
き
お
り
確
認
す
る
よ
う
に

目
線
を
逸
ら
す
も
の
の
、
基
本
的
に
は
カ
メ
ラ
に
対
し
て
斜
め
左
前
に
目

線
を
や
り
、
画
面
に
映
っ
て
い
な
い
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
に
答
え
て
い
る
よ

う
に
語
っ
て
い
る
（
写
真
２
）。
ま
た
「
形
而
上
学
的
教
養
の
一
五
分
」
で

は
、
朗
読
を
続
け
る
合
間
に
ち
ら
り
と
画
面
を
正
面
か
ら
見
て
、
聞
き

手
に
言
い
聞
か
せ
る
よ
う
な
素
振
り
を
見
せ
、E

xp
irer en

 in
sp

iran
t 

/ in
sp

irer en
 exp

iran
t

と
い
う
最
後
の
節
を
カ
メ
ラ
を
見
据
え
た
ま

ま
言
い
終
わ
る
と
、
視
線
を
ふ
と
逸
ら
す
。「
動
詞
」
で
も
ほ
と
ん
ど
本

か
ら
目
を
離
す
こ
と
な
く
朗
読
を
続
け
る
が
、
最
後
のM

o
i M

o
i M

o
i / 
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o
u
 b

ien
 G

lissez–glissez–à–vo
tre–to

u
r

を
、
あ
ご
を
少
し
突
き
出

し
、
う
つ
ろ
な
下
目
遣
い
で
カ
メ
ラ
に
向
か
っ
て
語
る
。
そ
し
て
二
つ
の

詩
か
ら
構
成
さ
れ
る
「
身
体
に
な
る
」
に
お
い
て
は
、
前
半
の
最
後
にje 

t’ab
sen

te / tu
 m

’ab
su

rd
e

と
言
い
な
が
ら
、
そ
し
て
後
半
で
は
最
後

にje t’écris / tu
 m

e p
en

se

17
と
言
い
な
が
ら
、
カ
メ
ラ
を
正
面
か
ら

見
つ
め
る
（
写
真
３
）。
こ
う
し
た
カ
メ
ラ
を
見
つ
め
る
身
振
り
は
、
相

手
に
念
を
押
す
よ
う
な
語
り
で
あ
っ
た
り
、「
わ
た
し
（m

o
i/m

e

）」
や

「
あ
な
た
（vo

tre

）」、「
君
（tu

/t’

）」
が
登
場
す
る
時
に
行
わ
れ
た
り
す

る
た
め
、
そ
れ
を
見
て
い
る
我
々
は
、
ま
る
で
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
に
直
接

語
り
か
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
錯
覚
す
る
よ
う
な
作
り
に
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
詩
に
お
い
て
、
我
々
は
朗
読
者
の
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル

カ
と
カ
メ
ラ
を
挟
ん
で
対
峙
し
て
い
な
が
ら
、
そ
し
て
語
り
手
の
「
わ
た

し
」
と
い
う
語
を
聞
き
な
が
ら
、
ま
た
「
君
」
や
「
あ
な
た
」
と
語
り
手
が

語
り
か
け
て
く
る
の
を
耳
に
し
な
が
ら
、
そ
の
捉
え
ど
こ
ろ
の
な
さ
に
困

惑
し
、
不
安
を
覚
え
、
ま
た
同
時
に
彼
の
詩
と
一
体
に
な
る
よ
う
な
喜
び

を
感
じ
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
困
惑
と
喜
び
は
、「
わ
た
し
」
や
「
君
」
と
い
う
代
名
詞
の
機
能
に

因
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
本
来
「
わ
た
し
」
や
「
君
」
と
い
う
語
を
含
め
、

代
名
詞
は
そ
の
語
だ
け
で
は
意
味
を
な
さ
ず
、
そ
れ
自
体
は
空
虚
な
入
れ

物
で
あ
り
、
文
脈
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
も
変
化
す
る
語
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
詩
の
朗
読
を
映
像
化
し

た
も
の
と
い
う
文
脈
で
は
、
当

然
な
が
ら
「
わ
た
し
」
と
い
う

語
を
発
す
る
目
の
前
の
ゲ
ラ
シ

ム
・
ル
カ
が
、
そ
の
「
わ
た
し
」

で
あ
り
、
そ
の
代
名
詞
のje

やm
o
i

は
、
否
応
な
く
ゲ
ラ
シ

ム
・
ル
カ
本
人
と
な
り
そ
う
な

も
の
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
本
か

ら
目
を
離
さ
ず
朗
読
を
続
け
る

ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
は
、je

と
発

す
る
こ
と
で
、
そ
の
詩
の
虚
構

の
語
り
手
に
な
り
か
わ
り
そ
う

写真1
Passionnémentを朗読する、ゲラシム・ルカ。
このＤＶＤではこのように本を手にして朗読
する詩人が映し出される。

写真2
Le tangageではインタビューに応えるように
詩人は語り、我々はそれを耳にする。

写真3
Prendre corpsの最後の場面。「tu me pense」
とカメラに向かって言葉をかける。

Comment s’en sortir sans sortir, José Corti, 2008
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な
も
の
だ
。
だ
が
実
際
は
そ
う
な
ら
ず
、
そ
の
「
わ
た
し
」
や
「
君
」
が
空

虚
の
ま
ま
で
あ
り
続
け
る
ど
こ
ろ
か
、
代
名
詞
と
し
て
の
働
き
す
ら
も
危

う
い
状
態
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
は
、
自
身
が
語
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ど

の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。「
わ
た
し
の
言
語
の
揺
れ
」（Le 

tan
gage d

e m
a lan

gage
）
の
冒
頭
近
く
に
、
次
の
よ
う
な
興
味
深
い

一
節
が
あ
る
。

Je su
is h

élas ! 

d
o
n
c o

n
 m

e p
en

se

直
訳
す
れ
ば
「
わ
た
し
は
存
在
す
る　

な
ん
た
る
こ
と
だ
／
ゆ
え
に
人
が

わ
た
し
を
思
う
」
と
な
る
が
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
デ
カ
ル
ト
の
「
我
思
う
、

ゆ
え
に
我
あ
り
（Je p

en
se, d

o
n
c je su

is

）」
を
下
敷
き
に
し
た
も
の

で
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に
、「
我
思
う
」
を
否
定
し
「
人
が
わ
た
し
の
こ
と

を
思
う
（O

n
 m

e p
en

se

）」
と
転
換
し
、
ゆ
え
に
「
わ
た
し
は
一
人
の

他
人
で
あ
る
（je est u

n
 au

tre

）」
と
書
い
た
ラ
ン
ボ
ー
の
パ
ロ
デ
ィ
で

も
あ
る
だ
ろ
う
。

　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
自
分
の
考
え
を
語
る
よ
う
に
朗
読
を
行
な
う
こ
の
詩

で
、
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
は
自
身
が
存
在
す
る
こ
と
に
思
考
を
巡
ら
せ
て
お

り
、
存
在
す
る
「
わ
た
し
」
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
思
わ
れ
る
「
わ
た
し
」
の
因

果
関
係
を
ま
る
で
説
明
す
る
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
我
々
は
、
そ
こ
に
挿

入
さ
れ
て
い
る
「
な
ん
と
い
う
こ
と
だ
（h

élas

）」
に
込
め
ら
れ
て
い
る

嘆
き
の
声
を
聞
き
逃
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
詩
が

リ
サ
イ
タ
ル
の
み
で
語
ら
れ
る
詩
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
聴
衆

の
前
で
語
る
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
は
常
に
目
の
前
に
実
際
に
存
在
す
る
こ
と

に
な
り
、
語
る
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
は
「
考
え
ら
れ
て
し
ま
う
」
存
在
で
あ

る
こ
と
が
避
け
ら
れ
な
い
か
ら
だ
。

　

フ
ラ
ン
ス
の
言
語
、
思
想
に
お
い
て
一
つ
の
基
盤
を
な
し
て
き
た
デ
カ

ル
ト
的
な
存
在
の
捉
え
方
も
、
他
者
と
自
己
と
の
関
係
の
中
で
自
己
を
決

定
す
る
見
方
も
、
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
ノ
ン
・
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
思
想
に

は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
で
は
彼
は
、
こ
の
詩
に
お
い
て
存
在
す
る
と
い

う
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
詩
は
、
次
の

よ
う
に
続
く
。「
目
の
見
え
な
い
者
は
鷲
を
狙
い
／
耳
の
聞
こ
え
な
い
も

の
を
撃
つ
（L’aveu

gle vise l’aigle / et tire su
r u

n
 so

u
rd

）」。
朗

読
で
は
わ
か
ら
な
い
が
、
付
録
の
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
で
は
こ
の
節
は
括

弧
に
括
ら
れ
、
補
足
説
明
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る

が
、
こ
こ
で
は
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
を
想
起
さ
せ
る
目
の
見
え
な
い
者
が
、
詩

人
が
頼
り
に
し
て
い
る
音
や
声
を
聴
く
こ
と
が
で
き
な
い
者
を
撃
ち
殺
し

て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
詩
人
は
続
け
る
。C

’est ain
si q

u
e je vis / 

ce q
u
e je vo

is / et q
u
e m

a vo
ix se vo

u
e / au

 m
o
i q

u
i s’étein

t 

/ C
o
m

m
e le “d

o
u
x” d

an
s le d

o
u
te / su

is–je “so
n
” d

e m
es 

so
n
ges ?

（
か
く
し
て
わ
た
し
は
生
き
る
／
わ
た
し
が
見
て
い
る
も
の
を

／
そ
し
て
わ
た
し
の
声
は
自
ら
を
捧
ぐ
／
消
え
ゆ
く
自
我
へ
／
疑ド
ゥ
ッ
トい

の
中

の
優ド

ゥ
し
さ
の
よ
う
に
／
わ
た
し
は
わ
た
し
の
夢ソ
ン
ジ
ュ想

の
中
の
音ソ
ン

な
の
だ
ろ
う

か
）。
こ
こ
に
至
っ
て
、
生
き
る
こ
と
が
見
る
こ
と
に
結
び
つ
き
、
声
が
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消
え
ゆ
く
自
我
と
結
び
つ
く
。
そ
し
て
「
わ
た
し
は
音
な
の
だ
ろ
う
か
」

と
自
問
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
答
え
は
、
お
そ
ら
くo

u
i

で
あ
ろ
う
。
な

ぜ
な
ら
こ
の
先
、「
わ
た
し
の
音
の
悪
魔
（m

o
n
 D

ém
o
n
 so

n
o
re

）
が
、

自
ら
を
否
定
し
、
溺
れ
、
結
び
つ
け
ら
れ
る
世
界
に
対
し
て
働
き
か
け

る
」
と
続
い
て
い
く
か
ら
だ
。
さ
ら
に
「
わ
た
し
」
は
次
の
よ
う
に
続
け

る
。P

o
u
r le rite d

e la m
o
rt d

es m
o
ts / j’écris m

es cris / m
es 

rires p
ires q

u
e fo

u
s : fau

x / et m
o
n
 éth

iq
u
e p

h
o
n
étiq

u
e / je 

la jette co
m

m
e u

n
 so

rt / su
r le lan

gage

（
死
ん
だ
語
を
祀
っ
て
／

わ
た
し
は
わ
た
し
の
叫
び
を
書
く
／
笑
い
を
書
く　

そ
れ
は
狂
気
よ
り
も

悪
い
も
の　

つ
ま
り
虚
偽
を
／
そ
し
て
音
声
の
論
理
学
を
／
わ
た
し
は
運

命
の
よ
う
に
投
げ
つ
け
る
／
言ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ

語
活
動
の
上
に
）。

　

朗
読
に
お
い
て
語
る
「
わ
た
し
」
が
書
く
の
は
、
意
味
を
な
す
言
葉
で

は
な
く
叫
び
や
笑
い
で
あ
り
、「
わ
た
し
」
は
「
音
」
と
一
体
化
し
て
い
く
。

こ
う
し
て
「
わ
た
し
」
と
語
る
詩
の
中
の
人
物
は
、
朗
読
す
る
実
際
の
存

在
と
し
て
の
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
で
は
な
く
、
音
と
い
う
存
在
へ
向
か
っ
て

い
く
の
で
あ
る
。

　

ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
身
体
と
音
を
一
体
化
さ
せ
る
試
み
は
、
ま
た
別

の
詩
「
身
体
の
谺
」（L’éch

o
 d

u
 co

rp
s

）
に
も
表
れ
て
い
る
。en

tre la 

n
u
it d

e to
n
 n

u
 et le jo

u
r d

e tes jo
u
es / en

tre la vie d
e to

n
 

visage et la p
ie d

e tes p
ied

s / en
tre le tem

p
s d

e tes tem
p
es 

et l’esp
ace d

e to
n
 esp

rit

（
君
の
裸ニ

ュ体
の
夜ニ
ュ
イと

頬ジ
ュ

の
昼
ジ
ュ
ー
ルの

間
／
君
の

顔ヴ
ィ
ザ
ー
ジ
ュの

生ヴ
ィ

と
足ピ
エ

の
カピ

ィ

サ
サ
ギ
の
間
／
君
の
こタ

ン

プ

め
か
み
の
時タ

ン間
と
精エ
ス
プ
リ神

の

空エ
ス
パ
ス間

の
間
）
と
最
後
ま
で
こ
の
調
子
で
続
い
て
い
く
こ
の
詩
は
、
細
分
化

さ
れ
た
身
体
が
、
音
を
媒
介
に
し
て
物
質
や
抽
象
概
念
に
接
続
さ
れ
て

い
く
。
こ
れ
と
似
た
過
程
を
辿
る
の
が
、S’en

 sortir sa
n

s sortir

の

中
で
朗
読
さ
れ
る
二
篇
の
続
き
も
の
の
詩
「
身
体
に
な
る
」（P

ren
d
re 

co
rp

s

）
で
あ
る
。「
具
体
化
す
る
」
と
い
う
慣
用
句
で
も
あ
るp

ren
d
re 

co
rp

s

だ
が
、
こ
の
詩
で
は
文
字
ど
お
り
、「
わ
た
し
」
と
「
君
」
が
名
詞

や
形
容
詞
、
副
詞
を
動
詞
の
よ
う
に
使
い
な
が
ら
、
お
互
い
の
身
体
を
作

り
出
し
て
い
く
詩
に
な
っ
て
い
て
、Je te fl

o
re / tu

 m
e fau

n
e / Je 

te p
eau

 / Je te p
o
rte / et te fen

être / tu
 m

’o
s / tu

 m
’o

céan
 

/ tu
 m

’au
d
ace / tu

 m
e m

étéo
rite

（
わ
た
し
は
君
を
花
の
女
神
／
君

は
わ
た
し
を
牧
神
／
わ
た
し
は
君
を
皮
膚
／
わ
た
し
は
君
を
扉
／
そ
し
て

君
を
窓
／
君
は
わ
た
し
を
骨
／
君
は
わ
た
し
を
海
洋
／
君
は
わ
た
し
を
大

胆
／
君
は
わ
た
し
を
隕
石
）
と
続
い
て
い
く
。
最
初
のfl

o
re

は
耳
で
聞

け
ばje te frô

le

（
わ
た
し
は
君
に
触
れ
る
）
に
も
聞
こ
え
る
が
、
そ
れ

は
次
のfau

n
e

と
の
対
比
に
よ
っ
てfl

o
re

で
あ
る
可
能
性
が
頭
を
よ
ぎ

る
。Je te p

o
rte

も
文
法
の
規
則
を
優
先
す
る
な
ら
「
わ
た
し
は
君
を
運

ぶ
」
と
い
っ
た
意
味
を
成
す
も
の
の
、
次
の
「
窓
（fen

être

）」
に
よ
っ
て
、

p
o
rte

は
動
詞
「
運
ぶ
」
か
ら
名
詞
の
「
扉
（p

o
rte

）」
と
意
味
合
い
を
変

え
る
が
、
そ
の
時
、
同
時
に
名
詞
で
あ
る
は
ず
のp

o
rte

が
動
詞
と
し
て

機
能
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
ま
ま
動
詞
や
形
容
詞
と
い
っ
た
品
詞
は
従

来
の
機
能
か
ら
逸
脱
し
、
残
る
の
は
音
と
し
て
の
言
葉
と
解
釈
や
そ
の
た

び
ご
と
の
再
考
を
迫
っ
て
く
る
奇
妙
な
構
文
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
と
同
時

に
「
わ
た
し
」
と
「
君
」
も
作
り
変
え
ら
れ
て
い
く
。

　

こ
の
後
も
、「
わ
た
し
」
は
「
君
」
を
月
に
し
た
り
、
透
明
に
し
た
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り
、
お
返
し
に
「
君
」
は
「
わ
た
し
」
を
空
っ
ぽ
の
城
に
し
た
り
、
迷
宮

に
し
た
り
、
立
た
せ
た
り
、
横
に
し
た
り
し
て
い
く
。
そ
の
う
ちje te 

p
o
ète / tu

 m
e d

an
se

（
わ
た
し
は
君
を
詩
人
／
君
は
わ
た
し
を
ダ
ン

ス
）
と
聞
き
手
の
ほ
う
が
詩
人
に
さ
れ
る
と
、
さ
ら
にT

u
 m

e visib
le 

/ tu
 m

e silh
o
u
ette / tu

 m
’in

fi
n
im

en
t / tu

 m
’in

d
ivisib

le / tu
 

m
’iro

n
ie

（
君
は
わ
た
し
を
可
視
化
／
君
は
わ
た
し
を
輪
郭
／
君
は
わ

た
し
を
際
限
な
く
／
君
は
わ
た
し
を
不
可
分
の
／
君
は
わ
た
し
を
ア
イ

ロ
ニ
ー
）
と
「
君
」
に
よ
っ
て
「
わ
た
し
」
が
ぼ
ん
や
り
と
視
覚
化
さ
れ
て

い
く
。
反
対
に
「
君
」
の
ほ
う
はJe te fragile / je t’ard

en
te / je te 

p
h
o
n
étiq

u
em

en
t / tu

 m
e h

iéro
glyp

h
e
（
わ
た
し
は
君
を
脆
い
／

わ
た
し
は
君
を
熱
烈
な
／
わ
た
し
は
君
を
音
声
学
的
に
／
君
は
わ
た
し
を

ヒ
エ
ロ
グ
リ
フ
）
と
な
る
の
で
あ
り
、
脆
く
、
激
し
く
、
そ
し
て
音
声
学

的
と
な
っ
て
い
く
「
君
」
と
、
解
読
困
難
な
「
文
字
」
に
な
る
「
わ
た
し
」

が
語
ら
れ
る
。

　

発
音
さ
れ
る
言
葉
の
心
地
よ
い
リ
ズ
ム
と
把
握
が
追
い
つ
か
な
い
意
味

内
容
が
相
ま
っ
て
、「
身
体
に
な
る
」、「
具
体
化
す
る
」
と
い
う
タ
イ
ト

ル
で
あ
り
な
が
ら
、
詩
が
進
む
に
つ
れ
て
詩
の
語
り
手
で
あ
る
「
わ
た
し
」

も
聞
き
手
で
あ
る
「
君
」
も
、
そ
し
て
実
際
の
朗
読
者
の
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル

カ
も
、
そ
れ
を
聞
く
我
々
も
、
も
は
や
自
分
の
実
態
を
保
つ
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
て
い
く
。

　

こ
の
詩
の
語
り
手
は
言
う
。N

o
u
s n

o
u
s p

u
lvérisab

le

（
わ
た
し
た

ち
は
お
互
い
を
霧
状
可
能
な
）
と
。
そ
し
て
最
後
にje t’ab

sen
te / tu

 

m
’ab

su
rd

e

（
わ
た
し
は
君
を
不
在
の
／
君
は
わ
た
し
を
不
条
理
な
）
と

聞
き
手
に
言
葉
を
か
け
る
よ
う
に
カ
メ
ラ
に
向
か
っ
て
、
詩
人
は
言
葉
を

放
つ
の
で
あ
る
。

　
「
わ
た
し
は
存
在
す
る
（je su

is

）」
と
い
う
自
己
の
認
識
か
ら
遠
く
離

れ
、
身
体
を
な
す
ど
こ
ろ
か
、
変
身
の
果
て
に
捉
え
ら
れ
な
い
も
の
と
な

っ
た
「
わ
た
し
」
と
「
君
」、
そ
し
て
連
な
っ
て
き
た
音
だ
け
が
我
々
に
残

さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
詩
は
こ
こ
で
一
旦
終
わ
る
が
、
そ
の
後
、
ま
た
同

タ
イ
ト
ル
の
詩
の
朗
読
が
続
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

Ｄ
Ｖ
Ｄ
に
付
属
し
て
い
る
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
で
は
、
合
わ
せ
て
一
つ
の
詩

と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
詩
集
の
中
で
も
連
続
し
て
並
べ
ら
れ
て
い
る
詩

で
は
あ
る
が
、
詩
集
の
中
で
も
、
ま
た
朗
読
に
お
い
て
も
間
に
一
度
タ
イ

ト
ル
を
挟
み
、
完
全
に
続
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
分
断
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
も
な
い
と
い
う
、
あ
い
ま
い
な
繋
ぎ
目
を
跨
い
で
、
こ
の
詩
は

よ
り
身
体
的
な
要
素
を
含
ん
だ
詩
と
し
て
再
開
す
る
。
こ
の
詩
は
、
次
の

よ
う
に
続
く
。

　

Je te n
arin

e je te ch
evelu

re / je te h
an

ch
e / tu

 m
e h

an
tes 

/ je te p
o
itrin

e / je b
u
ste ta p

o
itrin

e p
u
is te visage

（
わ
た
し

は
君
を
鼻
孔　

わ
た
し
は
君
を
髪
／
わ
た
し
は
君
を
腰
／
君
は
わ
た
し
に

付
き
纏
う
／
わ
た
し
は
君
を
胸
／
わ
た
し
は
君
の
胸
を
胸
部　

そ
し
て　

君
を
顔
）。
前
半
と
同
じ
構
造
を
取
り
な
が
ら
も
、
今
度
は
具
体
的
に
身

体
の
部
分
が
現
れ
て
く
る
。
ま
たh

an
ch

e

やp
o
itrin

e

は
動
詞
で
も
あ

り
う
る
し
、
と
り
わ
けtu

 m
e h

an
tes

の
よ
う
に
、
朗
読
で
あ
れ
ば
判

断
が
つ
き
か
ね
る
も
の
の
、「
君
」
で
語
ら
れ
る
部
分
は
活
用
も
正
し
く

行
わ
れ
る
場
合
も
散
見
さ
れ
る
。tu

はt u
 m

’o
d
eu

r

（
君
は
わ
た
し
を
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匂
い
）
と
逸
脱
し
た
構
文
で
語
ら
れ
る
と
き
も
あ
れ
ば
、tu

 glisses

（
君

は
滑
る
）
の
よ
う
に
正
し
い
文
で
語
ら
れ
る
と
き
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
に

せ
よ
「
君
」
が
「
わ
た
し
」
の
身
体
を
な
す
の
で
は
な
く
、
君
は
わ
た
し
を

跨
い
だ
り
（tu

 m
’en

jam
b
es

）、
誘
惑
し
た
り
（tu

 m
e séd

u
is

）
す
る

役
割
を
果
た
す
。
も
ち
ろ
んen

jam
b
e

に
脚
（jam

b
e

）
が
含
ま
れ
て
い

た
り
、
湿
っ
た
唇
に
し
た
り
（tu

 m
e lèvres h

u
m

id
es

）
す
る
節
も
見

ら
れ
る
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、「
わ
た
し
」
が
「
君
」
の
身
体
を
な
し

て
い
く
と
い
う
過
程
が
描
か
れ
て
い
く
。
最
後
の
方
で
は
、
わ
た
し
が
君

を
吸
い
込
ん
だ
（je te resp

ire
）
後
、
性
的
興
奮
を
抑
え
ら
れ
な
く
な

っ
た
か
の
よ
う
に
、
立
て
続
け
に
「
わ
た
し
は
君
を
口
／
わ
た
し
は
君
を

口
蓋　

わ
た
し
は
君
を
歯　

わ
た
し
は
君
を
爪
／
わ
た
し
は
君
を
外
陰　

わ
た
し
は
君
を
瞼
／
わ
た
し
は
君
を
呼
気
／
わ
た
し
は
君
を
鼠
蹊
／
わ
た

し
は
君
を
血　

わ
た
し
は
君
を
首
／
わ
た
し
は
君
を
ふ
く
ら
は
ぎ　

わ
た

し
は
君
を
確
か
さ
／
わ
た
し
は
君
を
頬
そ
し
て
君
を
血
管
」
と
言
葉
を
連

ね
て
い
き
「
わ
た
し
は
君
を
手
／
わ
た
し
は
君
を
汗
／
わ
た
し
は
君
を
舌

／
わ
た
し
は
君
を
う
な
じ
／
わ
た
し
は
君
を
操
舵
す
る
／
わ
た
し
は
君

に
陰
影
を
つ
け
る
／
わ
た
し
は
君
を
体
そ
し
て
君
を
亡
霊
／
わ
た
し
の

息
の
中
で
わ
た
し
は
君
を
網
膜
／
君
は
君
を
虹
彩
」
と
語
り
続
け
、
最
後

に
「
わ
た
し
は
君
に
書
く
／
君
は
わ
た
し
を
思
う
」（Je t’écris / tu

 m
e 

p
en

se

18
）
で
終
わ
る
。
朗
読
者
の
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
は
、
こ
の
最
後
の

一
節
を
、
本
か
ら
目
を
離
し
て
カ
メ
ラ
を
見
据
え
、
聴
衆
に
語
り
か
け
る

よ
う
に
静
か
に
読
み
あ
げ
て
い
る
。

　

わ
た
し
、
わ
た
し
と
朗
読
者
の
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
は
言
葉
を
発
す
る
が
、

あ
ま
り
に
過
剰
に
詰
め
込
ま
れ
た
「
わ
た
し
」
は
、
そ
の
「
わ
た
し
」
の

意
味
を
希
薄
に
し
て
い
く
。
そ
し
て
行
き
着
く
の
は
、「
わ
た
し
は
君
に

書
き
／
君
は
わ
た
し
を
思
う
」
と
い
う
語
り
か
け
で
あ
る
。
こ
の
「
わ
た

し
を
思
う
」
は
、h

élas

と
言
っ
て
嘆
い
たJe su

is h
élas ! / d

o
n
c o

n
 

m
e p

en
se

の
時
の
、
ま
だ
実
体
が
あ
っ
た
時
の
「
わ
た
し
を
思
う
」
と

は
ま
っ
た
く
別
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
わ
た
し
は
存
在
す
る
」
と
い
うêtre

を
使
っ
た
時
、
わ
た
し
の
こ
と

を
思
う
の
は
特
定
の
誰
か
を
示
す
わ
け
で
は
な
い
人
（o

n

）
で
あ
り
、
逆

説
的
で
は
あ
る
が
、
こ
のo

n

は
誰
で
も
な
い
が
ゆ
え
に
、
す
で
に
「
誰

か
」
と
い
う
不
特
定
一
般
と
い
う
漠
た
る
誰
か
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
た
指

示
語
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
「
誰
か
」
が
考
え
る
の
は
、
そ
の
場

に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
の
「
わ
た
し
」
で
あ
る
。
一
方
、「
君
は
わ
た
し

を
思
う
」
のtu

は
何
者
に
も
変
身
可
能
な
、
極
端
に
い
え
ば
、
各
瞬
間
で

違
う
「
君
」
で
あ
り
う
る
記
号
で
あ
る
。
す
で
に
見
た
と
お
り
、「
身
体
に

な
る
」
に
お
い
て
、「
君
」
は
「
わ
た
し
」
に
よ
っ
て
「
花
の
女
神
（
に
な

る
）」「
詩
人
（
に
な
る
）」、「
音
声
学
的
に
（
に
な
る
）」
に
変
化
さ
せ
ら
れ
、

同
時
に
「
わ
た
し
」
も
「
君
」
に
よ
っ
て
結
び
つ
く
は
ず
の
な
い
も
の
と
結

び
つ
き
な
が
ら
変
化
し
続
け
て
い
る
。「
わ
た
し
」
も
「
君
」
も
流
転
を
続

け
、
そ
う
し
た
「
わ
た
し
」
を
「
君
」
は
思
う
の
で
あ
り
、
そ
の
行
為
は

「
わ
た
し
は
存
在
す
る
（je su

is

）」
で
は
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、「
わ

た
し
は
君
に
書
く
」19
に
よ
っ
て
の
み
可
能
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
目
の
前
に
い
な
が
ら
も
、
そ
の
身
体
か
ら
抜
け
出
し
、「
君
」
が

思
考
す
る
「
わ
た
し
」
に
な
る
こ
と
こ
そ
が
、
こ
の
リ
サ
イ
タ
ル
の
タ
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イ
ト
ル
に
も
な
っ
て
い
る
、
自
分
自
身
を
そ
こ
か
ら
出
す
こ
と
（s’en

 

so
rtir

）
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
、「
身
体
に
な
る
」

の
み
な
ら
ず
、「
わ
た
し
の
存
在
の
狂
気
」
や
「
限
界
＝
英
雄
」、「
情
熱
的

に
」
で
聞
こ
え
て
く
る
同
じ
単
語
の
繰
り
返
し
や
、
異
質
な
単
語
の
つ
な

が
り
、
そ
し
て
音
の
連
続
性
の
中
で
変
身
し
続
け
る
語
で
も
同
じ
こ
と
が

言
え
る
。
つ
ま
り
、
音
と
し
て
、
声
と
し
て
、
自
己
の
外
へ
と
出
て
行
く

「
わ
た
し
」
の
思
考
が
、
聞
き
手
と
語
り
手
の
間
で
生
成
変
化
を
続
け
る

と
い
う
試
み
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

「
わ
た
し
」
と
「
君
」

　
「
わ
た
し
」
と
「
君
」
の
間
で
言
葉
が
姿
を
変
え
て
い
く
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル

カ
の
詩
は
、
受
取
り
手
を
必
要
す
る
。
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
は
パ
リ
に
着
い

て
か
ら
二
年
後
、
友
人
の
女
性
が
偶
然
選
ん
だ
人
物
に
宛
て
二
三
通
の
手

紙
を
書
き
、
そ
れ
を
後
に
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
本
人
が
纏
め
て
『
釈
放
状
』

（Levée d
’É

crou

）
と
い
う
作
品
と
し
て
出
版
し
た
が
、
こ
れ
も
こ
の
詩

人
に
と
っ
て
、「
宛
先
」
が
あ
る
こ
と
の
重
要
性
を
示
し
て
い
る
逸
話
と

言
え
る
だ
ろ
う
。
彼
が
パ
リ
に
着
い
て
比
較
的
早
い
時
期
か
ら
朗
読
の
リ

サ
イ
タ
ル
を
始
め
、
そ
し
て
続
け
た
の
も
、
そ
う
し
た
受
取
り
手
を
必
要

と
し
た
こ
と
が
一
つ
の
要
因
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

し
か
し
重
要
な
の
は
、
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
場
合
、
詩
を
通
じ
た
対
話

や
自
己
と
他
者
の
相
互
関
係
か
ら
、
新
た
な
自
己
や
真
の
自
己
へ
行
き
着

く
と
い
う
弁
証
法
的
な
構
造
を
取
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
詩
の
そ
れ

ぞ
れ
の
語
を
構
成
す
る
音
は
、
予
想
外
の
音
と
結
び
つ
き
、
引
き
伸
ば
さ

れ
、
変
身
し
、
聞
き
手
は
そ
れ
を
再
構
築
し
、「
意
味
の
あ
る
文
」
を
聞

き
取
ろ
う
と
す
る
が
、
そ
の
意
味
は
「
理
解
で
き
る
」
と
「
理
解
で
き
な

い
」
の
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
つ
つ
保
留
さ
れ
る
。
そ
の
保
留
の
瞬
間

か
ら
、
そ
れ
ら
の
語
は
ま
た
別
の
結
合
を
生
み
、
読
み
手
／
聞
き
手
の
思

考
を
す
り
抜
け
て
い
く
。
彼
の
詩
は
「
君
」
が
い
な
い
と
成
り
立
た
な
い

が
、
聞
き
手
で
あ
る
「
君
」
の
中
で
も
完
成
す
る
こ
と
が
な
い
。
ゲ
ラ
シ

ム
・
ル
カ
の
詩
は
、
音
と
し
て
結
合
と
変
身
を
繰
り
返
し
、
意
味
を
把
握

す
る
に
は
時
に
過
剰
な
も
の
と
し
て
、
ま
た
時
に
欠
如
し
た
も
の
と
し
て

あ
り
続
け
る
の
で
あ
る
。

　
「
身
体
に
な
る
」
に
お
い
て
も
、
細
分
化
さ
れ
た
身
体
は
、
そ
の
パ
ー

ツ
を
集
め
る
こ
と
で
一
つ
の
身
体
を
な
す
わ
け
で
は
な
い
。
完
全
な
身
体

構
造
を
取
る
に
は
、
あ
ま
り
に
欠
け
て
い
る
部
分
と
余
剰
な
部
分
が
含
ま

れ
過
ぎ
て
い
る
。「
君
」
も
「
わ
た
し
」
もêtre

と
し
て
の
存
在
で
は
な
く
、

「
思
わ
れ
る
も
の
」
と
し
て
の
存
在
で
し
か
な
く
な
り
、
そ
の
存
在
を
支

え
て
い
る
の
は
、
唯
一
、
そ
こ
で
発
せ
ら
れ
て
い
る
音
で
あ
り
、
そ
れ
を

伝
え
る
声
だ
け
に
な
っ
て
い
る
。
音
と
存
在
を
結
び
つ
け
た
オ
ン
ト
フ
ォ

ニ
ー
の
提
唱
者
で
あ
る
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
詩
の
魅
力
の
一
つ
は
、
ま
さ

に
こ
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
。
朗
読
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ

が
発
す
る
声
は
、
聞
き
手
で
あ
る
我
々
の
思
考
を
必
要
と
す
る
と
い
う
意

味
で
、
す
で
に
そ
の
声
は
発
話
者
で
あ
る
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
に
は
属
し
て

い
な
い
。
ま
た
そ
の
声
に
あ
る
意
味
も
、
聞
き
手
が
そ
の
声
を
捉
え
か
け

た
瞬
間
に
変
化
し
続
け
る
と
い
う
意
味
で
、
聞
き
手
の
思
考
の
中
に
も
定
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着
し
な
い
。
そ
れ
は
宙
に
浮
い
た
声
で
あ
り
、
発
せ
ら
れ
た
途
端
に
い

か
な
る
持
ち
主
か
ら
も
自
由
に
な
っ
た
音
と
な
る
。
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ

は
「
リ
サ
イ
タ
ル
へ
の
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
」
と
題
さ
れ
た
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
で
、
対
象
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
言ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ

語
活
動
に
お
い
て
は
、
語
は
一

つ
、
あ
る
い
は
二
つ
の
意
味
を
も
つ
だ
け
で
あ
り
、
音
の
響
き
は
囚
わ
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
と
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
そ
の
枠
を
壊
す
こ
と
を

企
て
る
。
つ
ま
り
音
の
響
き
が
興
奮
の
中
で
高
ま
り
、
眠
っ
て
い
た
秘
密

が
現
れ
る
こ
と
を
目
的
に
し
、
聴
い
て
い
る
人
が
精
神
的
な
参
入
を
身
体

的
か
つ
同
時
的
に
行
う
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
震
え
の
世
界
（u

n
 m

o
n
d
e 

d
e vib

ratio
n
s

）
へ
導
か
れ
る
も
の
を
彼
は
作
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
の

だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
、
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
は
オ
ン
ト
フ

ォ
ニ
ー
と
言
い
換
え
、
そ
の
時
、
語
は
物
質
的
な
媒
体
で
し
か
な
く
な
る

と
説
明
し
て
い
る
20
。

　

こ
の
言ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ

語
活
動
一
般
を
超
え
よ
う
と
す
る
試
み
に
、
我
々
が
ゲ
ラ
シ

ム
・
ル
カ
の
詩
を
耳
に
す
る
時
の
困
惑
、
つ
ま
り
語
る
の
は
誰
な
の
か
、

こ
の
声
は
誰
の
も
の
な
の
か
と
い
う
疑
問
が
湧
い
て
く
る
理
由
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
。
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
語
り
は
、
言ラ
ン
グ語
の
体
系
で
は
捉
え
ら

れ
な
い
言
葉
で
語
ら
れ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
語
り
手
の
言パ
ロ
ー
ル葉

か
ら
も
逸

脱
し
、
言ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ

語
活
動
そ
の
も
の
か
ら
は
み
出
し
て
い
く
か
ら
こ
そ
、
我
々
は

困
惑
し
、
同
時
に
引
き
込
ま
れ
る
の
だ
ろ
う
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
を
分
析
し
た
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
、
意
味
内
容
を
も
た
な
い
空
虚

な
記
号
で
あ
る
代
名
詞
は
、
話
し
手
が
進
行
中
の
言デ
ィ
ス
ク
ー
ル

述
行
為
の
中
で
対
象

を
引
き
受
け
る
と
、
意
味
内
容
に
満
ち
た
も
の
に
転
化
す
る
と
い
い
、
そ

の
目
的
は
「
言ラ

ン
ガ
ー
ジ
ュ

語
活
動
を
言デ
ィ
ス
ク
ー
ル

述
行
為
」
に
転
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
う

し
て
言ラ
ン
グ語
か
ら
言パ
ロ
ー
ル葉
へ
の
移
行
が
可
能
に
な
る
と
い
う
21
。
だ
が
ゲ
ラ
シ

ム
・
ル
カ
の
場
合
、
代
名
詞
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
代
名
詞
に
限

ら
ず
あ
ら
ゆ
る
語
は
音
の
集
ま
り
と
な
り
、
語
り
手
と
聞
き
手
の
間
で
姿

を
変
え
て
い
く
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
言
語
体
系
に
回
収
さ
れ
な
い
結
合
、

分
離
、
変
化
が
音
に
よ
っ
て
連
続
し
て
起
き
る
こ
と
が
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ

の
詩
の
特
徴
で
あ
る
な
ら
、
も
は
や
言ラ
ン
グ語
か
ら
言パ
ロ
ー
ル葉
へ
の
移
行
が
行
わ
れ

る
と
い
う
よ
り
も
、
こ
こ
で
は
言ラ
ン
グ語
も
言パ
ロ
ー
ル葉
も
宙
に
浮
く
。
そ
の
言パ
ロ
ー
ル葉
は
、

ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
も
の
だ
っ
た

0

0

0

言パ
ロ
ー
ル葉

で
あ
り
、
発
せ
ら
れ
た
途
端
に

我
々
が
朗
読
を
聞
き
な
が
ら
反
芻
す
る
言パ
ロ
ー
ル葉
と
な
り
、
そ
し
て
発
音
し
な

が
ら
も
意
味
を
変
え
る
把
握
し
き
れ
な
い
言パ
ロ
ー
ル葉
に
な
る
で
あ
る
。
ゲ
ラ
シ

ム
・
ル
カ
の
詩
に
お
い
て
、
語
る
の
は
誰
で
も
な
く
そ
の
言
葉
自
体
、
あ

る
い
は
よ
り
厳
密
に
言
え
ば
音
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
に
は
ル
ー
マ
ニ
ア
時
代
に
上
梓
し
た
「
三
三
点
の
ノ

ン
＝
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
的
キ
ュ
ボ
マ
ニ
ー
」 （T

ren
te–tro

is cu
b
o
m

an
ies 

n
o
n
–œ

d
ip

ien
n
es

）
と
副
題
が
付
け
ら
れ
た
『
量
子
の
饗
宴
』（Les 

orgies d
es qu

a
n

ta
, 1946

）
と
い
う
作
品
が
あ
る
。
一
枚
の
絵
の
複
製

を
い
く
つ
か
の
正
方
形
に
切
り
分
け
、
そ
の
う
ち
の
幾
つ
か
を
選
ん
で
並

び
替
え
て
別
の
作
品
に
作
り
直
し
た
も
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
付
け

ら
れ
た
タ
イ
ト
ル
と
共
に
三
三
点
並
べ
ら
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。

　

こ
の
本
の
扉
の
ペ
ー
ジ
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
と
サ
ド
か
ら
の
引
用
が
書
か
れ

て
い
る
が
、
そ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
も
の
は
「
例
え
ば
、
木
を
ひ
っ
く
り
返
し

て
根
を
空
に
向
け
枝
を
地
面
に
埋
め
た
な
ら
、
前
者
は
葉
や
蕾
や
花
を
つ
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け
、
後
者
は
根
に
な
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

外
部
の
状
況
か
ら
、
従
来
の
機
能
で
は
な
く
、
別
の
機
能
を
果
た
す
も
の

へ
の
変
化
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
木
の
根
や
枝
そ

の
も
の
が
自
ら
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
作
品
の
タ
イ
ト
ル
に

選
ば
れ
て
い
る
量
子
も
、
原
子
と
は
異
な
っ
て
従
来
の
法
則
で
は
捉
え
ら

れ
な
い
運
動
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
任
意
の
配
列
に
よ
っ
て
反
応
を
変
え

る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
意
味
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
可
能
性
と
し
て
残
し
た
ま

ま
変
化
し
続
け
る
音
で
あ
る
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
詩
の
言
葉
は
、
量
子
の

よ
う
な
音
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
言
葉
で
作
ら
れ
た
「
わ
た
し
」
も

「
君
」
も
、
常
に
可
能
性
が
与
え
ら
れ
た
ま
ま
の
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ

る
。
決
定
的
で
逆
ら
う
こ
と
の
で
き
な
い
運
命
に
導
か
れ
る
オ
イ
デ
ィ
プ

ス
的
な
存
在
で
は
な
く
、
繰
り
返
さ
れ
る
運
動
と
変
化
の
中
で
、
常
に
作

り
変
え
ら
れ
て
い
く
主
体
。
そ
れ
を
我
々
に
示
す
も
の
が
、
ゲ
ラ
シ
ム
・

ル
カ
の
詩
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
拘
束
か
ら
解
き
放
た
れ
て
自
由
に
な
る

こ
と
と
も
、
新
た
な
自
分
に
向
か
っ
て
い
く
と
い
っ
た
姿
勢
と
も
異
な

る
。
芸
術
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
文
学
に
よ
っ
て
暴
き
出
さ
れ
る
存
在
の
神

秘
と
一
体
に
な
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ

の
詩
人
と
し
て
の
仕
事
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
の
詩
人
の

仕
事
を
、
我
々
は
彼
の
朗
読
を
聴
く
こ
と
で
共
有
で
き
る
の
で
は
な
い

か
。
再
び
、「
身
体
と
な
る
」
に
書
か
れ
た
一
文
が
思
い
出
さ
れ
る
。Je 

te p
o
ète

、「
わ
た
し
は
君
を
詩
人
」。
語
り
手
も
聞
き
手
も
超
え
、
声
と

な
り
、
音
と
な
り
詩
人
の
思
考
と
混
じ
り
合
う
こ
と
。
そ
し
て
ま
た
す
ぐ

に
別
の
も
の
へ
の
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
。
そ
れ
が
我
々
に
与
え

ら
れ
た
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
詩
を
聞
く
喜
び
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

註1 

ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
は
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
あ
り
、
本
名
は
サ
ル
マ
ン
・
ロ
ッ

ケ
ル
と
い
う
。
だ
が
の
ち
に
彼
は
正
式
に
改
名
し
、
サ
ル
マ
ン
・
ゲ
ラ

シ
ム
・
ル
カ
と
名
乗
る
こ
と
に
な
る
。
ゲ
ラ
シ
ム
が
名
で
ル
カ
が
姓
で

は
な
く
、
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
で
一
つ
の
名
で
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
一

貫
し
て
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
と
表
記
し
た
。

2 

伝
記
的
な
情
報
を
求
め
ら
れ
て
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
は
略
歴
を
手
紙
で

書
き
送
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
注
釈
と
し
て
「
あ
る
人
生
を

伝
記
の
中
に
閉
じ
込
め
る
こ
と
は
た
い
へ
ん
難
し
い
も
の
で
す
。
伝

記
は
形
を
歪
め
る
運
命
に
あ
り
、
作
り
も
の
で
あ
り
、
誤
っ
た
神
話

的
な
も
の
な
の
で
す
」
と
付
け
足
し
て
い
る
（G

h
érasim

 Lu
ca, T

ilo
 

W
en

n
er, ...pou

r qu
elqu

es a
m

is loin
ta

in
s..., p

.78

）。

 

　

自
伝
に
対
す
る
懐
疑
的
な
見
方
が
確
認
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
こ
こ

で
運
命
的（fatalem

en
t

）や
神
話
的（m

yth
iq

u
e

）と
い
っ
た
オ
イ
デ
ィ

プ
ス
を
思
わ
せ
る
単
語
が
使
わ
れ
て
い
る
の
も
、
関
係
性
の
中
で
固
定

さ
れ
て
し
ま
う
状
態
に
対
す
る
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
欺
瞞
が
表
れ
て
い

る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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ves d
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 Lu
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m
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-

ta
in

s... , p
.78.
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ル
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ノ
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略
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p
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6 
Y
an
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sim
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D
o
m
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iq
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e C
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h
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 Lu
ca
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tem
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G

illes D
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laire P

arn
et, D
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『
ド
ゥ

ル
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ズ
の
思
想
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訳
、
七
―
九
頁
。

9 
G

illes D
eleu
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ritiqu
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iqu

e, p
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『
批
評
と
臨
床
』

守
中
高
明
・
谷
昌
親
訳
、
二
三
〇
頁
（
河
出
文
庫
）。

10 

國
分
俊
宏
「
流
転
す
る
言
葉
の
歌
、
ま
た
は
統
合
を
拒
否
す
る
非
オ

イ
デ
ィ
プ
ス　

ド
ゥ
ル
ー
ズ
＝
ガ
タ
リ
か
ら
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
へ
」。

　
　

こ
こ
で
國
分
は
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
間
違
っ
て
い
る
と
退
け
る
で
は
な
く
、

ラ
ン
グ
と
い
う
概
念
に
依
拠
し
て
語
ろ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
間
違

い
が
あ
る
と
し
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
ラ
ン
グ
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
と

言
う
べ
き
だ
っ
た
の
だ
、
と
書
い
て
い
る
。

　
　

ま
た
我
々
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
パ
ロ
ー
ル
を
蔑
ろ
に
し
て
い
る
と
批

判
し
た
い
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
パ
ル
ネ
と
の
対
話
で

ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
名
を
優
れ
た
詩
人
と
し
て
挙
げ
た
の
は
、
二
百
人

の
聴
衆
を
前
に
し
て
自
身
の
詩
を
朗
読
す
る
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
行
為
を
、

一
つ
の
大
き
な
事
件
と
捉
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
こ
と
も
付
記
し
て
お
き

た
い
。

11 
G

illes D
eleu

ze, C
ritiqu

e et clin
iqu

e, p
.139.

『
批
評
と
臨
床
』、

二
二
九
頁
。

12 
Y
an

n
ick

 To
rlin

i, Ibid
. , p

.53–54.

13 
A

nd
ré V

elter, « Parler ap
atride », in G

h
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 Lu
ca, H

éros–
Lim

ite su
ivi d

e Le C
han

t d
e la

 carpe et d
e P

aralipom
èn

es,  
p
.x

ii.
　
　

こ
の
発
言
は
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
未
公
開
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
あ
る

In
trod

u
ction

 à
 u

n
 récita

l

か
ら
ア
ン
ド
レ
・
ヴ
ェ
ル
テ
ー
ル
が
引

用
し
た
も
の
で
あ
る
。
現
在
、
こ
の
ゲ
ラ
シ
ム
・
ル
カ
の
発
言
は
ジ
ョ
ゼ
・

コ
ル
テ
ィ
社
の
サ
イ
ト
で
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
h
ttp

://w
w

w
.jo

se–co
rti.fr/au

teu
rs/lu

ca.h
tm

l

14 
G

érard
 G

en
ette, Fiction

 et d
iction

, p
.13.

『
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

と
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン
』
和
泉
涼
一
・
尾
河
直
哉
訳
、
一
五
頁
。

15 
Id

em
.

16 
A

n
d
ré V

elter, Ibid
. , p

. ix.

17 

ガ
リ
マ
ー
ル
社
の
詩
集
で
はtu

 m
e p

en
ses

と
な
っ
て
い
る
が
、

ジ
ョ
ゼ
・
コ
ル
テ
ィ
社
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
付
属
の
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
で
はT

u
 m

e 
p
en

se

と
活
用
語
尾
のs

が
抜
け
て
い
る
。
こ
こ
で
は
朗
読
リ
サ
イ
タ

ル
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
た
め
、
誤
植
で
あ
る
可
能
性
は
あ
る
も
の
の
、

後
者
の
表
記
を
採
用
し
た
。

18 

注
17
に
挙
げ
た
よ
う
に
、T

u
 m

e p
en

se

は
朗
読
で
はp

en
ses

か

p
en

se

か
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
朗
読
の
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
で

書
き
落
と
さ
れ
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。T

u
 m

e p
en

se

で
あ
れ
ば
、

こ
のp

en
se

はje

の
活
用
で
も
あ
り
う
る
た
め
、
あ
た
か
もje

とtu

が

混
じ
り
合
い
を
見
せ
て
い
る
か
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ

ろ
う
。p

en
se

が
三
人
称
単
数
の
活
用
で
も
あ
り
う
る
こ
と
を
鑑
み
れ

ば
、je est u

n
 au

tre

（
わ
た
し
は
一
人
の
他
人
で
あ
る
）
とje

に
対
し

て
三
人
称
のest

を
用
い
た
ラ
ン
ボ
ー
へ
の
参
照
も
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、

興
味
深
い
記
述
で
は
あ
る
も
の
の
、
単
な
る
誤
植
で
あ
る
可
能
性
も
否

定
で
き
な
い
た
め
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
の
考
察
は
差
し
控
え
て
お
く
。

19 

も
ち
ろ
ん「
書
く
」と「
語
る
」は
区
別
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、

こ
の
朗
読
で
は
最
後
の
言
葉
以
外
は
本
を
手
に
し
な
が
ら
読
み
続
け
て

い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
こ
で
は
「
語
る
」
は
「
書
く
」
の
延
長
と
し
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て
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
　

ま
た
ゲ
ラ
シ
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・
ル
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の
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ン
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語
で
あ
れ
ば
、「
君
に
書
く
」
で
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た
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と
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と
も
可
能
で
あ
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。
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