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ア
ゴ
タ
・
ク
リ
ス
ト
フ
『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
の
考
察

は
じ
め
に

　

ハ
ン
ガ
リ
ー
か
ら
フ
ラ
ン
ス
語
圏
の
ス
イ
ス
に
亡
命
し
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
小
説
を
書
い
た
作
家
の
ア
ゴ
タ
・
ク
リ
ス
ト
フ
の
作
品
に
、

『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス（

（
（

』（O
ù es-tu M

athias ?, 2005
（
と
い
う
掌
編
小
説
が
あ
る
。
二
〇
〇
五
年
に
ス
イ
ス
の
ゾ
エ
社
が

出
版
し
た
作
品
だ
が
、
実
際
に
書
か
れ
た
の
は
、
彼
女
の
代
表
作
と
言
わ
れ
る
『
大
き
な
ノ
ー
ト（

2
（

』（Le G
rand cahier, （986

（
よ
り

も
お
そ
ら
く
前
で
あ
ろ
う
。『
大
き
な
ノ
ー
ト
』
を
は
じ
め
、
彼
女
の
作
品
に
繰
り
返
し
表
れ
る
こ
と
に
な
る
別
離
や
再
会
、
あ
る
い
は

夢
と
現
実
の
境
と
い
っ
た
主
題
が
読
み
取
れ
る
一
方
で
、N

ous

（
僕
た
ち
（
で
語
っ
て
い
る
『
大
き
な
ノ
ー
ト
』
に
至
る
以
前
の
書
き

ア
ゴ
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・
ク
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ス
ト
フ
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探
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ア
ゴ
タ
・
ク
リ
ス
ト
フ
『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
の
考
察

方
で
綴
ら
れ
て
い
る
『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
は
、
そ
の
後
の
ク
リ
ス
ト
フ
の
作
品
に
通
じ
る
部
分
が
あ
り
な
が
ら
も
、
そ

れ
が
違
っ
た
方
法
で
表
現
さ
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。

　

ク
リ
ス
ト
フ
は
異
国
の
地
で
母
語
と
は
異
な
る
言
語
に
囲
ま
れ
な
が
ら
も
、「
文
盲
の
挑
戦（

（
（

」
と
し
て
書
く
こ
と
を
願
い
続
け
た
女
性

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
苦
し
み
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
ま
た
彼
女
に
と
っ
て
最
上
の
悦
び
で
も
あ
っ
た
は
ず
だ
。
ク
リ
ス
ト
フ
は
文
学
的

な
成
功
を
お
さ
め
た
後
で
、「
書
く
こ
と
は
、
わ
た
し
の
助
け
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
自
殺
的
な
も
の
だ
。
書
く
こ
と
、
そ

れ
は
世
界
で
も
っ
と
も
難
し
い
も
の
。
そ
れ
で
も
わ
た
し
の
興
味
を
そ
そ
る
唯
一
の
こ
と（

（
（

」
と
語
っ
て
い
る
。
そ
の
彼
女
が
演
劇
や
ラ
ジ

オ
ド
ラ
マ
の
脚
本
を
中
心
に
書
い
て
い
た
時
期
に
、
小
説
家
と
し
て
は
未
完
成
で
あ
り
な
が
ら
悦
び
の
中
で
書
く
こ
と
へ
の
思
い
が
色
濃

く
残
る
中
で
、
し
か
も
ま
だ
フ
ラ
ン
ス
語
を
使
い
こ
な
す
に
も
未
熟
さ
が
残
る
中
で
必
死
に
紡
い
だ
作
品
と
し
て
『
ど
こ
に
い
る
ん
だ

い
、
マ
チ
ア
ス
』
を
位
置
づ
け
、
本
論
で
は
こ
の
作
品
を
掘
り
下
げ
て
み
て
い
き
た
い
。

作
家
ア
ゴ
タ
・
ク
リ
ス
ト
フ
の
誕
生

　

一
九
三
五
年
十
月
三
〇
日
、
チ
ク
ヴ
ァ
ー
ン
ド
と
い
う
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
小
さ
な
村
に
、
ひ
と
り
の
女
の
子
が
生
ま
れ
た
。
ア
ー
ゴ
タ（

5
（

と

名
付
け
ら
れ
た
そ
の
子
は
、
両
親
と
兄
と
弟
と
一
緒
に
、
そ
の
村
で
ご
く
平
凡
な
日
々
を
過
ご
す
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
ア
ー
ゴ
タ
が

四
歳
の
時
に
戦
争
が
勃
発
し
、
彼
女
が
九
歳
に
な
っ
た
時
に
は
家
族
で
小
さ
な
町
の
ク
ー
セ
グ
に
移
り
住
む
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
そ

れ
も
ま
た
、
彼
女
が
背
負
う
こ
と
に
な
る
苛
酷
な
運
命
の
始
ま
り
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

戦
争
は
一
九
四
五
年
に
終
結
を
迎
え
、
ソ
連
軍
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
支
配
か
ら
「
解
放
」
さ
れ
た
も
の
の
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
は
豊
か
な
生
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ア
ゴ
タ
・
ク
リ
ス
ト
フ
『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
の
考
察

活
を
送
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
ア
ー
ゴ
タ
は
十
四
歳
で
愛
す
る
家
族
―
と
り
わ
け
親
愛
な
る
兄
―
と
離
れ
て
寄
宿

舎
で
過
ご
す
こ
と
を
強
い
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
愛
す
る
も
の
た
ち
と
の
別
れ
は
、
の
ち
に
彼
女
の
創
作
の
主
題
の
ひ
と
つ
と
な
る
が
、

ア
ー
ゴ
タ
に
は
更
な
る
辛
い
別
れ
が
待
ち
受
け
て
い
た
。
一
九
五
四
年
の
夏
に
結
婚
し
、
二
〇
歳
で
出
産
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
っ
た
彼

女
は
、
そ
の
結
婚
が
原
因
で
祖
国
を
離
れ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
と
の
発
端
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
首
都
ブ
タ
ペ
ス
ト
に

始
ま
っ
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
動
乱
で
あ
っ
た
。
一
九
五
六
年
一
〇
月
、
ソ
連
へ
の
不
満
を
募
ら
せ
た
学
生
や
労
働
者
た
ち
が
起
こ
し
た
暴
動
は

軍
事
介
入
を
誘
発
し
、
多
く
の
国
外
亡
命
者
を
生
む
こ
と
に
な
っ
た
が
、
反
体
制
派
に
属
し
て
い
た
ア
ー
ゴ
タ
の
夫
も
亡
命
者
の
一
人
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
夫
に
巻
き
込
ま
れ
る
形
で
、
生
後
四
ヶ
月
の
子
ど
も
を
連
れ
て
ア
ー
ゴ
タ
も
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
ハ
ン
ガ
リ
ー

の
国
境
を
越
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

国
境
を
越
え
た
ア
ー
ゴ
タ
は
、
ウ
ィ
ー
ン
を
経
由
し
て
フ
ラ
ン
ス
語
圏
の
ス
イ
ス
に
位
置
す
る
ヌ
ー
シ
ャ
テ
ル
に
辿
り
着
く
。
夫
は
奨

学
金
を
得
て
学
問
を
続
け
た
が
、
充
分
に
フ
ラ
ン
ス
語
も
話
せ
な
か
っ
た
彼
女
は
、
異
国
で
孤
独
を
内
に
抱
え
た
ま
ま
、
時
計
工
場
の
工

員
と
し
て
働
い
て
い
た
。
だ
が
数
年
後
、
ア
ー
ゴ
タ
本
人
も
外
国
人
向
け
の
奨
学
金
を
得
て
、
か
ね
て
か
ら
の
念
願
で
あ
っ
た
勉
強
を
続

け
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
、
彼
女
の
亡
命
生
活
は
新
た
な
段
階
に
入
る
。
い
ま
や
フ
ラ
ン
ス
語
で
読
み
書
き
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

彼
女
は
離
婚
を
決
意
し
、
ほ
ど
な
く
あ
る
写
真
家
と
二
度
目
の
結
婚
を
す
る
。
ア
ー
ゴ
タ
は
、
妻
と
し
て
、
そ
し
て
母
親
と
し
て
生
き
る

こ
と
を
選
び
な
が
ら
、
一
方
で
「
書
く
」
と
い
う
欲
求
を
満
た
す
た
め
に
演
劇
や
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
の
脚
本
を
書
い
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
作

品
は
の
ち
に
彼
女
が
お
さ
め
る
こ
と
に
な
る
大
成
功
に
較
べ
る
と
さ
さ
や
か
な
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
自
身
の
作
品
が
演
じ
ら
れ
る
こ
と

に
喜
び
を
覚
え
、
そ
う
し
た
執
筆
活
動
を
通
し
て
作
家
へ
の
道
を
ゆ
っ
く
り
と
歩
み
始
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

一
九
八
〇
年
に
は
二
度
目
の
離
婚
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
ア
ー
ゴ
タ
に
と
っ
て
そ
れ
以
上
の
人
生
の
転
機
と
も
言
う
べ
き
時
が
訪
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ア
ゴ
タ
・
ク
リ
ス
ト
フ
『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
の
考
察

れ
る
。
一
九
八
五
年
、
彼
女
が
書
い
た
原
稿
が
フ
ラ
ン
ス
の
大
手
の
出
版
社
で
あ
る
ス
イ
ユ
社
の
編
集
者
の
目
に
と
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

『
大
き
な
ノ
ー
ト
』
と
題
さ
れ
た
そ
の
作
品
は
、
こ
う
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
出
版
社
か
ら
世
に
送
り
出
さ
れ
、
し
だ
い
に
大
き
な
反
響
を
呼

び
、
彼
女
の
本
格
的
な
小
説
家
と
し
て
の
人
生
が
始
ま
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
語
で
執
筆
す
る
小
説
家
ア
ゴ
タ
・
ク
リ
ス
ト
フ
の
誕
生
で
あ
っ

た
。

ク
リ
ス
ト
フ
の
文
学
的
キ
ャ
リ
ア
と
そ
の
研
究

　

双
子
を
主
人
公
に
し
た
彼
女
の
小
説
『
大
き
な
ノ
ー
ト
』
は
、
そ
の
続
編
と
な
る
『
証
拠
』（La Preuve, （988

（
と
『
第
三
の
嘘
』

（Le T
roisièm

e m
ensonge, （99（

（
と
合
わ
せ
て
三
部
作
を
な
し
、
大
き
な
成
功
を
お
さ
め
、
今
で
は
数
多
く
の
国
の
言
語
に
翻
訳
さ

れ
、
彼
女
の
も
っ
と
も
重
要
な
作
品
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
女
の
作
家
と
し
て
の
勢
い
は
そ
こ
で
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。

双
子
を
主
人
公
に
し
た
作
品
か
ら
離
れ
、
亡
命
者
を
主
人
公
に
し
た
『
昨
日
』（H

ier, （995

（
を
上
梓
し
た
あ
と
は
、
多
く
の
読
者
や

編
集
者
の
期
待
に
反
し
て
、「
自
伝
的
な
話
」
と
副
題
が
付
け
ら
れ
た
エ
ッ
セ
ー
集
の
『
文
盲
―
ア
ゴ
タ
・
ク
リ
ス
ト
フ
自
伝
』

（L’A
nalphabète 

― R
écit autobiographique, 200（

（
を
出
版
し
た
だ
け
で
あ
っ
た（

6
（

。
小
説
に
関
し
て
は
、
短
編
集
の
『
ど
ち
ら
で

も
い
い
』（C’est égal, 2005

（
が
出
版
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
一
九
七
〇
年
代
か
ら
一
九
九
〇
年
代
前
半
ま
で
に
書
き
付
け
た
習
作
を
一

冊
に
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
出
版
社
の
方
も
既
に
名
前
が
知
ら
れ
た
ク
リ
ス
ト
フ
の
作
品
を
出
す
こ
と
は
願
う
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
、『
ど
ち
ら
で
も
い
い
』
に
加
え
て
、
か
つ
て
彼
女
が
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
い
た
演
劇
作
品
を
集
め
た
『
灰
色
の
時
刻
』

（L’H
eure grise et autres pièces, （998

（
や
『
怪
物
』（Le M

onstre et autres pièces, 2007

（
と
い
っ
た
戯
曲
集
も
書
店
に
並
ぶ
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ア
ゴ
タ
・
ク
リ
ス
ト
フ
『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
の
考
察

こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
、
彼
女
の
小
説
を
心
待
ち
に
す
る
読
者
た
ち
は
、
そ
れ
ら
の
作
品
で
溜
飲
を
下
げ
る
し
か
な
か
っ
た
。
ク
リ
ス
ト

フ
に
は
新
た
に
『
草
原
の
ア
グ
ラ
エ
』（A

glaé dans les cham
ps

（
と
い
う
小
説
を
書
く
準
備
も
あ
り
、
ま
と
ま
っ
た
分
量
の
下
書
き

は
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
新
作
の
小
説
が
世
に
出
る
こ
と
は
な
く
、
二
〇
一
一
年
の
七
月
に
移
住
先
の
ヌ
ー
シ
ャ
テ
ル
で
そ
の
生
涯
を
閉
じ

た
。

　

亡
命
と
い
う
特
殊
な
状
況
の
中
で
、
母
語
で
は
な
く
フ
ラ
ン
ス
語
で
小
説
を
書
い
た
彼
女
は
、
二
〇
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
語
圏
の
文
学
を

考
察
す
る
上
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
語
圏
で
も
彼
女
の
作
品
を
分
析
し
た
研
究
書
は
数
冊

に
限
ら
れ
、
他
に
は
何
編
か
の
論
文
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
に
留
ま
る
。
近
年
で
は
『
破
壊
か
順
応
主
義
か
―
ア
ゴ

タ
・
ク
リ
ス
ト
フ
作
品
に
み
る
性
の
差
』（Sim

ona Cutcan, Subversion ou conform
ism

e ? : La différence des sexes dans 

l’œ
uvre d’A

gota K
ristof, 20（（

（
と
い
う
研
究
書
や
、『
ア
ゴ
タ
・
ク
リ
ス
ト
フ
の
双
子
の
三
部
作
』（Rennie Y

otova, La T
rilo-

gie des jum
eaux d’A

gota K
ristof, 20（（

（
と
題
さ
れ
た
本
も
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
数
は
け
っ
し
て
多
い
も
の
で
は
な
い
。
代

表
的
な
研
究
書
で
は
、
三
部
作
を
詳
細
に
論
じ
た
マ
リ
ー=

ノ
エ
ル
・
リ
ボ
ニ=

エ
ド
ム
の
『
ア
ゴ
タ
・
ク
リ
ス
ト
フ
の
三
部
作
―
分
裂

を
書
く
こ
と
』（M

arie-N
oëlle Riboni-Edm

e, T
rilogie d’A

gota K
ristof 

― É
crire la division, 2007

（
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
が
、
そ
れ
で
も
充
分
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
作
家
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。
日
本
で
も
、
ク
リ
ス
ト
フ
を
主
題
と
し
た
論
考
は

数
本
に
限
ら
れ
、
ま
し
て
代
表
作
で
あ
る
三
部
作
以
外
の
作
品
に
関
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
研
究
は
な
さ
れ
て
い
な
い
と
言
っ
て
も
過
言
で

は
な
い
。
本
論
で
扱
う
こ
と
に
な
る
『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
も
、
そ
う
し
た
作
品
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
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ア
ゴ
タ
・
ク
リ
ス
ト
フ
『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
の
考
察

『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
の
位
置
づ
け

　
『
昨
日
』
の
主
人
公
が
最
後
に
「
わ
た
し
は
も
う
書
か
な
い（

7
（

」
と
締
め
く
く
っ
た
言
葉
を
ク
リ
ス
ト
フ
自
身
も
実
践
す
る
か
の
よ
う
に
、

一
九
九
五
年
に
出
版
し
た
『
昨
日
』
が
彼
女
の
最
後
の
小
説
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
先
に
書
い
た
よ
う
に
、『
昨
日
』
以
降
も
フ
ラ
ン
ス

語
圏
で
何
冊
か
の
ク
リ
ス
ト
フ
の
名
を
冠
し
た
作
品
集
が
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
か
つ
て
ク
リ
ス
ト
フ
が
フ
ラ
ン
ス

語
で
書
い
た
も
の
を
ま
と
め
た
本
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
ス
イ
ユ
社
が
出
版
し
て
い
る
。

　
『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
も
、
ク
リ
ス
ト
フ
が
か
つ
て
書
い
た
作
品
を
収
録
す
る
と
い
う
形
で
、
演
劇
作
品
の
『
リ
ー
ヌ
、

あ
る
い
は
時
』（Line, le tem

ps

（
に
マ
リ
ー=

テ
レ
ー
ズ
・
ラ
チ
オ
ン
（M

arie-T
hérèse Lathion

（
の
「
あ
と
が
き
」
を
加
え
て

二
〇
〇
五
年
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
ち
ら
は
ス
イ
ス
の
ゾ
エ
社
が
出
版
し
た
。
両
作
品
と
「
あ
と
が
き
」
を
合
わ
せ
て
も
五
〇

ペ
ー
ジ
に
も
満
た
な
い
、
縦
一
五
セ
ン
チ
、
横
一
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
の
小
さ
な
版
で
、
三
ユ
ー
ロ
五
〇
サ
ン
チ
ー
ム
と
い
う
低
価
格
で
販
売

さ
れ
て
い
た
。『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
だ
け
に
限
れ
ば
一
一
ペ
ー
ジ
し
か
な
い
、
と
て
も
短
い
作
品
で
あ
る
。

　

短
編
集
の
『
ど
ち
ら
で
も
い
い
』
に
含
ま
れ
ず
、
ま
た
演
劇
作
品
で
も
な
く
、
き
わ
め
て
短
い
『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』

は
、
そ
の
位
置
づ
け
が
特
殊
な
も
の
に
な
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
ず
、
半
ば
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
習
作
と
い
っ
た
扱
い
を
受
け
て
も
仕
方
が

な
い
。
事
実
、
ス
イ
ユ
社
が
二
〇
一
一
年
に
『
大
き
な
ノ
ー
ト
』、『
証
拠
』、『
第
三
の
嘘
』、『
昨
日
』
と
い
う
小
説
に
加
え
て
、
短
編
と

全
演
劇
作
品
を
一
冊
に
ま
と
め
た
が
、
そ
の
中
に
は
演
劇
作
品
の
枠
で
『
リ
ー
ヌ
、
あ
る
い
は
時
』
は
、
再
録
の
許
可
を
出
し
た
ゾ
エ
社

へ
の
感
謝
の
言
葉
と
と
も
に
収
録
さ
れ
た
も
の
の
、『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
の
方
は
入
っ
て
い
な
い
。
短
編
と
し
て
入
っ
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ゴ
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・
ク
リ
ス
ト
フ
『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
の
考
察

て
い
る
の
は
、『
ど
ち
ら
で
も
い
い
』
が
、
そ
の
ま
ま
入
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
ク
リ
ス
ト
フ
自
身
も
『
大
き
な
ノ
ー
ト
』
以
前
に
書

い
た
も
の
は
あ
ま
り
気
に
入
っ
て
い
る
様
子
は
な
く
、『
ど
ち
ら
で
も
い
い
』
で
さ
え
強
い
思
い
入
れ
を
見
せ
て
は
お
ら
ず（

8
（

、『
ど
こ
に
い

る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
へ
の
言
及
も
見
あ
た
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
作
品
は
ク
リ
ス
ト
フ
の
作
品
と
し
て
評
価
の
対
象
と
し
て
す
ら

扱
わ
れ
て
い
な
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　

し
か
し
、
ク
リ
ス
ト
フ
の
作
品
を
日
本
語
に
翻
訳
し
て
い
る
堀
茂
樹
は
、
こ
の
短
編
を
捨
て
置
か
れ
る
べ
き
作
品
と
は
見
て
い
な
い
。

日
本
で
は
『
ど
ち
ら
で
も
い
い
』
の
翻
訳
が
二
〇
〇
八
年
に
文
庫
化
さ
れ
、
そ
の
際
に
、
こ
の
作
品
の
邦
訳
が
『
マ
テ
ィ
ア
ス
、
き
み
は

何
処
に
い
る
の
か
？
』
と
い
う
題
名
で
新
た
に
加
え
ら
れ
る
形
で
出
版
さ
れ
た
が
、
堀
茂
樹
は
そ
の
「
文
庫
版
へ
の
訳
者
の
あ
と
が
き
」

で
、
次
の
よ
う
に
こ
の
作
品
の
重
要
さ
を
強
調
し
て
い
る
。

こ
の
短
編
に
は
、
の
ち
の
三
部
作
―
『
悪
童
日
記
』『
ふ
た
り
の
証
拠
』『
第
三
の
嘘
』
―
の
主
題
、
モ
チ
ー
フ
、
作
中
人
物
な
ど

が
萌
芽
的
に
、
し
か
も
紛
れ
も
な
く
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
こ
れ
は
、
す
こ
ぶ
る
重
要
な
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
小
説
家
Ａ
・

ク
リ
ス
ト
フ
の
出
発
点
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
し
、
彼
女
に
と
っ
て
最
も
親
密
な
作
品
だ
と
も
言
え
る
だ
ろ
う（

9
（

。

　

こ
の
指
摘
に
あ
る
通
り
、『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
は
ク
リ
ス
ト
フ
の
作
品
に
通
底
す
る
、
い
わ
ば
彼
女
の
作
家
と
し
て

の
原
動
力
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
作
品
で
あ
り
、
再
度
ク
リ
ス
ト
フ
の
作
品
群
の
中
で
、
そ
の
位
置
づ
け
を
し
な
お
す
必
要
が
あ
る
作
品

で
あ
る
だ
ろ
う
。
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ア
ゴ
タ
・
ク
リ
ス
ト
フ
『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
の
考
察

『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
の
執
筆
時
期

　
『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
の
再
評
価
に
際
し
て
、
こ
の
掌
編
が
書
か
れ
た
時
期
を
確
定
す
る
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
も
つ

こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
こ
の
作
品
が
三
部
作
以
降
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
三
部
作
に
通
じ
る
ク
リ
ス
ト
フ
の
創
作
の
根

源
が
伺
え
る
作
品
と
い
う
よ
り
も
、
三
部
作
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
一
部
抜
き
出
し
て
作
っ
た
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
な
く
な
っ

て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
尤
も
、『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
の
正
確
な
執
筆
時
期
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
ゾ
エ
社
が

出
版
し
た
版
に
付
け
ら
れ
て
い
る
マ
リ
ー=

テ
レ
ー
ズ
・
ラ
チ
オ
ン
の
「
あ
と
が
き
」
に
よ
れ
ば
、『
リ
ー
ヌ
、
あ
る
い
は
時
』
が

一
九
七
八
年
の
作
で
あ
り
、『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
は
執
筆
年
こ
そ
記
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
ア
ゴ
タ
・
ク
リ
ス
ト

フ
本
人
の
覚
え
書
き
か
ら
判
断
す
る
と
一
九
七
〇
年
代
前
半
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う（

（1
（

。
こ
の
証
言
に
は
確
た
る
証
拠
は
な
い
も

の
の
、
お
そ
ら
く
『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
は
『
大
き
な
ノ
ー
ト
』
以
前
の
作
品
と
判
断
し
て
い
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

ま
ず
ク
リ
ス
ト
フ
は
『
大
き
な
ノ
ー
ト
』
を
書
き
終
え
た
後
に
す
ぐ
さ
ま
続
編
の
『
証
拠
』
と
そ
れ
に
続
く
『
第
三
の
嘘
』
へ
と
考
え
を

巡
ら
し
て
お
り
、
別
の
作
品
に
取
り
か
か
る
余
裕
が
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
二
〇
〇
七
年
に
お
こ
な
わ
れ
た
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
で
、
ク
リ
ス
ト
フ
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

『
大
き
な
ノ
ー
ト
』
を
書
い
た
こ
と
で
、
ど
う
し
よ
う
も
な
く
書
く
こ
と
が
必
要
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
三
部
作
の
計
画
が
始
ま
っ
た
。

も
う
書
く
こ
と
が
止
め
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
。
別
の
こ
と
に
移
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
て
い
て
、
双
子
が
頭
の
中
に
い
た
の
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『
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に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
の
考
察

で
、
書
き
続
け
た
。
わ
た
し
は
登
場
人
物
の
中
に
あ
ま
り
に
入
り
込
ん
で
い
た
。
こ
う
い
っ
た
わ
け
で
、『
第
三
の
嘘
』
ま
で
、
止

ま
る
こ
と
な
く
書
き
続
け
た（

（（
（

。

　

こ
の
証
言
に
基
づ
く
な
ら
、『
大
き
な
ノ
ー
ト
』
が
出
版
さ
れ
た
一
九
八
六
年
の
少
し
前
か
ら
『
第
三
の
嘘
』
が
出
版
さ
れ
た

一
九
九
一
年
の
間
に
、
三
部
作
と
の
類
似
が
認
め
ら
れ
、
か
つ
登
場
人
物
が
異
な
る
短
編
を
書
き
上
げ
た
と
は
考
え
難
い
。
さ
ら
に
同
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
「
三
部
作
を
準
備
し
て
い
る
間
に
他
の
も
の
は
書
か
な
か
っ
た
の
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、
ク
リ
ス
ト
フ
は
注

文
で
い
く
つ
か
の
記
事
を
書
い
た
と
答
え
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
文
学
作
品
で
は
な
か
っ
た
と
断
言
し
て
い
る
。
こ
こ
で
ク
リ
ス
ト
フ
が

言
っ
て
い
る
記
事
と
は
、『
文
盲
―
ア
ゴ
タ
・
ク
リ
ス
ト
フ
自
伝
』
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
逸
話
の
数
々
の
こ
と
を
指
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
た
め
、『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
の
執
筆
時
期
に
一
九
八
〇
年
代
半
ば
か
ら
一
九
九
〇
年
頃
ま
で
の
期

間
は
除
く
こ
と
が
で
き
る
。

　

で
は
、
一
九
九
〇
年
以
降
に
書
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
短
編
集
の
『
ど
ち
ら
で
も
い
い
』
の
中
に
は
、
一
九
九
〇
年
代
前
半
に

書
き
付
け
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、『
第
三
の
嘘
』
を
書
き
終
え
た
あ
と
に
『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
に
取
り
か

か
っ
た
と
い
う
可
能
性
も
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
書
き
方
を
見
て
み
る
と
、
一
九
九
〇
年
年
代
の
作
品
と

い
う
よ
り
も
、
か
つ
て
の
作
品
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
せ
る
点
が
い
く
つ
か
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、「
繰
り
返
し
」
に
あ
る
。

ク
リ
ス
ト
フ
は
物
語
中
に
同
じ
単
語
や
同
じ
言
い
回
し
を
繰
り
返
し
使
う
。
そ
れ
は
程
度
の
差
は
あ
る
も
の
の
、
彼
女
の
全
作
品
に
認
め

ら
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
例
え
ば
『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
で
は
次
の
よ
う
な
繰
り
返
し
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
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ア
ゴ
タ
・
ク
リ
ス
ト
フ
『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
の
考
察

Je t’aim
e, dit Sandor.

Je le sais, répondit l’enfant. Je serai ton fils, plus tard. M
ais d’abord je dois m

ourir.

O
ui, dit Sandor, parle-m

oi encore.

Celui que j’aim
e le plus, c’est m

on frère, continuait l’enfant. Je l’aim
e plus que tous les autres ensem

ble, plus 

que m
oi-m

êm
e.

Pourquoi ? dem
anda Sandor.

Je ne sais pas. T
u le regarderas et tu com

prendras pourquoi je l’aim
e.

Parle-m
oi encore, dit Sandor.

T
u devrais venir m

anger, dit l’enfant.

Je n’ai pas faim
.

Si tu ne m
anges pas, tu seras pâle et m

alade et tout le m
onde sera triste.

T
oi aussi ? dem

anda Sandor.

N
on, pas m

oi. Je ne peux pas être triste, car une chose m
e console toujours de l’autre.

Je m
angerai bientôt, dit Sandor. Peut-être dem

ain, ou déjà ce soir.

L’enfant le regardait de ses grands yeux gris.

Parle-m
oi encore, dit Sandor.

N
on, c’est toi qui dois parler. ［. .

（
（1
（ .

］
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ゴ
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『
ど
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に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
の
考
察

（「
僕
は
君
が
好
き
だ
。」
サ
ン
ド
ー
ル
は
言
っ
た
。／「
知
っ
て
る
よ
。」
そ
の
子
は
答
え
た
。「
僕
は
君
の
息
子
に
な
る
ん
だ
。
あ
と

で
ね
。
で
も
ま
ず
僕
は
死
な
な
い
と
い
け
な
い
ん
だ
。」／「
そ
う
だ
ね
。」
サ
ン
ド
ー
ル
は
言
っ
た
。「
も
っ
と
話
し
て
く
れ
よ
。」／

「
僕
が
一
番
好
き
な
の
は
、
僕
の
兄
弟
だ
。」
そ
の
子
は
続
け
た
。「
他
の
み
ん
な
を
合
わ
せ
た
よ
り
も
、
僕
は
僕
の
兄
弟
の
こ
と
が

好
き
な
ん
だ
。
僕
自
身
よ
り
も
ね
。」／「
ど
う
し
て
だ
い
？
」
サ
ン
ド
ー
ル
は
訊
い
た
。／「
知
ら
な
い
よ
。
君
が
彼
を
見
た
ら
、
ど

う
し
て
僕
が
僕
の
兄
弟
を
好
き
な
の
か
、
わ
か
る
だ
ろ
う
よ
。」／「
も
っ
と
話
し
て
く
れ
よ
。」
サ
ン
ド
ー
ル
は
言
っ
た
。／「
食
べ
に

こ
な
い
と
ダ
メ
だ
よ
。」
そ
の
子
は
言
っ
た
。／「
お
腹
は
す
い
て
な
い
ん
だ
。」／「
食
べ
な
い
と
、
青
く
な
っ
て
、
病
気
に
な
っ
て
、

そ
し
た
ら
み
ん
な
悲
し
む
よ
。」／「
君
も
か
い
？
」
サ
ン
ド
ー
ル
は
訊
い
た
。「
い
い
や
。
僕
は
違
う
よ
。
僕
は
悲
し
む
こ
と
が
で
き

な
い
ん
だ
。
だ
っ
て
、
ひ
と
つ
こ
と
が
起
こ
っ
て
も
、
い
つ
も
別
の
ひ
と
つ
の
こ
と
で
気
が
晴
れ
て
し
ま
う
か
ら
。」／「
も
う
す
ぐ

食
べ
る
よ
。」
サ
ン
ド
ー
ル
は
言
っ
た
。「
た
ぶ
ん
明
日
に
で
も
。
そ
れ
か
も
う
今
夜
に
で
も
。」／
そ
の
子
は
灰
色
の
大
き
な
目
で
彼

を
見
て
い
る
。／「
も
っ
と
話
し
て
く
れ
よ
。」
サ
ン
ド
ー
ル
は
言
っ
た
。／「
い
い
や
。
話
さ
な
い
と
い
け
な
い
の
は
君
だ
よ
。」［
…
］（

　

短
い
や
り
取
り
の
間
に
、「
言
っ
た
（dit

（（」「
訊
い
た
（dem

anda

（」
を
繰
り
返
す
だ
け
で
な
く
、「
も
っ
と
話
し
て
く
れ
よ

（parle-m
oi encore

（」
と
い
う
台
詞
を
三
度
も
挟
み
込
み
、
謎
め
い
た
会
話
を
演
出
す
る
。
確
か
に
、
ク
リ
ス
ト
フ
の
作
品
は
三
部
作

や
『
昨
日
』
で
も
会
話
の
や
り
取
り
に
そ
の
才
が
表
れ
て
お
り
、
と
り
わ
け
三
部
作
で
は
、
台
詞
の
前
に
「
彼
は
言
う
（Il dit

（」
や

「
彼
女
は
訊
く
（Elle dem

ande

（」
と
繰
り
返
し
付
け
る
書
き
方
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
同
じ
台
詞
を
繰
り
返
し
た
り
、
短
い
台

詞
で
会
話
を
つ
な
い
だ
り
す
る
演
出
は
、
三
部
作
よ
り
も
、
む
し
ろ
ク
リ
ス
ト
フ
が
か
つ
て
書
い
て
い
た
演
劇
作
品
に
見
て
取
れ
る
特
徴

で
あ
る
。
例
え
ば
一
九
七
八
年
の
作
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
『
リ
ー
ヌ
、
あ
る
い
は
時
』
は
、
あ
る
女
性
に
恋
し
て
い
な
が
ら
相
手
に
さ
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ア
ゴ
タ
・
ク
リ
ス
ト
フ
『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
の
考
察

れ
て
い
な
い
二
二
歳
の
青
年
マ
ル
ク
と
、
マ
ル
ク
の
こ
と
が
好
き
な
一
二
歳
の
少
女
リ
ー
ヌ
の
会
話
で
始
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
次
の

よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

M
A

RC. - Salut, Line.

LIN
E. - Elle n’est pas venue ?

M
A

RC. - Q
ui ? Si, elle est venue. M

ais elle était pressée.

LIN
E. - Elle est toujours pressée.

M
A

RC. - À
 cause des enfants. À

 cause de ses patrons.

LIN
E. - Les autres jeunes filles ne sont jam

ais pressées. H
ier, J’ai vu A

nnette qui a bavardé pendant une 

heure avec un barbu.

M
A

RC. - A
nnette, elle bavarde avec n’im

porte qui.

LIN
E. - Parce qu’elle est gentille. Et parce qu’elle n’est pas pressée, elle

（
（1
（.

（
マ
ル
ク
：
や
あ
、
リ
ー
ヌ
。／
リ
ー
ヌ
：
彼
女
は
来
な
か
っ
た
の
？
／
マ
ル
ク
：
誰
の
こ
と
だ
い
？
あ
あ
、
来
た
よ
。
で
も
彼
女
は

急
い
で
い
た
ん
だ
。／
リ
ー
ヌ
：
彼
女
は
い
つ
も
急
い
で
い
る
の
ね
。／
マ
ル
ク
：
子
ど
も
た
ち
の
せ
い
だ
ね
。
彼
女
の
上
司
の
せ
い

で
も
あ
る
ね
。／
リ
ー
ヌ
：
他
の
女
の
人
た
ち
は
全
然
急
い
で
な
い
わ
。
昨
日
は
ア
ネ
ッ
ト
が
髭
を
生
や
し
た
人
と
１
時
間
も
お

し
ゃ
べ
り
し
て
い
る
の
を
見
た
わ
よ
。／
マ
ル
ク
：
ア
ネ
ッ
ト
は
誰
と
で
も
お
し
ゃ
べ
り
す
る
か
ら
な
。／
リ
ー
ヌ
：
だ
っ
て
、
彼
女

は
親
切
だ
も
の
。
そ
れ
に
、
彼
女
の
方
は
急
い
で
な
い
か
ら
よ
。（
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こ
こ
で
も
ク
リ
ス
ト
フ
は
短
い
会
話
の
台
詞
の
中
に
同
じ
単
語
を
繰
り
返
し
使
う
だ
け
で
な
く
、「
急
い
で
い
る
」（pressée

（
の
繰

り
返
し
で
会
話
の
リ
ズ
ム
を
作
り
出
し
て
い
る
。『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
が
短
い
作
品
で
会
話
文
が
多
く
使
わ
れ
て
い
る

と
い
う
理
由
も
あ
る
が
、
こ
の
作
品
に
ク
リ
ス
ト
フ
が
主
に
演
劇
作
品
を
書
い
て
い
た
時
期
に
と
り
わ
け
好
ん
で
い
た
手
法
を
み
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
は
、
指
摘
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
で
登
場
人
物
が
飲
む
も
の
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
ク
リ
ス
ト
フ
の
作
品
の
登
場

人
物
が
作
品
中
で
口
に
す
る
も
の
は
ジ
ャ
ガ
イ
モ
や
チ
ー
ズ
、
ソ
ー
セ
ー
ジ
、
ジ
ャ
ム
、
パ
ン
な
ど
が
多
い
。
そ
れ
は
初
期
の
作
品
か
ら

三
部
作
、
そ
し
て
『
昨
日
』
を
読
ん
で
も
大
き
な
違
い
を
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
飲
み
物
に
関
し
て
は
、
若
干
の
変
化
が
確
認

で
き
る
。
多
く
の
場
合
、
彼
ら
が
飲
む
も
の
は
ワ
イ
ン
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
例
外
と
い
え
ば
、『
大
き
な
ノ
ー
ト
』
に
で
て
く
る
「
お

ば
あ
ち
ゃ
ん
」
が
自
身
の
苦
し
み
を
吐
露
す
る
と
き
に
飲
む
蒸
留
酒
や
、『
証
拠
』
に
登
場
す
る
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
が
本
を
書
こ
う
に
も
書

け
な
い
葛
藤
か
ら
逃
げ
出
す
時
に
飲
む
杏
の
蒸
留
酒
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
居
酒
屋
で
は
時
折
ビ
ー
ル
が
出
さ
れ
、
時
に
は
ラ

ム
酒
が
供
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
次
に
挙
げ
る
『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
の
一
場
面
で
は
、
プ
ラ
ム
酒
が
飲
ま
れ
て

い
る
。

Ils sont heureux, tes fils, dit Sandor.

T
rès heureux, dit M

athias. Je vais les coucher.

Plus tard, ils sont descendus à la cave.

Les tonneaux sont vides, dit M
athias, m

ais j’ai une bouteille de prune.
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Ils ont bu

（
（1
（.

（「
幸
せ
だ
な
、
お
ま
え
の
息
子
た
ち
は
。」
サ
ン
ド
ー
ル
は
言
っ
た
。／「
と
て
も
幸
せ
さ
。」
マ
チ
ア
ス
が
言
っ
た
。「
寝
か
し
つ
け

て
く
る
よ
。」／
し
ば
ら
く
し
て
、
彼
ら
は
カ
ー
ヴ
に
降
り
て
い
っ
た
。／「
樽
は
カ
ラ
な
ん
だ
。」
マ
チ
ア
ス
は
言
っ
た
。「
で
も
、
プ

ラ
ム
酒
が
一
本
あ
る
ん
だ
よ
。」／
彼
ら
は
飲
ん
だ
。（

こ
の
場
面
に
よ
く
似
た
や
り
と
り
が
、『
第
三
の
嘘
』
の
中
に
も
あ
る
。
し
か
し
次
に
引
用
し
て
い
る
『
第
三
の
嘘
』
の
場
面
と
較
べ
て

み
れ
ば
、
プ
ラ
ム
酒
が
あ
え
て
消
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

Ils sont heureux, tes fils.

T
rès heureux. Je vais les coucher.

Q
uand il revient, il dit :

A
llons dans m

a cham
bre.

N
ous entrons dans la grande pièce, m

on frère prend une bouteille cachée derrière les livres de la 

bibliothèque :

C’est tout ce qui reste. Les tonneaux sont vides.

N
ous buvons

（
（1
（.

（「
幸
せ
だ
な
、
お
ま
え
の
息
子
た
ち
は
。」／「
と
て
も
幸
せ
さ
。
寝
か
し
つ
け
て
く
る
よ
。」／
戻
っ
て
く
る
と
、
彼
は
こ
う
言
っ
た
。
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／「
僕
の
部
屋
に
行
こ
う
じ
ゃ
な
い
か
。」／
僕
た
ち
は
広
い
部
屋
に
入
る
。
僕
の
兄
弟
は
本
棚
の
本
の
後
ろ
に
隠
し
て
あ
っ
た
瓶
を

手
に
取
る
。／「
こ
れ
が
残
っ
て
る
や
つ
全
部
だ
。
樽
は
カ
ラ
な
ん
だ
。」／
僕
た
ち
は
飲
む
。（

　

こ
れ
ら
の
類
似
し
た
場
面
は
、
と
り
わ
け
「
彼
ら
（Ils

（」
が
「
僕
た
ち
（N

ous

（」
に
変
更
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
含
め
て
、
本
論
の

後
半
で
よ
り
詳
細
に
見
て
い
き
た
い
と
思
う
が
、
こ
こ
で
は
『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
の
執
筆
時
期
を
推
定
す
る
と
い
う
こ

と
に
目
的
を
限
定
し
、「
プ
ラ
ム
酒
」
が
『
第
三
の
嘘
』
で
は
単
な
る
「
瓶
」
に
変
更
さ
れ
て
い
る
点
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
も
ち
ろ

ん
先
に
『
第
三
の
嘘
』
が
書
か
れ
、
の
ち
に
書
か
れ
た
『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
で
書
き
足
さ
れ
た
と
い
う
可
能
性
も
あ
り

う
る
。
し
か
し
、
三
部
作
を
通
じ
て
一
度
も
プ
ラ
ム
酒
は
出
て
き
て
お
ら
ず
、
ま
た
『
昨
日
』
で
も
使
わ
れ
て
い
な
い
一
方
で
、

一
九
七
二
年
に
ク
リ
ス
ト
フ
が
書
い
た
戯
曲
の
『
ジ
ョ
ン
と
ジ
ョ
ー
』（John et Joe, （972

（
を
読
ん
で
み
れ
ば
、
プ
ラ
ム
酒
が
ひ
と
つ

の
重
要
な
小
道
具
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。『
ジ
ョ
ン
と
ジ
ョ
ー
』
は
表
題
に
な
っ
て
い
る
二
人
の
男
が
交
わ
す
カ

フ
ェ
で
の
会
話
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ベ
ケ
ッ
ト
の
影
響
を
思
わ
せ
る
こ
の
作
品
中
で
、
二
人
は
大
好
き
な
プ
ラ
ム
酒

を
続
け
ざ
ま
に
注
文
し
、
ま
た
後
日
、
宝
く
じ
が
当
た
っ
た
後
に
は
、
躊
躇
な
く
プ
ラ
ム
酒
を
注
文
す
る
場
面
が
出
て
く
る（

（1
（

　

同
じ
単
語
を
繰
り
返
し
使
用
す
る
こ
と
や
、
短
い
会
話
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
リ
ズ
ム
、
あ
る
い
は
プ
ラ
ム
酒
だ
け
で
『
ど
こ
に
い

る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
の
執
筆
時
期
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
ら
は
そ
の
作
品
を
一
九
七
〇
年
代
の
前

半
に
書
い
た
と
い
う
ク
リ
ス
ト
フ
の
覚
え
書
き
を
補
強
す
る
も
の
で
あ
り
、
数
年
の
思
い
違
い
が
あ
る
可
能
性
は
あ
っ
て
も
、
お
そ
ら
く

『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
は
彼
女
が
三
部
作
に
取
り
か
か
る
前
の
一
九
七
〇
年
代
に
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
執
筆
し
た
小
説
で
あ

る
と
考
え
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
で
は
、
こ
の
作
品
が
『
大
き
な
ノ
ー
ト
』
よ
り
も
前
に
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
な
ぜ
、
そ
し
て
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如
何
に
重
要
な
の
か
を
、
三
部
作
と
の
類
似
点
と
相
違
点
を
順
に
見
て
い
き
な
が
ら
論
証
し
て
い
き
た
い
。

『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
の
内
容
と
双
子
の
三
部
作
に
続
く
類
似
点

　
『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
は
、
主
人
公
の
サ
ン
ド
ー
ル
と
、
彼
が
夢
の
中
で
作
り
出
し
た
マ
チ
ア
ス
と
の
交
流
を
描
い
た

作
品
で
あ
る
。
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
二
人
の
分
か
ち
難
い
関
係
は
、
双
子
の
少
年
を
主
人
公
に
し
た
『
大
き
な
ノ
ー
ト
』
だ
け
で
は
な

く
、
そ
の
双
子
の
ひ
と
り
が
国
境
を
越
え
、
再
び
故
郷
に
戻
っ
て
き
て
か
ら
兄
弟
を
探
す
物
語
に
な
っ
て
い
る
『
証
拠
』
と
『
第
三
の

嘘
』
を
思
わ
せ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ク
リ
ス
ト
フ
が
『
大
き
な
ノ
ー
ト
』
を
書
く
時
の
原
動
力
で
あ
っ
た
、
実
の
兄
と
一

緒
に
過
ご
し
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
の
日
々
の
追
憶
が
、『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
に
も
表
れ
て
お
り
、
も
し
こ
れ
が
ク
リ
ス
ト

フ
の
初
期
の
作
品
で
あ
る
な
ら
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
九
〇
年
代
の
は
じ
め
に
か
け
て
三
部
作
と
し
て
結
実
す
る
彼
女
の
亡
命
の
地

で
の
思
い
が
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
既
に
小
説
と
い
う
形
で
結
晶
化
し
て
い
た
と
い
う
証
し
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

ま
ず
は
『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
が
ど
の
よ
う
な
物
語
で
あ
る
の
か
、
そ
の
あ
ら
す
じ
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な

る
。

　

あ
る
日
、
夢
か
ら
目
覚
め
た
と
さ
れ
る
サ
ン
ド
ー
ル
の
と
こ
ろ
に
、
ひ
と
り
の
少
年
が
訪
ね
て
く
る
。
そ
の
美
し
い
少
年
を
サ
ン
ド
ー

ル
は
好
き
に
な
る
が
、
そ
の
少
年
は
「
僕
は
あ
と
で
君
の
息
子
に
な
る
。
で
も
ま
ず
僕
は
死
な
な
い
と
い
け
な
い
」
と
言
い
、
さ
ら
に
少

年
は
自
分
の
兄
弟
を
愛
し
て
い
る
と
続
け
た
う
え
に
、
そ
の
彼
の
兄
弟
は
い
ず
れ
サ
ン
ド
ー
ル
の
前
に
現
れ
、
サ
ン
ド
ー
ル
も
彼
を
好
き
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に
な
る
だ
ろ
う
と
予
告
す
る
。
一
方
サ
ン
ド
ー
ル
は
、
そ
の
少
年
に
自
分
の
母
親
は
父
親
に
殺
さ
れ
、
い
ま
で
は
木
の
下
に
埋
ま
っ
て
い

る
の
だ
と
打
ち
明
け
る
が
、
少
年
は
そ
の
話
は
嘘
だ
と
断
言
す
る
。

　

少
年
は
死
に
、
サ
ン
ド
ー
ル
の
妹
が
母
親
と
森
に
行
く
か
ら
一
緒
に
来
な
い
か
と
サ
ン
ド
ー
ル
を
誘
い
に
く
る
が
、
母
は
死
ん
だ
と
考

え
て
い
る
サ
ン
ド
ー
ル
は
妹
の
言
葉
を
信
じ
ず
、
な
に
よ
り
少
年
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
哀
し
み
も
あ
っ
て
妹
を
追
い
払
う
。
そ
こ
に
マ
チ

ア
ス
が
現
れ
る
。

　

最
初
は
マ
チ
ア
ス
を
不
愉
快
に
思
っ
て
い
た
サ
ン
ド
ー
ル
だ
が
、
マ
チ
ア
ス
が
先
に
現
れ
死
ん
で
し
ま
っ
た
少
年
、
つ
ま
り
マ
チ
ア
ス

の
兄
弟
に
劣
ら
ず
美
し
い
こ
と
に
気
づ
く
と
、
彼
を
好
き
に
な
る
。
そ
の
後
、
サ
ン
ド
ー
ル
は
父
を
殺
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
よ
う

に
な
る
が
、
そ
れ
が
で
き
な
い
た
め
、
自
分
が
家
を
出
て
行
く
こ
と
を
決
心
す
る
。
地
雷
原
を
渡
り
、
マ
チ
ア
ス
を
残
し
て
サ
ン
ド
ー
ル

は
ど
こ
か
へ
去
っ
て
い
く
。

　

し
か
し
、
一
行
分
の
空
白
を
空
け
て
、
サ
ン
ド
ー
ル
は
戻
っ
て
く
る
。
マ
チ
ア
ス
は
サ
ン
ド
ー
ル
に
、
サ
ン
ド
ー
ル
の
父
と
母
が
死
ん

だ
こ
と
な
ど
を
伝
え
る
と
、
以
前
サ
ン
ド
ー
ル
が
住
ん
で
い
た
家
を
二
人
で
見
て
、
そ
の
後
マ
チ
ア
ス
の
家
へ
と
案
内
す
る
。
サ
ン
ド
ー

ル
は
マ
チ
ア
ス
の
二
人
の
幼
い
息
子
に
会
い
、
そ
の
後
、
サ
ン
ド
ー
ル
と
マ
チ
ア
ス
の
二
人
は
プ
ラ
ム
酒
を
飲
み
交
わ
し
な
が
ら
語
り
合

う
。
サ
ン
ド
ー
ル
に
も
息
子
が
い
て
、
息
子
は
今
は
大
き
く
な
っ
た
こ
と
な
ど
を
話
し
た
後
、
サ
ン
ド
ー
ル
は
ひ
と
り
で
庭
に
出
る
。
そ

こ
で
彼
は
マ
チ
ア
ス
と
別
れ
て
か
ら
は
何
も
意
味
を
見
出
し
て
い
な
い
自
身
の
こ
と
を
独
り
言
の
よ
う
に
語
り
、「
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、

マ
チ
ア
ス
」
と
星
空
の
下
で
言
う
の
だ
っ
た
。

　

陽
が
昇
り
、
気
づ
い
て
み
る
と
サ
ン
ド
ー
ル
は
自
身
の
ベ
ッ
ド
に
い
て
、
マ
チ
ア
ス
が
手
を
握
っ
て
い
る
。
そ
し
て
マ
チ
ア
ス
は
サ
ン

ド
ー
ル
が
病
気
に
罹
っ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
、
サ
ン
ド
ー
ル
も
「
悪
夢
を
見
て
い
た
」
と
答
え
る
。
耳
を
澄
ま
せ
ば
、
父
が
薪
を
割
り
、
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母
が
歌
っ
て
い
る
の
が
聞
こ
え
る
。「
明
日
、
僕
ら
は
釣
り
に
行
こ
う
」
と
い
う
マ
チ
ア
ス
の
言
葉
を
受
け
、「
今
は
眠
る
」
と
サ
ン
ド
ー

ル
は
答
え
、
マ
チ
ア
ス
は
「
兄
弟
の
心
臓
の
上
に
手
を
置
い
た
」
と
物
語
は
締
め
く
く
ら
れ
る
。

　

以
上
が
『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
の
物
語
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
ク
リ
ス
ト
フ
が
『
第
三
の

嘘
』
の
作
中
に
、『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
の
一
場
面
に
若
干
の
変
更
を
加
え
て
挿
入
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
て
も
、
そ

こ
に
一
連
の
繋
が
り
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
の
上
、
こ
の
物
語
が
『
大
き
な
ノ
ー
ト
』
を
は
じ
め
と
す
る
三
部
作
の
土
台
に

な
っ
て
い
る
と
思
わ
せ
る
の
は
、
サ
ン
ド
ー
ル
が
地
雷
原
を
越
え
て
去
っ
て
い
く
と
い
う
場
面
に
わ
か
り
や
す
く
表
れ
て
い
る
。
戦
争
下

を
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
」
の
家
で
過
ご
し
、
外
部
の
世
界
を
冷
静
な
目
で
見
つ
め
な
が
ら
、
自
分
た
ち
の
直
感
で
行
動
し
生
き
抜
い
て
い
く

双
子
を
主
人
公
に
し
た
『
大
き
な
ノ
ー
ト
』
は
、
双
子
の
う
ち
の
ひ
と
り
が
父
親
に
地
雷
を
踏
ま
せ
て
安
全
を
確
保
し
た
上
で
地
雷
原
を

通
り
抜
け
、
も
う
ひ
と
り
が
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
家
に
留
ま
る
と
い
う
衝
撃
的
な
別
離
で
幕
を
閉
じ
て
い
る
。
し
か
も
、
続
く
『
証
拠
』
で

は
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
家
に
残
っ
た
リ
ュ
カ
の
物
語
が
主
に
語
ら
れ
、『
第
三
の
嘘
』
で
は
、
再
び
国
境
を
越
え
て
戻
っ
て
き
た
ク
ラ
ウ

ス
が
自
分
の
双
子
の
兄
弟
を
探
し
求
め
る
物
語
に
な
っ
て
い
る
。
登
場
人
物
が
サ
ン
ド
ー
ル
と
マ
チ
ア
ス
と
い
う
二
人
の
少
年
か
ら
双
子

へ
の
変
更
が
あ
る
も
の
の
―
そ
し
て
こ
の
変
更
は
大
き
な
意
味
を
も
つ
の
だ
が
―
、
ひ
と
り
が
地
雷
原
を
渡
り
、
ひ
と
り
が
残
り
、

そ
し
て
の
ち
に
再
会
す
る
と
い
う
物
語
の
運
び
を
見
て
み
れ
ば
、
ク
リ
ス
ト
フ
が
『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
で
着
想
を
得
た

こ
と
を
膨
ら
ま
せ
て
三
部
作
を
書
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
も
っ
と
も
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
で
も
、
そ
の
結
末
が
示
す
よ
う
に
、
マ
チ
ア
ス

と
サ
ン
ド
ー
ル
は
実
の
兄
弟
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
「
兄
弟
と
共
に
い
る
こ
と
を
書
く
」
と
い
う
想
い
こ
そ
、
三
部
作
で
繰
り
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返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
の
要
の
部
分
で
あ
ろ
う
。
ク
リ
ス
ト
フ
本
人
の
発
言
に
よ
れ
ば
、
彼
女
が

三
部
作
で
書
い
て
い
る
の
は
彼
女
自
身
が
兄
と
一
緒
に
見
て
き
た
こ
と
で
あ
り
、
彼
女
た
ち
の
周
り
で
起
き
た
こ
と
が
元
に
な
っ
て
い
る

と
い
う
。『
大
き
な
ノ
ー
ト
』
に
つ
い
て
語
る
中
で
、「
あ
な
た
自
身
の
人
生
を
演
出
し
た
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
」
と
問
わ
れ
た
ク
リ
ス

ト
フ
は
、
兄
と
過
ご
し
た
日
々
が
大
切
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。

た
し
か
に
最
初
は
自
伝
的
な
本
を
書
き
た
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
少
し
ず
つ
変
わ
っ
て
き
た
。
わ
た
し
は
、
わ
た
し
が
兄
と
一
緒
に
経

験
し
た
こ
と
を
描
き
始
め
た
の
で
は
な
く
、
わ
た
し
た
ち
が
見
た
こ
と
、
人
々
が
わ
た
し
た
ち
に
語
っ
た
こ
と
、
わ
た
し
た
ち
の
周

り
で
起
き
た
こ
と
を
書
き
始
め
た（

（1
（

。

こ
う
し
て
最
初
は
「
兄
」
と
ひ
と
り
の
女
の
子
で
あ
っ
た
「
わ
た
し
」
を
主
語
と
し
て
書
き
始
め
た
小
説
が
、「
兄
と
わ
た
し
」
と
繰
り

返
し
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
重
々
し
さ
を
避
け
る
う
ち
に
主
語
がN

ous

（
わ
た
し
た
ち
（
と
な
り
、
そ
の
「
わ
た
し
た
ち
」
が
登

場
し
た
と
き
、「
兄
と
わ
た
し
」
と
い
う
兄
妹
は
二
人
の
少
年
へ
と
姿
を
変
え
、『
大
き
な
ノ
ー
ト
』
の
主
人
公
の
双
子
に
な
っ
た
の
だ
と

ク
リ
ス
ト
フ
は
明
か
し
て
い
る（

（1
（

。N
ous

の
視
点
で
書
か
れ
る
『
大
き
な
ノ
ー
ト
』
の
特
徴
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ク

リ
ス
ト
フ
が
双
子
の
少
年
を
示
す
「
僕
た
ち
」
を
主
語
に
選
ん
だ
理
由
を
問
わ
れ
た
こ
と
も
一
度
で
は
な
い
。
そ
の
度
に
彼
女
は
言
い
方

の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
右
に
挙
げ
た
よ
う
に
「
兄
と
わ
た
し
」
が
形
を
変
え
た
の
だ
と
い
う
説
明
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
発
言
に
嘘
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
三
部
作
に
通
じ
る
『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
を
見
て
み
る
と
、
す
で

に
ク
リ
ス
ト
フ
の
内
奥
に
は
、
兄
弟
で
あ
る
二
人
の
少
年
の
物
語
が
眠
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
あ
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る
。

　

実
際
、『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
の
設
定
に
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
過
ご
し
て
い
た
時
の
ク
リ
ス
ト
フ
自
身
の
家
族
構
成
が

大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
女
の
家
庭
は
、
家
に
あ
ま
り
い
な
か
っ
た
父
親
、
そ
し
て
本
を
読
む
こ
と
に
関
心
の
な

か
っ
た
母
親
、
そ
れ
に
愛
す
る
兄
の
ヤ
ノ
と
ア
ー
ゴ
タ
、
そ
し
て
弟
の
テ
ィ
ラ
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア

ス
』
で
は
、
父
と
母
―
夢
の
中
で
は
二
人
と
も
そ
の
死
が
仄
め
か
さ
れ
て
い
る
―
、
そ
し
て
夢
の
中
の
名
前
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い

少
年
と
愛
す
べ
き
兄
弟
の
マ
チ
ア
ス
、
そ
れ
に
主
人
公
の
サ
ン
ド
ー
ル
と
サ
ン
ド
ー
ル
の
妹
（
も
し
く
は
姉
（
が
登
場
し
て
い
る
。
マ
チ

ア
ス
の
兄
弟
で
あ
る
と
い
う
夢
の
中
の
少
年
は
、
の
ち
に
サ
ン
ド
ー
ル
の
息
子
と
な
る
と
夢
の
中
で
語
っ
て
死
に
、
夢
か
ら
覚
め
た
現
実

の
世
界
で
は
サ
ン
ド
ー
ル
と
マ
チ
ア
ス
が
兄
弟
に
な
っ
て
い
る
。
少
年
は
マ
チ
ア
ス
と
サ
ン
ド
ー
ル
を
夢
の
中
で
結
ぶ
仲
介
者
と
し
て
の

役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
こ
の
少
年
の
登
場
に
よ
っ
て
、
マ
チ
ア
ス
と
サ
ン
ド
ー
ル
の
関
係
に
時
間
の
ず
れ
が
生
じ
（
マ
チ
ア
ス
の
兄
弟

で
あ
る
と
い
う
少
年
は
、
サ
ン
ド
ー
ル
の
息
子
で
も
あ
る
と
い
う
（、
物
語
に
多
様
な
解
釈
を
許
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
夢
の

中
だ
け
に
現
れ
て
い
る
仲
介
者
の
少
年
を
除
け
ば
、
マ
チ
ア
ス
、
サ
ン
ド
ー
ル
、
妹
と
い
う
三
人
の
子
ど
も
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
妹
の
存
在
は
現
実
の
人
物
で
あ
る
の
か
、
夢
の
中
の
人
物
で
あ
る
の
か
判
断
が
つ
き
に
く
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
妹
は
母
親
と
一
緒

に
森
に
行
く
と
発
言
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
仮
に
夢
の
中
の
人
物
で
あ
っ
て
も
、
現
実
に
近
い
位
置
に
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
ぜ
な
ら
最
後
に
夢
か
ら
覚
め
た
サ
ン
ド
ー
ル
が
両
親
の
存
在
を
知
覚
し
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
の
両
親
の
生
死
が
夢
か

現
実
か
を
判
断
す
る
ひ
と
つ
の
手
が
か
り
と
な
っ
て
い
て
、
母
親
は
夢
の
中
で
は
死
ん
で
枯
れ
木
に
姿
を
変
え
て
い
る
。
そ
う
し
て
み
る

と
、
母
親
と
出
か
け
る
と
述
べ
て
い
る
妹
の
方
は
、
夢
う
つ
つ
の
狭
間
で
サ
ン
ド
ー
ル
が
出
会
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
完
全
に
夢
の
中
の

人
物
で
は
な
く
、
サ
ン
ド
ー
ル
に
と
っ
て
現
実
に
存
在
す
る
人
物
で
あ
る
と
考
え
た
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
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こ
う
し
て
兄
弟
（
マ
チ
ア
ス
と
サ
ン
ド
ー
ル
（
と
、
ひ
と
り
の
女
の
子
と
い
う
ク
リ
ス
ト
フ
の
家
族
と
同
じ
組
み
合
わ
せ
が
『
ど
こ
に

い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
で
は
描
か
れ
て
い
る
が
、
実
際
の
ク
リ
ス
ト
フ
の
家
族
の
構
成
、
す
な
わ
ち
兄
（
ヤ
ノ
（、
妹
（
ア
ー
ゴ
タ
（、

弟
（
テ
ィ
ラ
（
と
重
ね
合
わ
せ
て
み
る
と
、
ク
リ
ス
ト
フ
は
作
中
で
、
女
の
子
で
は
な
く
、
サ
ン
ド
ー
ル
に
自
身
を
投
影
し
、
兄
で
あ

り
、
ま
た
愛
す
る
対
象
と
し
て
の
マ
チ
ア
ス
（
＝
実
兄
の
ヤ
ノ
（
と
の
別
離
と
再
会
を
描
い
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

事
実
、
ク
リ
ス
ト
フ
の
兄
に
対
す
る
想
い
は
強
く
、『
文
盲
―
ア
ゴ
タ
・
ク
リ
ス
ト
フ
自
伝
』
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
で
兄
妹
の
仲

の
良
さ
を
強
調
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
彼
女
の
作
品
に
あ
る
近
親
相
姦
の
逸
話
に
つ
い
て
質
問
を
受
け
た
と
き
、
次
の
よ
う
に
答
え
て

さ
え
い
る
。

わ
た
し
は
常
に
兄
の
こ
と
が
好
き
で
し
た
。
理
想
の
男
性
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
最
初
の
結
婚
ま
で
、
結
婚
後
も
あ
る
程
度
の
間

は
、
兄
に
恋
し
て
い
ま
し
た（

（1
（

。

　

ク
リ
ス
ト
フ
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
亡
命
は
祖
国
を
離
れ
る
こ
と
で
あ
る
の
と
同
時
に
、
そ
の
無
二
の
存
在
で
あ
る
兄
と
切
り
離
さ
れ
る

と
い
う
体
験
で
も
あ
っ
た
。
一
九
七
〇
年
代
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
情
勢
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
遠
か
ら
ず
帰
国
し
て
兄
と
再
会
で
き
る
と
楽

観
的
に
考
え
る
こ
と
な
ど
不
可
能
だ
っ
た
に
違
い
な
く
、
ク
リ
ス
ト
フ
は
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
文
章
を
綴
っ
て
い
た
。
そ
の
彼
女
が
登

場
人
物
に
自
分
た
ち
の
姿
を
重
ね
、
兄
と
一
緒
に
い
る
物
語
を
創
作
し
て
い
て
も
不
自
然
な
と
こ
ろ
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
も
そ
も
彼

女
が
執
筆
を
始
め
た
の
は
、
愛
す
る
者
た
ち
と
切
り
離
さ
れ
た
中
で
自
身
を
慰
め
る
為
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
女
が
ハ
ン

ガ
リ
ー
で
過
ご
し
て
い
た
幼
少
期
に
ま
で
遡
る
。『
文
盲
―
ア
ゴ
タ
・
ク
リ
ス
ト
フ
自
伝
』
の
中
で
、
弟
の
テ
ィ
ラ
に
向
か
っ
て
彼
が
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両
親
の
本
当
の
子
で
は
な
い
と
い
う
作
り
話
を
し
、
兄
の
ヤ
ノ
と
一
緒
に
罰
を
受
け
た
時
の
連
帯
感
を
思
い
起
こ
し
な
が
ら
、
彼
女
は
物

語
を
語
る
こ
と
か
ら
書
く
こ
と
へ
至
っ
た
経
緯
を
書
き
記
し
て
い
る
。

　

書
く
こ
と
へ
の
欲
求
が
訪
れ
た
の
は
、
も
っ
と
後
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
っ
た
。
子
ど
も
時
代
の
銀
の
糸
が
切
れ
た
と
き
、
不

幸
な
日
々
が
や
っ
て
き
て
、
わ
た
し
が
「
好
き
じ
ゃ
な
い
」
と
言
う
こ
と
に
な
る
時
期
が
訪
れ
た
時
だ
っ
た
。

　

そ
れ
は
両
親
と
兄
弟
か
ら
引
き
離
さ
れ
て
知
ら
な
い
町
の
寄
宿
舎
に
入
る
こ
と
に
な
っ
た
時
の
こ
と
で
、
そ
こ
で
は
別
れ
の
苦
し

み
に
耐
え
る
為
に
わ
た
し
に
残
さ
れ
て
い
た
手
段
は
、
た
っ
た
ひ
と
つ
だ
っ
た
。
書
く
こ
と
だ（

11
（

。

　

三
部
作
を
書
き
終
え
、『
昨
日
』
を
出
版
し
た
後
に
な
る
と
、「
書
く
こ
と
は
あ
る
種
の
精
神
分
析
療
法
の
ひ
と
つ
と
な
り
え
た
の
で
す

ね
」
と
問
わ
れ
て
「
ま
っ
た
く
違
い
ま
す
。
書
く
こ
と
は
治
療
に
な
り
ま
せ
ん（

1（
（

」
と
答
え
、
書
く
こ
と
の
苦
し
み
を
訴
え
る
こ
と
に
な
る

ク
リ
ス
ト
フ
だ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
幼
少
期
の
思
い
出
の
中
で
は
、
書
く
こ
と
は
唯
一
の
慰
み
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
苦
し
み
が
伴
お
う

と
も
、
書
く
こ
と
が
彼
女
に
と
っ
て
あ
る
種
の
理
想
的
な
生
活
を
作
り
出
す
手
段
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ク

リ
ス
ト
フ
本
人
が
『
大
き
な
ノ
ー
ト
』
は
実
は
ひ
と
り
の
少
年
が
双
子
の
兄
弟
と
二
人
で
い
る
生
活
を
で
っ
ち
あ
げ
た
も
の
だ
と
種
明
か

し
を
し
つ
つ
、
そ
の
行
為
は
孤
独
を
描
く
こ
と
を
拒
み
、
現
実
の
理
想
化
を
お
こ
な
う
こ
と
だ
っ
た
の
だ
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て

い
る
か
ら
で
あ
る（

11
（

。
二
人
で
の
生
活
を
想
像
し
て
『
大
き
な
ノ
ー
ト
』
を
書
い
た
と
さ
れ
る
作
中
人
物
は
、
後
に
『
証
拠
』
と
『
第
三
の

嘘
』
に
登
場
す
る
リ
ュ
カ
と
名
付
け
ら
れ
る
人
物
だ
が
、
こ
の
リ
ュ
カ
の
執
筆
行
為
に
つ
い
て
、
ク
リ
ス
ト
フ
の
三
部
作
を
詳
細
に
研
究

し
た
マ
リ
ー=

ノ
エ
ル
・
リ
ボ
ニ=

エ
ド
ム
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
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作
家
リ
ュ
カ
と
い
う
人
物
を
通
じ
て
、
ア
ゴ
タ
・
ク
リ
ス
ト
フ
は
文
学
の
本
質
的
な
機
能
の
ひ
と
つ
を
演
出
し
て
い
る
。
深
い
喪
失

感
の
中
で
、
出
生
の
地
か
ら
亡
命
し
た
中
で
―
こ
れ
は
リ
ュ
カ
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
と
同
時
に
、
ア
ゴ
タ
・
ク
リ
ス
ト
フ
の
ケ
ー
ス

で
も
あ
る
―
書
く
と
い
う
行
為
が
生
ま
れ
る
。
書
く
こ
と
、
そ
れ
は
元
々
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
も
の
を
隔
て
て
し
ま
っ
た
時
間
や
歴

史
を
拒
否
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
は
昔
と
今
の
繋
が
り
を
編
み
―
編
む
と
は
「
テ
ク
ス
ト
」
の
語
源
で
あ

る
―
、
不
在
で
あ
る
も
の
を
現
存
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
そ
し
て
こ
こ
に
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
は
開
い
た
傷
を
閉
じ
よ
う
と

す
る
が
、
そ
の
傷
は
し
か
し
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
を
育
ん
で
い
る
と
い
う
、
大
き
な
逆
説
が
で
き
る（

11
（

。

　

最
終
的
に
は
自
伝
的
な
要
素
は
薄
ま
っ
て
い
る
も
の
の
、
先
の
引
用
で
見
た
よ
う
に
、
ク
リ
ス
ト
フ
は
『
大
き
な
ノ
ー
ト
』
を
書
く
に

あ
た
っ
て
、
彼
女
と
兄
の
自
伝
的
な
物
語
を
書
こ
う
と
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、『
大
き
な
ノ
ー
ト
』
を
は
じ
め
と
す
る
三
部
作
に
は
、

愛
す
る
兄
と
の
別
離
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
変
え
て
自
身
を
慰
め
る
意
味
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
傾
向
は
、『
大
き
な
ノ
ー
ト
』

以
前
に
書
か
れ
た
『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
に
お
い
て
、
既
に
は
っ
き
り
と
表
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
『
大
き
な

ノ
ー
ト
』
で
は
、「
わ
た
し
」
と
「
兄
」
で
書
き
始
め
た
物
語
が
、
双
子
の
少
年
の
物
語
へ
と
形
を
変
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、

『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
で
は
、
マ
チ
ア
ス
と
サ
ン
ド
ー
ル
と
い
う
兄
弟
と
し
て
、
ク
リ
ス
ト
フ
も
男
の
子
に
姿
を
変
え
て

登
場
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
に
は
『
大
き
な
ノ
ー
ト
』
に
始
ま
る
双
子
の
三
部
作
に
書
か
れ

て
い
る
兄
と
の
思
い
が
詰
ま
っ
た
作
品
に
仕
上
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
そ
の
書
き
方
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
違
い
は
、『
大
き
な
ノ
ー

ト
』
で
、
ク
リ
ス
ト
フ
が
如
何
に
フ
ラ
ン
ス
語
を
使
っ
て
小
説
を
書
こ
う
と
努
力
を
し
て
い
た
の
か
を
示
し
、
ま
た
小
説
と
し
て
よ
り
完
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成
さ
れ
た
も
の
を
作
り
出
す
た
め
に
、
彼
女
が
如
何
に
言
葉
と
格
闘
し
て
い
た
か
を
伝
え
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
『
ど
こ
に
い
る

ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
に
秘
め
ら
れ
た
ク
リ
ス
ト
フ
の
思
い
を
つ
ま
び
ら
か
に
も
し
て
い
る
。

『
大
き
な
ノ
ー
ト
』
と
『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
の
書
き
方
の
違
い

　

一
九
七
〇
年
代
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
く
こ
と
を
覚
え
た
ク
リ
ス
ト
フ
は
、
演
劇
の
脚
本
を
書
き
、
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
を
書
き
、
短
編
小
説

を
書
い
た
。
そ
し
て
そ
の
後
に
執
筆
し
た
作
品
が
、
自
他
と
も
に
認
め
る
彼
女
の
代
表
作
、『
大
き
な
ノ
ー
ト
』
で
あ
っ
た
。
ク
リ
ス
ト

フ
は
ス
ラ
ブ
系
の
作
家
の
作
品
を
多
く
出
版
し
て
い
る
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
の
ア
ー
ジ
ュ
・
ド
ム
（Â

ge d’hom
m

e

（
社
に
原
稿
を
送
ろ
う
と

考
え
て
い
た
よ
う
だ
が
、
友
人
の
助
言
に
従
っ
て
、
パ
リ
の
大
手
三
社
に
原
稿
を
送
り
、
そ
の
う
ち
の
一
社
で
あ
る
ス
イ
ユ
社
が
出
版
を

決
め
た
と
い
う
作
品
で
あ
る
。
実
際
に
出
版
物
に
す
る
に
あ
た
っ
て
ク
リ
ス
ト
フ
は
編
集
者
と
原
稿
の
見
直
し
を
お
こ
な
い
、
い
く
つ
か

の
過
激
な
場
面
な
ど
は
ク
リ
ス
ト
フ
が
削
除
す
る
提
案
も
し
た
よ
う
だ
が
、
編
集
者
の
意
向
も
あ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
手
直
し
を
お
こ

な
っ
た
だ
け
で
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
小
説
の
執
筆
を
通
じ
て
、
彼
女
は
自
身
の
文
体
を
作
っ
て
い
っ
た
。「
あ
な
た
は
、
三
部
作
で
ご
自

身
の
文
体
を
発
見
さ
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
に
答
え
、
ク
リ
ス
ト
フ
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

『
大
き
な
ノ
ー
ト
』
は
と
て
も
短
い
本
で
す
が
、
少
な
く
と
も
書
く
の
に
三
年
か
け
た
。
そ
れ
ほ
ど
常
に
手
直
し
が
必
要
だ
っ
た
。

間
違
っ
た
印
象
を
与
え
る
あ
る
形
容
詞
を
見
つ
け
た
ら
、
す
ぐ
に
そ
れ
を
訂
正
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
大
切
な
こ

と
に
集
約
す
る
こ
と
、
そ
れ
も
客
観
的
に
。
わ
た
し
は
自
分
の
詩
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
な
、
美
し
い
文
と
い
う
の
に
耐
え
ら
れ
な
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く
な
っ
て
い
た
。
そ
ん
な
風
に
、
書
け
な
く
な
っ
て
い
た
。
と
い
う
の
も
、
わ
た
し
の
演
劇
作
品
の
文
は
も
っ
と
入
念
に
練
り
上
げ

た
も
の
で
す
か
ら
。
そ
れ
で
、
す
ご
く
研
究
し
た
。
で
す
が
、
こ
れ
は
何
度
も
言
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
学
校
の
課
題
で
作
文
を

書
い
て
い
た
息
子
を
少
し
真
似
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
読
ん
だ
と
き
、
わ
た
し
に
と
っ
て
息
子
の
書
き
方
は
、
こ
れ
は
と

い
う
も
の
だ
っ
た
。
息
子
は
わ
た
し
が
三
部
作
で
書
い
て
い
る
よ
う
な
書
き
方
と
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
に
書
い
て
い
る（

11
（

。

　
『
大
き
な
ノ
ー
ト
』
は
、
作
中
で
双
子
の
少
年
た
ち
が
自
分
た
ち
の
周
り
で
起
き
た
こ
と
を
客
観
的
に
作
文
し
た
も
の
が
作
品
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
構
造
を
と
り
、
そ
の
執
筆
の
規
則
も
作
品
中
に
明
か
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
本
当
の
こ
と
だ
け
を
書
く
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
曖
昧
な
こ
と
や
、
判
断
が
人
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
は
「
大
き
な
ノ
ー
ト
」
に
書
き
込
む
こ
と
を
禁
じ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
魔
女
と
呼
ば
れ
て
い
る
」
と
書
く
こ
と
は
で
き
る
が
、「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
魔
女
に
似
て
い
る
」
と
書
く
こ

と
は
で
き
な
い
。
双
子
は
そ
の
規
則
を
端
的
に
表
明
し
、
次
の
よ
う
に
語
る
。

感
情
を
定
義
す
る
語
は
、
と
て
も
曖
昧
だ
。
だ
か
ら
そ
れ
ら
を
使
う
の
は
避
け
て
、
物
や
人
や
自
分
自
身
の
描
写
、
つ
ま
り
事
実
の

忠
実
な
描
写
に
と
ど
め
て
お
い
た
方
が
い
い（

11
（

。

　

こ
う
し
た
規
則
に
基
づ
い
て
綴
ら
れ
る
『
大
き
な
ノ
ー
ト
』
は
、
き
わ
め
て
簡
素
な
文
体
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
双
子
が
書
い

て
い
る
手
記
が
『
大
き
な
ノ
ー
ト
』
と
い
う
作
品
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
設
定
は
、
ク
リ
ス
ト
フ
自
身
の
不
利
な
点
を
利
点
に
変
え
る
手

段
で
も
あ
っ
た
。
彼
女
が
母
語
で
は
な
い
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
く
に
は
辞
書
を
調
べ
、
何
度
も
直
し
、
間
違
え
な
い
よ
う
に
書
い
て
い
く
必
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要
が
あ
り
、
複
雑
な
文
章
を
作
る
こ
と
も
難
し
け
れ
ば
、
豊
富
な
単
語
を
駆
使
し
て
豊
か
な
文
章
を
組
み
立
て
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
子
ど
も
の
よ
う
な
文
体
を
採
用
す
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
は
戦
中
と
戦
後
の
状
況
を
冷
や
や
か
な
視
線
で
見
つ
め
、
客
観
的

か
つ
簡
潔
に
描
き
出
す
と
い
う
ク
リ
ス
ト
フ
特
有
の
文
体
が
で
き
あ
が
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
大
き
な
ノ
ー
ト
』
の
冒
頭
は
こ
う

始
ま
っ
て
い
る
。

N
ous arrivons de la Grande V

ille. N
ous avons voyagé toute la nuit. N

otre M
ère a les yeux rouges. Elle porte 

un grand carton et nous deux chacun une petite valise avec ses vêtem
ents, plus le grand dictionnaire de 

notre Père que nous nous passons quand nous avons les bras fatigués

（
11
（.

（
僕
た
ち
は
大
き
な
町
か
ら
到
着
し
た
。
僕
た
ち
は
一
晩
中
、
旅
を
し
た
。
僕
た
ち
の
お
か
あ
さ
ん
は
、
赤
い
目
を
し
て
い
る
。
お

か
あ
さ
ん
は
大
き
な
箱
を
持
ち
、
僕
た
ち
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
衣
服
の
入
っ
た
小
さ
な
鞄
、
そ
れ
に
お
と
う
さ
ん
の
大
き
な
辞
書
を
持

ち
、
腕
が
疲
れ
た
ら
か
わ
る
が
わ
る
に
渡
す
。（

　

言
葉
を
節
約
し
、
平
易
な
文
章
で
書
く
だ
け
で
な
く
、
大
き
な
町
、
大
き
な
箱
、
小
さ
な
鞄
、
大
き
な
辞
書
と
「
大
き
い
」、「
小
さ

い
」
と
い
う
初
学
者
が
習
い
覚
え
る
基
本
的
な
単
語
を
繰
り
返
し
使
い
、
ク
リ
ス
ト
フ
は
客
観
的
で
乾
燥
し
た
筆
致
で
物
語
を
綴
っ
て
い

く
。
ク
リ
ス
ト
フ
が
選
ん
だ
こ
う
し
た
手
法
は
偶
然
の
結
果
で
も
、
苦
肉
の
策
で
も
な
い
。
そ
の
簡
潔
さ
が
注
目
さ
れ
る
彼
女
の
文
体
で

あ
る
が
、
そ
れ
で
も
ク
リ
ス
ト
フ
は
文
体
を
変
え
て
で
き
る
限
り
工
夫
を
凝
ら
す
。
例
え
ば
、
主
人
公
の
双
子
が
ノ
ー
ト
や
鉛
筆
が
必
要

に
な
り
、
文
房
具
屋
と
交
渉
す
る
場
面
で
は
、
冷
た
い
語
り
口
が
確
認
で
き
る
も
の
の
、
初
学
者
が
作
文
の
練
習
で
書
く
よ
う
な
言
葉
遣
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い
で
は
な
く
、
あ
え
て
も
っ
て
回
っ
た
言
い
方
を
採
用
し
て
い
る
。

N
ous som

m
es disposés à effectuer quelques travaux pour vous en change de ces objets. A

rroser votre jardin, 

par exem
ple, arracher les m

auvaises herbes, porter des colis...

Il crie encore : 

Je n’ai pas de jardin ! Je n’ai pas besoin de vous ! Et d’abord, vous ne pouvez pas parler norm
alem

ent ?

N
ous parlons norm

alem
ent.

D
ire à votre âge : « D

isposés à effectuer », c’est norm
al, ça ?

N
ous parlons correctem

ent.

T
rop correctem

ent, O
ui. ［. .

（
11
（ .

］

（「
僕
た
ち
は
こ
れ
ら
の
物
と
引
き
換
え
に
、
あ
な
た
の
た
め
に
何
ら
か
の
仕
事
を
行
う
手
筈
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
庭
の
水
や
り
、

雑
草
抜
き
、
荷
物
運
び
…
。」／
彼
は
ま
た
叫
ぶ
。／「
庭
な
ん
て
な
い
。
お
ま
え
た
ち
な
ん
て
必
要
と
し
て
い
な
い
ん
だ
。
そ
れ
に
ま

ず
、
普
通
に
話
せ
な
い
の
か
。」／「
僕
た
ち
は
普
通
に
話
し
て
い
ま
す
。」／「
お
ま
え
た
ち
の
歳
で
、『
行
う
手
筈
が
あ
り
ま
す
』
な

ん
て
、
こ
れ
が
普
通
か
？
」／「
僕
た
ち
は
正
確
に
話
し
て
い
ま
す
。」／「
正
確
す
ぎ
る
ん
だ
。」（

彼
ら
の
交
渉
は
続
き
、
鶏
を
所
有
し
て
い
る
か
と
文
房
具
屋
に
訊
い
た
後
の
提
案
も
、Parce que si vous n’en possédez pas, nous 

pouvons disposer d’une certaine quantité d’œ
ufs et vous les apporter en échange de ces objets qui nous sont indis-
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pensables

（
11
（.

（「
も
し
鶏
を
所
有
し
て
い
な
い
な
ら
、
僕
た
ち
は
一
定
数
の
卵
を
用
意
し
、
こ
れ
ら
僕
た
ち
に
と
っ
て
不
可
欠
な
物
と
引

き
換
え
に
、
あ
な
た
に
卵
を
持
っ
て
く
る
こ
と
が
で
き
ま
す
」（
と
い
っ
た
言
い
方
を
し
て
、
文
房
具
屋
を
苛
つ
か
せ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
口
調
は
、
同
作
品
の
後
半
に
現
れ
る
「
解
放
軍
」
が
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
葡
萄
畑
を
買
い
取
り
に
き
た
時
の
や
り

取
り
と
重
な
り
を
見
せ
る
。

N
ous pouvons aussi prendre votre vigne sans rien offrir en échange. Et c’est ce que nous allons faire si vous 

n’acceptez pas notre proposition

（
11
（.

（「
我
々
は
あ
な
た
に
何
も
引
き
換
え
に
な
る
も
の
を
与
え
る
こ
と
な
く
、
あ
な
た
の
葡
萄
畑
を
も
ら
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
す
よ
。

も
し
我
々
の
提
案
を
受
け
入
れ
て
も
ら
え
な
け
れ
ば
、
そ
う
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。」（

双
子
は
こ
う
答
え
る
。

Com
m

e vous avez pu le constater vous-m
êm

e, ce terrain a une grande valeur sentim
entale pour elle et l’arm

ée 

ne voudra certainem
ent pas dépouiller de son bien durem

ent acquis une pauvre petite vieille, qui, en outre, 

est originaire du pays de nos héroïques Libérateurs

（
11
（.

（「
あ
な
た
自
身
で
確
認
さ
れ
た
よ
う
に
、
あ
の
土
地
は
彼
女
に
と
っ
て
心
の
拠
り
所
と
し
て
大
き
な
価
値
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ

な
ら
軍
は
ひ
と
り
の
貧
し
い
老
婆
が
な
ん
と
か
手
に
い
れ
た
財
産
を
、
ま
さ
か
取
り
あ
げ
た
り
は
し
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
彼
女



29

ア
ゴ
タ
・
ク
リ
ス
ト
フ
『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
の
考
察

は
わ
れ
ら
が
英
雄
的
な
「
解
放
者
」
の
国
の
出
身
な
の
で
す
よ
。」（

　

作
中
で
文
房
具
屋
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
双
子
の
話
し
方
は
と
き
に
「
正
確
す
ぎ
る
」
書
き
方
で
記
さ
れ
、
そ
れ
は
冒
頭
に
あ
る
語
り

と
較
べ
て
み
れ
ば
、
同
じ
双
子
の
言
葉
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
書
き
方
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
ろ

う
。
全
体
と
し
て
は
単
純
な
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
多
大
に
与
え
る
『
大
き
な
ノ
ー
ト
』
で
あ
る
が
、
ク
リ
ス
ト

フ
な
り
に
最
大
限
に
言
葉
の
段
階
を
選
択
し
、
双
子
の
個
性
を
よ
り
豊
か
に
し
、
読
者
に
与
え
る
効
果
を
狙
っ
て
い
る
こ
と
が
伺
い
知
れ

る
。

　

ク
リ
ス
ト
フ
が
見
せ
る
苦
労
と
工
夫
の
跡
は
、
双
子
の
正
確
す
ぎ
る
言
葉
遣
い
だ
け
に
限
ら
な
い
。
従
卒
の
使
う
た
ど
た
ど
し
い
言
葉

に
も
、
ク
リ
ス
ト
フ
の
払
っ
て
い
る
注
意
と
外
国
語
で
書
く
こ
と
の
困
難
が
見
て
取
れ
る
。
こ
の
従
卒
は
双
子
た
ち
の
住
む
国
に
や
っ
て

き
た
外
国
軍
の
ひ
と
り
で
、
通
訳
の
仕
事
も
与
え
ら
れ
て
い
る
。
彼
が
双
子
の
国
の
言
語
、
つ
ま
り
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
と
思
わ
れ
る
言
語
を

話
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
彼
の
母
親
が
こ
の
国
の
生
ま
れ
で
あ
り
、
小
さ
い
時
に
そ
の
母
と
こ
の
国
の
言
語
で
話
し
て
い
た
か
ら
だ
と

設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
従
卒
が
片
言
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
で
双
子
と
会
話
す
る
場
面
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

Q
ui est là ?

U
ne voix d’hom

m
e répond : 

Pas peur. V
ous pas peur. D

eux vous êtes ou m
oi trop boire ? Il rit, il allum

e la lam
pe à pétrole sur la table et 

éteint sa lam
pe de poche. N

ous le voyons bien m
aintenant. C’est un m

ilitaire étranger, sans grade. Il dit : 
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M
oi être ordonnance du capitaine. V

ous faire quoi, là ?

N
ous disions :

N
ous habitons ici. Chez notre Grand-M

ère.

V
ous petits-fils de Sorcière ? M

oi jam
ais vu encore vous. V

ous être ici depuis quand ?

（
1（
（

（「
そ
こ
に
い
る
の
は
、
誰
？
」／
男
の
声
が
返
っ
て
く
る
。／「
怖
が
ら
な
い
。
君
た
ち
、
怖
が
ら
な
い
。
二
人
、
君
た
ち
？　

そ
れ

か
飲
み
過
ぎ
た
、
わ
た
し
？
」
彼
は
笑
っ
て
、
テ
ー
ブ
ル
の
上
の
石
油
ラ
ン
プ
を
灯
し
、
懐
中
電
灯
を
消
す
。
今
や
、
僕
た
ち
は
彼

の
姿
が
は
っ
き
り
と
見
え
る
。
階
級
の
無
い
外
国
の
兵
士
だ
。／「
わ
た
し
、
将
校
の
従
卒
。
君
た
ち
こ
こ
で
何
す
る
？
」／
僕
た
ち

は
言
う
。／「
僕
た
ち
は
こ
こ
に
住
ん
で
い
る
ん
だ
。
僕
た
ち
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
家
だ
か
ら
さ
。」／「
君
た
ち
、
魔
女
の
孫
？　

わ

た
し
、
一
度
も
ま
だ
君
た
ち
見
な
い
。
い
つ
か
ら
君
た
ち
こ
こ
に
い
る
で
す
？
」（

　

ク
リ
ス
ト
フ
は
、
不
正
確
な
会
話
を
冠
詞
の
省
略
や
主
語
人
称
代
名
詞
の
誤
用
、
そ
し
て
動
詞
を
活
用
せ
ず
に
原
形
の
ま
ま
使
用
す
る

こ
と
で
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
従
卒
の
国
籍
は
明
確
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
ド
イ
ツ
人
で
あ
る
こ
と
が
端
々
に
仄
め
か
さ

れ
て
い
る
。
ク
リ
ス
ト
フ
は
『
大
き
な
ノ
ー
ト
』
を
フ
ラ
ン
ス
語
で
執
筆
し
て
い
る
の
で
、
従
卒
が
登
場
す
る
場
面
で
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー

語
を
た
ど
た
ど
し
く
話
す
人
物
の
言
葉
を
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
き
表
す
必
要
が
で
て
く
る
。
こ
の
と
き
、
自
身
に
と
っ
て
も
外
国
語
で
あ

る
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
い
て
い
る
ク
リ
ス
ト
フ
は
、
不
正
確
な
フ
ラ
ン
ス
語
の
使
用
を
表
現
す
る
に
も
あ
る
程
度
の
規
則
を
定
め
、
登
場
人

物
が
言
語
を
習
得
す
る
過
程
で
間
違
え
て
覚
え
た
癖
の
よ
う
に
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
あ
え
て
不
正
確
な
表
現
を
使
う
時
で
さ
え
様
々

な
書
き
方
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
。
そ
も
そ
も
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
も
ド
イ
ツ
語
も
主
語
に
応
じ
て
動
詞
を
活
用
す
る
言
語
で
あ
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り
、
原
形
を
多
用
す
る
話
し
方
に
は
間
違
い
方
と
し
て
不
自
然
さ
が
残
る
。
た
し
か
に
こ
こ
で
従
卒
は
「
君
た
ち
」
に
話
し
か
け
て
お

り
、
ド
イ
ツ
語
で
は
二
人
称
に
使
う
動
詞
の
活
用
形
と
原
形
が
同
形
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
し
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
で
も
三
人
称
の
単
数
形
が

語
幹
と
な
り
、
主
語
に
応
じ
て
接
尾
辞
を
付
け
る
こ
と
で
活
用
変
化
を
行
う
場
合
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
、
そ
れ
ら
の
言
語
は
フ

ラ
ン
ス
語
に
較
べ
る
と
動
詞
の
原
形
と
同
形
の
語
を
使
用
す
る
頻
度
は
多
い
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
ク
リ
ス
ト
フ
の
間
違
い
を

記
す
規
則
に
関
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
だ
け
で
は
な
く
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
と
ド
イ
ツ
語
に
精
通
し
た
の
ち
で
な
け
れ
ば
詳
細
な
分
析
は
で

き
な
い
で
あ
ろ
う
と
考
え
ま
た
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
と
思
う
が
、
少
な
く
と
も
、
ド
イ
ツ
語
を
母
語
と
す
る
従
卒
が
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
を

使
用
す
る
と
仮
定
し
て
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
き
記
し
た
時
に
、
ク
リ
ス
ト
フ
に
は
あ
る
程
度
間
違
え
た
フ
ラ
ン
ス
語
の
規
則
が
必
要
で
あ
っ

た
こ
と
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
片
言
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
を
フ
ラ
ン
ス
語
で
再
現
す
る
為
の
規
則
は
、『
大
き
な
ノ
ー
ト
』
内
で
は

一
貫
し
て
守
ら
れ
て
い
る
。
客
観
的
で
簡
素
な
文
体
を
使
う
ク
リ
ス
ト
フ
で
あ
る
が
、
そ
の
実
、
彼
女
は
書
き
方
を
試
行
錯
誤
し
、
外
国

人
と
し
て
使
え
る
限
り
の
フ
ラ
ン
ス
語
で
工
夫
を
凝
ら
し
て
作
品
を
練
り
上
げ
て
い
っ
た
。

　

一
方
、『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
に
は
、
こ
う
し
た
書
き
方
は
見
ら
れ
な
い
。
全
体
の
う
ち
約
半
分
ほ
ど
が
会
話
に
割
か

れ
て
い
る
そ
の
作
品
で
は
、
ク
リ
ス
ト
フ
が
か
つ
て
演
劇
作
品
で
駆
使
し
て
い
た
、
転
が
る
よ
う
な
会
話
の
妙
が
物
語
を
支
え
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
『
大
き
な
ノ
ー
ト
』
の
会
話
の
部
分
が
、
か
つ
て
の
作
品
に
較
べ
て
生
彩
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
会
話
を
創
作

の
出
発
点
と
し
た
ク
リ
ス
ト
フ
の
傾
向
は
、『
大
き
な
ノ
ー
ト
』
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。「
わ
た
し
は
演
劇
の
作
品
を
書
く
こ
と
か
ら

始
め
た
。
そ
れ
は
よ
り
簡
単
だ
っ
た
。
台
詞
は
わ
た
し
の
周
囲
で
聞
こ
え
て
い
る
も
の
似
て
い
た
。
書
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
描
写
が
な

か
っ
た（

11
（

」
と
語
る
ク
リ
ス
ト
フ
は
、「『
大
き
な
ノ
ー
ト
』
を
書
き
始
め
た
と
き
、
わ
た
し
が
描
写
し
て
い
た
も
の
は
、
演
劇
の
場
面
の
よ

う
な
も
の
だ
っ
た（

11
（

」
と
明
か
し
て
い
る
。
し
か
し
先
に
見
た
よ
う
に
、
簡
潔
な
が
ら
も
言
葉
を
選
ん
で
作
り
上
げ
た
『
大
き
な
ノ
ー
ト
』
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で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
会
話
に
は
、
演
劇
作
品
と
は
ま
た
別
の
鋭
さ
が
加
え
ら
れ
、
ク
リ
ス
ト
フ
の
作
品
の
特
色
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い

る
。
で
は
、『
大
き
な
ノ
ー
ト
』
よ
り
も
、
演
劇
や
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
の
脚
本
を
執
筆
し
て
い
た
時
期
に
よ
り
近
い
時
に
書
い
て
い
た
小
説

の
『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
で
は
、
そ
の
会
話
は
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

　

ま
ず
も
っ
と
も
大
き
な
違
い
は
、
サ
ン
ド
ー
ル
と
マ
チ
ア
ス
が
主
観
に
基
づ
い
た
発
言
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
表
れ
て
い
る
。『
大
き

な
ノ
ー
ト
』
で
は
、
ク
リ
ス
ト
フ
は
「
好
き
」
と
い
う
言
葉
を
使
わ
な
い
。
そ
れ
は
先
に
書
い
た
通
り
、
感
情
を
定
義
す
る
言
葉
は
漠
然

と
し
て
い
る
た
め
、
本
当
の
こ
と
を
書
く
に
は
客
観
的
で
あ
る
必
要
が
あ
る
と
双
子
が
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
は
母
親
を
好
き

と
い
う
代
わ
り
に
、
母
親
の
写
真
を
捨
て
ず
に
持
っ
て
い
た
り
す
る
こ
と
で
、
そ
の
感
情
を
示
す
。
と
こ
ろ
が
『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、

マ
チ
ア
ス
』
で
は
、
サ
ン
ド
ー
ル
は
少
年
に
向
か
っ
てJe t’aim

e.

（「
僕
は
君
が
好
き
だ
」（
と
言
い
、
少
年
はJe le sais.

（「
知
っ
て

る
よ
」（
と
応
じ
て
い
る
。
ま
た
マ
チ
ア
ス
に
対
し
て
も
、Il n’y a plus que toi à aim

er.

（「
も
う
君
し
か
愛
す
べ
き
人
は
い
な
い
ん

だ
」（
と
言
う
サ
ン
ド
ー
ル
に
、
マ
チ
ア
ス
がJe ne suis pas quelqu’un à aim

er.

（「
僕
は
愛
す
べ
き
人
物
で
は
な
い
よ
」（
と
応
え

て
い
る
。『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
で
は
、「
好
き
」
や
「
嫌
い
」
と
い
っ
た
感
情
を
示
す
語
を
使
う
の
に
ク
リ
ス
ト
フ
は
躊

躇
い
が
な
く
、『
大
き
な
ノ
ー
ト
』
で
ク
リ
ス
ト
フ
が
示
し
た
淡
々
と
書
き
記
す
鋭
さ
が
な
い
分
、
二
人
の
少
年
た
ち
の
会
話
に
連
帯
感

が
生
ま
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
『
大
き
な
ノ
ー
ト
』
で
は
主
人
公
が
双
子
で
あ
り
、N

ous

（
僕
た
ち
（
で
話
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
一

体
感
は
示
す
ま
で
も
な
く
、
あ
く
ま
で
会
話
は
双
子
と
こ
の
二
人
の
外
部
と
の
間
で
な
さ
れ
る
。
一
方
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
個
と
し
て
存

在
す
る
サ
ン
ド
ー
ル
と
マ
チ
ア
ス
は
、
言
葉
の
や
り
取
り
を
通
し
て
そ
の
繋
が
り
を
築
い
て
い
く
。

　

例
え
ば
、
サ
ン
ド
ー
ル
と
マ
チ
ア
ス
の
別
れ
の
場
面
を
見
て
み
よ
う
。
家
を
出
る
こ
と
に
し
た
サ
ン
ド
ー
ル
は
最
後
に
家
を
見
に
行

く
。
マ
チ
ア
ス
も
一
緒
に
家
ま
で
行
く
が
、
サ
ン
ド
ー
ル
が
何
も
言
わ
ず
と
も
、
マ
チ
ア
ス
は
サ
ン
ド
ー
ル
が
家
に
火
を
放
つ
の
だ
と
察
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し
て
い
る
。

J’ai oublié les allum
ettes.

J’en ai, dit M
athias.

Ils sont m
ontés sur la colline. C’était beau.

J’aim
e le feu, dit M

athias.

J’aim
e m

a m
aison, dit Sandor.

Et, plus tard :

Je suis heureux. Je vais m
e préparer.

O
ù ira-tu ? dem

anda M
athias.

Je traverserai les m
ines.

T
u peux y m

ourir.

Cela serait aussi un départ.

T
u pourrais aussi rester, dit M

athias. N
’es-tu pas capable de pardonner ?

Je n’en suis pas capable, M
athias. Je pars.

Sans m
oi ?

Je ne te m
anquerai pas.
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M
ais m

oi, je vais te m
anquer, dit M

athias. Et un jour, tu reviendras

（
11
（.    

（「
マ
ッ
チ
を
忘
れ
た
。」／「
僕
は
持
っ
て
る
よ
」
マ
チ
ア
ス
が
言
う
。／
彼
ら
は
丘
の
上
に
登
っ
た
。
壮
観
だ
っ
た
。／「
僕
は
火
が
好

き
だ
」
マ
チ
ア
ス
が
言
う
。／「
僕
は
僕
の
家
が
好
き
だ
」
サ
ン
ド
ー
ル
が
言
う
。／
そ
れ
か
ら
後
で
／「
幸
せ
だ
。
そ
ろ
そ
ろ
支
度
す

る
よ
。」／「
ど
こ
に
行
く
ん
だ
い
」
マ
チ
ア
ス
が
訊
い
た
。／「
地
雷
原
を
越
え
る
。」／「
死
ぬ
か
も
し
れ
な
い
よ
。」／「
そ
れ
も
ま
た

出
発
だ
ろ
う
。」／「
留
ま
る
こ
と
だ
っ
て
で
き
る
だ
ろ
う
。」
マ
チ
ア
ス
が
言
う
。「
許
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
い
。」／「
そ
れ
は
で

き
な
い
よ
。
マ
チ
ア
ス
。
僕
は
出
て
行
く
。」／「
僕
な
し
で
？
」／「
僕
が
い
な
く
て
も
寂
し
く
な
い
だ
ろ
う
。」／「
で
も
、
僕
は
。
僕

が
い
な
い
と
君
は
寂
し
い
だ
ろ
う
。」
マ
チ
ア
ス
は
言
っ
た
。「
そ
れ
に
い
つ
の
日
か
、
君
は
戻
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。」（

　

短
い
台
詞
の
交
互
の
や
り
取
り
が
二
人
の
少
年
を
密
に
結
び
つ
け
て
い
る
だ
け
で
な
く
、aim

er

に
対
し
て
はaim

er

で
、capable

に
対
し
て
はcapable

で
、m

anquer

に
対
し
て
はm

anquer

で
と
い
う
よ
う
に
、
相
手
が
使
用
し
た
単
語
を
そ
の
ま
ま
繰
り
返
し
て

使
う
よ
う
に
し
、
そ
の
一
体
感
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
や
り
取
り
は
サ
ン
ド
ー
ル
が
戻
っ
た
後
の
二
人
の
再
会
の
場
面
で
も
繰

り
返
さ
れ
る
。
先
に
引
用
し
た
プ
ラ
ム
酒
を
飲
み
交
わ
す
場
面
に
続
く
二
人
の
会
話
を
見
て
み
よ
う
。
サ
ン
ド
ー
ル
が
マ
チ
ア
ス
に
話
し

か
け
る
。

M
oi aussi, j’avais un fils.

Il est m
ort ?

N
on. Il a grandi.
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N
aturellem

ent, dit M
athias. Il doit traverser la vie.

La vie ? Pourquoi ? Je l’ai traversée, et je n’ai rien trouvé.

M
ais il n’y a rien à trouver, répondit M

athias. Rien.

Il y a toi, M
athias. C’est pour toi que je suis revenu.

M
oi, tu le sais bien, je ne suis qu’un rêve. Il faut accepter cela, Sandor. Il n’y a rien. N

ulle part.

D
ieu ? dem

anda Sandor.

M
athias ne répond plus.

L’am
our ? J’ai aim

é une fois, M
athias, j’ai aim

é une fem
m

e.

M
athias ne répond plus.

Sandor sortit dans la cour. U
n grand froid venait du ciel.

M
athias, où es-tu ? J’ai tout perdu en te quittant. J’ai essayé sans toi. J’ai joué, volé, tué, aim

é. M
ais tout cela 

n’avait pas de sens. Sans toi, le jeu était sans intérêt, la révolution sans éclat, l’am
our sans saveur. Je n’étais 

qu’une absence grise pendant vingt ans.

O
ù es-tu M

athias ?

Les étoiles brillaient dans leur solitude infinie

（
11
（.

（「
僕
に
も
息
子
が
一
人
い
た
。」／「
死
ん
だ
の
か
い
？
」／「
い
や
。
大
き
く
な
っ
た
ん
だ
。」／「
当
然
だ
ね
。」
マ
チ
ア
ス
が
言
っ
た
。

「
彼
も
人
生
を
渡
っ
て
い
か
な
く
て
は
。」／「
人
生
？　

な
ぜ
だ
い
？　

僕
は
そ
れ
を
渡
っ
て
き
た
が
、
何
も
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
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よ
。」／「
見
つ
け
る
べ
き
も
の
な
ん
て
な
い
の
さ
。」
マ
チ
ア
ス
が
答
え
た
。「
何
も
ね
。」／「
君
が
い
る
よ
、
マ
チ
ア
ス
。
僕
が
戻
っ

て
き
た
の
は
、
君
の
た
め
な
ん
だ
。」／
僕
は
ね
、
君
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
だ
ろ
う
、
僕
は
ひ
と
つ
の
夢
で
し
か
な
い
ん
だ
よ
。
そ

れ
を
受
け
と
め
な
い
と
い
け
な
い
よ
、
サ
ン
ド
ー
ル
。
何
も
な
い
ん
だ
。
ど
こ
に
も
な
い
ん
だ
。」／「
神
は
？
」
サ
ン
ド
ー
ル
が
訊

ね
る
。／
マ
チ
ア
ス
は
も
う
答
え
な
い
。／「
愛
は
？　

僕
は
一
度
愛
し
た
よ
、
マ
チ
ア
ス
。
僕
は
ひ
と
り
の
女
性
を
愛
し
た
ん
だ
。」

／
マ
チ
ア
ス
は
も
う
答
え
な
い
。／
サ
ン
ド
ー
ル
は
中
庭
に
出
た
。
強
い
寒
気
が
空
か
ら
や
っ
て
く
る
。／「
マ
チ
ア
ス
、
ど
こ
に
い

る
ん
だ
い
？　

君
と
離
れ
て
、
僕
は
全
て
を
失
っ
た
。
君
な
し
で
や
っ
て
い
こ
う
と
し
た
。
遊
び
、
盗
み
、
殺
し
、
愛
し
た
。
で
も

全
て
意
味
が
な
か
っ
た
ん
だ
。
君
な
し
で
は
遊
び
は
面
白
く
な
く
、
革
命
は
輝
き
が
な
く
、
愛
も
味
わ
い
が
な
い
。
二
〇
年
間
、
僕

は
ひ
と
つ
の
灰
色
の
不
在
で
し
か
な
か
っ
た
ん
だ
。」／「
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
？
」／
星
々
が
彼
ら
の
無
限
の
孤
独
の
中

で
輝
い
て
い
た
。（

　

こ
こ
で
も
同
じ
く
、
相
手
の
言
葉
に
被
せ
る
よ
う
に
台
詞
が
継
が
れ
、
短
い
台
詞
の
や
り
取
り
や
、M

oi

とT
oi

と
い
っ
た
人
称
代
名

詞
の
強
制
形
を
呼
応
さ
せ
る
こ
と
で
二
人
の
一
体
感
が
生
じ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
マ
チ
ア
ス
が
夢
で
し
か
な
い
こ
と
が
明
言
さ
れ
た
後

に
サ
ン
ド
ー
ル
が
お
こ
な
う
、
い
ま
ま
で
の
会
話
の
短
さ
に
比
し
て
長
い
独
白
に
は
、
い
っ
そ
う
一
人
に
な
っ
た
サ
ン
ド
ー
ル
の
悲
壮
感

と
喪
失
感
が
漂
う
。『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
に
表
れ
て
い
る
二
人
の
人
物
の
一
体
感
は
、
ク
リ
ス
ト
フ
が
演
劇
的
な
手
法

を
用
い
て
描
写
を
差
し
挟
む
こ
と
な
く
言
葉
を
綴
っ
た
結
果
で
あ
り
、
ま
た
同
じ
単
語
が
繰
り
返
し
使
わ
れ
る
こ
と
で
生
み
出
さ
れ
た
効

果
で
あ
る
。

　

こ
の
夢
で
し
か
な
い
マ
チ
ア
ス
と
サ
ン
ド
ー
ル
の
や
り
取
り
は
、
亡
命
生
活
の
中
で
、
ク
リ
ス
ト
フ
が
精
一
杯
の
フ
ラ
ン
ス
語
を
用
い
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て
創
作
し
た
、
兄
ヤ
ノ
と
の
会
話
に
他
な
ら
な
い
。
サ
ン
ド
ー
ル
は
「
二
〇
年
間
、
僕
は
ひ
と
つ
の
灰
色
の
不
在
で
し
か
な
か
っ
た
」

と
、
も
は
や
答
え
て
く
れ
な
い
マ
チ
ア
ス
に
向
か
っ
て
語
り
か
け
る
。
本
論
の
前
半
で
検
証
し
た
よ
う
に
、
も
し
『
ど
こ
に
い
る
ん
だ

い
、
マ
チ
ア
ス
』
が
七
〇
年
代
の
前
半
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
一
九
五
四
年
に
結
婚
し
、
一
九
五
六
年
に
国
を
離
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
ク
リ
ス
ト
フ
と
そ
の
兄
の
別
離
の
期
間
は
、
お
お
よ
そ
二
〇
年
か
ら
二
十
五
年
く
ら
い
に
相
当
す
る
計
算
に
な
る
。

　

の
ち
に
『
大
き
な
ノ
ー
ト
』
で
は
、
ク
リ
ス
ト
フ
と
兄
はN

ous

（
僕
た
ち
（
と
い
う
人
称
代
名
詞
で
一
体
と
な
る
。
し
か
し
、『
ど

こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
に
お
い
て
は
、N

ous

で
は
な
く
、
別
々
に
切
り
離
さ
れ
た
ク
リ
ス
ト
フ
と
兄
が
、
そ
の
会
話
に
よ
っ

て
、
夢
の
中
で
連
帯
と
別
離
を
体
験
す
る
の
で
あ
る
。『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
に
お
い
て
は
、N

ous

と
い
う
語
は
一
度

し
か
使
わ
れ
な
い
。
そ
れ
は
サ
ン
ド
ー
ル
が
目
を
覚
ま
し
、
夢
の
中
の
人
物
で
は
な
く
、
実
の
兄
で
あ
る
マ
チ
ア
ス
が
傍
ら
に
い
て
、
語

り
か
け
る
次
に
挙
げ
る
最
後
の
場
面
で
あ
る
。

Écoute les bruits, dit M
athias.

Sandor a ferm
é les yeux. D

ehors, son père coupait du bois, sa m
ère chantait dans la cuisine. La cham

bre était 

pleine d’om
bres, de lum

ière, de paix.

D
em

ain, nous irons à la pêche, dit M
athias.

O
ui, dem

ain, dit Sandor. M
ais j’ai som

m
eille. Il faut arrêter l’horloge, M

athias. Elle m
e dérange. 

M
athias com

prit. Il posa sa m
ain large et apaisante sur le cœ

ur de son frère

（
11
（.

（「
音
を
聞
い
て
み
ろ
よ
」
マ
チ
ア
ス
が
言
っ
た
。／
サ
ン
ド
ー
ル
は
目
を
閉
じ
る
。
外
で
父
親
が
木
を
切
り
、
母
親
が
台
所
で
歌
を
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歌
っ
て
い
る
。
部
屋
に
は
陰
と
光
と
平
和
が
満
ち
て
い
た
。／「
明
日
、
僕
た
ち
は
釣
り
に
行
こ
う
。」
マ
チ
ア
ス
が
言
っ
た
。／「
う

ん
。
明
日
ね
。」
サ
ン
ド
ー
ル
は
言
っ
た
。「
で
も
今
は
眠
い
ん
だ
。
マ
チ
ア
ス
、
時
計
を
止
め
て
く
れ
な
い
と
。
落
ち
着
か
な
い

よ
。」／
マ
チ
ア
ス
は
理
解
し
た
。
彼
は
大
き
く
て
安
心
を
与
え
る
手
を
兄
弟
の
心
臓
の
上
に
置
い
た
。（

　
『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
の
執
筆
時
期
を
探
る
際
に
、
戻
っ
て
き
た
サ
ン
ド
ー
ル
と
マ
チ
ア
ス
が
プ
ラ
ム
酒
を
酌
み
交
わ

す
場
面
を
引
用
し
た
が
、
そ
の
場
面
が
『
第
三
の
嘘
』
で
引
き
継
が
れ
た
と
き
に
は
、
主
人
公
の
二
人
で
あ
る
リ
ュ
カ
と
ク
ラ
ウ
ス
は

N
ous

で
示
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
で
は
、
ク
リ
ス
ト
フ
はN

ous

の
使
用
を
こ
の
段
階
で
は

避
け
、
最
後
の
場
面
に
な
っ
て
よ
う
や
くN

ous

と
い
う
人
称
を
使
う
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
こ
う
し
て
見
て
み
る
と
、『
ど
こ
に
い
る

ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
は
、
マ
チ
ア
ス
と
夢
の
中
で
出
会
い
、
別
れ
、
再
会
の
後
に
そ
れ
が
夢
で
あ
る
こ
と
を
悟
り
、
最
後
に
夢
か
ら
覚

め
て
み
る
と
マ
チ
ア
ス
と
二
人
でN
ous

（
僕
た
ち
（
と
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
、「N

ous

」
を
見
出
す
為
の
過
程
を
描
い
て
い
る
と
読

む
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。N
ous

の
使
用
に
関
し
て
、
の
ち
に
ク
リ
ス
ト
フ
は
登
場
人
物
の
口
を
借
り
て
『
第
三
の
嘘
』
の
中
で
そ
の

理
由
を
語
る
こ
と
に
な
る
。

Je sais très bien que dans cette ville, chez Grand-M
ère, j’étais déjà seul, que m

êm
e cette époque j’im

aginais 

seulem
ent que nous étions deux, m

on frère et m
oi, pour supporter l’insupportable solitude

（
11
（.

（
僕
に
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
。
こ
の
町
で
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
家
で
、
僕
は
す
で
に
一
人
だ
っ
た
。
あ
の
頃
で
さ
え
、
耐
え
難
い

孤
独
に
耐
え
る
為
に
、
僕
た
ち
は
、
僕
の
兄
弟
と
僕
の
二
人
な
の
だ
と
想
像
し
て
い
た
だ
け
だ
っ
た
の
だ
。（
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『
大
き
な
ノ
ー
ト
』
をN

ous

で
書
い
た
の
は
、
兄
と
わ
た
し
と
書
い
て
い
た
が
、
何
度
も
そ
れ
を
繰
り
返
す
こ
と
が
重
々
し
く
な
っ
た

か
らN

ous

と
し
た
の
だ
と
説
明
す
る
ク
リ
ス
ト
フ
の
言
葉
を
尊
重
す
る
な
ら
、
今
引
用
し
た
孤
独
に
耐
え
る
為
に
二
人
で
い
る
こ
と
を

想
像
す
る
と
い
う
考
え
は
、『
大
き
な
ノ
ー
ト
』
と
『
証
拠
』
を
執
筆
し
た
後
に
、
こ
の
三
部
作
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
を
巡
ら
し
た
時

に
ク
リ
ス
ト
フ
が
気
づ
い
た
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
彼
女
は
三
部
作
を
執
筆
す
る
よ
り
も
は
る
か
前
か
ら
、
兄
と
自
分
を
結
び
つ

け
、N

ous

で
語
る
と
い
う
思
い
を
持
ち
続
け
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
さ
に
そ
の
証
拠
が
、『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ

ア
ス
』
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

ク
リ
ス
ト
フ
の
三
部
作
を
分
析
し
た
マ
リ
ー=

ノ
エ
ル
・
リ
ボ
ニ=

エ
ド
ム
は
、
ク
リ
ス
ト
フ
のN

ous

の
使
用
に
三
つ
の
機
能
を
認
め

て
い
る
。
第
一
に
盾
と
し
て
の
機
能
で
あ
り
、
不
安
に
満
ち
た
現
実
を
読
み
解
く
た
め
の
言
葉
を
見
つ
け
る
為
に
、
対
話
す
る
相
手
を
想

像
し
、
生
き
る
為
に
必
要
な
温
か
み
を
手
に
い
れ
る
た
め
で
あ
る
と
す
る
。
第
二
に
か
つ
て
の
世
界
と
新
た
な
世
界
に
分
け
ら
れ
た
二
つ

の
人
格
を
結
び
つ
け
る
も
の
と
し
て
の
機
能
を
挙
げ
る
。
そ
し
て
三
番
目
に
、
三
部
作
でN

ous

が
使
わ
れ
て
い
る
の
は
亡
命
前
を
描
い

て
い
る
と
き
だ
け
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
、「
僕
た
ち
」
が
過
ご
し
た
国
で
の
過
去
の
時
間
を
取
り
戻
す
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る（

11
（

。

こ
の
指
摘
に
あ
るN

ous

の
三
つ
の
機
能
は
、『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
を
執
筆
し
て
い
る
時
の
ク
リ
ス
ト
フ
自
身
に
既
に

み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
亡
命
先
で
寄
る
辺
の
な
い
哀
し
み
の
中
で
生
活
を
続
け
て
い
た
ク
リ
ス
ト
フ
は
、
よ
う
や
く
フ
ラ
ン
ス

語
で
書
け
る
よ
う
に
な
っ
て
、『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
に
着
手
し
た
。
そ
の
と
き
自
身
を
投
影
し
た
サ
ン
ド
ー
ル
は
、
亡

命
以
前
の
思
い
出
の
象
徴
で
あ
り
、
幸
せ
だ
っ
た
頃
の
子
ど
も
の
時
の
思
い
出
が
具
現
化
し
た
兄
の
ヤ
ノ
（
＝
マ
チ
ア
ス
（
と
夢
の
中
で

語
り
合
い
、
そ
の
過
程
を
経
た
後
に
夢
か
ら
覚
め
る
こ
と
で
「N

ous

」
を
使
用
し
、
か
つ
て
の
生
活
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
中
で
取
り
戻

し
た
。
興
味
深
い
の
は
、『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
は
、
ク
リ
ス
ト
フ
の
実
際
の
環
境
と
裏
返
し
の
関
係
に
あ
る
こ
と
で
あ
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る
。
つ
ま
り
、『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
で
は
、
夢
の
中
が
辛
く
、
孤
独
な
世
界
で
あ
り
、
夢
か
ら
覚
め
れ
ば
、
そ
こ
に
は

N
ous

と
し
て
一
緒
に
い
る
こ
と
が
で
き
る
マ
チ
ア
ス
が
い
た
。
一
方
、
ク
リ
ス
ト
フ
の
場
合
は
、
ス
イ
ス
に
い
る
現
実
で
はN

ous

で

語
れ
る
半
身
は
失
わ
れ
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
中
で
の
み
地
理
的
そ
し
て
時
間
的
な
境
界
を
飛
び
越
え
て
、
亡
命
前
のN

ous

で
語
る
こ
と

が
で
き
た
。
ク
リ
ス
ト
フ
は
亡
命
の
中
で
遥
か
遠
く
の
祖
国
と
幼
年
時
代
を
思
い
な
が
ら
創
作
を
続
け
た
作
家
で
あ
る
。
そ
の
思
い
が
ク

リ
ス
ト
フ
に
三
部
作
や
『
昨
日
』
を
書
か
せ
た
。
そ
れ
ら
の
作
品
は
高
い
評
価
を
受
け
、
世
界
中
の
多
く
の
人
々
に
読
ま
れ
た
。
し
か

し
、
そ
の
ク
リ
ス
ト
フ
の
小
説
創
作
の
原
点
は
、
半
ば
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
掌
編
小
説
の
『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
に
は
っ

き
り
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

結
論

　

ク
リ
ス
ト
フ
が
『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
を
執
筆
し
た
の
が
一
九
七
〇
代
前
半
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
は
彼
女
が
フ
ラ
ン
ス

語
で
書
け
る
よ
う
に
な
り
、
意
欲
と
喜
び
を
も
っ
て
演
劇
作
品
の
創
作
に
勤
し
ん
で
い
た
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
そ
の
執
筆
時
期

を
仮
に
一
九
七
二
年
頃
と
す
る
な
ら
、
努
力
を
重
ね
て
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
き
上
げ
た
戯
曲
の
『
ジ
ョ
ン
と
ジ
ョ
ー
』
が
ア
マ
チ
ュ
ア
の
役

者
た
ち
に
よ
っ
て
ビ
ス
ト
ロ
で
演
じ
ら
れ
た
直
後
の
こ
と
で
あ
り
、
初
め
て
自
身
の
作
品
が
舞
台
化
さ
れ
、
そ
の
「
成
功
」
を
ク
リ
ス
ト

フ
が
実
感
し
、「
こ
の
数
ヶ
月
に
渡
っ
て
上
演
さ
れ
た
作
品
の
成
功
は
、
当
時
の
わ
た
し
に
た
い
へ
ん
大
き
な
幸
福
感
を
も
た
ら
し
、
書

き
続
け
る
励
み
に
な
っ
た（

11
（

」
と
創
作
意
欲
を
燃
や
し
て
い
た
時
期
に
あ
た
る
。

　

し
か
し
同
時
に
、
ク
リ
ス
ト
フ
は
常
に
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
の
過
去
の
生
活
を
理
想
と
し
続
け
た
作
家
で
も
あ
っ
た
。
亡
命
を
果
た
し
た
人
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物
た
ち
の
思
い
は
様
々
で
、
一
概
に
亡
命
を
不
幸
な
も
の
と
言
い
き
る
こ
と
は
憚
ら
れ
る
。
祖
国
に
戻
る
こ
と
を
望
ま
な
い
者
や
、
亡
命

の
地
で
ど
の
場
所
に
も
属
さ
な
い
も
の
と
自
身
を
定
め
、
そ
う
し
た
立
場
か
ら
創
作
に
打
ち
込
む
者
、
あ
る
い
は
母
語
と
過
去
と
の
断
絶

を
―
少
な
く
と
も
表
面
上
は
―
肯
定
的
に
受
け
止
め
る
者
な
ど
様
々
な
亡
命
者
が
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
ク
リ
ス
ト

フ
が
示
し
て
い
る
の
は
祖
国
と
の
切
断
に
苦
し
み
、
異
国
の
地
で
居
心
地
の
悪
さ
を
感
じ
な
が
ら
、
か
つ
て
の
国
に
思
い
を
馳
せ
つ
つ
創

作
を
行
う
作
家
の
例
で
あ
る
。
そ
の
思
い
は
、
晩
年
「
も
し
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
住
む
た
め
に
戻
っ
た
ら
、
再
び
外
国
人
に
な
っ
て
し
ま
う
こ

と
が
わ
か
っ
て
い
る
の
で
、
ス
イ
ス
に
留
ま
っ
た
方
が
良
い
と
思
っ
て
い
る（

11
（

」
と
語
る
だ
け
に
、
切
実
な
も
の
と
し
て
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

そ
の
ク
リ
ス
ト
フ
は
創
作
を
通
じ
て
亡
命
の
地
で
の
生
活
に
耐
え
、
ま
た
自
身
の
体
験
を
文
学
作
品
に
昇
華
さ
せ
た
。
そ
れ
は
『
大
き

な
ノ
ー
ト
』
と
題
さ
れ
た
小
説
と
そ
れ
に
続
く
二
作
品
で
ひ
と
つ
の
完
成
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
出
版
社
に
送
る
自
信
作

と
し
て
書
き
上
げ
た
『
大
き
な
ノ
ー
ト
』
は
、
ク
リ
ス
ト
フ
の
渾
身
の
力
作
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
し
、
並
々
な
ら
ぬ
熱
意
を
持
っ
て
ペ

ン
を
走
ら
せ
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
初
期
の
演
劇
作
品
に
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
言
葉
の
使
い
分
け
や
誤
り
の
技
法
は
、

『
大
き
な
ノ
ー
ト
』
を
よ
り
豊
か
に
し
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
り
、
ひ
と
り
の
亡
命
者
に
よ
る
外
国
語
で
の
挑
戦
は
読
者
に
訴
え
か
け

る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
豊
か
さ
が
欠
け
て
い
る
と
し
て
も
、『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
に
は
、
彼
女

の
創
作
の
原
点
に
よ
り
近
い
思
い
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
中
で
会
話
を
交
わ
し
、
失
わ
れ
た
過
去
と
の
連
帯
を
築

き
、
そ
し
てN
ous

を
発
見
す
る
に
至
っ
た
作
品
で
あ
る
『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
は
、
言
い
換
え
る
な
ら
、
ま
だN

ous

と
簡
単
に
言
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ク
リ
ス
ト
フ
が
、
自
身
の
持
っ
て
い
る
会
話
と
い
う
文
体
を
最
大
限
に
使
う
こ
と
で
過
去
へ
と
自

身
を
送
り
返
し
て
い
る
作
品
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
作
品
は
、
現
在
、
ベ
ル
ン
の
ス
イ
ス
文
学
古
文
書
室
に
保
管
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
ス
イ
ユ
社
の
作
品
集
に
も
入
る
こ
と
の
な
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か
っ
た
、
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
作
品
だ
が
、
こ
こ
に
は
亡
命
後
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
自
身
の
思
い
を
綴
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
ば
か
り
の
ク
リ
ス
ト
フ
が
文
学
に
託
し
た
哀
し
み
と
救
い
が
確
か
に
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　

注

（
（
（ 

邦
題
は
『
マ
テ
ィ
ア
ス
、
き
み
は
何
処
に
い
る
の
か
？
』
で
あ
る
が
、
こ
の
タ
イ
ト
ル
に
な
っ
て
い
る
台
詞
が
作
品
中
で
子
ど
も
で
あ
る
と
き

と
、
大
人
に
な
っ
た
と
き
の
主
人
公
の
二
重
の
立
場
か
ら
発
せ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
語
り
か
け
で
あ
る
と
同
時
に
独
語
で
も
あ
る
点
を
強
調
す
る

た
め
、
本
論
で
は
『
ど
こ
に
い
る
ん
だ
い
、
マ
チ
ア
ス
』
と
し
た
。

（
2
（ 

邦
題
は
『
悪
童
日
記
』
で
あ
る
が
、
本
論
で
は
原
題
を
直
訳
し
た
『
大
き
な
ノ
ー
ト
』
と
し
た
い
。
ま
た
『
ふ
た
り
の
証
拠
』
も
同
様
に
『
証

拠
』
と
し
た
。

（
（
（ 

ア
ゴ
タ
・
ク
リ
ス
ト
フ
は
、『
文
盲
―
ア
ゴ
タ
・
ク
リ
ス
ト
フ
自
伝
』
の
中
で
自
身
の
フ
ラ
ン
ス
語
に
よ
る
執
筆
活
動
を
「
フ
ラ
ン
ス
語
で

書
く
こ
と
、
そ
れ
は
わ
た
し
が
強
い
ら
れ
た
こ
と
だ
。
そ
れ
は
挑
戦
な
の
だ
。
ひ
と
り
の
文
盲
の
挑
戦
」
と
言
っ
て
い
る
。

 
 

A
gota K

ristof, L’A
nalphabète R

écit autobiographique, p. 55 : « Écrire en français, j’y suis obligée. C’est un défi. Le défi 
d’une analphabète. »

（
（
（ 

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー « Écrire, c’est presque suicidaire », p. 2（ : « L’écriture ne m

’aide pas. C’est presque suicidaire. Ecrire, c’est 
la chose la plus difficile au m

onde. Et pourtant c’est la seule chose qui m
’intéresse. »

（
5
（ 

日
本
で
は
ア
ゴ
タ
・
ク
リ
ス
ト
フ
と
い
う
表
記
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
語
に
よ
る
表
記
のA

gota K
ristof

が
元
に
な
っ
て

い
る
た
め
で
あ
る
。
実
際
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
で
はK

ristóf Á
gota

（
ハ
ン
ガ
リ
ー
で
は
姓
名
の
順
で
記
す
（
で
あ
る
た
め
、
ク
リ
シ
ュ
ト
ー
フ
・

ア
ー
ゴ
タ
と
表
記
す
る
方
が
、
よ
り
彼
女
の
実
際
の
名
前
の
読
み
方
に
近
い
。
本
論
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
圏
で
作
家
に
な
っ
た
後
の
彼
女
を
ア
ゴ

タ
・
ク
リ
ス
ト
フ
と
表
記
し
、
そ
れ
以
前
の
彼
女
を
ク
リ
シ
ュ
ト
ー
フ
・
ア
ー
ゴ
タ
の
表
記
と
し
た
。

（
6
（ 

『
文
盲
』
は
頼
ま
れ
て
書
い
た
仕
事
で
あ
り
、
文
学
作
品
と
は
考
え
て
お
ら
ず
、
粗
悪
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ム
で
あ
る
と
ク
リ
ス
ト
フ
は
言
っ
て

い
る
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー « M

aintenant je n’écris plus » 

を
参
照
。
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（
7
（ A

gota K
ristof, H

ier, p. 5（ : « Je n’écris plus. »
 

 

本
論
で
は
『
大
き
な
ノ
ー
ト
』、『
証
拠
』、『
第
三
の
嘘
』、『
昨
日
』、『
ジ
ョ
ン
と
ジ
ョ
ー
』
の
引
用
は
二
〇
一
一
年
に
ス
イ
ユ
社
が
出
版
し
た

A
gota K

ristof, R
om

ans, N
ouvelles, T

héâtre com
plet

を
参
照
に
し
、
引
用
ペ
ー
ジ
も
そ
の
版
に
準
じ
て
い
る
。

（
8
（ 
例
え
ば
二
〇
〇
七
年
に
行
わ
れ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
、
彼
女
が
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
で
書
い
て
い
た
詩
を
フ
ラ
ン
ス
語
に
翻
訳
す
る
こ
と
を
望
む

か
ど
う
か
と
い
う
質
問
に
対
し
て
応
え
る
中
で
、
三
部
作
は
ま
だ
良
い
が
、
以
前
書
い
た
も
の
は
好
き
で
は
な
く
、『
ど
ち
ら
で
も
い
い
』
に
あ

る
短
編
は
い
つ
書
い
た
の
か
も
わ
か
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー « M

aintenant je n’écris plus » 

を
参
照
。

（
9
（ 

ア
ゴ
タ
・
ク
リ
ス
ト
フ
『
ど
ち
ら
で
も
い
い
』（
ハ
ヤ
カ
ワepi

文
庫
版
（、
堀
茂
樹
訳
、
東
京
、
早
川
書
房
、
二
〇
〇
八
年
、p. （9（.

（
（0
（ M

arie-T
hérèse Lathion, « Postface », A

gota K
ristof, O

ù es-tu M
athias ? suivi de Line, Le tem

ps, Éditions Zoé, Carouge-
Genève, p. （（.

を
参
照
。

（
（（
（ 

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー « M

aintenant je n’écris plus » : « La rédaction du G
rand Cahier, a entraîné une nécessité d’écriture 

im
placable. C’est ainsi que le projet de La T

rilogie s’est m
is en place. Je ne pouvais plus arrêter d’écrire. Je ne pouvais 

pas passer à autre chose, les jum
eaux étaient dans m

a tête, et j’ai continué. J’étais trop dans les personnages. A
insi, j’ai 

poursuivi sans m
’arrêter jusqu’au T

roisièm
e M

ensonge. »

（
（2
（ A

gota K
ristof, O

ù es-tu M
athias ?, suivi de Line, Le tem

ps, p. （ -5.
 

 

本
論
文
中
に
引
用
し
た
原
文
と
そ
の
訳
文
に
付
い
て
い
る
傍
線
は
、
す
べ
て
本
論
文
の
筆
者
に
よ
る
。

（
（（
（ Ibid., p. （6.

（
（（
（ Ibid., p. （2.

（
（5
（ A

gota K
ristof, Le T

roisièm
e M

ensonge, p. （5（.

（
（6
（ A

gota K
ristof, John et Joe, p. 59（ -596

お
よ
びp. 6（0 -6（（
を
参
照
。

（
（7
（ 

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー « Exercices de nihilism

e », p. 9（ : « C’est vrai qu’au départ, je voulais faire un livre autobiographique. Et 
puis, peu à peu, ça a changé. Je m

e suis m
ise non pas à décrire ce que j’avais vécu avec m

on frère, m
ais ce que nous 

avions vu, ce qu’on nous avait raconté, ce qui s’était passé autour de nous. »

（
（8
（ Ibid., p. 9（. 

を
参
照
。
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（
（9
（ 

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー « Écrire, c’est presque suicidaire », p. 2（ : « J’ai toujours aim

é m
on frère aîné. Je trouvais que c’était 

l’hom
m

e idéal. Jusqu’à m
on prem

ier m
ariage, et encore quelque tem

ps après, j’étais am
oureuse de lui. »

（
20
（ A

gota K
ristof, L’A

nalphabète, p. （2 : « L’envie d’écrire viendra plus tard, quand le fil d’argent de l’enfance sera cassé, 
quand viendront les m

auvais jours, et arriveront les années dont je dirai : « Je ne les aim
e pas. » Q

uand, séparée de m
es 

parents et de m
es frères, j’entrerai à l’internat dans une ville inconnue, où, pour supporter la douleur de la séparation, il 

ne m
e restera qu’une solution : écrire. » 

（
2（
（ 

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー « Écrire, c’est presque suicidaire », p. 2（ : « L’écriture pourrait être une sorte de psychanalyse. Pas du tout. 

L’écriture n’est pas une thérapie. »

（
22
（ Ibid., p. 20. 

を
参
照
。

（
2（
（ M

arie-N
oëlle Riboni-Edm

e, La T
rilogie d’A

gota K
ristof É

crire la division, p. 56 : « À
 travers le personnage de Lucas-

écrivain, A
gota K

ristof m
et en scène l’une des fonctions essentielles de la littérature. D

ans la perte profondém
ent 

ressentie, dans l’exil du lieu originel 

― c’est le cas de Lucas m
ais aussi d’A

gota K
ristof 

― advient l’acte d’écriture. Écrire, 
c’est refuser que le tem

ps et l’histoire aient séparé ce qui était à l’origine uni. L’écriture va, dès lors, devoir tisser 

― c’est 
l’étym

ologie du m
ot “texte” 

― les lien entre naguère et m
aintenant, rendre présent l’absent, et ce faisant, c’est là le grand 

paradoxe, chercher à referm
er la blessure qui pourtant la nourrit. » 

（
2（
（ 

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー « M

aintenant je n’écris plus » : « Croyez-vous avoir trouvé un style, votre style, dans La T
rilogie ? 

― Le 
G

rand Cahier est un livre très court et j ‘ai m
is au m

oins trois ans pour l’écrire, tellem
ent je devais corriger tout le 

tem
ps. Q

uand je trouvais un adjectif qui sonnait faux, il fallait le changer tout de suite. Réduire au plus im
portant, et 

objectivem
ent. Je ne supportais plus ces belles phrases qui étaient celles de m

es poèm
es. Je ne pouvais plus écrire 

com
m

e ça. J’ai donc beaucoup cherché, parce que, dans m
es pièces de théâtre, les phrases sont plus élaborées. M

ais j’ai 
déjà dit plusieurs fois que c’est un peu une im

itation de m
on fils, qui écrivait les devoirs pour l’école. Je lisais ça, son style 

a été très déterm
inant pour m

oi. Il écrivait à peu près com
m

e m
oi dans La T

rilogie.

（
25
（ A

gota K
ristof, Le G

rand Cahier, p. （5 : « Les m
ots qui définissent les sentim

ents sont très vague ; il vaut m
ieux éviter 
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leur em
ploi et s’en tenir à la description des objets, des êtres hum

ains et de soi-m
êm

e, c’est-à-dire à la description fidèle 
des faits. »  

（
26
（ Ibid., p. （（

（
27
（ Ibid., p. （2 -（（.

（
28
（ Ibid., p. （（. 

（
29
（ Ibid., p. （（（. 

（
（0
（ Ibid., p. （（5.

（
（（
（ Ibid., p. 26.

（
（2
（ 

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー « Exercices de nihilism

e », p. 9（ : « J’ai com
m

encé par écrire des pièces de théâtre. C’était plus facile : les 
dialogues ressem

blaient à ce que j’entendais autour de m
oi. Il n’y avait pas de description à écrire ［. . .

］.

（
（（
（ Ibid., « Et quand j’ai com

m
encé à écrire Le G

rand Cahier, c’était com
m

e des scènes de théâtre que je décrivais. » 

（
（（
（ A

gota K
ristof, O

ù est-tu M
athias?, suivi de Line, Le tem

ps, p. （0 -（（.

（
（5
（ Ibid., p. （2 -（（.

（
（6
（ Ibid., p. （（.

（
（7
（ A

gota K
ristof, Le T

roisièm
e M

ensonge, p. （59.

（
（8
（ M

arie-N
oëlle Riboni-Edm

e, La T
rilogie d’A

gota K
ristof É

crire la division, p. （（（. 

を
参
照
。

（
（9
（ A

gota K
ristof, L’A

nalphabète, p. （6 : « Le succès de cette pièce, jouée pendant plusieurs m
ois, m

’a apporté à l’époque 
un très grand bonheur et m

’a encouragée à continuer d’écrire. »

（
（0
（ 

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー « Exercices de nihilism

e », p. 97 : « M
ais je m

e rends com
pte que si j’aillais y habiter, je serais étrangère 

à nouveau. A
lors je pense qu’il vaut m

ieux que je reste en Suisse. »
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