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は
じ
め
に

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
解
釈
は
、
賛
否
両
論
の
意
見
を
も
た
ら
し
、
そ
の
後
の
フ
ラ
ン
ス
詩
に
影
響
を
与
え
た
。
本
稿
で

は
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
を
解
釈
し
た
こ
と
か
ら
、そ
の
経
緯
を
検
証
し
つ
つ
、20
世
紀
を
代
表
す
る
ル
ネ
・
シ
ャ
ー
ル
（R

ené 

Char

）
の
詩
に
ど
の
よ
う
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
か
を
考
え
た
い
。
そ
し
て
本
稿
か
ら
次
の
研
究
と
し
て
翻
訳
の
問
題
を
提
起
し
て
い
く
。

1
．
起
源
に
溯
っ
て

　
「
詩
の
な
か
で
は
、
言
葉
は
原
初
の
意
味
で
使
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
ル
ネ
・
シ
ャ
ー
ル
は
言
っ
た）

1
（

。
シ
ャ
ー
ル
は
ど
の
よ
う
な

経
緯
を
た
ど
っ
て
「
起
源
」、
す
な
わ
ち
言
葉
の
語
源
に
溯
っ
て
詩
を
創
作
し
て
い
る
の
か
。
実
際
シ
ャ
ー
ル
の
詩
が
難
解
か
つ
晦
渋
で
あ

る
と
い
っ
た
理
由
の
一
つ
も
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ブ
ラ
ン
シ
ョ
が
『
焔
の
文
学
』La Part du feu

の
「
ル
ネ
・
シ
ャ
ー
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ル
」〈R

ené Char

〉
の
中
で
、
こ
う
語
っ
て
い
る
。

「
ル
ネ
・
シ
ャ
ー
ル
の
偉
大
さ
の
一
つ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
時
代
に
匹
敵
す
る
者
の
い
な
い
偉
大
さ
と
は
、
彼

の
詩
が
ポ
エ
ジ
ー
の
啓
示
、
ポ
エ
ジ
ー
の
ポ
エ
ジ
ー
で
あ
り
、
ち
ょ
う
ど
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
つ
い
て

ほ
ぼ
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
詩
の
本
質
の
詩
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る）

2
（

」

ブ
ラ
ン
シ
ョ
の
卓
抜
な
シ
ャ
ー
ル
論
に
対
し
、
西
永
良
成
は
「
賛
否
を
別
に
し
て
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
そ
の
後
多
く
の
シ
ャ
ー
ル
論
者
を

呪
縛
し
、
な
ん
ら
か
の
形
で
言
及
せ
ざ
る
を
え
な
く
さ
せ
た
い
わ
く
つ
き
の
テ
ク
ス
ト
（
…
））

（
（

」　

と
述
べ
て
い
る
が
、
上
記
の
意
見
に
関

し
て
は「
こ
れ
以
上
言
い
よ
う
の
な
い
見
事
な
シ
ャ
ー
ル
詩
の
定
義（
…
）」と
延
べ
て
い
る
。
シ
ャ
ー
ル
の
友
人
ポ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ー
ヌ（Paul 

Veyne

）
で
さ
え
こ
の
シ
ャ
ー
ル
論
を
認
め
て
い
る）

（
（

。　

西
永
は
シ
ャ
ー
ル
の
本
質
的
な
言
葉
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「（
…
）
彼
の
テ
ク
ス
ト
に
（（
回
出
て
く
る
「
曙 

（aurore

）」
や
16
回
出
て
く
る
「
新
し
い
無
垢
（neuve 

innocence

）」
な
ど
と
い
っ
た
始
ま
り
を
意
味
す
る
言
葉
は
、
彼
の
も
っ
と
も
本
質
的
な
言
葉
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら

こ
そ
、
シ
ャ
ー
ル
の
言
語
は
語
彙
の
特
異
さ
は
言
う
に
及
ば
ず
、
と
き
に
そ
の
語
法
に
お
い
て
も
通
常
の
フ
ラ
ン
ス

語
文
法
の
規
範
を
大
き
く
逸
脱
す
る
異
様
な
も
の
に
、
相
当
に
教
養
の
あ
る
フ
ラ
ン
ス
人
で
も
彼
の
詩
、
い
や
散
文

で
さ
え
も
ほ
と
ん
ど
「
外
国
語
」
で
書
か
れ
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
も
の
に
な
っ
た
の
だ）

5
（

」

西
永
は
『
激
情
と
神
秘　

ル
ネ
・
シ
ャ
ー
ル
の
詩
と
思
想
』
の
な
か
で
、
ヴ
ェ
ー
ヌ
が
「
シ
ャ
ー
ル
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
は
な
ん
ら
共
通
点
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を
も
た
な
か
っ
た
」「
シ
ャ
ー
ル
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
な
に
も
負
っ
て
い
な
い
」
こ
と
を
証
明
す
る
の
に
躍
起
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
い
さ

さ
か
の
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
実
際
、
ヴ
ェ
ー
ヌ
は
、『
詩
に
お
け
る
ル
ネ
・
シ
ャ
ー
ル
』
の
訳
者
あ
と
が
き
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と

シ
ャ
ー
ル
と
の
「
隣
接
性
」
に
つ
い
て
は
、
議
論
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
意
見
を
加
味
し
な
が
ら
先
の
ブ
ラ
ン

シ
ョ
の
的
を
得
た
シ
ャ
ー
ル
論
に
つ
い
て
考
え
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
の
か
を
考
え
て
み
る
。
こ

の
問
題
に
つ
い
て
は
、
西
永
や
ブ
ラ
ン
シ
ョ
も
す
で
に
注
目
し
て
い
る
点
で
あ
る
が
、
シ
ャ
ー
ル
の
詩
を
語
る
に
は
、
は
ず
せ
な
い
問
題

で
あ
る
。
シ
ャ
ー
ル
の
偉
大
さ
の
一
つ
に
ブ
ラ
ン
シ
ョ
が
挙
げ
て
い
た
「
詩
の
本
質
の
詩
」、
こ
の
「
本
質
」
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
「
自

然
」nature

と
い
う
大
き
な
テ
ー
マ
、「
神
聖
」
な
も
のle Sacré

、「
言
葉
」la parole

、こ
れ
ら
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
を
読
ん
だ
よ
う
に
、
シ
ャ
ー
ル
の
詩
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
「
自
然
」
は
ギ
リ
シ
ア
語
で
ピ
ュ
シ
スφύσιϛ

と
言
う
。
我
々
が
今
日
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
でnature

と
言
っ
て
い
る
の
は
、
ラ
テ
ン

語
の
ナ
ト
ゥ
ラnatura

が
元
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
語
源
はnascor

で
、（
1
．
生
ま
れ
る
、
生
ず
る
、
起
こ
る
、
現
わ
れ
る
）
な
ど
「
生

ま
れ
る
」
と
い
う
意
味
か
ら
作
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
ピ
ュ
シ
ス
は
、

　

Ⅰ　

起
源
、
源
泉
、
由
来
、
発
端
、
始
ま
り
、
生
ま
れ
、
素
性
。

　

Ⅱ　

成
長
、
生
育
、
発
展
、
発
達
。（
…）

6
（

）

で
、
双
方
に
共
通
し
て
い
る
意
味
は
「
自
然
の
本
性
」
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
使
う
「
自
然
」
に
つ
い
て
深
く
言
及

し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
を
選
択
し
た
の
か
。
そ
れ
は
自
身
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

「（
…
）
彼
の
作
品
が
他
の
も
ろ
も
ろ
の
作
品
の
な
か
の
一
つ
と
し
て
詩
作
の
普
遍
的
な
本
性
を
実
現
し
て
い
る
か
ら

で
は
な
く
、
ひ
た
す
ら
詩
作
の
本
性
を
詩
作
す
る
と
い
う
詩
人
と
し
て
の
使
命
に
よ
っ
て
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
作
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が
担
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
私
た
ち
に
と
っ
て
卓
越
し
た
意
味
で
詩
人
の
詩
人

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
そ

れ
だ
か
ら
彼
は
決
断
を
さ
せ
る）

（
（

」

か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、「
自
然
」
に
つ
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
言
及
し
て
い
る
の
は
、「
あ
た
か
も
祝
日
の
よ
う
に
…
…
」（W

ie w
enn 

am
 Feiertage......

）（
１
８
０
０
年
に
書
か
れ
、
１
１
０
年
後
の
１
９
１
０
年
に
ノ
ル
ベ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ヘ
リ
ン
ク
ラ
ー
ト
に
よ
っ
て

初
め
て
一
般
に
発
表
さ
れ
る
）
と
い
う
作
品
で
あ
る
。
全
体
は
（
節
で
構
成
さ
れ
、
各
節
は
、
第
5
節
、
第
（
節
を
除
け
ば
、
9
行
で
構

成
さ
れ
て
い
る）

8
（

。
こ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
使
う「
自
然
」に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
そ
し
て
、ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ヘ
ル
ダ
ー

リ
ン
の
「
こ
の
詩
で
「
自
然
」
が
「
聖
な
る
次
元
」
と
捉
え
る
に
至
っ
た
」（
＝ das H

eilige

［
独
］、le Sacré

［
仏
］）
の
で
あ
る）

9
（

。
で

は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ど
の
よ
う
に
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
の
中
に
「
自
然
」
を
読
み
取
っ
た
の
か
を
加
藤
泰
義
、
ブ
ラ
ン
シ
ョ
の
意
見
に
そ
っ

て
見
て
い
く
。

「
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
使
う
「
自
然
」
と
い
う
言
葉
は
、φύσιϛ

と
い
う
太
初
に
基
礎
と
な
っ
た
言
葉
の
隠
さ
れ
た
真

理
に
し
た
が
っ
て
、
こ
の
詩
の
な
か
で
は
、
そ
の
本
性
を
詩
作
し
て
い
る
。
し
か
し
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
、
今
日
で
も

な
お
、
ま
だ
ほ
と
ん
ど
評
価
さ
れ
て
は
い
な
いφύσιϛ
と
い
う
太
初
に
基
礎
と
な
っ
た
言
葉
の
積
載
能
力
を
知
ら
な

か
っ
た
。
同
じ
く
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
、「
自
然
」
と
呼
ぶ
も
の
で
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
時
代
に
経
験
さ
れ
た
も
の
を
、
も

う
一
度
蘇
生
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
も
な
い
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
こ
の
「
自
然
」
と
い
う
言
葉
で
異
な
っ
た
こ
と
を

詩
作
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
恐
ら
く
、
か
つ
てφύσιϛ
と
言
わ
れ
た
も
の
に
対
す
る
秘
め
ら
れ
た
関
係
に
立

つ
の
で
あ
る）

（（
（

」
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こ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
分
析
に
加
藤
は
、「
あ
る
異
な
っ
た
も
の
」
と
い
う
の
が
「
聖
な
る
次
元
」
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
た
自
然
で
あ
る
と
述

べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
、ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
「
聖
な
る
次
元
」
と
し
て
の
「
自
然
」
が
ギ
リ
シ
ア
人
の
経
験
し
た
「
自
然
」

と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
言
葉
で
あ
る
と）

（（
（

。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
と
、ギ
リ
シ
ア
語
の
ピ
ュ
シ
ス
か
ら
ラ
テ
ン
語
の
ナ
ト
ゥ

ラ
に
置
き
換
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
期
ギ
リ
シ
ア
の
思
想
家
た
ち
の
説
い
た
ピ
ュ
シ
ス
の
原
意
が
押
し
の
け
ら
れ
、
異
質
の
も
の

が
持
ち
込
ま
れ
た
。
こ
の
初
期
ギ
リ
シ
ア
の
思
想
家
た
ち
が
言
う
ピ
ュ
シ
ス
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
「
存
在
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
上
記

の
引
用
に
あ
っ
た
「
異
質
の
も
の
」
が
ラ
テ
ン
語
の
「
自
然
」
ナ
ト
ゥ
ラ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
う
し
た
ピ
ュ
シ
ス
の

原
意
と
す
る
も
の
か
ら「
自
然
」ナ
ト
ゥ
ラ
の
意
味
を
排
除
し
た
の
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、natura < nascor

（
生
ま
れ
る
）と
い
う
意
味
は「
自

然
」
の
原
意
を
成
り
立
た
せ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ）

（（
（

。
そ
し
て
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
は
初
期
ギ
リ
シ
ア
の
思
想
家
た

ち
の
言
う
「
自
然
」
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
さ
ら
に
詳
し
く
「
自
然
」
に
つ
い
て
追
究
す
る
。

「φύσιϛ

と
は
、
現
わ
れ
出
な
が
ら
自
己
―
還
帰
す
る
こ
と
（In-sich-zurück-gehen

）
で
あ
り
、
開
か
れ
た
と
こ

ろ
と
し
て
そ
の
よ
う
で
あ
っ
て
開
き
出
る
な
か
に
滞
ま
る
も
の
が
現
存
し
て
い
る
こ
と
を
指
す）

（（
（

」

つ
ま
り
、

「
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
説
く
自
然
の
原
意
と
は
、「
立
ち
現
わ
れ
て
、
そ
れ
自
身
は
そ
の
背
後
に
消
え
る
」
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
「
自
然
」
は
そ
こ
か
ら
理
解
さ
れ
て
い
た
と
言
う
の
で
あ
る
。（
…
）
ギ
リ
シ
ア
の
初
期
の
思
想
家

た
ち
に
よ
っ
て
自
然
が
い
の
ち
の「
生
育
」か
ら
理
解
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
。そ
の
逆
で
あ
る
。「
生

育
」
が
「
現
れ
て
、
消
え
る
」、「
現
れ
て
、
隠
れ
る
」
働
き
か
ら
理
解
さ
れ
て
い
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
自
身
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形
の
な
い
も
の
が
立
ち
現
れ
、
発
現
し
て
形
を
と
り
、
そ
れ
自
身
は
そ
の
背
後
に
消
え
る
。
こ
れ
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

考
え
の
基
本
で
あ
り
、
そ
れ
が
実
に
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
初
期
に
言
わ
れ
た
「
自
然
」
の
本
質
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
言

う
の
で
あ
る）

（（
（

」

　
「〈
自
然
〉
は
す
べ
て
を
媒
介
す
る
仲
介
性
で
あ
り
、〈
定
め
〉
で
あ
る
。
自
然
は
、
す
べ
て
に
先
立
つ
大
初
の
も
の
で
あ
り
、
根
源
的
に

揺
る
が
な
い
も
の
で
あ
り
続
け
る
が
ゆ
え
に
、〈
不
変
の
定
め
〉
で
あ
る）

（（
（

」
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
言
う
。
で
は
こ
の
「
す
べ
て
を
媒
介
」
し
、

「
す
べ
て
に
先
立
つ
大
初
」
で
あ
る
自
然
は
、詩
人
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。「
あ
た
か
も
祝
日
の
よ
う
に
…
…
」
に
は
、

自
然
と
詩
人
の
密
接
な
関
係
が
描
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
第
二
節
の

（
…
）
そ
の
よ
う
に
彼
ら
は
天
候
に
恵
ま
れ
て
い
る
が
、

彼
ら
を
育
成
す
る
の
は
一
人
だ
け
の
巨
匠
で
は
な
く
、

奇
跡
の
よ
う
に
偏
在
し
、
そ
っ
と
抱
擁
し
て

力
強
く
、
神
々
し
く
美
し
い
自
然
な
の
だ
。（
…）

（（
（

）

　
「
彼
ら
」
と
は
詩
人
の
こ
と
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
詩
人
た
ち
が
力
強
い
、
神
々
し
く
美
し
い
自
然
に
よ
っ
て
抱
擁
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、「（
…
）
詩
人
た
ち
を
そ
の
本
性
の
根
本
特
質
の
な
か
へ
と
移
行
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
移
行
こ
そ
、
育
成
で
あ
る
。
こ
の
育
成

は
詩
人
の
宿
世
を
刻
印
づ
け
る）

（（
（

」　

と
分
析
す
る
。
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「
奇
跡
の
よ
う
に
偏
在
す
る
も
の
、
力
強
い
も
の
、
神
々
し
く
美
し
い
も
の
、
こ
の
よ
う
な
も
の
に
適–

応
す
る
も
の

た
ち
（die Ent-Sprechenden

）
が
「
詩
人
た
ち
」
で
あ
る
。（
…
）

「
詩
人
た
ち
」
と
は
す
べ
て
の
詩
人
一
般
で
は
な
く
、
漠
然
と
し
た
任
意
の
詩
人
た
ち
で
も
な
い
。「
詩
人
た
ち
」
と

は
来
る
べ
き
も
の
た
ち
の
こ
と
で
あ
り
、そ
の
本
性
は
「
自
然
」
の
本
性
に
彼
ら
が
ど
れ
だ
け
適
合
し
て
る
か
に
従
っ

て
査
定
さ
れ
る）

（（
（

」

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
詩
人
は
「
来
る
べ
き
も
の
た
ち
」
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
言
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ブ
ラ
ン
シ
ョ
も
同
様
に
ヘ

ル
ダ
ー
リ
ン
の
描
く
詩
人
像
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
詩
人
は
自
分
自
身
の
予
感
と
し
て
、
自
己
の
存
在
の
未
来
と
し
て
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
詩
人
は
ま

だ
存
在
し
な
い
が
、
後
か
ら
来
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
、
ま
た
自
己
の
悲
し
み
や
惨
め
さ
や
同
時
に
そ
の
偉
大
な
富
の
本
質

を
形
成
す
る
《
ま
だ
な
い
も
の
》
の
中
に
、
既
に
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

（（
（

」　
（
ル
ビ
は
論
者
）

そ
し
て
、「
あ
た
か
も
祝
日
の
よ
う
に
…
…
」、
第
2
節
の
最
後
に
は
、
詩
人
が
詩
作
す
る
状
況
が
描
か
れ
て
い
る
。

（
…
）
彼
ら
は
（
詩
人
）
独
り
だ
け
で
い
る
か
の
よ
う
に
な
る
が
、
だ
が
い
つ
も
予
感
は
し
て
い
る
。

つ
ま
り
予
感
し
な
が
ら
自
然
自
身
も
憩
い
を
と
っ
て
い
る
の
だ）

（（
（

。
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こ
の
2
行
の
詩
句
に
つ
い
て
ブ
ラ
ン
シ
ョ
は
「
詩
人
の
存
在
が
欠
け
て
い
る
「
全
体
」
と
、
自
己
の
孤
独
の
中
で
「
全
体
」
か
ら
詩
人
を

呼
ぶ
力
を
ま
だ
受
け
取
っ
て
い
な
い
詩
人
と
の
並
列
的
な
状
態
を
示
し
て
い
る）

（（
（

」　

と
説
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
詩
人
は
ど
こ
か
ら
か
来

る
べ
き
ま
だ
「
見
え
な
い
も
の
」
が
出
現
す
る
の
を
待
っ
て
い
る
。
そ
し
て
詩
人
は
こ
の
「
見
え
な
い
も
の
」
は
確
か
に
あ
る
0

0

と
分
か
っ

て
い
る
。
し
か
し
こ
の
時
点
で
詩
人
は
ま
だ
現
れ
な
い
。
一
方
自
然
の
方
は
、
ま
だ
そ
の
時
で
は
な
い
と
ば
か
り
に
、
予
感
し
な
が
ら
休

息
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
予
感
と
詩
人
の
連
帯
性
に
つ
い
て
ブ
ラ
ン
シ
ョ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

「
詩
人
は
詩
句
の
時
を
予
感
す
れ
ば
こ
そ
存
在
す
る
。
詩
人
は
詩
句
の
後
に
来
る
者
だ
が
、
詩
句
を
創
造
す
る
力
で

あ
る
。（
…
）
な
ぜ
詩
人
は
予
感
す
る
の
か
、
な
ぜ
詩
人
は
こ
の
世
界
の
中
で
存
在
し
う
る
の
か
。
そ
れ
は
詩
人
よ

り
前
に
既
に
詩
句
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
のahnen

（
予
感
）
こ
そ
ま
さ
に
、
詩
人
に
と
っ
て
、
自
分
が

自
分
自
身
よ
り
以
前
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
感
ず
る
方
法
で
あ
る
（
…
））

（（
（

」

加
藤
に
よ
る
と
、
予
感
さ
れ
て
い
る
も
の
は
「
光
」、「
光
」
は
天
と
地
全
体
に
ゆ
き
わ
た
っ
て
い
る
自
然
を
さ
ら
に
超
え
た
も
の
と
し
て

捉
え
ら
れ
、「
光
」
は
自
然
を
本
来
の
自
然
、
生
き
た
自
然
た
ら
し
め
る
も
の
と
説
い
て
い
る）

（（
（

。
次
の
第
三
節
に
「
光
」（
夜
明
け
）
が
到

来
し
、
私
（
農
夫
）
は
「
聖
な
る
次
元
」
を
見
る
。
そ
し
て
農
夫
は
「
聖
な
る
次
元
」（
神
聖
な
も
の
）
が
自
分
の
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
懇

願
す
る
。

い
ま
、
だ
が
、
夜
が
明
け
る
！
私
は
待
ち
佇
み
、
そ
れ
が
到
来
す
る
の
を
見
た
。
そ
し
て
私
が
見
た
も
の
、
こ
の
神

聖
な
も
の
こ
そ
、
私
の
言
葉
で
あ
っ
て
ほ
し
い）

（（
（

。
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冒
頭
で
、
ブ
ラ
ン
シ
ョ
の
シ
ャ
ー
ル
論
は
賛
否
両
論
な
テ
ク
ス
ト
と
述
べ
た
が
、
西
永
は
大
半
は
賛
同
し
て
い
る
が
、
反
論
も
し
て
い

る
「
詩
の
な
か
で
は
、
ポ
エ
ジ
ー
は
現
前
せ
ず
、
つ
ね
に
手
前
も
し
く
は
彼
方
に
あ
る
も
の
と
し
て
啓
示
さ
れ
る
」
と
で
も
言
う
べ
き
で

は
な
か
っ
た
か
」
と）

（（
（

。

　

そ
し
て
シ
ャ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
隣
接
性
に
つ
い
て
は
「
シ
ャ
ー
ル
が
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
を
ふ
く
む
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
の
哲
学
者
へ

の
関
心
、
そ
し
て
現
代
に
お
け
る
詩
人
の
存
在
理
由
と
い
う
問
題
意
識
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
共
有
し
て
い
た）

（（
（

」　

ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
以
外
の
哲

学
者
と
は
、
例
え
ば
エ
レ
ア
学
派
の
祖
と
い
わ
れ
る
べ
き
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。「
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
に
よ
る
と
、
た
だ
有

る
も
の
の
み
有
り
、
有
ら
ぬ
も
の
は
有
ら
ぬ
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
の
う
ち
に
真
理
は
存
し
、
逆
に
有
ら
ぬ
も
の
を
有

り
と
し
、
有
る
も
の
を
有
ら
ぬ
と
考
え
る
と
こ
ろ
に
誤
り
が
存
す
る
。
真
の
思
惟
の
対
象
と
な
り
う
る
の
は
た
だ
有
る
も
の
の
み
で
あ
り
、

有
ら
ぬ
も
の
は
決
し
て
思
惟
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い）

（（
（

」　

つ
ま
り
、
な
い
も
の
（
有
ら
ぬ
も
の
）
を
考
え
て
も
無
意
味
だ
と
い
う
こ
と
だ
。

こ
の
よ
う
な
根
本
思
想
か
ら
、パ
ル
メ
ニ
デ
ス
は
「
有
る
も
の
」
は
常
に
「
有
る
」、「
有
る
も
の
」
を
球
体
で
示
し
、完
全
無
欠
な
「
有
る
」

を
イ
メ
ー
ジ
し
た
の
で
あ
る）

（（
（

。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、次
に
あ
げ
る
シ
ャ
ー
ル
の
詩
を
分
析
、参
照
し
な
が
ら
、（
１
９
４
５
年
に
ガ
リ
マ
ー
ル
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
孤

立
し
て
と
ど
ま
っ
て
』Seuls dem

eurent 

に
収
め
ら
れ
て
い
る
詩
）
上
記
に
あ
げ
た
い
く
つ
か
の
特
徴
を
考
慮
し
な
が
ら
見
て
い
き
た

い
と
思
う
。



一
八
〇
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翻
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へ
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問
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（
川
口
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2
．
シ
ャ
ー
ル
の
詩
に
み
る
「
聖
な
る
次
元
」

《Congé au vent

》
と
《Fréquence

》
の
考
察
（
註
参
照
）

　

動
詞bivouaquer 

は
、
名
詞bivouac

、
す
な
わ
ちInstallation provisoire en plein air de troupes en cam

pagne

（
平
野
に

お
い
て
軍
隊
が
戸
外
に
仮
住
ま
い
す
る
こ
と
）
の
動
詞
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ミ
モ
ザ
が
丘
の
斜
面
に
あ
る
野
原
い
っ
ぱ
い
に
広
が
っ
て

い
る
様
子
に
使
わ
れ
、
美
し
い
花
の
咲
い
た
野
原
と
軍
隊
と
を
か
け
あ
わ
せ
た
使
い
方
は
、
い
か
に
も
詩
人
自
身
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
活

動
と
深
い
関
係
を
暗
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
一
文
全
体
を
通
し
て
見
て
み
る
と
、À

 flancs de coteau du village bivouaquent des 

cham
ps fournis de m

im
osas.

と
い
う
よ
う
に
、
子
音
［f

］
が
子
音
［v

］
を
囲
み
、（f – v – v – f

）
シ
ン
メ
ト
リ
ー 

の
形
に
な
っ
て

い
る
。
つ
ま
り
リ
ズ
ム
の
側
面
に
お
い
て
も
、
こ
の
動
詞
の
選
択
を
意
義
あ
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
描
写
を
作
り
上
げ
て
い
る
。

　

続
く
一
文
は
、
複
数
の
ヴ
ィ
ル
ギ
ュ
ル
に
よ
っ
て
、
軽
や
か
な
リ
ズ
ム
を
引
き
出
し
、
詩
の
イ
メ
ー
ジ
を
明
る
く
沸
き
立
た
せ
て
い
る
。

À
 l'époque de la cueillette, il arrive que, loin de leur endroit, on fasse la

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［ε̃
］ 　
　
　

 

［ ã

］

rencontre extrêm
em

ent odorante d'une fille dont les bras se sont occupés

［ã

］ ［ ɔ̃

］　　
　
　
　 ［ ã

］　　

 ［ ã

］　　
　
　
　
　 ［ ɔ̃

］　　
　
　
　
　
［ ɔ̃

］

durant la journée aux fragiles branches.

　
［ã

］ 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［ ã

］
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冒
頭
のÀ

 l'époque de 

…
は
、
前
の
文À

 flancs de

…
に
対
応
し
て
お
り
、
リ
ズ
ム
を
と
る
た
め
の
必
然
的
に
置
か
れ
た
状
況
補

語
で
あ
る
こ
と
や
、loin de leur endroit

も
、il arrive que

～　

に
続
く
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
を
中
断
し
て
挿
入
さ
れ
、
二
つ
の
ヴ
ィ
ル

ギ
ュ
ル
に
挟
ま
れ
な
が
ら
、
後
半
の
関
係
代
名
詞dont

以
下
の
説
明
的
な
部
分
を
明
る
く
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
前
置
詞de

や
鼻
母
音

の
連
続
が
こ
こ
で
は
目
立
っ
て
多
い
こ
と
が
、
全
体
の
リ
ズ
ム
に
貢
献
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
加
え
てla rencontre odorante

の

odorante

は
本
来
な
ら
ばla rencontre

に
つ
く
は
ず
の
な
い
形
容
詞
で
あ
り
、
代
換
法
（hypallage

）
の
文
彩
が
使
わ
れ
て
い
る
。

　

以
下
に
続
く
文
は
、
背
景
描
写
か
ら
「
娘
」
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
く
箇
所
で
あ
る
。

Pareille à une lam
pe dont l'auréole de clarté serait de parfum

, elle s'en va,

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［lore ɔ l

］

le dos tourné au soleil couchant.

［l ə do turne o s ɔ l ε
j

］（
下
線
は
論
者
）

　

こ
の
一
文
か
ら
浮
か
び
上
が
る
光
景
は
、
夕
日
の
光
が
去
っ
て
い
く
娘
の
背
中
を
ほ
ん
の
り
と
ラ
ン
プ
の
よ
う
に
映
し
出
し
て
い
る
姿

で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点
は
、l'auréole

（
後
輪
）
とle dos tourné au soleil couchant

（
夕
日
に
背
を
向
け
て
）
の
リ
ズ

ム
の
類
似
に
加
え
、（［lore ɔ l

］
と
［turne o s ɔ l ε

j

］）
後
者
に
隠
さ
れ
た
言
葉tournesol

（
ひ
ま
わ
り
）
の
リ
ズ
ム
に
も
エ
コ
ー
し
、

か
つ
意
味
の
上
で
も
似
た
形
（
丸
）
を
生
み
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
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Ll seraìt sacrilège de lui adresser la parole.

　
　
　
［ε

］      ［ε

］　　
　
　
　 ［ε

］

L'espadrille foulant l'herbe, cédez-lui le pas du chem
in. Peut-être aurez-vous la

 ［ε
］　　   　
　
　
　
　

 ［ε

］

chance de distinguer sur ses lèvres la chim
ère de l'hum

idité de la N
uit?

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［ε

］　　
　
　
［ε

］

　

こ
の
三
つ
の
文
か
ら
は
強
い
、
今
ま
で
の
ト
ー
ン
と
は
異
な
っ
た
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。
前
文
に
続
い
て
条
件
法
、
そ
し
て
命
令
法
、

最
後
に
は
未
来
形
の
問
い
か
け
と
い
っ
た
法
の
切
り
換
え
の
早
さ
に
加
え
、
何
か
し
ら
威
厳
ら
し
さ
が
こ
こ
に
は
表
れ
て
い
る
。
リ
ズ

ム
の
側
面
で
は
［s

］、［p

］［ε

］
の
連
続
が
こ
こ
で
は
目
立
っ
て

0

0

0

0

使
わ
れ
て
お
り
、
特
に
［ε

］
の
音
を
も
つsacrilège, l'espadrille, 

l'herbe, ses lèvres, la chim
ère

に
は
、
こ
の
詩
に
重
要
性
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
の
箇
所
で
述

べ
る
こ
と
に
す
る
。

　
「
風
に
別
れ
を
」《Congé au vent

》
に
お
い
て
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ム
ー
ナ
ン
（G

eorges M
ounin

）
は
、
こ
の
詩
に
現
わ
れ
る
ミ
モ

ザ
の
精
霊
の
よ
う
な
娘
は
、「
こ
の
畑
で
ミ
モ
ザ
を
摘
む
娘
は
、
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
リ
の
「
春
」
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る）

（（
（

。
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ

リ
の
「
春
」
は
、
オ
レ
ン
ジ
の
木
の
下
で
、
愛
の
女
神
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
が
中
心
に
位
置
し
、
そ
の
左
側
に
は
三
人
の
若
い
娘
た
ち
、
彼
女
ら

は
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
お
つ
き
で
あ
る
美
の
三
女
神 

（les trois G
râces

）、
そ
し
て
そ
の
左
端
に
は
ヘ
ル
メ
ス
（
メ
ル
ク
リ
ウ
ス
）
が
い
る
。

彼
は
黄
金
の
杖
で
不
幸
や
時
間
を
象
徴
す
る
雲
を
押
し
と
ど
め
る
。
そ
し
て
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
右
側
に
は
、
風
ゼ
フ
ィ
ロ
ス
（
西
風
の
神
）

が
春
の
女
神
ク
ロ
リ
ス
を
略
奪
し
て
い
る
。
ゼ
フ
ィ
ロ
ス
は
、
春
の
神
の
擬
人
化
で
あ
り
、
涼
し
さ
と
慈
雨
を
も
た
ら
す
。
そ
し
て
空
間
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八
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の
中
に
ゆ
っ
く
り
と
滑
り
込
み
、
湿
り
気
の
あ
る
春
を
告
げ
る
。
彼
は
息
子
カ
ル
ポ
ス
、
つ
ま
り
果
実
を
生
む
新
し
い
植
物
の
女
神
ク
ロ

リ
ス
と
夫
婦
と
な
る
。（
さ
ら
に
詳
し
い
解
釈
は
多
数
あ
る
と
思
わ
れ
る
）
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
は
他
の
人
物
よ
り
も
高
い
と
こ
ろ
に
位
置
し
、
孤

立
し
て
、
威
厳
あ
る
姿
に
描
か
れ
て
い
る
。
顔
の
周
り
に
あ
る
オ
レ
ン
ジ
の
木
の
葉
は
空
と
一
体
化
し
て
透
か
し
模
様
を
作
り
、
教
会
の

ば
ら
窓
に
も
見
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
を
聖
母
マ
リ
ア
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

で
は
前
の
箇
所
で
述
べ
たsacrilège, l'espadrille, l'herbe, ses lèvres, la chim

ère

と
の
関
係
性
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、sacrilège

と
い
う
言
葉
は
主
に
キ
リ
ス
ト
教
に
使
わ
れ
る
言
葉
で
、「
神
聖
な
も
の
を
意
識
し
て
け
が
す
、
敬
神
徳
に
反
す
る
行
為
」
で
あ
る）

（（
（

。
し
た

が
っ
て
、Il serait sacrilège de lui adresser la parole

は
、
声
を
か
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
そ
れ
ほ
ど
高
貴
な
あ
る
い
は
神
聖
な

も
の
へ
の
敬
い
が
こ
め
ら
れ
た
言
葉
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
「
春
」
に
お
け
る
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
が
、
布
製
の
靴
、
エ
ス
パ
ド
リ
ー

ユ
を
履
い
て
い
る
こ
と
も
、こ
の
詩
に
現
わ
れ
る
娘
の
神
秘
性
を
増
幅
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。l'herbe

（
草
、草
原
、薬
草
）

は
シ
ャ
ー
ル
の
詩
に
は
頻
繁
に
出
て
く
る
言
葉
で
あ
る
が
、
そ
の
一
般
的
、
多
く
の
場
合
に
は
「
豊
穣
神
の
示
現
の
場
」
で
あ
り）

（（
（

、
生
殖
力
、

生
命
の
働
き
、
豊
か
な
実
り
、
再
生
、
な
ど
あ
ら
ゆ
る
生
命
の
誕
生
が
行
わ
れ
る
場
所
を
象
徴
す
る
。「
暴
力
」（Violences

）
と
い
う
詩

の
中
でl'herbe 

は
、
次
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
。

［
…
］D
es pêcheurs d'anguilles venaient là fouiller de leur fer

les rares herbes dans l'espoir d'en extraire de quoi am
orcer leurs

lignes.

［
…
］

（
…
）
う
な
ぎ
の
釣
り
人
た
ち
が
そ
こ
へ
や
っ
て
来
て
、
な
に
か
釣
り
糸
に
つ
け
る
餌
を
取
り
出
そ
う
と
、
自
分
た
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ち
の
鉄
具
で
も
っ
て
ご
く
わ
ず
か
な
草
を
掘
っ
て
い
た
。（
…
））

（（
（

（
下
線
は
論
者
）

こ
こ
で
のl'herbe

は
、
釣
り
人
た
ち
に
と
っ
て
大
漁
に
つ
な
が
る
餌
の
宝
庫
と
し
て
の
場
を
示
し
て
い
る
。
ち
な
み
にl'herbe

の
色

vert

（
緑
）
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
（
徳
の
一
つl'espérance

（
希
望
）
を
表
し
て
い
る
。

さ
ら
に
こ
の ses lèvres, la chim

ère

が
連
続
し
て
使
わ
れ
て
い
る
最
後
の
一
文
、Peut-être aurez-vous la chance de distinguer 

sur ses lèvres la chim
ère de l'hum

idité de la N
uit?　

に
は
、
人
間
と
自
然
の
根
本
的
な
不
変
の
法
則
、
奇
跡
的
な
、
神
秘
な
生
命

誕
生
の
瞬
間
が
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
幻
は
娘
の
体
に
宿
り
、
人
間
や
自
然
を
実
り
豊
か
な
も
の
に
し
て
く
れ
る
豊
穣

性
を
あ
ら
わ
す
幻
で
あ
る
。
こ
こ
で
はN

uit

が
大
文
字
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
特
別
な
夜
、
選
ば
れ
た
夜
、
決
ま
っ
た
夜
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
の
語
に
はla m

ère

（
母
）
と
い
う
語
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
豊
穣
性
は
、
ま
た
詩
人
に
と
っ
て
も
詩
が
生
ま
れ
る
、
出
現

す
る
場
所
で
あ
り
、
神
聖
な
場
所
で
あ
る
。「
賛
辞
と
飢
餓
」（H

om
m

age et Fam
ine

）
で
は
詩
人
の
口
と
女
性
の
つ
な
が
り
が
次
の
よ

う
に
表
わ
れ
て
い
る
。

Fem
m

e qui vous accordez avec la bouche du poète, ［
…
］

詩
人
の
口
と
仲
の
良
い
女
性
よ
、（
…）

（（
（

）

　

一
方
、《Fréquence

》「
繰
り
返
し
起
こ
る
こ
と
」
で
は
、「
風
に
別
れ
を
」
か
ら
感
じ
取
ら
れ
る
、
明
る
い
黄
金
の
色
の
漂
っ
た
雰
囲

気
と
は
逆
に
、
こ
の
詩
に
初
め
て
接
し
た
時
の
第
一
印
象
は
、
重
く
、
暗
い
、
冷
た
い
空
気
が
感
じ
ら
れ
る
。
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Fréquence

 Tout le jour, assistant l'hom
m

e, le fer a appliqué son torse sur la boue enflam
m

ée de la forge. À
 la longue, 

leurs jarrets jum
eaux ont fait éclater la m

ince nuit du m
étal à l'étroit sous la terre.

（
下
線
は
論
者
）

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
二
つ
の
点
は
、
ま
ず
最
初
に
題
名
のFréquence

の
［f

］
の
音
か
ら
、
こ
の
詩
に
重
要
な
意
味
を
与
え
て
い
るle 

fer, la boue enflam
m

ée, la forge,

と
い
う
よ
う
に
［f

］
が
連
続
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
最
初
と
最
後
に
文
を
挟
み
込

む
よ
う
に
［ʒ

］
の
音jour, la forge, 

が 

次
の
文
のjarrets jum

eaux

に
こ
だ
ま
し
、ala-la-al-al-la

の
連
続
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　

le fer

「
鉄
」
は
そ
の
性
質
か
ら
固
く
、
重
い
、
武
器
の
象
徴
に
も
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
オ
イ
デ
ィ
ウ
ス
の
『
変
身
物
語
』
で
は
人

間
が
誕
生
す
る
と
、
そ
の
あ
と
に
は
四
つ
の
時
代
が
続
く
。
黄
金
の
時
代
、
銀
の
時
代
、
胴
の
時
代
、
そ
し
て
鉄
の
時
代
で
あ
る
。
黄
金

の
時
代
に
は
法
律
も
な
く
、
人
々
は
平
和
な
生
活
を
送
り
、
兵
士
も
武
器
も
な
か
っ
た
。
銀
の
時
代
に
は
常
春
の
黄
金
の
時
代
よ
り
は
劣
っ

て
い
た
が
、
胴
の
時
代
よ
り
は
ま
さ
っ
て
い
た
。
胴
の
時
代
で
は
人
々
の
気
質
は
荒
く
、
残
忍
な
武
器
を
手
に
取
っ
て
い
た
が
、
罪
深
い

と
い
う
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
。
鉄
の
時
代
は
ま
さ
に
暗
黒
の
時
代
で
、あ
ら
ゆ
る
悪
行
が
行
わ
れ
、暴
力
、戦
争
、陰
謀
な
ど
が
企
て
ら
れ
た
。

そ
し
て
最
後
に
残
っ
た
神
で
あ
る
処
女
神
「
正
義
」（
ア
ス
ト
ラ
イ
ア
）
も
殺
戮
の
血
に
濡
れ
た
こ
の
地
上
を
去
っ
て
い
っ
た
。
人
類
は
滅

亡
寸
前
で
あ
っ
た）

（（
（

。

　

一
方La boue enflam

m
ée

は
「
燃
え
さ
か
る
泥
」
と
訳
し
た
が
、
創
世
記
に
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
間
は
土
で
創
ら
れ
た
。

新
共
同
訳
の
聖
書
の
創
世
記
、
天
地
創
造
の
場
面
で
は
、「
主
な
る
神
は
、
土
（
ア
ダ
マ
）
の
塵
で
人
（
ア
ダ
ム
）
を
形
づ
く
り
、
そ
の

鼻
に
命
の
息
を
吹
き
入
れ
ら
れ
た）

（（
（

」　

と
あ
る
。
ア
ン
リ
・
メ
シ
ョ
ニ
ッ
ク
（ H

enri M
eschonnic 

）
の
聖
書
訳
で
は
ア
ダ
ム
の
語
源



一
八
六

詩
の
本
質
化
―
翻
訳
へ
の
問
い
―
（
川
口
）

A
dam

a

をla terre rouge

と
翻
訳
し
て
い
る
箇
所
が
見
受
け
ら
れ
る）

（（
（

。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
とla boue enflam

m
ée

は
「
人
間
」

と
推
測
0

0

で
き
る
。

　

そ
し
てla forge

「
溶
鉄
炉
」
に
は
、「
火
」
に
よ
っ
て
溶
か
さ
れ
た
、
形
の
ま
だ
定
ま
っ
て
い
な
い
状
態
の
鉄
が
赤
く
燃
え
さ
か
っ
て

い
る
。「
火
」
は
先
に
述
べ
た
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
「
万
物
は
火
の
代
物
」「
世
界
は
火
か
ら
生
ま
れ
、火
へ
化
す
」
と
い
う
「
万
物
の
流
転
」

の
思
想
に
も
関
連
性
を
持
っ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、「
火
」
は
浄
化
と
再
生
を
あ
ら
わ
し
、
キ
リ
ス
ト
（
聖
人
も
）
は
鍛
冶
場
の
炉

の
中
の
火
に
触
れ
て
再
び
生
命
を
得
た
と
い
う
。
し
か
し
反
面
、
破
壊
的
要
素
と
し
て
地
獄
を
あ
ら
わ
す
こ
と
も
あ
る
。
鉄
の
煮
え
た
ぎ

る
溶
鉄
は
、
ま
さ
に
地
獄
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。

　

jarret

（
ひ
か
が
み
）
と
は
、
膝
の
裏
の
く
ぼ
み
の
こ
と
で
あ
り
、
現
代
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
、avoir des jarrets d'acier

（
足
が
丈
夫

で
あ
る
）
と
い
う
よ
う
に
、文
字
通
り
の
意
味
で
使
わ
れ
た
り
、ま
たplier les jarrets

（
屈
服
す
る
、譲
歩
す
る
）
やtendre le jarret

（
偉

そ
う
な
態
度
を
と
る
）
と
い
っ
た
よ
う
に
、
比
喩
的
な
意
味
で
、
二
つ
の
相
反
す
る
権
力
の
中
心
を
意
味
す
る
表
現
に
使
わ
れ
る
。
こ
こ

で
はjum

eau

と
い
う
形
容
詞
が
つ
い
て
い
て
、鉄
（le fer

）
が
主
体
と
な
り
、la boue enflam

m
ée

（
人
間
）
と
合
体
し
、兄
弟
（frère

）

あ
る
い
は
、
仲
間
を
金
属
を
爆
発
さ
せ
て
誕
生
さ
せ
て
い
る
。

　

続
く
三
つ
の
文
を
み
て
み
よ
う
。

L'hom
m

e sans se hâter quitte le travail. Il plonge une dernière fois ses bras dans le flanc assom
bri de la 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 ［fw
a

］　 ［bra

］

rivière. Saura-t-il enfin saisir le bourdon glacé des algues?

（
下
線
は
論
者
）
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前
半
の
主
題
が
「
火
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
三
つ
の
文
は
「
水
」
が
主
題
で
あ
ろ
う
。
こ
の
最
初
の
一
文
は
、
職
人
が
仕
事
を
ゆ
っ

く
り
と
完
成
さ
せ
る
た
め
に
仕
事
を
や
め
る
読
み
と
、
職
人
の
動
作
そ
の
も
の
が
ゆ
っ
た
り
と
し
て
い
る
読
み
の
二
通
り
の
解
釈
が
考
え

ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
人
間
は
時
間
に
よ
っ
て
制
御
さ
れ
て
い
な
い
、
誰
に
も
支
配
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
。

職
人
は
自
分
の
腕
、
す
な
わ
ち
鉄
と
人
間
を
合
体
さ
せ
た
こ
の
熱
い
手
を
、
あ
る
い
は
自
ら
が
鉄
と
合
体
し
て
し
ま
っ
た
熱
い
手
を
川
の

水
の
中
に
浸
す
。
手
は
ま
さ
に
「
火
」
と
「
水
」
の
相
反
す
る
も
の
の
産
物
、
融
合
と
し
て
こ
の
詩
に
表
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
ヘ
ラ
ク

レ
イ
ト
ス
の
「
火
か
ら
水
へ
」「
水
か
ら
火
へ
」
と
い
う
「
万
物
流
転
」
の
過
程
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
のle bourdon glacé 

des algues

に
は
、gla-alg
の
反
転
し
た
こ
だ
ま
が
見
ら
れ
、
未
来
の
問
い
か
け
と
し
てle bourdon

を
修
飾
し
て
い
る
。

　

Le bourdon

、
こ
こ
で
は
あ
え
て
「
ざ
わ
め
き
」
と
訳
し
た
が
、bourdon

に
は
別
の
意
味
と
し
て
「
頭
に
り
ん
ご
の
形
の
飾
り
の
あ

る
長
い
巡
礼
杖
」
と
い
う
意
味
が
あ
る）

（（
（

。algue

（
藻
）
す
な
わ
ち
水
の
中
に
生
え
る
植
物
（l'herbe 

＝ vert

）
がl'espérance

（
希
望
）

を
表
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
「
水
」
に
よ
っ
てglacé, 

つ
ま
り
も
う
凍
っ
て
し
ま
っ
た
、
形
の
崩
れ
る
こ
と
の
な
い
、
溶
け
る
こ

と
の
な
い
、
は
っ
き
り
と
し
た
形
を
も
っ
た
希
望
の
巡
礼
の
杖
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
い
か
け
に
も
な
る
で

あ
ろ
う
。
ヴ
ェ
ー
ヌ
は
、
こ
のle bourdon glacé des algues

に
つ
い
て
自
身
の
経
験
か
ら
、
ソ
ル
グ
川
に
あ
る
藻
に
は
鐘
の
よ
う
な

も
の
が
つ
い
て
い
る
と
し
、
訳
者
の
西
永
も
そ
れ
に
な
ら
い
「
水
藻
の
冷
た
い
鐘
」
と
翻
訳
し
て
い
る）

（（
（

。

　
「
風
に
別
れ
を
」
と
「
繰
り
返
し
起
こ
る
こ
と
」、こ
の
二
つ
の
詩
は
ま
っ
た
く
正
反
対
の
色
を
打
ち
出
し
て
い
る
が
、根
本
的
な
側
面
で
は
、

両
方
と
も
何
か
、
こ
れ
か
ら
起
こ
る
こ
と
へ
の
暗
示
的
な
も
の
を
漂
わ
せ
て
い
る
。

　
「
労
働
」
と
い
う
主
題
が
共
通
し
て
こ
の
二
つ
の
詩
の
基
盤
に
表
れ
て
い
る
。
夕
方
、
す
な
わ
ち
太
陽
が
沈
む
と
娘
の
場
合
は
ミ
モ
ザ
を

摘
む
の
を
や
め
、
立
ち
去
り
、
一
方
男
は
仕
事
場
を
去
る
。
闇
は
古
く
か
ら
人
間
に
と
っ
て
は
恐
怖
で
あ
り
、
世
界
が
創
ら
れ
る
以
前
の
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混
沌
の
よ
う
に
恐
ろ
し
い
こ
と
が
迫
っ
て
く
る
状
態
で
あ
る
。
ま
た
夜
は
、
労
働
（
キ
リ
ス
ト
教
（
カ
ト
リ
ッ
ク
）
で
は
労
働
は
罪
と
さ

れ
て
い
る
）
か
ら
解
放
さ
れ
る
時
で
も
あ
る
。
こ
こ
に
は
労
働
を
す
る
行
為
や
昼
間
か
ら
夜
へ
向
か
う
状
態
が
繰
り
返
し
行
わ
れ
る
こ
と

が
共
通
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
連
続
し
て
起
こ
る
繰
り
返
し
は
、
永
遠
に
止
む
こ
と
の
な
い
普
遍
性
を
あ
ら
わ
し
、
常
に
希
望
を

抱
き
な
が
ら
も
そ
の
希
望
は
達
成
さ
れ
る
の
か
否
か
、
と
い
う
永
遠
回
帰
の
問
い
を
我
々
に
投
げ
か
け
る
。

　
「
風
に
別
れ
を
」
で
は
、
こ
の
希
望
は
、
収
穫
の
時
期
、
春
に
出
現
す
る
娘
＝
妖
精
＝
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
＝
聖
母
マ
リ
ア
の
神
秘
性
が
豊
穣

を
生
む
、
生
命
を
産
み
だ
す
力
、
受
胎
に
託
さ
れ
、
そ
れ
は
年
に
一
度
の
夜
に
制
限
さ
れ
る
。「
繰
り
返
し
起
こ
る
こ
と
」
で
は
、
す
べ

て
の
行
い
に
二
つ
の
相
反
す
る
も
の
が
絡
み
あ
い
、
闘
い
な
が
ら
希
望
と
し
て
開
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
両
者
を
比
較
す
る
と
、
前
者
の

詩
に
お
け
る
可
能
性
は
高
い
が
、（peut-être aurez-vous, 

［...

］）「
繰
り
返
し
起
こ
る
こ
と
」
で
の
問
い
の
達
成
可
能
な
率
は
少
な
い
。

（Saura-t-il enfin ［...

］）

　

こ
こ
で
後
者
の
詩
に
お
け
る
「
相
反
す
る
も
の
」
に
つ
い
て
も
う
一
度
整
理
し
て
み
よ
う
。
鉄
と
い
う
の
は
前
述
し
た
と
お
り
「
悪
」

で
あ
り
、
人
間
が
作
っ
た
武
器
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
逆
説
的
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
。
悪
で
あ
る
鉄
が
今
度
は
鉄
で
人
間
の
身

体
（la boue

）
を
型
ど
り
創
り
だ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
っ
く
り
な
鉄
で
で
き
た
人
間
が
金
属
の
薄
い
夜
を
爆
発
さ

せ
る
。
し
か
し
男
（
人
間
）
は
、
最
後
に
自
分
の
手
を
水
に
浸
す
行
為
を
繰
り
返
す
。
こ
の
時
の
男
（
人
間
）
に
は
悔
恨
の
情
す
ら
感
じ

ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
人
間
が
作
っ
た
鉄
（
悪
）
に
よ
っ
て
今
度
は
人
間
（
自
分
）
が
創
ら
れ
た
こ
と
、
火
と
水
の
闘
い
の
な
か
で
煮
え
た

ぎ
る
地
獄
で
鉄
と
合
体
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
男
（
人
間
）
自
ら
が
加
担
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
火
（
創
造
性
と
悪
魔
の

両
方
の
道
具
）
と
水
に
よ
っ
て
生
命
が
創
ら
れ
る
神
秘
的
な
行
為
が
恐
怖
の
、
激
し
い
行
為
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
瞬
間
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
鉄
は
火
に
よ
っ
て
ま
た
溶
か
さ
れ
、
再
生
さ
れ
、
永
遠
に
そ
れ
が
繰
り
返
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
「
風
に
別
れ
を
」
に
お
け
る
恐
怖
は
異
な
っ
た
形
で
表
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
神
の
使
者
で
あ
る
娘
は
、
天
の
使
い
で
毎



一
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年
こ
こ
に
や
っ
て
来
る
。
あ
ま
り
に
も
美
し
く
描
写
さ
れ
る
そ
の
娘
の
行
為
は
本
当
に
、
永
遠
に
繰
り
返
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う

恐
怖
で
あ
り
、
ま
た
「
未
だ
何
も
起
こ
ら
な
い
」
未
知
へ
の
恐
怖
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
「
風
に
別
れ
を
」
と
い
う
題
に
込
め
ら
れ
た
「
風
」

す
な
わ
ち
神
の
息
吹
、
精
霊
（Saint-Esprit

）
＝
精
神
が
人
間
か
ら
去
っ
て
い
く
、
失
わ
れ
て
い
く
瞬
間
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

3
．
天
上
的
な
る
も
の
（le divin

）
と
聖
な
る
も
の
（le sacré

）

　

19
世
紀
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
詩
は
、
し
ば
し
ば
ド
イ
ツ
哲
学
を
受
け
て
い
た）

（（
（

。
シ
ャ
ー
ル
も
そ
の
一
人
で
、
哲
学
的
な
「
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
」

形
式
で
作
品
を
い
く
つ
か
創
っ
て
い
る
。
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ボ
ー（Jacques Roubaud

）は「
詩

ポ
エ
ジ
ーは

本
質
的
に
思
考
で
は
保
た
れ
て
は
い
な
い
」

と
詩

ポ
エ
ジ
ーと

哲
学
の
関
連
性
に
は
否
定
的
な
態
度
を
示
し
て
い
る
。
メ
シ
ョ
ニ
ッ
ク
に
あ
っ
て
は
、詩

ポ
エ
ジ
ーの

定
義
と
し
て「
言ラ

ン
ガ
ー
ジ
ュ

語
活
動
の
活
動
形
態
」

と
い
う
意
見
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
活
動
に
よ
っ
て
、
主
体
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

メ
シ
ョ
ニ
ッ
ク
が
分
類
す
る
主
体
の
種
類
は
複
数
あ
る
。
①
心
理
学
的
主
体
、
②
哲
学
的
主
体
、［
③
科
学
的
主
体
（
④
物
事
の
知
識
の

主
体
）
⑤
技
術
的
主
体
（
⑥
物
事
を
支
配
す
る
主
体
）］、
⑦
人
間
の
知
識
の
主
体
（
民
俗
学
、
考
古
学
を
発
見
す
る
主
体
、
知
識
の
純
粋

な
主
体
）、
⑧
歴
史
の
主
体
、
⑨
幸
福
の
主
体
、
⑩
言ラ

ン
グ語

の
主
体
（
ソ
シ
ュ
ー
ル
）、
⑪
言デ

ィ
ス
ク
ー
ル

説
の
主
体
（
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
）、
⑫
権
利
の

主
体
。
こ
れ
ら
の
う
ち
で
、
ど
の
主
体
も
メ
シ
ョ
ニ
ッ
ク
は
詩

ポ
エ
ジ
ーと

の
関
わ
り
を
認
め
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
主
体
が
詩ポ

エ
ム篇

を

作
る
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
心
理
学
的
主
体
に
つ
い
て
言
え
ば
、
欲
望
、
感
動
、
感
情
の
主
体
が
詩ポ

エ
ム篇

を
作
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
で
は
だ
た
の
感
情
の
言
表
に
す
ぎ
ず
、
心
理
的
主
体
が
作
る
も
の
は
、
名
づ
け
る
こ
と
、
描
写
す
る
こ
と
で
あ
り
、
日
記

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
哲
学
的
主
体
も
同
様
に
詩ポ

エ
ム篇

の
作
者
に
は
な
れ
な
い
。
ま
た
科
学
的
主
体
、
技
術
的
主
体
は
記
憶
の
た
め
に
名
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づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
も
詩ポ

エ
ム篇

を
作
ら
な
い
し
、
読
ま
な
い）

（（
（

。

　

デ
リ
ダ
に
よ
る
哲
学
と
詩

ポ
エ
ジ
ーの

密
接
性
に
つ
い
て
も
メ
シ
ョ
ニ
ッ
ク
は
自
身
の
詩
学
に
相
反
し
て
い
る
と
主
張
す
る
。
言ラ

ン
ガ
ー
ジ
ュ

語
活
動
に
お
け

る
力
こ
そ
が
意
味
形
成
性
の
連
続
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
哲
学
は
（
…
）
ま
ず
、
詩
学
を
と
お
し
て
み
る
と
、
言ラ

ン
ガ
ー
ジ
ュ

語
活
動
の
理
論
に
対
抗
し
て
い
る
。
特
に
、
言ラ

ン
ガ
ー
ジ
ュ

語
活
動
を

考
え
る
こ
と
に
対
抗
し
て
い
る）

（（
（

」

　

メ
シ
ョ
ニ
ッ
ク
は
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
詩
学
の
現
状
に
つ
い
て
否
定
的
な
意
見
を
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
の
一
つ
に
哲
学

の
影
響
に
関
す
る
問
題
を
あ
げ
て
い
る
。
自
身
の
リ
ズ
ム
論
を
巡
っ
て
哲
学
と
詩

ポ
エ
ジ
ーの

関
係
性
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
リ
ズ
ム
は
哲
学
と
詩

ポ
エ
ジ
ーと

の
関
係
の
見
直
し
を
さ
せ
て
く
れ
る
。
哲
学
者
た
ち
は
詩

ポ
エ
ジ
ーが

好
き
で
あ
る
。
詩

ポ
エ
ジ
ーを

占
領
す

る
こ
と
が
好
き
な
の
だ
。
と
き
お
り
詩

ポ
エ
ジ
ーが

哲
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
ほ
ど

ま
で
に
。
し
か
し
哲
学
の
概
念
の
豊
か
さ
と
、
哲
学
が
詩

ポ
エ
ジ
ーを

作
り
出
し
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
の
貧
困
さ
の
対
比
は
非
常

に
強
い
。
特
に
隠
喩
を
詩

ポ
エ
ジ
ーの

本
質
と
す
る
と
き
で
あ
る
（
…
））

（（
（

」

　

ブ
ラ
ン
シ
ョ
が
「
ル
ネ
・
シ
ャ
ー
ル
の
偉
大
さ
の
一
つ
、（
…
）
ち
ょ
う
ど
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、

詩ポ
エ
ジ
ーの

本
質
の
詩

ポ
エ
ジ
ーだ

」
と
述
べ
て
い
た
こ
と
を
思
い
起
こ
そ
う
。
そ
こ
で
と
り
あ
げ
た
「
本
質
」
と
は
、
起
源
に
溯
っ
て
語
の
、
あ
る
い

は
言
葉
の
語
源
に
向
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、聖
な
る
も
のle Sacré

と
の
関
連
を
多
く
含
ん
で
い
た
。こ
う
し
た
方
向
性
に
対
し
、メ
シ
ョ
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ニ
ッ
ク
の
意
見
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

「
天
上
的
な
る
も
の
（le divin

）
は
も
は
や
聖
な
る
も
の
（le sacré

）
で
は
な
い
。
し
か
し
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
完
全
に

こ
の
二
つ
を
混
同
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
に
と
っ
て
、天
上
的
な
も
の
は
「
神
々
」
で
あ
り
、聖
な
る
も
の
だ
か
ら
だ
。

聖
な
る
も
の
は
言
葉
と
物
の
原
初
の
結
び
つ
き
を
作
る
の
だ）

（（
（

」

「
私
は
聖
な
る
も
の
を
言
葉
と
物
の
間
の
、
人
間
と
動
物
の
間
の
（
…
）
人
間
と
自
然
の
間
の
原
初
的
結
合
の
神
話

と
し
て
定
義
づ
け
て
い
る
。
そ
れ
は
言ラ

ン
ガ
ー
ジ
ュ

語
活
動
が
起
こ
る
前
の
結
合
で
あ
る
。
本
源
的
な
ア
ル
カ
イ
ス
ム
で
あ
る）

（（
（

」

　
「
言ラ

ン
ガ
ー
ジ
ュ

語
活
動
が
起
こ
る
前
の
結
合
」
と
は
明
ら
か
に
人
間
が
こ
と
ば
を
発
す
る
前
の
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
こ
に
は
人
間
が
い
る
か

も
し
れ
な
い
が
、そ
れ
は
た
だ
い
る
0

0

と
い
う
だ
け
で
、人
間
と
し
て
「
生
」
を
得
た
人
間
と
し
て
は
捉
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
「
聖
な
る
も
の
」

は
、
人
間
を
脅
か
す
も
の
ま
で
に
な
る
と
メ
シ
ョ
ニ
ッ
ク
は
言
っ
て
い
る
。

「
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
溶
け
合
っ
た
聖
な
る
も
の
は
、
人
間
を
取
り
消
す
。
人
間
の
自
由
を
取
り
消
す
。
聖
な
る
も

の
は
言ラ

ン
ガ
ー
ジ
ュ

語
活
動
を
取
り
消
し
て
し
ま
う
の
だ
。
し
た
が
っ
て
聖
な
る
も
の
が
倫
理
学
を
表
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
る
。
聖
な
る
も
の
は
、
ア
ン
チ
・
ユ
マ
ニ
ス
ム
で
す
ら
あ
り
、
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
人
間
の
生
と
し
て
の
ユ
マ
ニ

テ
を
取
り
消
す
の
で
あ
る）

（（
（

」
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一
方
、
天
上
的
な
る
も
の
（le divin

）
に
対
し
て
の
メ
シ
ョ
ニ
ッ
ク
の
態
度
は
肯
定
的
で
あ
る
。

「
創
世
記
の
第
一
章
、
世
界
の
「
誕
生
」
で
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
天
上
的
な
る
も
の
は
、
生
命
あ
る
す
べ
て
の

被
造
物
を
創
る
生
の
根
源
で
あ
り
、
こ
の
根
源
と
生
命
あ
る
も
の
す
べ
て
と
の
間
の
連
続
で
あ
る
。
当
然
、
元
来
は

聖
な
る
も
の
と
混
ざ
り
合
っ
て
い
た
が）

（（
（

」

こ
の
天
上
的
な
る
も
の
は
、
発
語
、
す
な
わ
ち
声
、
身
体
、
人
間
の
生
に
関
す
る
す
べ
て
を
包
含
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の

「
天
上
的
な
る
も
の
」
と
「
聖
な
る
も
の
」
が
分
離
し
た
の
は
出
エ
ジ
プ
ト
記
（Exode. （,1（

）
で
あ
る
と
メ
シ
ョ
ニ
ッ
ク
は
指
摘
す
る
。

モ
ー
セ
が
神
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
々
が
自
分
た
ち
の
先
祖
の
名
を
聞
か
れ
た
と
き
に
ど
の
よ
う
に
答
え
る
べ
き
か
を
尋
ね
、
神
は
「
わ

た
し
は
あ
る
。
わ
た
し
は
あ
る
と
い
う
者
だ
」（《Je suis celui qui est.

》）
（（
（

）　

と
人
々
に
言
う
よ
う
に
モ
ー
セ
に
命
じ
る
く
だ
り
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
指
示
代
名
詞celui

は
、
私
（je
）
を
は
っ
き
り
と
指
し
示
し
、
固
定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
私
（je

）
は
こ
こ
で
現

在
形
の
動
詞
に
よ
っ
て
命
名
0

0

（nom
ination

）
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
同
時
に
、
私
（je

）
は
代
名
詞
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
（je

）

と
は
離
れ
、
た
だcelui

に
な
っ
て
置
か
れ
て
い
る
。
と
ど
ま
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。
そ
こ
に
私
が
い
る
0

0

だ
け
で
あ
る
。

　

一
方
メ
シ
ョ
ニ
ッ
ク
の
訳
は 《Je serai que je serai

》
で
、動
詞
は
未
来
形
、未
完
了
で
あ
る
。
未
来
形
に
し
た
理
由
は
そ
の
前
の（,12

に
続
き
「
約
束
」
で
、
未
完
了
は
時
間
の
中
で
は
終
わ
り
の
な
い
相
だ
か
ら
で
あ
る
と
メ
シ
ョ
ニ
ッ
ク
は
説
明
し
て
い
る
。
限
り
な
い
連

続
、
限
り
な
い
約
束
で
あ
る）

（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
私
（je

）
は
指
示
代
名
詞
で
確
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
不
確
定
で
あ
る
。
私
（je

）

は
何
も
示
し
て
い
な
い
。
命
名
し
て
い
な
い
。
全
て
の
「
人
間
に
関
す
る
生
を
創
造
す
る
能
力
（puissance

）
を
持
つ
絶
対
な
る
超
越
性）

（（
（

」、

個
人
の
「
私
」
の
能
力
を
も
天
上
的
な
る
も
の
は
含
む
の
で
あ
る
。
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「
聖
な
る
も
の
（le sacré

）
か
ら
分
け
ら
れ
た
生
を
創
る
能
力
と
し
て
、
歴
史
の
無
限
を
限
り
な
く
開
く
の
が
天
上

的
な
る
も
の
（le divin

）
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
歴
史
に
終
わ
り
は
な
く
な
る
の
だ
。
歴
史
を
、
意
味
を
根
本
的
な
歴

史
性
に
す
る
の
が
天
上
的
な
る
も
の
で
あ
る）

（（
（

」

上
記
に
挙
げ
た
二
つ
を
比
較
す
る
と
、
き
わ
だ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
点
は
、
言ラ

ン
ガ
ー
ジ
ュ

語
活
動
の
有
無
、
永
遠
の
歴
史
、「
人
間
の
生
」
＝
生
命
あ

る
も
の
の
有
無
で
あ
ろ
う
。
広
義
に
お
い
て
、
前
者
は
「
死
」、
後
者
は
「
誕
生
」
を
意
図
し
て
い
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ

ら
を
混
同
し
て
い
る
の
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
で
あ
る
と
メ
シ
ョ
ニ
ッ
ク
は
指
摘
す
る
。

　

詩
ポ
エ
ジ
ーが

本
質
化
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
「（
…
）
詩
人
は
、
神
々
と
人
間
と
を
超
え
た
神
聖
な
も
の
に
、
ま
っ
す
ぐ
に
想
い
を
向
け
る
べ

き
で
は
な
い
の
か
？）

（（
（

」
と
い
っ
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
葉
、
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
（Paul de M

an

）
に
よ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
誤
っ
た
ヘ
ル

ダ
ー
リ
ン
の
詩
の
解
釈
の
指
摘
、
こ
れ
ら
す
べ
て
は
聖
な
る
も
の
と
神
と
人
間
の
関
係
性
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
。
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ

ン
に
よ
る
と
、「
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
最
も
偉
大
な
詩
人
で
あ
る
、（
詩
人
の
な
か
の
詩
人
）
な
ぜ
な
ら
彼
は
詩

ポ
エ
ジ
ーの

本

質
（W

esen

）
を
言
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
詩

ポ
エ
ジ
ーの

本
質
は
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
を
、「
存
在
」
の
絶
対
的
な
現
存
を
言
う
こ
と
に
あ
る）

（（
（

」
メ

シ
ョ
ニ
ッ
ク
の
批
判
対
象
は
こ
の
点
に
あ
る
。
先
に
み
た
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。

［
…
］

Jezt aber tagts! Ich harrt und sah es kom
m

en, 

（
…
）
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い
ま
、
だ
が
、
夜
が
明
け
る
！
私
は
待
ち
佇
み
、
そ
れ
が
到
来
す
る
の
を
見
た
、

U
nd w

as ich sah, das H
eilige sei m

ein W
ort.

そ
し
て
私
が
見
た
も
の
、
こ
の
神
聖
な
も
の
こ
そ
、
私
の
言
葉
で
あ
っ
て
ほ
し
い）

（（
（

。（
下
線
は
論
者
）

ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
が
批
判
し
た
一
例
を
あ
げ
る
と
、（
メ
シ
ョ
ニ
ッ
ク
、
久
米
も
指
摘
し
て
い
る
）
上
記
に
あ
げ
た
「
あ
た
か
も
祝
日
の

よ
う
に
…
…
」
第
（
連
の
冒
頭
（
第
2
章
参
照
）
の
下
線
部
分
に
お
い
て
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
接
続
法
・
願
望
を
あ
ら
わ
すsei

（soit 

仏
）

と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
直
説
法
のist

（est

仏
）、「
神
聖
な
も
の
は
私
の
言
葉
な
り
」
と
う
た
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に

解
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る）

（（
（

。（「
神
聖
な
も
の
に
こ
の
詩
の
結
び
の
言
葉
は
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

（（
（

」）　

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
こ
の
よ
う
に
解

し
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
言
え
る
の
は
神
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
よ
り
次
元
の
高
い
存
在
と
な
る
で
あ
ろ
う
。「
詩
人
は
そ
こ
に
希
求
、
願
望

を
表
明
し
た
の
だ
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
（
詩
の
）
言
葉
の
な
か
に
、
聖
な
る
も
の
の
命
名
が
あ
り
0

0

、
存
在
が
言
わ
れ

0

0

0

、
そ
し
て
存
在
の
本

質
が
啓
示
さ
れ
て
い
る
と
読
み
取
っ
た）

（（
（

」　

こ
の
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
詩
を
本
質
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
言ラ

ン
ガ
ー
ジ
ュ

語
活
動
が
払
拭
さ
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
こ
と
が
メ
シ
ョ
ニ
ッ
ク
の
批
判
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。

「
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
言ラ

ン
ガ
ー
ジ
ュ

語
活
動
の
排
除
を
想
定
す
る
作
用
、
聖
な
る
も
の
を
直
接
化
す
る
。
そ
れ
は
聖
な
る
も
の
の
な

か
で
溶
け
た
言ラ

ン
ガ
ー
ジ
ュ

語
活
動
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
特
に
非—

詩
学
的
作
用
と
い
う
こ
と
で
あ
る）

（（
（

」

　

こ
の
詩
学
と
相
反
す
る
哲
学
の
分
野
、
そ
れ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
哲
学
の
分
野

で
は
言ラ

ン
ガ
ー
ジ
ュ

語
活
動
の
問
題
が
問
え
な
い
、人
間
が
不
在
だ
か
ら
で
あ
る
。ま
た
一
方
で
、詩
の
本
質
化
が
引
き
起
こ
す
問
題
と
し
て
メ
シ
ョ
ニ
ッ
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ク
が
懸
念
し
て
い
る
こ
と
は
、
起
源
に
溯
り
語
源
に
至
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
、
そ
れ
以
後
の
歴
史
が
消
去
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
。「
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
詩
篇
（
ポ
エ
ム
）
を
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
、
本
質
し
か
読
ま
な
い）

（（
（

」

　
「
詩
の
詩
学
が
必
要
な
の
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
は
そ
れ
が
な
い
。
言ラ

ン
グ語

の
詩
学
し
か
な
い）

（（
（

」　
「
詩
篇
を
散
文
に
翻
訳
し
、
一
つ
一
つ
の
語

に
は
意
味
し
か
な
い
と
同
時
に
、
一
つ
の
意
味
し
か
な
い
（
…
））

（（
（

」
と
メ
シ
ョ
ニ
ッ
ク
は
言
う
。

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
「
帰
郷
」Heim

kunft

を
た
だ
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
た
だ
け
の
一
例
を
あ
げ
よ
う
。
こ
れ
は
メ
シ
ョ
ニ
ッ

ク
の
指
摘
で
あ
る
。

W
as du suchest, es ist nahe, begegnet dir schon. 

君
が
探
し
て
い
る
も
の
、
そ
れ
は
近
く
に
あ
り
、
も
う
、
君
に
出
会
っ
て
い
る
。

Ce que tu cherches, cela est proche, vient à ta rencontre déjà.

　
「
だ
か
ら
到
着
者
で
さ
え
、
な
お
も
探
究
者
で
あ
る
。
し
か
し
探
し
て
い
る
も
の
は
、
す
で
に
、
彼
に
出
会
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
近
く
に

あ
る
。
そ
れ
で
も
、〈
見
出
す
〉
と
い
う
こ
と
が
、
発
掘
さ
れ
る
も
の
を
手
に
入
れ
て
自
分
の
も
の
に
し
、
し
か
も
所
有
物
と
し
て
そ
の
中

に
住
む
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
探
し
て
い
る
も
の
は
、
ま
だ
、
見
出
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
」
と
要
約
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
と

指
摘
し
て
い
る）

（（
（

。
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結
び
に
代
え
て
　—

翻
訳
へ
の
問
い—

　
「
理
解
す
る
こ
と
は
翻
訳
」
で
あ
り
、「
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
お
け
る
意
味
の
送
達
と
受
容
が
行
わ
れ
る
と
き
に
は
、
必
ず
翻
訳
が
含
ま
れ

る）
（（
（

」　

と
言
っ
て
い
る
ス
タ
イ
ナ
ー
の
見
解
か
ら
我
々
は
解
釈
、
要
約
、
広
義
に
は
人
と
人
と
の
関
わ
り
す
べ
て
に
翻
訳
行
為
が
行
わ
れ
る

と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
詩
を
本
質
化
」
す
る
こ
と
に
異
を
唱
え
る
メ
シ
ョ
ニ
ッ
ク
、
そ
れ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩

の
な
か
で
、
あ
た
か
も
接
続
法
を
直
説
法
に
解
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
聖
な
る
言
葉
を
言
っ
た
の
は
神
と
限
定
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
名
づ
け
る
」
者
に
な
る
、名
づ
け
る
と
い
う
行
為
は
、「
差
異
」
が
作
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
の
「
ハ

イ
デ
ガ
ー
言
語
に
お
け
る
言
語
の
本
質
化
や
ポ
エ
ジ
ー
の
本
質
化
は
、互
い
に
結
合
し
、強
化
し
、聖
化
を
生
み
出
す
」）

（（
（

。
そ
し
て
そ
れ
は「
起

源
」
に
遡
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
。
シ
ャ
ー
ル
の
言
う
よ
う
に
、
言
葉
を
原
初
の
意
味
で
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
と
、
そ

の
詩
は
主
体
、
言
語
活
動
の
不
在
、
歴
史
性
の
消
去
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
に
な
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
な
く
「「
外
国
語
」
で
書
か
れ
て
い
る

と
し
か
思
え
な
い
」
ほ
ど
に
な
り
、
さ
ら
に
は
文
字
、
言
語
が
消
え
、
他
の
別
の
表
現
方
法
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。（
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン

連
鎖
の
テ
ク
ス
ト
、
音
だ
け
の
テ
ス
ト
を
翻
訳
す
る
こ
と
は
、
大
き
な
課
題
と
し
て
翻
訳
者
に
問
題
提
起
さ
れ
て
い
る
。）

　

翻
訳
の
問
題
は
今
日
ま
で
多
く
の
批
評
家
、
作
家
人
に
よ
っ
て
繰
り
返
し
議
論
さ
れ
て
き
た
。
昨
今
で
は
よ
り
様
々
な
視
点
か
ら
、
ク

レ
オ
ー
ル
文
学
、
越
境
文
学
、
母
語
で
は
な
く
外
国
語
で
書
く
作
家
た
ち
の
文
学
と
翻
訳
の
問
題
も
批
評
の
関
心
と
な
っ
て
い
る
。
時
代

と
と
も
に
翻
訳
理
論
・
実
践
も
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
翻
訳
の
問
題
は
今
後
も
さ
ら
に
継
続
し
て
研
究
さ
れ
る
べ
き
テ
ー
マ
で
あ
る
。



一
九
七

詩
の
本
質
化
―
翻
訳
へ
の
問
い
―
（
川
口
）



一
九
八

詩
の
本
質
化
―
翻
訳
へ
の
問
い
―
（
川
口
）

註（
（
）René Char, Œ

uvres com
plètes, Paris, G

allim
ard, （（（（, p.（（（（.

＊
以
下Œ

.C

と
略
記
す
る
。

（
（
）M

aurice Blanchot, La Part du feu, Paris, G
allim

ard, （（（（, p.（（（.
西
永
良
成
、『
激
情
と
神
秘　

ル
ネ
・
シ
ャ
ー
ル
の
詩
と
思
想
』、
岩
波
書
店
、
２
０
０
６
年
、
186
頁
。

（
（
）
西
永
良
成
、
同
書
、
185
頁
。

（
（
）
同
書
、
186
頁
。

（
（
）
同
書
、
19（
頁
。

（
（
）A

 G
reek-English Lexicon, com

piled by LID
D

ELLI, H
enry G

eorge and SCO
TT, Robert, O

xford, Clarendon Press, （（（（, p.（（（（.

（
（
）
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、『
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
作
の
解
明
』
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
全
集　

第
（
巻
、
第
一
部
門　

既
刊
著
作
（（（（（-（（

）、
濱
田
恂
子
、
イ
ー

リ
ス
・
ブ
フ
ハ
イ
ム
訳
、
創
文
社
、
１
９
９
７
年
、
（（
頁
。

M
artin H

eidegger, Erläuterungen zu H
ölderlin D

ichtung, Frankfurt am
 M

ain, V
ittorio Klosterm

ann, （（（（, p.（（.

（
（
）
同
書
、
（（
頁
参
照
。

Cf. Ibid., p.（（.

（
（
）
加
藤
泰
義
、『
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
』、
芸
立
出
版
、
１
９
８
５
年
、
109
頁
。

（
（（
）
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、
前
掲
書
、
（（
頁
。

M
artin H

eidegger , O
p.cit., p.p.（（-（（.

（
（（
）
加
藤
泰
義
、
前
掲
書
、
1（5
頁
参
照
。

（
（（
）
同
書
、
1（（
頁
参
照
。

（
（（
）
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、
前
掲
書
、
（（
頁
―
（（
頁
。

M
artin H

eidegger, O
p.cit., p.（（.

（
（（
）
加
藤
泰
義
、
前
掲
書
、
1（（
頁
。

（
（（
）
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、
前
掲
書
、
（（
頁
。



一
九
九

詩
の
本
質
化
―
翻
訳
へ
の
問
い
―
（
川
口
）

M
artin H

eidegger, O
p.cit., p.p.（（-（（.

（
（（
）
同
書
、
（（
頁
。

原
文
は
同
書
、
（（
頁
。

（
（（
）
同
書
、
（（
頁
。

M
artin H

eidegger, O
p.cit., p.（（.

（
（（
）
同
書
、
（（
頁
。

Ibid., p.（（.

（
（（
）
モ
ー
リ
ス
・
ブ
ラ
ン
シ
ョ
、『
虚
構
の
言
語
』、
火
の
部
分II

、
紀
伊
国
屋
書
店
、
重
信
常
喜
、
橋
口
守
人
訳
、
１
９
７
２
年
、
18（
頁
。

M
aurice Blanchot, O

p.cit., p.（（（.

（
（（
）
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、
前
掲
書
、
（（
頁
。
原
文
は
同
書
、
（（
頁
。

（
（（
）
モ
ー
リ
ス
・
ブ
ラ
ン
シ
ョ
、
前
掲
書
、
18（
頁
。

M
aurice Blanchot, O

p.cit., p.（（（.

（
（（
）
同
書
、
150
頁
。

Ibid., p.（（（.

（
（（
）
加
藤
泰
義
、
前
掲
書
、
112
頁
参
照
。

（
（（
）
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、
前
掲
書
、
（（
頁
。

原
文
は
同
書
、
（（
頁
。

（
（（
）
西
永
良
成
、
前
掲
書
、
189
頁
。

（
（（
）
同
書
、
215
頁
。

（
（（
）
岩
崎
武
雄
、『
西
洋
哲
学
史
』、
有
斐
閣
、
１
９
７
５
年
、
（（
頁
。

（
（（
）
同
書
、
（（
頁
参
照
。

（
（（
）G

eorges M
ounin, La Com

m
unication poétique, A

vez-vous lu Char ?, Paris, G
allim

ard, （（（（, p.（（.



二
〇
〇

詩
の
本
質
化
―
翻
訳
へ
の
問
い
―
（
川
口
）

（
（（
）
大
賀
正
善　

他
、『
小
学
館
ロ
ベ
ー
ル　

仏
和
大
辞
典
』、
小
学
館
、
１
９
８
８
年
。

（
（（
）
ジ
ャ
ン
・
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
、
ア
ラ
ン
・
ゲ
ー
ル
ブ
ラ
ン
共
著
、『
世
界
シ
ン
ボ
ル
大
事
典
』、
金
光
仁
三
郎
、
他
共
訳
、
大
修
館
書
店
、
１
９
９
６
年
。

（
（（
）RenéChar, O

p.cit., Œ
.C.p.（（（.

（
（（
）Ibid., p.（（（.

（
（（
）
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
、『
変
身
物
語
』（
上
）、
中
村
善
也
訳
、
岩
波
文
庫
、
１
９
９
７
年
、
（（
頁
―
（（
頁
参
照
。

（
（（
）『
聖
書
』、
新
共
同
訳
、
旧
約
聖
書
続
編
つ
き
、
日
本
聖
書
協
会
、
１
９
９
７
年
、（
旧
）
（
頁
。

（
（（
）H

enri M
eschonnic, A

u Com
m

encem
ent, Traduction de la G

enèse, Paris, D
esclée de Brouw

er, （（（（, p.（（.

（
（（
）
前
掲
書
、『
小
学
館
ロ
ベ
ー
ル
仏
和
大
辞
典
』

（
（（
）
ポ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ー
ヌ
、『
詩
に
お
け
る
ル
ネ
・
シ
ャ
ー
ル
』、
西
永
良
成
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
１
９
９
９
年
、
（（
頁
。

Paul Veyne, R
ené Char en ses poèm

es, Paris, G
allim

ard, （（（（,p.（（.

（
（（
）M

ary Lew
is Shaw

, French Poetry, Cam
bridge, Cam

bridge U
niversity Press, （（（（, p.（（（.

（
（（
）Cf. H

enri M
eschonnic,: 《problèm

es de la poésie française contem
poraine

》, Conférence du（（ m
ars （（（（ à l'École norm

ale supérieure.

http://w
w

w
.parages.ens.fr/conference/conf.htm

l

（
（（
）H

enri M
eschonnic, Célébration de la poésie, Lagrasse, Verdier, （（（（, p.（（.

＊
以
下Célébration

と
略
記
す
る
。

（
（（
）H

enri M
eschonnic, Les États de la poétique, Paris, Presses U

niversitaires de France, （（（（, p.（（.

（
（（
）H

enri M
eschonnic, O

p.cit., Célébration, p.（（.

（
（（
）H

enri M
eschonnic, U

n coup de B
ible dans la philosophie, Paris, Bayard, （（（（, p.（（（. 

＊
以
下U

n coup de B
ible

と
略
記
す
る
。

（
（（
）Ibid., p.（（（.

（
（（
）Ibid., p.（（（.

（
（（
）
前
掲
書
、『
聖
書
』、
（（
頁
。

La B
ible de Jérusalem

, traduite en français sous la direction de l'École biblique Jérusalem
, Paris, Cerf, （（（（, p.（（（.



二
〇
一

詩
の
本
質
化
―
翻
訳
へ
の
問
い
―
（
川
口
）

（
（（
）Cf. H

enri M
eschonnic, O

p.cit., U
n coup de B

ible, p.（（（.
（
（（
）Ibid., p.（（（.

（
（（
）Ibid., p.（（（.

（
（（
）
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、
前
掲
書
、
166
頁
。

M
artin H

eidegger, O
p.cit., p.（（（.

（
（（
）Paul de M

an, 〈Les exégèses de H
ölderlin par M

artin H
eidegger

〉, in Critique, N

゜（（（-（（（, septem
bre-octobre （（（（, p.（（（.

（
（（
）
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、
前
掲
書
、
（（
頁
。

原
文
は
同
書
、
（（
頁
。Cf. Ibid., p.（（（.

（
（（
）
久
米
博
、「
詩
学
は
哲
学
を
批
判
で
き
る
か
」、『
現
代
詩
手
帖
』
（（
、
思
潮
社
、
１
９
９
２
年
、
（（
頁
参
照
。

（
（（
）
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、
前
掲
書
、
100
頁
。

M
aritin H

eidegger, O
p.cit., p.（（.

（
（（
）H

enri M
eschonnic, Le Langage H

eidegger, Paris, Presses U
niversitaires de France,（（（（,p.（（（.

＊
以
下L.H

.

と
略
記
す
る
。

（
（（
）Ibid., p.（（（.

（
（（
）Ibid., p.（（（.

（
（（
）Ibid., p.（（（.

（
（（
）Ibid., p.（（（.

（
（（
）
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、
前
掲
書
、
（（
頁
。

M
artin H

eidegger, O
p.cit., p.p.（（-（（, cité par H

enri M
eschonnic, O

p.cit., L.H
.p.（（（.

（
（（
）
ジ
ョ
ー
ジ
・
ス
タ
イ
ナ
ー
、『
バ
ベ
ル
の
後
に
』（
上
）、
亀
山
健
吉
訳
、
法
政
大
学
出
版
、
１
９
９
９
年
、XV

頁
。

G
eorge Steiner, A

fter B
abel, second edition, O

xford U
niversity Press, （（（（, p.xii.

（
（（
）H

enri M
eschonnic, O

p.cit., L.H
. p.（（（.



二
〇
二

詩
の
本
質
化
―
翻
訳
へ
の
問
い
―
（
川
口
）

René Char, Op.cit., Œ.C.p.130

CONGÉ AU VENT

À flancs de coteau du village bivouaquent des champs
fournis de mimosas. À l'époque de la cueillette, il arrive que,
loin de leur endroit, on fasse la rencontre extrêmement odo-
rante d'une fille dont les bras se sont occupés durant la jour-
née aux fragiles branches. Pareille à une lampe dont l'auréole

de clarté serait de parfum, elle s'en va, le dos tourné au soleil couchant.
Il serait sacrilège de lui adresser la parole.

L'espadrille foulant l'herbe, cédez-lui le pas du che-
min. Peut-être aurez-vous la chance de distinguer sur ses

lèvres la chimère de l'humidité de la Nuit?

Ibid., p.131

FRÉQUENCE

Tout le jour, assistant l'homme, le fer a appliqué son
torse sur la boue enflammée de la forge. À la longue,
leurs jarrets jumeaux ont fait éclater la mince nuit du

métal à l'étroit sous la terre.
L'homme sans se hâter quitte le travail. Il plonge une

dernière fois ses bras dans le flanc assombri de la rivière.
Saura-t-il enfin saisir le bourdon glacé des algues?

＊本稿は平成20年に学習院大学大学院、人文科学研究科に提出された課程博士論文をもとに、
その一部をあらたに書き直した論文である。

（フランス語圏文化学科　非常勤講師）




