
115

———　となり合う〈遠き〉アジア———

一
．
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
作
家
に
お
け
る
日
本
の
詩

　
ホ
ル
ヘ
・
ル
イ
ス
・
ボ
ル
ヘ
ス
は
一
九
五
一
年
、「
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

作
家
と
伝
統
」

1
と
題
さ
れ
た
有
名
な
講
演
で
、「
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は

歴
史
の
浅
い
国
な
の
で
、
伝
統
の
重
み
が
少
な
い
が
ゆ
え
に
、
そ
の
こ

と
が
利
点
に
も
な
っ
て
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
作
家
は
世
界
に
つ
い
て
書
い

て
よ
い
の
で
あ
る
」
と
明
言
し
た
。
そ
の
時
以
来
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
文

学
は
、
そ
の
卓
抜
な
許
可
を
得
た
こ
と
で
、
大
胆
に
も
、
世
界
を
自
国

の
領
域
と
し
て
見
よ
う
と
し
た
。
こ
う
し
て
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
文
学
は
日

本
文
化
に
も
侵
入
し
た
。
当
の
ボ
ル
ヘ
ス
も
、
八
〇
年
代
に
十
七
の
俳

句
を
書
い
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
俳
句
は
、
二
つ
の
文
化
の
仲
介
人
と
し

て
の
使
命
を
果
た
し
た
若
い
日
系
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
人
、
後
に
彼
の
妻
に

し
て
遺
言
執
行
人
と
も
な
る
マ
リ
ア
・
コ
ダ
マ
と
ボ
ル
ヘ
ス
の
関
係
を

明
ら
か
に
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
紹
介
し
た
い
ボ
ル
ヘ
ス
の

十
七
の
句
は
以
下
の
も
の
で
あ
る
。

一
　A

lgo m
e han dicho/la tarde y la m

ontaña./ Ya lo he perdido.

二
　La vasta noche/no es ahora otra cosa /que una fragancia. 

三
　¿Es o no es /el sueño que olvidé / antes del alba?

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
作
家
と
日
本
文
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ホ
セ
・
ア
ミ
コ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

久
野
量
一

　
訳

四
　C

allan las cuerdas./La m
úsica sabía /lo que yo siento.

五
　H

oy no m
e alegran /los alm

endros del huerto. /Son tu 
recu erdo.

六
　O

scuram
ente/libros, lám

inas, llaves /siguen m
i suerte.

七
　D

esde aquel día /no he m
ovido las piezas/en el tablero.

八
　En el desierto /acontece la aurora. /A

lguien lo sabe.

九
　La ociosa espada /sueña batallas. /otro es m

i sueño. 

十
　El hom

bre ha m
uerto. /La barba no lo sabe. /C

recen las uñas.

十
一

　Ésta es la m
ano /que alguna vez tocaba /tu cabellera.

十
二

　B
ajo el alero /el espejo no copia /m

ás que la luna.

　
　
　
　 

十
三

　B
ajo la luna/la som

bra que se alarga/es una sola. 

十
四

　¿Es un im
perio/esa luz que se apaga / o una luciérnaga? 

十
五

　La luna nueva./ Ella tam
bién la m

ira /desde otra puerta.

十
六

　Lejos un trino. /El ruiseñor no sabe/que te consuela.
十
七

　La vieja m
ano /sigue trazando versos /para el olvido.

2

　
ボ
ル
ヘ
ス
は
こ
こ
で
東
洋
の
伝
統
を
採
用
し
て
い
る
。
そ
れ
は「
鏡
」

と
「
剣
」
の
こ
と
で
、こ
れ
ら
は
日
本
の
皇
室
の
神
聖
な
宝
物
に
属
し
、

神
道
の
重
要
な
象
徴
で
あ
る
。ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
作
家
ボ
ル
ヘ
ス
は
ま
た
、
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「
知
る
」、「
忘
れ
る
」
と
い
っ
た
、
自
分
ら
し
い
テ
ー
マ
自
体
と
調
和

さ
せ
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
要
素
［「
鏡
」
と
「
剣
」］
を
詩
的
感
性
と
結

び
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。［
こ
の
こ
と
は
］
俳
句
の
中
で
は
、「
音
楽
」

や
「
髭
」、「
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
（
小
夜
鳴
鳥
）」
と
い
っ
た
無
生
物
が
、「
知

る
こ
と
」
や
「
知
ら
な
い
こ
と
」
が
で
き
る
能
力
を
も
っ
て
い
る
と
こ

ろ
に
確
認
で
き
る
。
一
方
、
ボ
ル
ヘ
ス
は
、
別
の
意
味
で
日
本
の
伝
統

に
従
っ
て
、
周
囲
に
あ
る
非
常
に
小
さ
な
も
の
を
、
新
た
な
次
元
の
方

へ
押
し
上
げ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、「
帝
国
の
光
」
や
「
ホ
タ
ル
の
光
」

が
、
皮
肉
に
も
、
同
じ
次
元
の
な
か
で
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。
さ
て
、
ボ
ル
ヘ
ス
の
創
造
的
作
品
の
技
巧
性
は
、
彼
が
用
い

て
い
る
、
い
か
に
も
書
物
に
か
か
わ
る
言
葉
遣
い
で
確
か
め
る
こ
と
が

で
き
る
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
学
の
も
の
で
な
け

れ
ば
、「
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
」
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
（
シ
ェ
イ
ク
ス

ピ
ア
作
品
の
「
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
」
の
よ
う
に
）。

　
ボ
ル
ヘ
ス
の
作
品
は
当
初
、
振
り
子
の
よ
う
に
奇
妙
な
プ
ロ
セ
ス
を

通
じ
て
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
は
「
ク
リ
オ
ー
リ
ョ
主
義
」
と
し
て
知

ら
れ
て
い
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
的
な
時
代
を
通
過
し
た
。「
ク
リ
オ
ー

リ
ョ
主
義
」
と
は
、
土
着
の
も
の
を
好
ん
で
（
あ
え
て
）
言
及
し
、「
ナ

イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
」
へ
の
言
及
が
大
き
な
誤
り
と
な
る
よ
う
な
潮
流
の
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
的
な
時
代
は
、
三
〇
年
代

に
終
わ
る
。
そ
の
こ
ろ
ボ
ル
ヘ
ス
は
、
詩
へ
の
傾
倒
を
い
っ
た
ん
脇
に

置
き
、
外
国
の
本
を
書
評
す
る
形
式
を
と
っ
た
、
試
論
風
の
独
特
の
散

文
へ
と
取
り
組
ん
で
い
た
。
こ
の
こ
ろ
の
［
試
論
風
の
］
テ
ク
ス
ト
は
、

こ
の
作
家
が
四
〇
年
代
に
す
ば
ら
し
い
短
篇
の
た
め
の
素
材
探
し
に
再

び
着
手
す
る
と
き
の
下
地
に
な
る
。
こ
の
新
し
い
時
期
に
は
、
ア
ル
ゼ

ン
チ
ン
の
作
家
に
ふ
さ
わ
し
い
と
さ
れ
る
主
題
と
し
て
の
伝
統
と
、
世

界
に
開
か
れ
た
思
想
を
め
ぐ
る
講
演
も
あ
り
、
そ
れ
は
、
私
が
こ
の
論

の
は
じ
め
に
言
及
し
た
も
の
で
あ
る
。し
か
し
な
が
ら
、何
十
年
も
た
っ

た
あ
と
、
熟
年
期
の
ボ
ル
ヘ
ス
に
と
っ
て
、
自
分
が
書
い
た
も
の
の
主

題
の
一
貫
性
の
無
さ
は
気
に
な
ら
な
か
っ
た
。
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
リ
ア

リ
ズ
ム
作
家
の
作
品
を
損
ね
て
い
る
「
地
域
色
」
に
対
し
て
挑
ん
だ
闘

い
で
、
ボ
ル
ヘ
ス
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
的
な
反
復
を
咎
め
、
一
九
五
一

年
の
有
名
な
講
演
で
以
下
の
よ
う
に
言
っ
た
。「
コ
ー
ラ
ン
に
ラ
ク
ダ

は
出
て
こ
な
い
。」
つ
ま
り
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
に
授
け
ら
れ
る
表
彰

状
を
得
る
た
め
に
、
あ
る
文
化
で
明
ら
か
な
こ
と
を
詳
細
に
飾
り
立
て

る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
た
め
に
ボ
ル
ヘ

ス
は
、
一
九
〇
〇
年
の
ス
ラ
ム
街
の
「
ダ
ン
デ
ィ
ー
」
を
「
な
ら
ず

者
」
と
し
て
し
き
り
に
引
用
し
な
が
ら
、
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
の
郊
外

に
別
の
神
話
を
創
り
上
げ
る
こ
と
に
従
事
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ア

ル
ゼ
ン
チ
ン
文
学
に
よ
る
パ
ン
パ
の
典
型
と
し
て
の
ガ
ウ
チ
ョ
像

─

時
代
錯
誤
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
ひ
た
す
ら
繰
り
返
さ
れ
た
も
の
で
あ

る

─
の
過
剰
な
強
調
を
打
ち
消
す
た
め
で
あ
っ
た
。確
か
な
こ
と
は
、

ボ
ル
ヘ
ス
の
成
熟
し
た
作
品
に
お
け
る
俳
句
の
「
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
」

は
、
大
き
な
歯
車
の
一
装
置
と
し
て
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
一
装
置
は
、「
文
学
上
」
の
動
物
を
含
め
る
こ
と
で
、

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
文
学
の
地
平
を
広
げ
よ
う
と
い
う
ボ
ル
ヘ
ス
の
意
図
と

関
係
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
翻
訳
の
技
術
に
お
け
る
実
践
と
確
認
は
一
つ
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
。［
こ
こ
で
］
詩
は
翻
訳
で
き
る
の
か
と
い
う
新
た
な
概
念
を
提
案

し
た
い
。［
詩
は
翻
訳
で
き
る
の
か
と
い
う
］こ
の
問
題
を
批
判
す
る
と
き
、
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伝
統
的
な
傾
向
で
は
、
原
文
の
音
楽
的
効
果
を
詩
の
翻
訳
に
与
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
主
張
さ
れ
る
。
翻
訳
を
介
さ
な
け
れ
ば
、
西
洋
で
東
洋
の

詩
作
は
ま
っ
た
く
知
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
主
張
［
詩

は
翻
訳
で
き
な
い
と
い
う
主
張
］
は
、
こ
こ
で
い
ま
取
り
組
ん
で
い
る
、
文

化
の
交
流
の
問
題
に
つ
い
て
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
私
は
自
ら
、

実
際
的
な
訓
練
と
し
て
、
詩
が
翻
訳
を
許
さ
な
い
と
い
う
広
ま
っ
た
考
え

に
抵
抗
す
る
た
め
に
、
い
く
つ
か
の
種
類
の
詩
の
翻
訳
可
能
性
を
示
す
目

的
で
、
例
の
ボ
ル
ヘ
ス
の
俳
句
を
英
語
に
翻
訳
し
た
。
ど
の
程
度
原
文
の

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
移
す
こ
と
が
で
き
た
か
ど
う
か
は
、
熟
慮
に
値
す
る
だ
ろ

う
。
そ
の
う
え
、
こ
れ
ら
の
例
で
は
、
ボ
ル
ヘ
ス
の
こ
の
詩
が
東
洋
趣
味

の
「
パ
ス
テ
ィ
ー
シ
ュ
」
だ
と
見
な
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
一
種
の
二

重
底
の
ス
ー
ツ
ケ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
。

　
フ
リ
オ
・
コ
ル
タ
サ
ル
（
一
九
一
四
─
一
九
八
四
）
も
ま
た
、
芭
蕉
の
俳

句
か
ら
タ
イ
ト
ル
を
と
っ
た
、
彼
に
と
っ
て
最
後
の
著
書
と
な
るSalvo 

el crepúsculo

3
を
出
版
し
た
時
、
芭
蕉
を
読
ん
で
い
る
こ
と
を
明
か
し

な
が
ら
、
日
本
の
詩
を
賞
賛
す
る
と
い
う
同
じ
道
を
た
ど
っ
て
い
る
。
こ

こ
か
ら
は
散
文
の
問
題
に
移
り
た
い
と
思
う
の
で
、
コ
ル
タ
サ
ル
が
日
本

の
詩
を
自
分
の
も
の
に
し
た
、
ひ
と
味
違
う
方
法

─
そ
も
そ
も
、
ボ
ル

ヘ
ス
の
特
徴
的
と
も
言
え
る
「
パ
ス
テ
ィ
ー
シ
ュ
」
と
い
う
方
法
と
い
う

よ
り
は
、
彼
の
最
後
の
本
の
タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
、
引
喩
と
い
う
方

法
を
と
っ
て
い
る

─
に
つ
い
て
は
他
の
機
会
に
発
表
し
よ
う
。

二
．
熱
帯
地
域
と
温
帯
地
域
の
会
話

　
私
の
講
演
は
次
の
三
つ
と
関
連
し
た
三
つ
の
概
念
を
扱
う
。

　
　
一

　
文
化
の
移
植

　
　
二

　
翻
訳

　
　
三

　
あ
り
ふ
れ
た
出
来
事
の
記
憶

　
こ
れ
ら
す
べ
て
は
、「
時
間
に
停
泊
す
る
こ
と
」
と
い
う
面
に
お
け
る

文
化
的
な
行
為
と
し
て
あ
る
。

　
三
角
関
係
に
あ
る
こ
れ
ら
三
つ
の
ト
ピ
ッ
ク
を
提
示
す
る
た
め
に
、

一
九
八
八
年
、
マ
ヌ
エ
ル
・
プ
イ
グ
が
八
冊
目
の
最
後
の
小
説
『
南
国
に

日
は
落
ち
て
』
を
出
版
し
た
そ
の
日
か
ら
始
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
マ
ヌ
エ
ル
・
プ
イ
グ
（
一
九
三
二
─
一
九
九
〇
）
は
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

文
学
の
中
で
特
異
な
作
家
だ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
作
家
の
中
で
も
偉
大

な
巨
匠
で
あ
る
ボ
ル
ヘ
ス
が
う
ち
た
て
た
規
則
に
関
し
て
、
ペ
ー
ジ
を
一

枚
め
く
る
と
で
も
言
え
る
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
の
け
た
か
ら
だ
。
一
方

で
、
プ
イ
グ
の
作
品
が
興
味
深
い
の
は
、
彼
の
映
画
へ
の
愛
着
が
あ
る
か

ら
だ
。
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
作
家
は
幼
少
期
か
ら
ハ
リ
ウ
ッ
ド

映
画
の
フ
ァ
ン
だ
っ
た
が
、
注
目
に
値
す
る
こ
と
に
、
私
た
ち
に
は
、
彼

の
ビ
デ
オ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
個
人
目
録
が
あ
り
、
そ
れ
は
私
た
ち
に
別
の

い
く
つ
か
の
徴
候
を
与
え
て
く
れ
る
。
こ
の
作
家
が
五
十
七
歳
と
い
う
年

齢
で
早
す
ぎ
る
死
を
メ
キ
シ
コ
の
家
で
迎
え
た
時
、
多
く
の
文
書
を
残
し

た
。
私
は
そ
の
文
書
を
見
直
す
役
を
担
い
、
彼
の
創
作
に
利
用
さ
れ
た
興

味
深
い
多
く
の
テ
ク
ス
ト
の
中
に
、
プ
イ
グ
が
収
集
を
開
始
し
て
い
た
ビ

デ
オ
版
の
映
画
カ
タ
ロ
グ
を
自
筆
で
書
い
た
も
の
を
見
つ
け
た
。
そ
の
カ

タ
ロ
グ
の
な
か
に
、
小
津
安
二
郎
、
黒
澤
明
、
溝
口
健
二
と
い
う
日
本
人
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監
督
作
品
の
三
つ
の
タ
イ
ト
ル
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
私
た
ち

は
、
こ
の
三
人
が
監
督
す
る
映
画
作
品
を
プ
イ
グ
が
知
っ
て
い
た
こ
と
を

証
明
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
作
家
プ
イ
グ
が

見
た
日
本
映
画
の
ど
ん
な
特
徴
が
、
こ
れ
ら
の
ビ
デ
オ
を
保
存
す
る
ほ

ど
、
彼
の
目
を
引
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
こ
の
カ
タ
ロ
グ
の
な
か
で
完
璧
に
そ
ろ
っ
て
い
る

の
が
一
九
三
〇
、四
〇
年
代
の
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
だ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す

れ
ば
な
お
の
こ
と
重
要
で
あ
る
。
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
は
、
プ
イ
グ

が
幼
少
期
の
思
い
出
を
取
り
戻
す
意
図
で
カ
タ
ロ
グ
を
作
っ
て
い
た
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
『
東
京
物
語
』、『
生
き
る
』、『
雨
月
物
語
』
は
、
こ

の
作
家
の
幼
少
期
と
の
関
連
は
な
く
、
壮
年
期
に
な
っ
て
見
た
映
画
で
あ

る
。
私
の
仮
説
で
は
、
プ
イ
グ
は
自
身
の
小
説
で
ず
っ
と
示
し
て
き
た
こ

と
を
、
こ
の
日
本
人
監
督
た
ち
の
ど
れ
か
、
例
え
ば
小
津
の
映
画
の
な
か

に
見
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
普
通
の
人
々
の
会
話
を
叙

事
詩
な
ト
ー
ン
や
過
度
な
劇
化
な
く
描
こ
う
と
す
る
一
人
の
芸
術
家
の

関
心
の
中
心
と
し
て
の
家
庭
生
活
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、『
南
国
に
日

は
落
ち
て
』
と
い
う
一
九
八
八
年
の
プ
イ
グ
最
後
の
作
品
の
な
か
で
典
型

的
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。
小
津
映
画
に
あ
り
そ
う
な
、
二
人
の
年
老
い
た

姉
妹
が
若
い
世
代
の
習
慣
の
変
化
に
つ
い
て
話
し
て
い
る
次
の
よ
う
な

シ
ー
ン
で
あ
る
。

「
こ
の
町
っ
て
本
当
に
若
い
人
が
多
い
わ
ね
、
姉
さ
ん
、
呆
気
に
取
ら
れ

ち
ゃ
う
わ
」

「
ル
シ
、
ほ
ら
あ
そ
こ
、
あ
の
二
人
、
車
に
乗
ろ
う
と
し
て
る
わ
よ
」

「
体
の
中
で
熱
い
火
が
燃
え
て
る
の
よ
、
若
い
ん
だ
も
の
、
そ
れ
に
母
親

の
手
綱
は
な
い
し
、
誰
が
あ
の
子
を
止
め
ら
れ
る
と
い
う
の
」

「
ル
シ
、
あ
た
し
、
あ
の
娘
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
、
何
か
言
っ
て
や
り
た

く
な
っ
た
わ
。
何
も
か
も
備
わ
っ
た
娘
が
、
明
日
に
で
も
不
幸
せ
な
こ
と

こ
の
上
な
い
娘
と
し
て
苦
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
め
に
陥
り
か
け
て

い
る
ん
だ
も
の
。
誰
か
を
好
き
に
な
っ
て
、
後
で
そ
の
相
手
を
失
う
な
ん

て
、
可
哀
そ
う
じ
ゃ
な
い
の
。
あ
の
娘
っ
た
ら
、
自
分
に
ど
ん
な
人
生
が

待
ち
受
け
て
い
る
の
か
を
そ
う
や
っ
て
知
る
ん
で
し
ょ
う
ね
？
」

「
危
険
は
ど
こ
に
で
も
転
が
っ
て
い
る
っ
て
、
お
祖
母
さ
ん
た
ち
が
昔
言
っ

て
た
わ
、
姉
さ
ん
」

「
娘
の
頃
は
馬
鹿
に
し
て
た
け
ど
、
今
に
な
る
と
真
実
だ
っ
て
分
る
わ
」

4

　
私
は
こ
の
作
品
に
関
心
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
と
ブ

ラ
ジ
ル
の
関
係
（
二
人
の
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
人
の
老
女
は
ブ
ラ
ジ
ル
に
住
ん
で
お

り
、
周
囲
の
文
化
的
な
問
題
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
）
の
ま
た
と
な
い

事
例
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
こ
の
小
説
が
、
翻
訳
が
築
く
「
橋
渡
し
の
役

割
」
を
示
す
た
め
に
私
た
ち
の
役
に
立
っ
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

場
合
は
、
一
九
九
六
年
に
日
本
で
プ
イ
グ
の
小
説
を
出
版
す
る
に
あ
た
っ

て
尽
力
し
て
く
だ
さ
っ
た
野
谷
文
昭
先
生
に
よ
る
、［
プ
イ
グ
作
品
の
］
日

本
語
へ
の
翻
訳
で
あ
る
。

　
同
じ
マ
ヌ
エ
ル
・
プ
イ
グ
の
小
説
の
別
の
シ
ー
ン
に
も
、
日
本
の
小
説

に
登
場
し
そ
う
な
会
話
が
見
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
［
日
本
］
文

化
で
は
、
年
老
い
た
女
が
、
若
い
人
、
も
し
く
は
中
年
の
人
に
は
理
解
の

で
き
な
い
真
実
の
啓
示
者
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
マ
ヌ
エ
ル
・
プ
イ
グ
の

登
場
人
物
で
あ
る
ニ
デ
ィ
ア
と
ル
シ
に
と
っ
て
は
、
老
い
た
い
ま
、
古
い

記
憶
の
強
烈
さ
は
、
老
い
た
頭
を
あ
る
矛
盾
に
直
面
さ
せ
る
。
同
時
に
、

老
人
に
備
わ
っ
て
い
る
、（
幼
少
期
や
青
年
期
と
い
っ
た
）
人
生
の
最
も
古
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い
記
憶
の
層
へ
と
戻
る
そ
の
能
力
は
、
よ
り
深
い
分
析
の
た
め
の
象
徴
と

な
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
老
人
は
現
在
性
と
い
う
も
の
の
外
見
に
囚

わ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
文
化
を
歴
史
の
堆
積
物
か
ら
読
む
か
ら
で

あ
る
。『
南
国
に
日
は
落
ち
て
』
の
以
下
の
部
分
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
。

「
ね
え
、
ル
シ
、
年
の
せ
い
か
こ
こ
ん
と
こ
ろ
物
忘
れ
が
激
し
い
け
ど
、

娘
の
頃
、
あ
た
し
を
夢
中
に
さ
せ
た
男
の
子
が
何
人
も
い
た
の
を
思
い
出

す
わ
、
す
ご
く
背
が
高
い
と
か
、
と
て
も
ハ
ン
サ
ム
だ
と
か
い
う
理
由
で

ね
。
で
も
、
問
題
は
あ
た
し
が
へ
ま
ば
か
り
し
て
た
っ
て
こ
と
。
そ
の
子

た
ち
に
ダ
ン
ス
に
誘
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
た
り
、
あ
の
こ
ろ
流
行
っ
た
み

た
い
に
ど
こ
か
の
広
場
で
ち
ょ
っ
と
デ
ー
ト
を
楽
し
み
た
い
と
思
っ
て
る

く
せ
に
、
い
ざ
そ
の
と
き
が
き
て
、
キ
ス
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
だ
け
れ

ど
、
そ
の
と
き
あ
た
し
の
下
の
方
に
手
を
伸
ば
す
子
も
中
に
は
い
る
の
よ
。

す
る
と
、
そ
う
、
と
た
ん
に
好
き
だ
と
い
う
気
持
ち
が
消
え
ち
ゃ
う
の
。

手
の
使
い
方
が
い
や
ら
し
か
っ
た
か
ら
か
し
ら
ね
、
そ
れ
と
も
、
息
が
臭

か
っ
た
か
ら
な
の
か
、
キ
ス
の
仕
方
が
乱
暴
だ
っ
た
か
ら
な
の
か
。
と
こ

ろ
が
、
通
り
過
ぎ
る
の
を
見
て
も
さ
し
て
胸
が
と
き
め
く
わ
け
で
も
な
い

男
の
子
、
そ
う
い
う
子
に
キ
ス
を
さ
れ
る
と
た
ち
ま
ち
夢
中
に
な
っ
ち
ゃ

う
の
よ
。
女
の
子
を
や
さ
し
く
扱
う
こ
と
を
ち
ゃ
ん
と
知
っ
て
る
の
ね
。

そ
ん
な
こ
と
を
ま
る
で
昨
日
の
こ
と
の
よ
う
に
思
い
出
す
わ
。」

「
六
十
年
前
の
こ
と
ね
、
も
っ
と
前
か
し
ら
」

「
ま
る
で
昨
日
の
こ
と
み
た
い
だ
わ
。
ル
シ
、
今
、
あ
の
手
で
触
ら
れ
て

る
よ
う
な
気
が
す
る
」

5

　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
マ
ヌ
エ
ル
・
プ
イ
グ
の
最
後
の
小
説
は
、
作
者

自
身
の
伝
記
と
関
わ
っ
て
い
る
は
ず
の
ひ
と
つ
の
緊
張
を
生
み
出
し
て

い
る
。
政
治
的
な
迫
害
か
ら
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
を
後
に
し
、
物
語
の
登
場
人

物
の
よ
う
に
、
プ
イ
グ
は
残
し
た
国
を
懐
か
し
ん
で
い
る
。
し
か
し
同
時

に
、
亡
命
し
た
国
で
耳
を
そ
ば
だ
て
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
作
者
は
二
人

の
姉
妹
の
会
話
を
書
き
留
め
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
彼
女
ら
の
間
で
、

何
十
年
に
渡
っ
て
互
い
を
知
っ
て
い
る
こ
と
以
上
に
、
愛
情
や
共
感
が
流

れ
、
そ
れ
は
テ
ク
ス
ト
に
特
別
な
感
情
的
な
ト
ー
ン
を
与
え
て
い
る
の
で

あ
る
。

三
．
北
半
球
と
南
半
球
の
対
話

　
さ
て
、
こ
こ
で
は
別
の
側
面
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
い
。
そ
れ
は
同
じ

よ
う
に
重
要
な
こ
と
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
化
の
双
方
向
な
関
係
を
検
討

す
る
際
に
は
ほ
と
ん
ど
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
文
化
間
の
仲
介
者
と
し
て

の
翻
訳
者
の
役
割
に
つ
い
て
、
よ
り
深
い
研
究
が
今
日
な
さ
れ
て
は
い
る

の
は
確
か
だ
が
、
人
々
同
士
の
歩
み
寄
り
と
し
て
の
翻
訳
の
重
要
性
は
、

依
然
と
し
て
然
る
べ
き
注
目
を
さ
れ
て
い
な
い
テ
ー
マ
で
あ
る
。
ア
ル
ゼ

ン
チ
ン
は
、
二
十
世
紀
初
頭
以
後
、
日
本
か
ら
早
々
と
移
民
を
受
け
入
れ

て
い
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ラ
プ
ラ
タ
地
域
で
生
ま
れ
た
数
世
代
の
日
本
人

が
す
で
に
存
在
す
る
。
そ
の
こ
と
で
、
文
化
的
な
接
近
を
可
能
に
し
、
そ

の
こ
と
は
例
え
ば
、
酒
井
和
也
と
い
う
翻
訳
者
の
登
場
で
明
ら
か
で
あ

る
。
彼
の
作
品
に
は
多
数
あ
る
が
、な
か
で
も
芥
川
龍
之
介
の
『
羅
生
門
』

（
一
九
七
〇
）
を
日
本
語
か
ら
直
接
に
翻
訳
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

一
般
的
に
言
っ
て
日
本
文
学
は
、
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
の
初
期
の
翻
訳
版

を
基
に
し
た
、
ス
ペ
イ
ン
で
印
刷
さ
れ
た
版
で
届
い
て
い
た
。
私
の
見
る

と
こ
ろ
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
日
本
語
か
ら
直
接
行
な
わ
れ
た
翻
訳
は
、
他
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の
翻
訳
に
は
な
い
厳
密
さ
が
あ
る
。
こ
の
厳
密
さ
の
例
と
し
て
、
ア
マ
リ

ア
・
サ
ト
ウ
の
労
苦
は
引
用
す
る
に
値
す
る
。
彼
女
は
翻
訳
家
で
あ
る
だ

け
で
な
く
、
日
本
文
化
の
専
門
家
で
も
あ
り
、
翻
訳
書
の
序
文
を
書
い
た

り
、
注
釈
を
施
し
て
い
る
。
二
〇
〇
九
年
か
ら
は
、
日
本
と
の
文
化
の
歩

み
寄
り
を
行
う
雑
誌
『Tokonom

a

』
の
編
集
長
を
務
め
て
も
い
る
。
こ

う
し
た
意
味
か
ら
言
及
し
て
お
き
た
い
の
は
、
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
の
小

さ
な
出
版
社
ア
ド
リ
ア
ナ
・
イ
ダ
ル
ゴ
が
、
二
〇
〇
一
年
ア
マ
リ
ア
・
サ

ト
ウ
に
よ
っ
て
日
本
語
か
ら
翻
訳
さ
れ
た
『
枕
草
子
』
を
出
版
し
た
こ
と

こ
と
で
あ
る
。『
枕
草
子
』
は
西
暦
千
年
ご
ろ
に
書
か
れ
た
が
、
そ
れ
ま

で
ス
ペ
イ
ン
語
に
訳
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
翻
訳
家
に
よ

る
清
少
納
言
の
『
枕
草
子
』
の
版
は
、
こ
う
し
て
結
び
つ
け
ら
れ
た
二
つ

の
言
語
間
の
言
語
的
な
歩
み
寄
り
で
一
歩
前
進
し
た
こ
と
を
示
す
も
の

だ
。
ア
マ
リ
ア
・
サ
ト
ウ
は
、
日
本
文
化
に
お
い
て
重
要
な
こ
の
作
品
の

翻
訳
の
た
め
、
イ
ヴ
ァ
ン
・
モ
リ
ス
に
よ
る
有
名
な
英
語
版
を
参
考
に
し

て
い
る
。「
と
り
ど
こ
ろ
な
き
も
の
」
の
冒
頭
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

U
na persona fea de m

al carácter.
Fécula de arroz m

ezclada con agua...Sé que es un asunto m
uy vulgar 

y que todos se disgustarán porque lo m
enciono. Pero lo hago igual, de 

hecho m
e siento con libertad de incluir todo, incluso las tenazas para 

las fogatas de despedida de las alm
as. D

espués de todo, estos objetos 
existen en nuestro m

undo y todos los conocen. A
dm

ito que no figu-
rarían en una lista que otros puedan ver. Pero nunca pensé que estas 
notas serían leídas por nadie salvo yo m

ism
a, y por eso incluí todo lo 

que se m
e ocurrió, por extraño o, desagradable que fuera. 

と
り
ど
こ
ろ
な
き
も
の

か
た
ち
に
く
げ
に
心
あ
し
き
人
。
み
そ
ひ
め
の
濡
れ
た
る
。
こ
れ
い
み
じ

う
わ
ろ
き
事
い
ひ
た
る
と
、
萬
の
人
に
く
む
な
る
こ
と
と
て
、
今
と
ど
む

べ
き
に
も
あ
ら
ず
。
又
あ
と
び
の
火
箸
と
い
ふ
事
、
な
ど
て
か
、
世
に
な

き
事
な
ら
ね
ば
、
皆
人
知
り
た
ら
ん
。
實
に
書
き
い
で
人
の
見
る
べ
き
事

に
は
あ
ら
ね
ど
、
こ
の
草
紙
を
見
る
べ
き
も
の
と
思
は
ざ
り
し
か
ば
、
怪

し
き
事
を
も
、
に
く
き
事
を
も
、
唯
思
は
ん
事
の
か
ぎ
り
を
書
か
ん
と
て

あ
り
し
な
り
。

（
現
代
語
訳
：

と
り
え
の
な
い
も
の

　
顔
か
た
ち
が
に
く
た
ら
し
く
て
、
意
地
の
悪
い
人
。
み
そ
ひ
め
の
塗
り

た
く
っ
た
の
。
こ
れ
は
、
ひ
ど
く
ど
ん
な
人
で
も
き
ら
い
そ
う
な
も
の
で

あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
書
か
ぬ
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
ま
た
送
り
火

の
火
箸
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
だ
っ
て
世
間
に
普
通
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

だ
か
ら
、
誰
だ
っ
て
知
ら
な
い
人
は
な
い
は
ず
だ
。
だ
か
ら
、
な
る
ほ
ど
、

こ
ん
な
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
筆
に
し
て
、
大
方
の
鑑
賞
に
堪
え
る
と
い
っ
た

し
ろ
も
の
で
は
な
い
の
だ
が
、
私
は
、
こ
の
草
子
が
人
目
に
触
れ
る
と
は

思
い
も
か
け
な
か
っ
た
こ
と
な
の
で
、
変
な
こ
と
も
、
に
く
ら
し
い
こ
と

も
、
た
だ
心
に
浮
か
ぶ
ま
ま
を
書
こ
う
と
思
っ
た
の
だ
。

6
）

　
ど
う
し
て
こ
の
段
を
選
ん
だ
の
か
。
私
は
、
こ
こ
に
清
少
納
言
の
非
凡

さ
が
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
こ

の
宮
廷
作
家
は
当
時
の
物
語
の
し
き
た
り
に
挑
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
に
は
、
こ
の
手
記
が
公
に
発
表
さ
れ

る
こ
と
を
目
的
に
構
想
さ
れ
て
い
な
い
と
装
う
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
が
。

私
の
意
見
で
は
、
こ
の
段
の
特
異
性
は
、
清
少
納
言
が
日
々
の
生
活
の
、
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よ
り
俗
な
事
物
に
対
し
て
提
起
し
た
新
し
い
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
あ
る
。
俗

な
事
物
も
文
学
に
な
る
と
い
う
こ
と
だ
…
…
一
方
で
、
こ
の
宮
廷
作
家
の

作
品
で
表
明
さ
れ
て
い
る
の
は
、
記
述
の
ジ
ャ
ン
ル
の
形
式
、
日
記
と
自

己
の
観
察
を
自
由
に
組
み
合
わ
せ
る
も
の
へ
の
日
本
人
の
偏
愛
で
あ
る
。

そ
れ
は
後
に
、
西
洋
で
は
エ
ッ
セ
イ
（
随
筆
）
と
言
わ
れ
、
た
と
え
つ
ま

ら
な
い
こ
と
を
扱
っ
て
い
て
も
（
ま
さ
し
く
、
男
た
ち
は
つ
ま
ら
な
い
こ
と

だ
か
ら
書
か
な
い
の
だ
）、
人
生
の
あ
る
瞬
間
の
記
憶
や
認
識
を
取
り
戻
す

目
的
に
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
川
端
康
成
が
若
く
し
て
、
先
に
言
及
し
た

文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
「
十
六
歳
の
日
記
」
を
何
世
紀

も
後
に
書
い
た
の
も
不
思
議
で
は
な
い
。
し
か
し
最
大
の
矛
盾
は
、
青
春

時
代
に
書
き
つ
け
た
も
の
が
、
大
人
に
な
っ
て
か
ら
修
正
さ
れ
て
現
れ
る

と
こ
ろ
だ
。
そ
れ
は
近
代
的
な
複
雑
さ
を
与
え
な
が
ら
、
想
起
し
よ
う
と

す
る
こ
と
へ
の
熟
慮
と
と
も
に
な
さ
れ
る
。
私
が
言
及
し
た
い
、
後
に

加
筆
さ
れ
た
川
端
の
節
に
は
こ
う
あ
る
。「
過
去
に
何
か
を
経
験
し
た
が
、

そ
れ
を
記
憶
し
て
い
な
い
と
い
う
不
思
議
は
、
五
十
歳
の
現
在
も
私
に
は

不
思
議
で
」

7
あ
る
。

四
．
も
う
ひ
と
つ
の
『
枕
草
子
』

　
ア
ン
ナ
・
カ
ズ
ミ
＝
ス
タ
ー
ル

8
は
一
九
六
三
年
、
日
本
人
の
母
と
ド

イ
ツ
人
の
父
の
娘
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
南
部
の
小
さ
な
村
に
生
ま
れ

た
。
彼
女
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
が
目
を
引
く
の
は
、
彼
女
が
ひ
ょ
ん
な
こ

と
か
ら
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
到
着
し
、
奨
学
金
で
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
で

ス
ペ
イ
ン
語
を
学
び
始
め
、
こ
の
留
学
生
と
し
て
の
経
験
か
ら
、
新
た

な
国
に
不
思
議
な
魅
力
を
感
じ
、
彼
女
が
訪
ね
た
そ
の
国
に
何
度
も
戻

り
、
一
九
九
五
年
に
は
住
む
こ
と
を
決
め
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
女
の
人
生

の
も
う
一
つ
の
転
機
は
、
彼
女
が
住
ん
だ
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
で
文
学
と

翻
訳
に
従
事
し
、
大
都
会
の
生
活
に
な
じ
む
新
し
い
人
間
に
な
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
カ
ズ
ミ
＝
ス
タ
ー
ル
に
つ
い
て
さ
ら
に
言
及
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
は
、
は
じ
め
の
数
回
の
訪
問
以
来
、
彼
女
が
ア
ル
ゼ
ン
チ

ン
の
大
学
生
活
と
結
び
付
い
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
帰
化
し
た
国
に
定

住
す
る
と
い
う
決
意
は
、
こ
の
作
家
が
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
郊
外
に
位

置
す
る
サ
ン
マ
ル
テ
ィ
ン
国
立
大
学
に
留
ま
っ
て
教
員
と
な
っ
た
こ
と

に
よ
っ
て

9
、
大
き
な
成
功
を
収
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ブ
エ

ノ
ス
ア
イ
レ
ス
は
港
の
街
で
あ
り
、
国
の
中
で
も
そ
の
住
人
は
「
港
の

人porteño

」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
大
学
の
仕
事
で
、
彼
女
は

海
外
か
ら
の
訪
問
客
を
受
け
入
れ
る
機
会
を
持
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
南

ア
フ
リ
カ
出
身
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
者
ク
ッ
ツ
ェ
ー
は
、
今
年
五
月
に
三

度
目
の
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
訪
問
を
実
現
し
、
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
の
ブ
ッ
ク

フ
ェ
ア
の
際
に
は
、
円
卓
会
議
や
文
化
活
動
を
計
画
し
て
参
加
し
た
。

　
カ
ズ
ミ
＝
ス
タ
ー
ル
の
個
性
で
私
の
関
心
を
惹
く
の
は
、
ア
ル
ゼ
ン
チ

ン
文
化
と
の
、
あ
の
唐
突
な
結
び
つ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
彼
女
の

家
庭
の
言
語
は
日
本
語
、
ド
イ
ツ
語
、
英
語
で
あ
っ
て
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

文
化
は
彼
女
の
言
語
的
ル
ー
ツ
に
と
っ
て
は
、
予
期
し
な
い
、
周
縁
的
な

場
所
に
位
置
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
文
学
表
現
と
し
て
の
ス
ペ
イ
ン
語

の
選
択

─
大
成
功
を
収
め
て
い
る

─
は
、
幼
少
期
や
青
年
期
の
周
知

の
世
界
を
、
内
面
的
に
一
旦
か
っ
こ
に
入
れ
て
、
彼
女
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、

そ
れ
以
前
に
ま
っ
た
く
触
れ
た
こ
と
の
な
か
っ
た
「
別
の
」
文
化
を
引
き

受
け
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
彼
女
の
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

文
学
へ
の
貢
献
は
、
文
化
的
な
移
し
替
え
と
い
う
印
が
つ
い
た
も
の
と
し
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て
見
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
は
わ
た
し
の
講
演
の
飛
び
地
の
ひ
と
つ
で
あ

る
。

　
カ
ズ
ミ
＝
ス
タ
ー
ル
の
短
篇
小
説
「
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
最
初
の

日
々
」Prim

eros días porteños  

（
一
九
九
七
）
は
、
語
り
に
自
伝
的
な
経

験
を
用
い
る
決
断
を
内
容
と
し
て
含
ん
で
い
る
（
こ
れ
が
、
川
端
康
成
の

短
篇
で
適
切
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
私
た
ち
は
確
認
し
た
）。
ま

た
こ
の
短
篇
は
、
女
性
た
ち
が
独
自
の
、
男
性
の
手
で
生
み
出
さ
れ
た
テ

ク
ス
ト
が
表
現
す
る
も
の
と
は
異
な
る
方
法
で
、
周
囲
の
世
界
に
つ
い
て

何
か
を
発
言
し
た
い
と
き
に
、
よ
り
古
い
伝
統
に
改
め
て
着
手
し
て
い
る

と
い
う
意
味
に
お
い
て
、『
枕
草
子
』
と
も
関
連
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。

　「
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
最
初
の
日
々
」
の
一
節
を
見
て
み
よ
う
。

一
九
九
八
年
六
月
二
三
日

　
私
は
京
都
と
東
京
間
の
新
幹
線
の
通
路
を
歩
い
て
い
る
。
母
と
い
る
座

席
の
あ
る
車
両
に
着
く
。
日
本
の
滞
在
に
は
六
週
間
を
予
定
し
て
い
た
け

れ
ど
も
、ず
っ
と
一
緒
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
私
は
北
や
南
、別
の
島
々
、

村
、
山
を
見
て
回
っ
た
。
母
は
歌
舞
伎
、
呉
服
店
、
母
の
父
親
の
墓
を
掃

除
す
る
た
め
に
霊
園
に
行
っ
た
。
私
た
ち
は
こ
う
し
て
い
ま
、
一
緒
に
出

発
す
る
。
私
は
母
が
飛
行
機
に
乗
る
ま
で
一
緒
に
い
る
。
そ
し
て
三
時
間

後
、
私
も
搭
乗
す
る
。
旅
程
は
「
東
京
─
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
─
マ
イ
ア
ミ
、

そ
し
て
マ
イ
ア
ミ
─
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
」。

　
そ
う
、
私
は
あ
の
場
所
へ
、
あ
え
て
言
え
ば
、
場
所
の
よ
う
な
と
こ
ろ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

へ
行
く
。
と
い
う
の
は
、
あ
そ
こ
は
、
私
の
頭
の
な
か
で
は
書
類
や
切
手

や
無
数
の
文
字
や
ば
ら
ば
ら
の
数
字
で
し
か
な
い
か
ら
だ
。
私
は
安
ら
ぎ

を
感
じ
る
。
あ
の
戸
惑
い
の
雲
を
、
は
っ
き
り
と
し
た
具
体
的
な
理
解
に
、

知
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。

10

五
．「
溶
解
と
停
泊
」

　
こ
こ
で
私
が
強
調
し
た
い
の
は
、
個
人
的
経
験
に
つ
い
て
書
く
こ
と
を

決
め
た
が
、
大
部
分
に
お
い
て
異
な
る
社
会
的
コ
ー
ド
を
選
ん
だ
一
人
の

作
家
に
と
っ
て
の
、
異
な
る
言
語
の
探
求
の
問
題
で
あ
る
。
ア
ン
ナ
・
カ

ズ
ミ
＝
ス
タ
ー
ル
の
テ
ク
ス
ト
に
あ
る
表
現
「
溶
解
と
停
泊
」
は
、
私
た

ち
が
彼
女
の
状
況
を
把
握
す
る
の
に
役
立
つ
ガ
イ
ド
に
な
り
う
る
。
こ
れ

は
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
が
、
帰
化
し
た
国
と
し
て
こ
の
作
家
に
与
え
た
よ
う

に
思
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
の
読
み
で
は
、
過
去
が
取
り
返
し
の
つ

か
な
い
ほ
ど
置
き
去
り
に
さ
れ
る
よ
う
に
見
え
る
こ
の
新
た
な
言
語
的

な
選
択
に
お
い
て
、
カ
ズ
ミ
＝
ス
タ
ー
ル
は
、
文
学
的
ジ
ャ
ン
ル
ば
か
り

で
な
く
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
に
も
、
東
洋
的
な
ル
ー
ツ
と
結
び
つ
く
の
を
や
め

て
い
な
い
。
日
本
的
な
形
式
を
担
う
彼
女
の
資
質
に
お
い
て
、
カ
ズ
ミ
＝

ス
タ
ー
ル
は
、
こ
の
形
式
を
自
分
の
も
の
に
し
、
新
し
い
内
容
で
満
た
す

こ
と
に
対
す
る
疑
問
は
抱
い
て
い
な
い
。
そ
の
新
し
い
内
容
と
は
二
十
一

世
紀
の
女
性
が
享
受
す
る
独
立
、
清
少
納
言
が
ま
さ
か
夢
見
る
こ
と
の
な

い
も
の
で
あ
る
。
先
ほ
ど
引
用
し
た
カ
ズ
ミ
＝
ス
タ
ー
ル
の
同
じ
テ
キ
ス

ト
の
次
の
節
を
見
て
み
よ
う

　
私
は
一
九
八
八
年
の
冬
、
は
じ
め
て
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
に
来
て
、
最

初
か
ら
、
溶
解
と
停
泊
の
奇
妙
な
印
象
を
お
ぼ
え
た
。
ど
こ
か
ハ
リ
ケ
ー

ン
に
似
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
い
い
意
味
だ
。
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———　となり合う〈遠き〉アジア———

　
あ
の
最
初
の
滞
在
の
あ
い
だ
、「
当
惑
」
と
で
も
呼
べ
る
状
態
に
い
た

こ
と
に
、
は
っ
き
り
し
た
客
観
的
な
理
由
が
あ
る
と
思
う
。
そ
も
そ
も
ブ

エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
は
予
期
せ
ぬ
運
命
＝
目
的
地
だ
っ
た
。
今
日
（
二
十
二

年
後
）、
と
て
も
幸
運
だ
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
あ
の
と
き
は
、

い
ま
言
っ
た
よ
う
に
予
期
せ
ぬ
も
の
だ
っ
た
の
だ
。
思
い
が
け
な
い
こ
と

で
、
あ
る
意
味
で
想
像
し
た
こ
と
も
な
い
こ
と
だ
っ
た
。

11

六
．
日
本
文
化
を
分
析
す
る
南
米
社
会
学
者

　
こ
の
講
演
会
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
社
会
学
者
レ
ナ

ト
・
オ
ル
テ
ィ
ス
（R

enato O
rtiz, 

一
九
四
七
─
）
の
著
書
に
つ
い
て
、
詳

し
く
言
及
し
た
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
作
品
の
よ
り
興
味
深
い
観
察
の

い
く
つ
か
は
、
現
代
の
日
本
と
世
界
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
講
演
の
最
後
で
、
こ
の
主
張
の
新
し
い
三
角
関
係
は
、
次
の
三
国
を

柱
と
す
る
形
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
三
国
と
は
ブ
ラ
ジ
ル
（
社
会
学
者
の

出
身
国
）、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
（
女
性
翻
訳
者
の
出
身
国
）、
日
本
（
研
究
者
が

主
題
と
す
る
国
）
で
あ
る
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
日
本
の
文
学
テ
ク
ス
ト
の
翻
訳
は
、
必
ず
し
も
原

語
か
ら
行
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
私
は
ア
マ
リ
ア
・
サ

ト
ウ
の
価
値
を
強
調
し
た
い
の
で
あ
る
。
二
〇
〇
三
年
に
ア
マ
リ
ア
・
サ

ト
ウ
は
、
日
本
文
化
を
理
解
す
る
の
に
重
要
な
社
会
学
者
レ
ナ
ト
・
オ
ル

テ
ィ
ス
の
作
品
『
近
さ
と
遠
さ
。
日
本
と
近
代
世
界
』( L

o próxim
o y lo 

distante. Japón y la m
odernidad-m

undo, B
uenos A

ires, Editorial Interzona)

を
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
か
ら
ス
ペ
イ
ン
語
に
翻
訳
し
た
。
も
し
、
こ
の
翻
訳
者

が
直
に
日
本
文
化
の
本
質
的
な
要
素
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
こ
の
翻
訳
テ
キ

ス
ト
は
し
か
る
べ
き
レ
ベ
ル
に
到
達
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　
新
た
な
社
会
人
類
学
を
行
い
、
少
し
前
ま
で
日
本
の
内
外
を
支
配
し
て

い
た
社
会
学
を
批
判
し
た
レ
ナ
ト
・
オ
ル
テ
ィ
ス
に
と
っ
て
、
重
要
な
の

は
、
研
究
対
象
の
な
か
に
近
さ
を
見
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
遠
さ
を
見
る

こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
点
で
オ
ル
テ
ィ
ス
は
、
日
本
を
「
島
」
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
の
下
に
あ
る
と
見
な
し
、
そ
こ
か
ら
国
の
特
徴
を
構
築
す
る
と
い

う
既
成
の
言
説
に
反
対
す
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
社
会
人
類
学
者
は
、「
明

治
維
新
」
の
開
始
に
抵
抗
す
る
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
が
始
ま
っ

た
一
八
九
〇
年
以
降
、
少
な
く
と
も
日
本
人
に
と
っ
て
強
い
不
安
の
原

因
と
な
っ
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
と
い
う
問
題
か
ら
日
本
に
接
近
す
る
。

想
像
さ
れ
る
よ
う
に
、
オ
ル
テ
ィ
ス
は
、
そ
の
［
維
新
と
い
う
］
呼
称
に

つ
い
て
考
え
、
保
守
派
の
意
見
が
目
論
む
よ
う
に
、
明
治
時
代
は
「
維

新restauración

」
だ
っ
た
の
か
疑
問
を
呈
す
る
。
こ
の
研
究
者
に
と
っ

て
、
一
八
六
八
年
以
降
の
日
本
に
起
き
た
こ
と
は
、
新
し
い
「
国
家
」
の

指
導
部
が
主
導
す
る
大
き
な
「
変
化
」
だ
っ
た
（
オ
ル
テ
ィ
ス 2003:77-

78

）。
そ
れ
ゆ
え
に
、
オ
ル
テ
ィ
ス
は
ま
た
、
明
治
時
代
の
始
ま
り
か
ら

一
世
紀
後
の
作
家
三
島
由
紀
夫
の
自
殺
は
、
実
は
新
し
い
時
代
が
導
入
し

た
近
代
化
と
変
化
に
対
す
る
絶
望
に
よ
る
行
為
だ
と
指
摘
し
て
い
る
（
オ

ル
テ
ィ
ス 2003:128

）。
も
ち
ろ
ん
日
本
に
お
い
て
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
、
異
国
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
の
模
倣
、
土
着
的
な
も

の
と
外
国
的
な
も
の
と
の
対
立
と
い
っ
た
テ
ー
マ
で
あ
れ
、
海
外
の
美
術

流
派
や
文
学
形
式
（
小
説
な
ど
）
の
存
在
で
あ
れ
、
何
も
か
も
が
、
十
九

世
紀
の
終
わ
り
ご
ろ
と
二
十
世
紀
の
大
部
分
を
生
き
た
日
本
人
数
世
代

の
憂
え
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
間
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も
な
く
書
か
れ
た
イ
ギ
リ
ス
人
研
究
者
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
G
・
ビ
ー
ズ
リ
ー

（W
.G

.B
easely, 1919-2006

）
の
一
九
六
三
年
の
す
ば
ら
し
い
伝
統
的
な
研

究
、『
日
本
近
代
史
』The M

odern H
istory of Japan

と
い
う
本
が
あ
る
。

ビ
ー
ズ
リ
ー
は
、
自
身
の
本
を
出
版
し
て
数
年
後
に
、
前
述
し
た
よ
う
に
、

世
間
を
騒
が
せ
る
軍
事
的
蜂
起
を
実
行
す
る
と
は
露
知
ら
ず
、
躊
躇
な

く
、
日
本
文
学
を
代
表
す
る
近
代
作
家
と
し
て
三
島
由
紀
夫
に
言
及
し
て

い
る
。
さ
て
、
レ
ナ
ト
・
オ
ル
テ
ィ
ス
の
理
論
的
発
見
は
、［
日
本
人
に

と
っ
て
憂
え
る
も
の
と
な
っ
た
］
そ
れ
ら
の
テ
ー
マ
は
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ

社
会
が
憂
慮
す
る
も
の
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
西

洋
に
と
っ
て
、
過
去
も
現
在
も
日
本
は
「
謎
」
で
あ
る
と
い
う
と
い
う
決

ま
り
文
句
を
繰
り
返
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
そ
の

ブ
ラ
ジ
ル
の
人
類
学
者
は
、
そ
の
「
謎
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
、
日

本
の
近
代
化
研
究
の
基
礎
を
お
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
は
神
秘
的

な
「
他
者
」
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
南
米
と
同
じ
問
題
を
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
る
も
う
一
つ
の
顔
な
の
だ
と
（
オ
ル
テ
ィ
ス 2003:16-17

）。
そ

し
て
、
こ
の
概
念
に
し
た
が
え
ば
、
ボ
ル
ヘ
ス
の
言
い
方
を
も
じ
っ
て
、

以
下
の
よ
う
に
言
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
日
本
─
エ
ル
・
オ
ト
ロ
（
他

者
）、
エ
ル
・
ミ
ス
モ
（
自
己
）

12
」
な
の
で
あ
る
。

　
　
訳
者
付
記

　
ホ
セ
・
ア
ミ
コ
ラ
氏
は
国
立
大
学
ラ
プ
ラ
タ
大
学
哲
文
学
部
で
二
〇
一
三
年
ま
で
教

鞭
を
と
ら
れ
、
現
在
は
同
大
学
の
客
員
教
授
を
つ
と
め
て
い
る
。
専
門
は
ラ
テ
ン
ア
メ

リ
カ
文
学
で
、
と
く
に
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
作
家
、
ロ
ベ
ル
ト
・
ア
ル
ル
ト
や
フ
リ
オ
・

コ
ル
タ
サ
ル
、
マ
ヌ
エ
ル
・
プ
イ
グ
の
研
究
で
知
ら
れ
て
い
る
。
長
年
の
功
績
を
称
え
、

二
〇
一
五
年
五
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
、
国
際
交
流
基
金
の
招
き
で
訪
日
さ
れ
た
（
招

聘
に
際
し
て
は
京
都
産
業
大
学
の
井
尻
香
代
子
氏
が
尽
力
さ
れ
た
）。
来
日
中
は
、
日
本

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
学
会
第
三
十
六
回
大
会
の
特
別
企
画
と
し
て
組
ま
れ
た
パ
ネ
ル
「
詩

の
翻
訳
可
能
性
と
受
容
に
つ
い
て

─
ボ
ル
ヘ
ス
の「
十
七
の
俳
句
」を
め
ぐ
っ
て

─
」

に
登
壇
し
た
ほ
か
、
い
く
つ
か
の
大
学
で
学
生
向
け
に
講
演
を
行
い
、
六
月
十
九
日
に

本
学
・
総
合
文
化
研
究
所
に
お
越
し
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
訳
出
し
た
の
は
、
そ
の
と

き
の
講
演
録
で
あ
る
。
講
演
会
に
は
た
ま
た
ま
来
日
中
だ
っ
た
ボ
ル
ヘ
ス
夫
人
の
マ
リ

ア
・
コ
ダ
マ
氏
も
（
関
係
者
は
ま
っ
た
く
予
期
し
て
い
な
か
っ
た
が
）
出
席
し
た
。

　
　
註

1
　 

ボ
ル
ヘ
ス
『
論
議
』
国
書
刊
行
会
所
収
。
な
お
、
一
九
五
一
年
に
行
わ
れ
た
こ
の

講
演
が
、「
一
九
三
二
年
」
に
初
版
の
出
た
『
論
議
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て

は
、
金
子
奈
美
「
周
縁
的
作
家
と
伝
統
ベ
ル
ナ
ル
ド
・
ア
チ
ャ
ガ
の
『
オ
バ
バ
コ
ア
ク
』

に
お
け
る
ボ
ル
ヘ
ス
的
〈
不
敬
〉
の
概
念
」、『
言
語
・
地
域
文
化
研
究
』
十
九
号
を
参

照
さ
れ
た
い
。

2
　 

こ
の
十
七
の
俳
句
に
は
二
種
の
邦
訳
が
あ
る
。
ホ
ル
ヘ
・
ル
イ
ス
・
ボ
ル
ヘ
ス
＋

山
本
空
子
＋
高
橋
睦
郎
「
傳
奇
亭
吟
草
」、『
す
ば
る
』
一
九
九
九
年
十
月
号
。
ま
た
、

清
水
憲
男
「
ボ
ル
ヘ
ス
の
『
俳
句
』」、『
イ
ベ
ロ
ア
メ
リ
カ
研
究
』30(1)

、二
〇
〇
八
年
。

3
　 

松
尾
芭
蕉
の
句
「
こ
の
道
や
ゆ
く
人
な
し
に
秋
の
暮
れ
」(Este cam

ino / ya na-

die lo recorre / salvo el crepúsculo)

よ
り
。
ス
ペ
イ
ン
語
へ
の
翻
訳
は
オ
ク
タ
ビ
オ
・

パ
ス
と
林
家
永
吉
に
よ
る(B

asho M
atsúo, Sendas de O

ku, Edición de O
ctavio Paz y 

Eikichi H
ayashiya, A

tlanta, G
irona, 2014.)

。

4
　 
マ
ヌ
エ
ル
・
プ
イ
グ
『
南
国
に
日
は
落
ち
て
』（
野
谷
文
昭
訳
）、
集
英
社
、

一
九
九
六
年
、
九
三
─
九
四
頁
。
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5
　 『
南
国
に
日
は
落
ち
て
』、
八
七
─
八
八
頁
。

6
　 『
枕
草
子
』（
石
田
穣
二
（
訳
注
）『
枕
草
子
』
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
一
三
六
段
）

7
　 
川
端
康
成「
十
六
歳
の
日
記 

あ
と
が
き
の
二
」『
川
端
康
成
全
集
』第
二
巻
、新
潮
社
、

一
九
八
〇
年
、
四
二
頁
。

8
　 

ア
ン
ナ
・
カ
ズ
ミ
＝
ス
タ
ー
ル
の
詳
細
な
経
歴
に
つ
い
て
は
、
高
木
佳
奈
「
越
境

者
が
辿
り
着
い
た
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス

─
ア
ン
ナ
・
カ
ズ
ミ
＝
ス
タ
ー
ル
の
作
品
に

見
ら
れ
る
重
層
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
考
察
」、『
異
文
化
』
十
四
号
（
二
〇
一
三
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

9
　 

カ
ズ
ミ
＝
ス
タ
ー
ル
は
二
〇
一
五
年
現
在
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ

レ
ス
校
の
教
員
で
あ
る
。

10
　 K

azum
i-Stahl, A

nna, “Prim
eros días porteños” en B

uenos A
ires com

o un pla-

no, com
pilado por A

rnaldo C
alveyra, B

uenos A
ires, Editorial La B

estia Equilátera, 

2010, p. 208.

11
　 K

azum
i-Stahl, A

nna, ibid., p.204.

12
　 

ボ
ル
ヘ
ス
の
詩
集
に
『
エ
ル
・
オ
ト
ロ
、エ
ル
・
ミ
ス
モ
』（
斎
藤
幸
男
訳
、水
声
社
、

二
〇
〇
四
年
）
が
あ
る
。


