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ア
ル
ベ
ー
ル

カ
ミ
ュ
と

「
新
し
い
地
中
海
文
化
」

！
ー
一
九
三
七
年
か
ら
三
九
年
の
幾
つ
か
の
未
刊
行
資
料
を
め
ぐ
っ
て
｜
｜

高

白
日ヨ

正

明

一
九
一
二
八
年
十
月
六
日
に
そ
の
第
一
号
が
発
刊
さ
れ
た
《
共
和
主
義
》
の
新
聞
「
ア
ル
ジ
ェ
・
レ
ピ
ュ
プ
リ
カ
ン
」
に
カ
ミ
ュ
が
参
加
し
た
の
は
、
ま
ず

(1
) 

な
に
よ
り
も
パ
ス
カ
ル
・
ピ
ア
の
推
め
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
パ
ス
カ
ル
・
ピ
ア
が
カ
ミ
ュ
に
こ
の
新
聞
へ
の
参
加
を
求
め
た
の
は
、
な
に
も
ピ
ア
のno 

気
紛
れ
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
ピ
ア
の
要
請
に
は
、
当
然
そ
れ
な
り
の
理
由
と
必
然
性
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
っ
た
。

そ
の
理
由
と
必
然
性
は
、
ま
さ
に
こ
の
当
時
の
カ
ミ
ュ
の
文
化
活
動
そ
れ
自
体
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
三
七
年
に
は
彼
は
、
最
初
の
エ
ッ
セ
エ

『
裏
と
表
』F
同
ロ
4
0
同
：
ニ
尚
昆

g
E

を
シ
ャ
ル
ロ
E
B
。
E
g
E
O

件
の
と
こ
ろ
か
ら
出
版
し
て
い
た
。
カ
ミ
ュ
の
文
学
に
お
け
る
こ
の
エ
ッ
セ
エ
の
意

義
と
重
要
性
は
今
さ
ら
こ
こ
で
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
。
が
、
こ
の
エ
ッ
セ
且
の
内
容
自
体
は
、
当
時
の
彼
の
文
化
活
動
に
直
接
か
か
わ
り
を
持
つ
て
は
い
な

い
。
こ
の
エ
y

セ
エ
と
文
化
活
動
が
こ
こ
で
或
る
種
の
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ
、
こ
の
本
が
シ
ャ
ル
ロ
か
ら
出
版
さ
れ
た
と
い

う
事
実
の
方
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
シ
ャ
ル
ロ
は
、
当
時
の
ア
ル
ジ
ェ
の
進
歩
的
な
文
化
活
動
の
物
心
と
も
に
の
中
心
を
な
し
て
い
て
、
そ
の
た
め
に
シ
ャ
ル
ロ

は
、
な
に
か
と
官
憲
の
圧
迫
を
受
け
、
の
ち
に
は
一
時
逮
捕
さ
れ
る
憂
き
目
に
あ
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
が
出
版
の
か
た
わ
ら
に
経
営
し
て
い
た
書

店
、
「
真
の
富
」J
1
5町
田
の
F
g
ω
g
に
は
、
多
く
の
ア
ル
ジ
S

リ
ア
の
知
識
人
や
気
鋭
の
青
年
た
ち
が
集
っ
て
い
て
、
そ
こ
で
は
、
新
し
い
地
中
梅
文
化
の



建
設
を
め
ぐ
る
熱
心
な
論
議
が
つ
ね
に
闘
わ
さ
れ
、
ま
た
地
中
海
の
霊
感
を
う
た
っ
た
多
く
の
作
品
が
こ
こ
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
『
裏
と
表
』
が

シ
ャ
ル
ロ
か
ら
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
作
品
の
重
要
性
と
は
別
に
、
カ
ミ
ュ
と
、
こ
う
し
た
地
中
海
文
化
運
動
の
密
接
な
結
び
つ
き
を
如
実
に
示
す

で
き
ご
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
新
し
い
地
中
海
文
化
圏
の
建
設
を
め
ざ
す
カ
ミ
ュ
の
文
化
活
動
は
、
な
に
も
、一
九
三
七
年
の
こ
の
と
き
に
始
ま

っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
胎
動
は
す
で
に
、

ハ2
）

ぃ
。
そ
し
て
こ
の
「
南
」
の
三
二
年
三
月
号
に
は
、
は
じ
め
て
《
ア
ル
ベ
l
ル
・
カ
ミ
ュ
》
と
署
名
さ
れ
て
、
「
新
し
い
グ
ェ
ル
レ
l
ヌ
《
ロ
ロ

Z
oロ
〈
ぬ
担
同
巴

一
九
＝
二
年
に
創
刊
さ
れ
た
雑
誌
「
南
」
《
∞
ロ
仏
》
の
誕
生
と
と
も
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な

〈
R
Z
E
O

》
、
と
「
ジ
ャ
ン
・
リ
ク
テ
ュ
ス
」
《
同S
ロ
同
庁
Z
ω
》
が
、
ま
た
お
な
じ
年
の
六
月
号
に
は
、
「
音
楽
に
寄
せ
る
エ
ッ
セ
エ
」
、
《
肘
ω
g

－
ω
ロ
円
宮

p
p
ω日ρ
ロ
ゆ
》
と
「
世
紀
の
哲
学
」
《
宮
正o
ω
O
H
V
何
回
目
。
円
四
ロ
包
ん
ぽ
ぽ
》
が
、
そ
れ
ぞ
れ
発
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
つ
づ
い
て
一
九
三
四
年
に
は
、
彼
は
正

式
に
共
産
党
に
入
党
し
、

は
じ
め
は
主
と
し
て
回
教
徒
民
を
対
象
と
し
た
党
の
情
宜
活
動
に
従
事
し
て
い
た

が
、
三
五
年
に
な
る
と
、
主
と
し
て
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
知
識
人
を
対
象
に
し
た
文
化
活
動
を
積
極
的
に
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
文
化
活
動
の
母
胎
と
し

ア
ル
ジ
ェ
近
郊
の
イ
ド
ラ
の
丘
に
居
住
し
て
、

て
建
設
さ
れ
た
の
が
「
文
化
の
家
」
《
昌
也ω
O
ロ
号
】
ぬ
の
巳
Z
B

》
で
あ
り
、
劇
団
「
労
働
座
」

《
叶
H
H
A
訟
可
。
門
凶
ロ
叶54
ω

己
》
で
あ
っ
た
。

一
九
三
五
年
に
マ
ル
ロ
I

の
『
侮
蔑
の
時
代
』
を
上
演
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
こ
の
「
労
働
座
」
の
活
動
は
と
も
か
く
、
「
文
化
の
家
」
の
活
動
は
、

あ
き
ら
か
に
新
し
い
地
中
海
文
化
圏
の
建
設
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
「
文
化
の
家
」
が
発
行
し
て
い
た
「
若
い
地
中
海
」
守
口

5

(3
>

冨
金
広
臥
E

ロ
な
と
い
う
月
報
の
表
題
自
体
や
、
「
新
地
中
海
文
化
」
に
つ
い
て
の
カ
ミ
ュ
の
講
演
が
、
そ
の
こ
と
を
な
に
よ
り
も
明
確
に
物
語
っ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
に
も
カ
ミ
ュ
は
、
お
な
じ
三
七
年
に
、
「
文
化
の
家
」
を
拠
点
と
し
て
、
ア
ラ
ブ
人
の
選
挙
権
拡
張
を
狙
い
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
本
国
で
の
「
プ
ル
ム
H

(4
>

ヴ
ィ
オ
レ
ッ
ト
計
画
」
に
賛
成
す
る
運
動
を
は
じ
め
る
が
、
こ
の
運
動
は
、
新
し
い
地
中
海
文
化
の
建
設
を
め
ざ
す
従
来
の
文
化
活
動
に
新
し
い
政
治
的
社

会
的
な
要
素
が
加
わ
り
、
そ
の
後
の
「
ア
ル
ジ
ェ
・
レ
ピ
ュ
プ
リ
カ
ン
」
で
の
執
筆
活
動
に
直
接
つ
な
が
る
新
し
い
活
動
の
分
野
を
彼
に
提
供
す
る
も
の
で
あ

(5
)<

6
>

っ
た
。
コ
二
年
か
ら
三
七
年
に
か
け
て
の
こ
の
間
に
、
カ
ミ
ュ
は
一
方
で
、
ま
ず
『
幸
福
な
死
』
の
構
想
に
着
手
し
、
『
ア
ス
チ
ュ
リ
l
の
反
乱
』
を
合
作
し
、

『
裏
と
表
』
を
出
版
し
、
つ
づ
い
て
、
の
ち
に
や
は
り
シ
ャ
ル
ロ
か
ら
出
版
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
『
結
婚
』
（
三
九
年
）
を
書
き
、
『
異
邦
人
』
や
『
カ
リ
ギ
ュ

ラ
』
に
も
手
を
つ
け
て
い
た
の
だ
か
ら
、
実
に
多
彩
な
活
動
ぶ
り
を
示
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
パ
ス
カ
ル
・
ピ
ア
が
ア
ル
ジ
デ
を
訪
れ
た
の
は
ち
ょ
う



ど
こ
の
頃
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
「
ア
ル
ジ
ェ
・
レ
ピ
ュ
プ
リ
カ
ン
」
を
舞
台
に
、カ
ミ
ュ
は
異
敢
な
反
権
力
闘
争
、反
植
民
地
闘
争
を
展
開
す
る
こ
と
に

新
し
い
文
化
圏
の
建
設
に
と
り
か
か
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、

(7
) 

「
ア
ル
ジ
ェ
・
レ
ピ
ュ
プ
リ
カ
ン
」
の
幾
つ
か
の
論
説
や
書
評
な
ら
び
に
文
化
欄
に
は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
だ
し
、
「
労
働
座
」
の
あ
と
を
つ
ぐ
こ
と
に

な
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
政
治
闘
争
の
中
で
も
、
常
に
カ
ミ
ュ
は
、

な
っ
た
「
仲
間
座
」
《
吋
広
伊
丹
見
合
己
w
ρ巳
宮
》
の
上
演
活
動
や
、

一
九
三
八
年
の
雑
誌
「
海
辺
の
国
」l
E
g
m
g
！
の
創
刊
の
辞
に
も
明
ら
か
に
み
て
と

れ
る
。

以
上
が
、
「
ア
ル
ジ
ェ
レ
ピ
ュ
プ
リ
カ
ン
」
と
「
ソ
ワ
l

ル
・
レ
ピ
ュ
プ
リ
カ
ン
」
で
の
執
筆
活
動
を
一
つ
の
頂
点
と
し
た
、一
九
コ
二
年
か
ら
三
九
年
ま
で

の
、
ア
ル
ジ
ェ
で
の
若
き
カ
ミ
ュ
の
文
化
活
動
の
大
要
で
あ
る
。
し
か
も
こ
う
し
た
現
実
世
界
の
活
動
を
通
じ
て
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
カ
ミ
ュ
の
人
間
像
は
、

そ
の
期
間
に
書
か
れ
た
前
記
の
諸
作
品
か
ら
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
く
る
そ
れ
と
は
、
ま
た
別
の
姿
を
呈
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
念
頭
に
置
き
な

が
ら
、
「
南
」
や
『
幸
福
な
死
』
以
後
の
、
と
り
わ
け
一
九
三
七
年
ナ
り
三
九
年
ま
で
の
、
「
文
化
の
家
」
や
「
仲
間
座
」
を
中
心
に
し
た
個
々
の
問
題
や
事
情

－r
」
、

、v
u－

い
ま
一
度
詳
し
く
触
れ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
こ
で
は
当
然
、
「
新
し
い
地
中
海
文
化
」
の
建
設
の
問
題
が
焦
点
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

- 34 ー

は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
若
い
地
中
海
」
は
、
「
文
化
の
家
」
の
月
報
と
し
て
一
九
三
七
年
に
発
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
年
の
四
月

ハ8
）

に
刊
行
さ
れ
て
い
る
そ
の
創
刊
号
に
は
、
「
土
着
の
文
化
、
新
し
い
地
中
海
文
化
」
と
題
さ
れ
た
カ
ミ
ュ
の
演
説
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
演
説
は
二
月
八

日
に
「
文
化
の
家
」
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
カ
ミ
ュ
の
め
ざ
す
新
し
い
地
中
海
文
化
圏
の
建
設
と
は
一
体
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
、

そ
の
当
時
の
彼
の
政
治
的
信
条
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
か
を
、
そ
れ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
ず
最
初
に
カ
ミ
ュ
は
、
こ
う
し
た
文
化
運
動
が
お
そ
ら
く
は
「
文
化
の
家
」
の
従
来
の
支
持
者
に
と
っ
て
は
唐
突
に
思
わ
れ
か
ね
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
危

倶
を
率
直
に
表
明
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
彼
は
、
そ
れ
が
、
右
翼
の
地
域
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
提
唱
と
は
明
確
に
異
る
ゆ
え
ん
を
ま
ず
は
じ
め
に
説
き
明

か
す
の
だ
。
カ
ミ
ュ
の
説
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
多
か
れ
少
な
か
れ
偉
大
な
文
化
な
ど
は
存
在
し
な
い
。
在
る
の
は
た
だ
、多か
れ
少
な
か
れ
真
実
な
文
化



だ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
他
と
比
較
し
た
地
中
海
文
化
の
優
越
性
な
ど
あ
る
は
ず
は
な
く
、
人
聞
が
、
自
分
の
国
と
一
致
す
る
そ
の
な
か
で
自
己
を
表
明
す
る

と
い
う
こ
と
こ
そ
、
文
化
を
形
成
す
る
重
要
な
問
題
だ
と
い
う
の
だo

だ
か
ら
彼
が
望
ん
で
い
る
の
は
、
一
つ
の
国
が
、
そ
の
国
自
体
を
婚
か
か

b
表
現
す

(m
>

る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
（
傍
点
筆
者
）
こ
の
問
題
は
、
前
の
章
で
掲
げ
た
「
南
」
の
巻
頭
言
で
も
、
ま
た
三
八
年
に
創
刊
さ
れ
る
「
海
辺
の
国
」
の
創
刊

<U
)

の
辞
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
う
し
た
地
域
文
化
の
提
唱
は
、
カ
ミ
ュ
が
そ
の
実
現
に
努
力
し
た
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
に
お
け
る
回
教

徒
民
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
の
復
権
要
求
と
少
し
も
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
カ
ミ
ュ
は
、
ま
ず
第
一
に
、
そ
れ
が
フ

ラ
ン
ス
本
国
で
あ
れ
ど
乙
で
あ
れ
、
既
存
の
国
家
と
い
う
存
在
を
無
視
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
て
い
る
。
つ
ま
り
彼
に
あ
っ
て
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
「
風
土
」

が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
場
合
は
そ
れ
が
地
中
海
な
の
だ
。
だ
か
ら
ス
ペ
イ
ン
の
民
衆
や
、
ジ
ェ
ノ
ワ
の
人
び
と
や
、
マ
ル
セ
l
ユ
の
波
止
場
を
さ
ま
よ
い

歩
く
人
び
と
と
、
北
ア
フ
リ
カ
の
沿
岸
に
生
き
て
い
る
好
奇
心
の
強
い
ア
ラ
プ
の
民
衆
は
、
み
な
お
な
じ
家
族
の
一
員
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
う

し
た
民
衆
が
寄
り
集
っ
て
一
つ
の
地
域
共
同
体
を
つ
く
る
こ
と
こ
そ
「
国
家
」
に
優
先
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
一
つ
の
真
の
文
化
の
建
設
に
も
通
じ

る
こ
と
だ
っ
た
。
カ
ミ
ュ
に
言
わ
せ
れ
ば
、
《
祖
国
と
は
、
人
聞
を
虐
殺
に
か
り
た
て
る
抽
象
作
用
で
は
な
く
、
そ
れ
は
或
る
種
の
人
び
と
に
共
通
な
生
活
の

（
臼
）

味
覚
で
あ
り
、
説
明
す
る
こ
と
が
無
意
味
な
あ
の
匂
い
、
あ
の
呑
り
》
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
肌
で
こ
そ
感
じ
ら
る
べ
き
も
の
な
の
だ
。
だ
か
ら
そ
れ
=ｷ 35 ー

は
、
シ
ャ
ル
ル
・
モ
1

ラ
ス
や
右
翼
の
知
識
人
た
ち
が
し
き
り
と
口
に
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
ラ
テ
ン
的
秩
序
」
の
復
活
と
は
ま
っ
た
く
異
質
な
も
の
だ
っ
た
。

そ
の
こ
と
を
カ
ミ
ュ
は
、
ま
た
別
の
言
葉
で
こ
う
語
っ
て
い
る
。
《
わ
れ
わ
れ
が
欲
し
て
い
る
の
は
、
エ
チ
オ
ピ
ア
で
勝
ち
誇
っ
て
い
る
嘘
偽
り
で
は
な
く
、

（
臼
）

ス
ペ
イ
ン
で
暗
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
あ
の
真
実
な
の
だ
》
と
。

以
上
が
、
「
若
い
地
中
海
」
に
掲
載
さ
れ
た
カ
ミ
ュ
の
演
説
の
大
要
で
あ
る
。
無
論
彼
は
こ
の
ほ
か
に
も
、
知
性
が
働
き
か
け
る
材
料
に
新
た
な
生
命
を
吹

き
込
む
知
識
人
の
役
割
と
か
、
精
神
の
事
象
に
忠
実
で
あ
る
勇
気
を
説
い
た
り
、
グ
セ
ノ
フ
ォ
シ
の
『
一
万
人
の
退
却
』
に
で
て
く
る
、
山
頂
か
ら
地
中
海
を

望
見
し
て
狂
喜
乱
舞
す
る
兵
士
た
ち
を
例
に
と
り
あ
げ
て
、
地
中
海
の
歓
び
を
熱
烈
に
語
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
カ
ミ
ュ
の
地
中
海
文
化
に
対
す
る
見
解
は
、
当
時
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
知
識
人
た
ち
の
思
想
的
動
向
を
端
的
に
代
表
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
自
ら
が
主
宰
す
る
出
版
事
業
を
通
じ
て
そ
の
芦
を
幾
重
に
も
こ
だ
ま
さ
せ
る
役
割
を
果
し
た
の
が
、
先
に
も
述
べ
た
、
書
店
「
真
の
富
」
の
経
蛍
者
、
エ



ド
モ
ン
・
シ
ャ
ル
ロ
で
あ
る
。
「
地
中
海
」
を
ほ
の
め
か
す
「
真
の
富
」
と
い
う
店
名
自
体
が
象
徴
し
て
い
た
よ
う
に
、
シ
ャ
ル
ロ
は
、
あ
た
か
も
カ
ミ
ュ
の
提

言
に
応
え
る
か
の
よ
う
に
、
い
わ
ば
地
中
海
的
霊
感
の
発
露
と
も
い
う
べ
き
作
品
を
数
多
く
出
版
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
一
九
三
八
年
に
こ
の
書
店
か
ら
発

明
ヴ
ア
』
少
ユ

刊
さ
れ
た
「
海
辺
の
国
」
は
、
い
わ
ば
こ
う
し
た
運
動
の
機
関
紙
の
観
を
呈
し
て
い
た
し
、
そ
の
創
刊
号
の
広
告
頁
に
は
、
ア
ル
ベ
l
ル
・
カ
ミ
ュ
の
『
結

婚
』
、
ジ
ャ
ン
・
グ
ル
ニ
エ
の
『
サ
ン
タ
・
ク
ル
ス
』
、
∞
ω
ロ
E
’
n
E
N

ゴ
ピ
ノ

l

の
『
イ
ラ
ン
』
円
同
日
ロ
ジ
ャ
ン
ヌ
・
シ
カI
ル
（
カ
ミ
ュ
の
往
時
の
女
友
だ

ち
で
、
イ
ド
ラ
の
丘
で
共
同
生
活
を
営
ん
だ
り
、
イ
タ
リ
ア
旅
行
を
共
に
し
た
り
し
た
。
ま
た
彼
女
は
、
『
幸
福
な
死
』
の
「
世
界
を
の
ぞ
む
家
」
に
住
む
三
人

の
女
学
生
の
モ
デ
ル
の
一
人
で
あ
っ
た
）
に
よ
る
セ
ル
パ
ン
チ
ス
の
翻
訳
劇
『
ア
ル
ジ
ェ
の
監
獄
』
、
円
E
E

宮

g
a
u
u
k
m
R『三
百
三
首
の
ア
ン
グ
ル
シ
ア
の

民
謡
ゎ
。1
2

可
。
同EE
町
g

〉
ロ
念
日0
5
8

ガ
プ
リ
エ
ル
・
オ
l
デ
ィ
ジ
ョ
の
『
ア
ル
ジ
ェ
の
恋
』
k
r
s
oロH
円
〉
－m
R

（
散
文
）
と
『
聞
い
た
鳥
篭
』
（
詩

篇
）
、
F
m
wの
ω
問
。
。
ロ4
0
1
0

マ
y

ク
ス
・
ポ
l

ル
・
フ
l

シ
ェ
の
『
徳
も
な
く
素
朴
に
』
、
巴
目
立o
E
5

〈
R
Z

ル
ネ
・
ジ
ャ
ン
・
ク
ロ
の
『
一
角
獣
へ

の
お
告
げ
』
、
円
〉
ロ
ロ
o
ロ
巳
巳
古
ロ
V
E

ピ
8
5
0

ク
ロ
ー
ド
・
ド
・
フ
レ
マ
ン
ヴ
ィ
ル
の
『
地
中
海
の
視
野
に
』
、
k
r
E
〈
ロ
σ

常
冨
冨
訟
芹
骨

S

ロ
合

な
ど
と
い
っ
た
作
品
が
ず
ら
り
と
並
ん
で
い
る
。
こ
の
う
ち
、
ガ
プ
リ
ェ
ル
・
オl
デ
ィ
ジ
ョ
、
ア
ル
ベ
I

ル
・
カ
ミ
ュ
、
ル
ネ
・
ジ
ャ
ン
・
ク
ロ
、
グ
ロ
l

リ
ず
ア
1
9
A

ド
・
ド
・
フ
レ
マ
ン
ヴ
ィ
ル
等
は
い
づ
れ
も
「
海
辺
の
国
」
の
編
集
委
員
と
し
て
名
を
連
ね
て
お
り
、
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
そ
の

n
b
 

円
。

主
題
の
ま
さ
に
地
中
海
的
な
性
格
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
こ
の
場
合
は
む
し
ろ
、
地
中
海
的
性
格
と
い
う
よ
り
、
地
中
海
文
化
閤
的
性
格
と
い
っ
た
方
が
、
問

題
は
も
っ
と
は
っ
き
り
す
る
。
ド
・
フ
レ
マ
ン
ヴ
ィ
ル
の
「
地
中
海
」
、
グ
ル
ニ
エ
の
「
サ
ン
タ
・
ク
ル
ス
」
、
セ
ル
パ
ン
テ
ス
の
「
ス
ペ
イ
ン
」
、
「
ア
ン
ダ
ル

シ
ァ
の
民
謡
」
、
「
ア
ル
ジ
ェ
」
、
ゴ
ピ
ノ
l
の
「
イ
ラ
ン
」
：
：
：
と
い
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
こ
そ
カ
ミ
ュ
が
先
の
講
演
で
主
張
し
て
い
た
地
中
海
を
め
ぐ
る
地
域

的
な
文
化
圏
が
、
そ
こ
で
は
、
文
学
作
品
の
主
題
そ
れ
自
体
を
借
り
て
形
成
さ
れ
、
一
つ
の
主
張
、
一
つ
の
戸
と
な
っ
て
こ
だ
ま
し
て
い
る
の
だ
っ
た
。

さ
き
に
も
書
い
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
声
を
一
つ
に
集
め
た
雑
誌
が
「
地
中
海
文
化
の
雑
誌
」
と
銘
う
た
れ
、
一
九
三
八
年
十
二
月
に
お
な
じ
く
シ
ャ
ル
ロ

リ
ヴ
l
ァ
E
A

（H
）

か
ら
創
刊
さ
れ
た
「
海
辺
の
国
」
で
あ
る
。
こ
の
創
刊
号
の
巻
頭
言
に
は
ア
ル
ベ
l
ル
カ
ミ
ュ
の
署
名
が
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
、
こ
の
巻
頭
言
の
な
か
で
も
、

や
は
り
、
一
つ
の
地
域
文
化
の
主
張
を
く
り
返
し
つ
づ
け
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
《
教
義
の
愛
好
が
わ
れ
わ
れ
を
世
界
か
ら
隔
絶
す
る
よ
う
な
時
代
に

あ
っ
て
、
若
々
し
い
土
地
に
生
き
る
若
い
人
た
ち
が
、
わ
れ
わ
れ
の
生
に
一
つ
の
意
味
を
与
え
る
よ
う
な
、
は
か
な
い
け
れ
ど
も
本
質
的
な
こ
れ
ら
の
幾
っ
か



の
富
、
た
と
え
ば
海
や
太
陽
や
光
を
浴
び
た
女
、
な
ど
に
対
す
る
彼
ら
の
執
着
を
宣
言
す
る
こ
と
は
悪
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
生
き
て
い
る
文
化
の
富

〈
日
）

で
あ
り
、
あ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
拒
否
す
る
死
せ
る
文
明
な
の
だ
》
と
い
う
確
信
に
支
え
ら
れ
た
こ
の
巻
頭
言
は
、
「
若
い
地
中
海
」
に
掲
載
さ
れ
た
講
演
と

（
日
山
〉

お
な
じ
論
旨
を
た
ど
り
な
が
ら
、
地
中
海
を
共
有
す
る
人
び
と
の
、
共
通
な
感
受
性
と
微
妙
な
差
異
の
自
由
な
表
現
の
場
で
あ
る
こ
の
雑
誌
の
性
格
を
、
さ
ま

ざ
ま
に
説
き
あ
か
し
て
い
る
。

一
方
、
「
文
化
の
家
」
や
、
「
労
働
座
」
、
「
仲
間
座
」
を
ひ
き
い
た
カ
ミ
ュ
の
活
動
に
も
、
め
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、

の
「
ア
ル
ジ
ュ
リ
ア
評
論
」
問
。
4
ロ
o
k
r－m
A昨
日
。
ロ
ロ
σ

に
は
、
「
文
化
の
家
」
で
行
な
わ
れ
た
ク
ロ
ー
ド
・
ア
ヴ
リ
l
ヌ
の
講
演
、
「
革
命
家
ア
ナ
ト

I

ル
・
フ
ラ
ン

一
九
三
七
年
三
月
号

ス
」
《
K
F
E
Z－o
司
B
R
0

・
尽
き
】
丘
町
内
｝
ロ
ロ
巴
円
。
》
に
関
す
る
紹
介
記
事
が
載
っ
て
い
て
、
そ
の
論
評
は
、
同
時
に
、
当
時
の
「
文
化
の
家
」
や
「
労
働
座
」

の
文
化
活
動
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
わ
れ
わ
れ
に
教
え
て
く
れ
る
。

《
ア
ヴ
リ
l
ヌ
氏
は
、
多
大
な
確
信
を
も
っ
て
主
題
を
扱
っ
た
。
彼
は
フ
ラ
ン
ス
の
業
蹟
を
識
っ
て
お
り
、
新
鮮
な
印
象
と
快
よ
い
思
い
出
で
彼
の
こ
と
を

円
δ

語
っ
た
。

「
文
化
の
家
」
の
目
標
は
、
す
で
に
日
々
の
活
動
で
被
露
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
「
文
化
の
擁
護
の
た
め
の
統
一
戦
線
」
で
あ
る
。
た
し
か
に
そ
れ
は
、

美
し
い
、
と
て
も
美
し
い
思
想
だ
。
け
れ
ど
も
わ
れ
わ
れ
は
、
右
翼
の
讃
辞
の
結
果
追
放
さ
れ
て
い
た
ア
ナ
ト
l
ル
・
フ
ラ

Y

ス
を
、
左
翼
の
オ
リ
ン
ピ
ア
に

ふ
た
た
び
据
え
直
す
よ
う
な
熱
狂
が
、
も
う
少
し
少
な
く
な
れ
ば
よ
い
と
思
っ
て
い
る
。

も
し
ア
ヴ
リ
l
ヌ
氏
が
こ
の
問
題
を
も
う
少
し
政
治
的
中
立
の
立
場
で
扱
っ
て
く
れ
た
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
喜
び
は
も
っ
と
大
き
か
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
、
な

に
は
と
も
あ
れ
わ
れ
わ
れ
は
、
数
人
の
青
年
た
ち
の
一
致
協
力
し
た
努
力
を
喜
ん
で
強
調
し
た
い
し

1
1

「
労
働
座
」
の
公
演
や
、
「
文
化
の
家
」
の
庇
護
の
下

に
お
か
れ
た
講
演
会
に
、
こ
れ
か
ら
も
つ
ね
に
、
強
い
関
心
を
寄
せ
て
い
る
の
だ
》

こ
の
論
評
は
、
「
文
化
の
家
」
の
活
動
と
「
労
働
座
」
の
そ
れ
が
つ
ね
に
一
身
同
体
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
目
標
と
す
る
《
文
化
の
擁
護
の
た
め
の
統
一
戦



線
》
が
、
周
囲
か
ら
は
多
分
に
政
治
的
色
彩
を
も
つ
も
の
と
し
て
眺
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
、

如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。と
同
時
に
、
一
ニ
七
年
当
時
に
は
、

共
産
党
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
「
文
化
の
家
」
を
母
胎
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の

だ
。
と
こ
ろ
が
三
九
年
に
は
、
先
の
「
海
辺
の
国
」
創
刊
の
辞
に
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
運
動
が
し
だ
い
に
政
治
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
文
化
活
動
の

色
彩
を
強
め
、
と
同
時
に
そ
の
母
胎
が
、
シ
ャ
ル
ロ
の
「
真
の
富
」
に
移
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
間
に
カ
ミ
ュ
は
、
共
産
党
と
ほ
ぼ

カ
ミ
ュ
が
夢
見
て
い
た
「
新
し
い
地
中
海
文
化
圏
」
の
建
設
が
、

完
全
に
手
を
切
り
、
「
労
働
座
」
は
解
散
さ
れ
て
「
仲
間
座
」
が
新
た
に
設
立
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
変
化
を
図
式
的
に
い
う
な
ら
、

《
「
共
産
党
」
｜
｜
「
文
化
の
家
」
｜
｜
「
労
働
座
」
｜
｜
「
新
し
い
地
中
海
文
化
」
》
と
い
う
運
動
体
系
が
、
三
九
年
に
は
、

「
仲
間
座
」ll
l

「
新
し
い
地
中
海
文
化
」
》
と
い
ろ
そ
れ
に
、
す
っ
か
り
そ
の
ま
ま
移
り
変
っ
て
い
っ
た
こ
と
に
な
る
。

一
九
三
七
年
に
お
け
る

《
「
真
の
富
」
｜
｜
「
海
辺
の
国
」
l
l

一
九
三
九
年
・
四
l
五
月
号
の
「
ア
ル
ジ
ュ
リ
ア
評
論
」
に
は
、
仲
間
座
に
よ
っ
て
上
演
さ
れ
た
『
西
の
国
の
人
気
者
』
の
批
評
が
掲
載
さ
れ
て
い
鵠
こ

の
「
ア
ル
ジ
ュ
リ
ア
評
論
」
と
い
う
雑
誌
は
、
ア
ル
ジ
ェ
で
は
大
変
古
い
歴
史
を
持
つ
、
一
八
八
八
年
に
創
設
さ
れ
た
雑
誌
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
一
度
休
刊

一
九
三
四
年
六
月
二
十
一
日
に
再
発
足
し
て
い
る
。
主
宰
者
は
エ
ル
ネ
ス
ト
・
マ
ル
ベ
エ
開
門
忠
弘
昌
巳
－

o
g
u『
で
、
再
刊
後
の
第
一
号
か
ら
第
三
十
一
。
。

し号
（
一
九
三
五
年
十
一
月
二
十
三
日
）
ま
で
は
、
「
文
学
・
芸
術
誌
」
《
ピ

2
2
巳
B
Z
K
F
丘
町
安
官
。
》
と
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
が
付
け
ら
れ
、
三
二
号
（
三
五
年
十
二

月
十
四
日
）
か
ら
は
、
そ
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
が
、
「
政
治
・
文
学
誌
」
《

H
M
o－－
同EC
0
2
ピ
口
m
w
S
F
B》
と
変
っ
て
い
る
。
こ
の
雑
誌
の
立
場
は
、
当
初
は
か

（
四
）

な
り
与
党
色
の
強
い
、
官
辺
筋
の
息
の
か
か
っ
た
政
治
誌
で
、
文
学
活
動
に
な
ん
ら
か
の
貢
献
を
し
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
し
ろ
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ

ろ
が
四
二
号
（
一
九
三
六
年
五
月
九
日
）
に
な
る
と
、
主
宰
者
は
娘
の
ラ
フ
ィ
・
マ
ル
ベ
エ
夫
人
冨

B
o
p
H
N
m
w由
宮
丘
町
ゲ
ミ
に
変
り
、
新
た
に
編
集
主
幹

に
コ
レ
ッ
ト
・
プ
レ
ヴ
ォ
ハ
U
o－z
z
P
2

。
丘
女
史
が
任
命
さ
れ
、
四
五
号
（
一
九
三
六
年
七
月
一
日
）
か
ら
雑
誌
の
体
裁
も
変
っ
て
大
版
に
な
る
と
共
に
、

そ
の
内
容
も
、
政
治
色
の
薄
い
、
趣
味
的
な
も
の
に
変
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
五
七
号
（
一
九
三
七
年
三
月
）
に
な
る
と
、
｜
｜
先
に
述
べ
た
「
ア
ナ
ト

l

ル
・

フ
ラ
ン
ス
」
の
講
演
の
記
事
が
載
っ
て
い
る
の
は
こ
の
号
で
あ
っ
た
が

1
1

サ
ブ
タ
イ
ト
ル
は
三
転
し
て
、
ふ
た
た
び
も
と
の
「
文
学
・
芸
術
誌
」
《
〉
豆
急
－

A
5
2

ピ
口
合
包
B

》
に
な
り
、
文
芸
誌
的
色
彩
を
強
め
て
く
る
。
そ
の
後
、
六
二
号
（
一
九
三
七
年
八
月
）
で
こ
の
雑
誌
は
一
応
休
刊
と
な
る
が
、
ふ
た
た

び
十
一
月
に
は
再
刊
の
運
び
と
な
っ
て
、
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
は
今
度
は
《
文
学
・
美
術
・
映
画
》
《
F
2
可
o
p

〉
円F
C

忌
B
m

》
と
銘
う
た
れ
、
そ
の
内
容



は
、
あ
た
か
も
今
日
の
映
画
雑
誌
の
観
を
呈
し
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
度
、
ま
た
元
の
文
芸
誌
に
復
し
た
が
、
再
度
、
文
芸
誌
に
復
し
た
一
九
三
八
年

の
末
頃
に
、
こ
の
「
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
評
論
」
と
、
カ
ミ
ュ
ら
の
あ
い
だ
に
、
文
化
活
動
の
上
で
一
つ
の
接
近
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
証
拠
に
、

一
九
三
八
年
十
一
月
二
十
八
日
の
「
ア
ル
ジ
ェ
・
レ
ピ
ュ
プ
リ
カ
ン
」
の
書
評
欄
に
は
、
は
じ
め
て
「
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
評
論
」
が
ア
ル
ベ
ー
ル
・
カ
ミ
ュ
に
よ

っ
て
批
評
、
あ
る
い
は
紹
介
の
対
象
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

《
「
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
評
論
」
は
、そ
の
巻
頭
言
と
文
学
的
な
内
容
で
、
注
目
す
べ
き
新
ら
し
い
シ
リ
ー
ズ
に
着
手
し
た
と
こ
ろ
だ
。
ジ
ャ
ン
ヌ
・
シ
カ
l
ル

に
よ
る
セ
ル
バ
ン
テ
ス
の
未
刊
の
優
雅
な
翻
訳
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
マ
ン
デ
ス
の
一
篇
の
詩
、
画
家
ル
ネ
・
ジ
ョ
ン
・
ク
ロ
に
関
す
る
ジ
ャ

γ
・
ラ
フ
ィ
の
み
ご

と
な
研
究
な
ど
が
、
生
き
生
き
と
し
た
実
り
の
あ
る
一
号
を
構
成
し
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
指
摘
に
値
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
ほ
か
、
「
ア
ル
ジ
広
リ
ア
評
論
」
は
、
ア
ソ
ケ
l
ト
に
よ
る
積
極
的
で
公
平
な
、
フ
ラ
ン
ス
と
回
教
徒
の
協
力
や
、
自
由
な
寄
稿
や
、
客
観
的
な
調
査

研
究
に
寄
与
す
る
意
図
を
告
げ
て
い
る
。
憎
悪
に
よ
っ
て
ゆ
が
め
ら
れ
て
い
る
こ
の
国
で
は
、
こ
の
よ
う
な
努
力
は
激
励
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ

そ
の
こ
と
が
、
そ
の
知
的
な
内
容
が
い
か
な
る
非
難
に
も
と
ら
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
一
つ
の
雑
誌
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
意
義
深
い

（
却
〉

こ
と
だ
。
》

向
。

こ
う
し
た
紹
介
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
遠
い
昔
は
政
府
の
御
用
機
関
紙
で
あ
っ
た
「
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
評
論
」
が
、
編
集
方
針
の
た
び
重
な
る
転
換
の
の
ち

に
、
こ
の
頃
、
カ
ミ
ュ
ら
の
提
唱
す
る
地
中
海
文
化
圏
の
建
設
に
協
力
的
な
雑
誌
に
変
貌
し
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
カ
ミ
ュ
が
取
り
上
げ
た
こ
の
号
の
ジ
ャ

Y

ヌ
・
シ
カ
l
ル
の
セ
ル
ヴ
ァ
ン
テ
ス
の
翻
訳
は
そ
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
翻
訳
は
、
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
シ
ャ
ル
ロ
の
「
真
の
富
」
か
ら

〈
幻
〉

一
冊
の
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
、
「
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
評
論
」
は
、
そ
こ
で
当
然
、
シ
ャ
ル
ロ
と
も
関
係
を
持
つ
に
い
た
っ
た
の
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
カ
ミ
ュ
自
身
も
、
こ
の
雑
誌
の
一
九
三
九
年
の
二
月
号
に
（
再
刊
第
四
号
）
、
の
ち
に
『
結
婚
』
の
「
ア
ル
ジ
ェ
の
夏
」
の
付
録
に
再
録
さ
れ
る
《
ア

ハ
沼
〉

ル
ジ
ェ
の
或
る
青
年
の
通
信
》
を
載
せ
、
ま
た
五
号
（
三
九
年
四
i

五
月
号
）
に
は
、
前
述
の
「
仲
間
座
」
の
シ
ン
グ
の
公
演
に
寄
せ
る
劇
評
が
掲
載
さ
れ

〈
お
〉

た
の
で
あ
っ
た
。

一
口
に
言
っ
て
、
こ
の
劇
評
は
か
な
り
に
好
意
的
な
劇
評
で
あ
る
。
好
意
的
と
い
っ
て
も
、
「
仲
間
座
」
自
体
は
ア
マ
チ
ュ
ア
劇
団
で
あ
っ
た
か
ら
、

個
々



の
演
技
や
舞
台
成
果
そ
れ
自
体
を
取
り
あ
げ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
素
人
劇
団
の
意
図
や
在
り
方
に
対
し
て
、
き
わ
め
て
好
意
的
な
の
だ
。
逆
に
言
え

ば
、
舞
台
成
果
に
つ
い
て
は
筆
者
の
アγ
ド
レ
・
ヴ
ェ
イ
ヤ
1
ル
〉
ロ
仏
3

〈
巳
－E
E

は
な
に
も
語
れ
ぬ
よ
う
な
あ
り
さ
ま
だ
っ
た
ら
し
く
、
こ
の
劇
団
が
た
だ

ひ
た
す
ら
に
、
純
粋
に
演
劇
の
使
命
を
追
求
し
、
当
時
フ
ラ
ン
ス
で
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
シ
ソ
グ
を
紹
介
し
た
こ
と
を
も
っ
ぱ
ら
讃
え
て
い
る
。
そ

〈
鈍
）

し
て
、
こ
の
論
評
の
下
段
に
は
、
一
九
三
九
年
か
ら
四
十
年
に
か
け
て
の
「
仲
間
座
」
の
レ
パI
ト
リ
イ
が
公
表
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
十

一
月
三
日
に
は
ロ
ジ
ェ
・
ヴ
ィ
ト
ラ
ッ
ク
の
『
ト
ラ
フ
ァ
ル
ガ
l

の
襲
撃
』
、
十
二
月
二
十
九
日
に
は
マ
ル
ロ
オ
の
『
人
間
の
条
件
』
か
、
あ
る
い
は
ゴ
ル
ド

l

－
一
の
『
ラ
・
ロ
カ
ン
デ
ィ
エ
ラ
』
、
三
月
に
は
コ
ポ
l

の
翻
訳
に
よ
る
シ
ェl
グ
ス
ピ
ア
の
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
、
五
月
に
は
口
語
訳
を
し
た
ア
リ
ス
ト
フ
ァ

1

ネ

ス
の
戯
曲
、
と
決
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
「
仲
間
座
」
の
ア
ト
リ
エ
で
上
演
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

’
ず
ア
1
9

ユ

こ
れ
よ
り
少
し
前
、
即
ち
三
九
年
三
月
に
発
行
さ
れ
た
「
海
辺
の
国
」
第
二
号
に
も
、
「
仲
間
座
」
自
身
の
激
文
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
一
頁

全
面
の
裏
表
が
こ
の
広
告
に
当
て
ら
れ
て
い
て
、
最
上
段
に
「
仲
間
座
」
と
書
か
れ
た
そ
の
す
ぐ
下
に
は
、
《
「
海
辺
の
国
」
の
研
究
劇
団
》
と
記
さ
れ
て
い

（
お
〉

る
。
こ
れ
で
、
こ
の
劇
団
が
、
「
海
辺
の
国
」
の
同
人
や
《
真
の
富
》
に
精
神
的
に
も
経
済
的
に
も
つ
な
が
っ
て
い
た
こ
と
が
は
っ
き
り
と
わ
か
る
の
だ
が
、

こ
の
劇
団
の
「
友
の
会
」
結
成
と
劇
団
員
の
募
集
に
関
す
る
一
切
の
間
合
わ
せ
は
、
《
ア
ル
ジ
ミ
シ
ャ
ラ
ス
街
二
番
地Z
の
「
真
の
富
」
》
と
な
っ
て
い
る

こ
と
が
、
な
お
さ
ら
そ
の
明
日
な
証
拠
で
あ
る
。
こ
の
広
告
は
、
三
九
年
上
半
期
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
と
し
て
、
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
・
ダ
・
ロ
ハ
ス
の
『
修
道
女
』
、
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ア
シ
ド
レ
・
ジ
ッ
ド
の
『
蕩
児
の
帰
宅
』
、
シ
ャ
ル
ル
・
ヴ
ィ
ル
ド
ラ
ッ
グ
の
『
商
船
テ
ナ
シ
テ
ィ
』
、
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
の
『
カ
ラ
マ
1
ゾ
フ
の
兄
弟
』
な

ど
の
ほ
か
、
特
に
、
セ
ル
ヴ
ァ
ン
テ
ス
の
末
発
表
作
品
、
『
ア
ル
ジ
ェ
の
監
獄
』
の
上
演
を
う
た
っ
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
、
カ
ミ
ュ
の
女
友
だ
ち
ジ
ャ
ン
ヌ
・

’
ず
ア
1
0

ユ

シ
カ
l

ル
の
翻
訳
で
あ
り
、
先
に
「
海
辺
の
国
」
創
刊
号
の
問
題
に
関
連
し
て
言
及
し
て
お
い
た
も
の
だ
が
、
こ
う
し
た
セ
ル
ヴ
ァ
ン
テ
ス
の
作
品
を
取
り
あ

げ
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
か
の
「
新
し
い
地
中
海
文
化
圏
」
の
文
化
活
動
に
、
こ
の
仲
間
座
が
や
は
り
密
着
し
て
い
た
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
の
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
つ
ぎ
に
掲
げ
る
「
仲
間
座
」
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
は
、
こ
の
ア
マ
チ
ュ
ア
劇
団
結
成
の
意
義
を
カ
ミ
ュ
み
ず
か
ら
が
明
ら
か
に
し
た
も
の
で

〈
お
）

あ
る
。



「
仲
間
座
」
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

《
い
ま
や
フ
ラ
ン
ス
全
土
に
、
地
方
に
広
が
っ
て
い
く
こ
と
が
特
徴
的
な
、
演
劇
の
め
ざ
ま
し
い
ル
ネ
サ
ン
ス
が
み
ら
れ
る
と
き
、
「
仲
間
座
」
は
、
ア
ル

ジ
ェ
に
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
一
つ
の
演
劇
の
季
節
を
も
た
ら
す
こ
と
を
提
案
し
た
い
。
若
い
都
で
あ
る
ア
ル
ジ

z

は
、
若
い
演
劇
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
仲
間
座
」
は
、
青
春
の
精
神
が
み
な
ぎ
る
な
か
で
良
い
作
品
を
上
演
す
る
こ
と
に
努
め
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
、
す
で
に
一
つ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と

な
っ
て
い
る
の
だ
。

全
般
的
な
思
想
と
い
う
も
の
が
、
上
演
に
際
し
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
上
演
に
は
、
と
き
と
し
て
全
般
的
な
思
想
が
必

要
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
も
し
「
仲
間
座
」
が
、
正
確
な
意
味
で
、
働
き
か
け
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
舞
台
の
な
ん
ら
か
の
経
験
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が
、
彼
ら
劇
団
員
た
ち
を
あ
る
結
論
に
導
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
演
劇
は
、
生
き
物
で
あ
る
肉
体
に
、
そ
の
教
訓
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
配
慮
を
与
え
る
肉
体
芸

術
で
あ
り
、
同
時
に
大
ま
か
で
も
あ
れ
ば
繊
細
で
も
あ
る
芸
術
で
あ
り
、
動
き
と
声
と
光
の
例
外
的
な
調
和
な
の
だ
。
だ
が
そ
れ
は
、
同
様
に
、
芸
術
の
な
か

で
も
も
っ
と
も
約
束
事
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
一
切
は
、
同
一
の
幻
影
に
、
相
互
的
で
暗
黙
の
同
意
を
与
え
る
俳
優
と
観
客
の
共
犯
に
あ
る
。
そ

れ
だ
か
ら
一
方
で
は
、
演
劇
は
単
純
で
熱
烈
な
、
偉
大
な
感
情
に
当
然
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
感
情
の
周
囲
に
、
愛
と
か
、
欲
望
と
か
、
野
心

と
か
、
宗
教
な
ど
と
い
っ
た
人
間
の
宿
命
が
（
そ
し
て
た
だ
そ
れ
だ
け
が
）
、
舞
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
他
方
そ
れ
は
、
芸
術
家
に
と
っ
て
当
然
な
再
構

成
の
必
要
を
満
す
も
の
だ
。
そ
し
て
か
か
る
対
照
こ
そ
演
劇
を
つ
く
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
、
人
生
に
奉
仕
し
、
人
聞
を
感
動
さ
せ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と

す
る
の
で
あ
る
。

「
仲
間
座
」
は
か
か
る
対
照
を
復
元
す
る
の
だ
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
作
品
に
、
真
実
と
単
純
さ
を
要
求
し
、
感
情
に
お
け
る
激
し
さ
、
行
動
に
お
け
る
残

酷
さ
を
要
求
す
る
の
だ
。
か
く
し
て
そ
れ
は
、
生
へ
の
愛
が
生
き
る
こ
と
へ
の
絶
望
と
混
り
合
う
、
そ
う
い
っ
た
季
節
に
向
っ
て
い
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
（
エ

ス
キ
ロ
ス
、
ア
リ
ス
ト
ア
ァ
I

ネ
ス
）
、
英
国
の
エ
り
ザ
ベ
ス
王
朝
時
代
（
フ
ォ
l
ス
タ
l
、
マ
l
ロ
l
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
）
、
ス
ペ
イ
ン
（
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
・



ダ
・
ロ
ハ
ス
、
カ
ル
デ
ロ

γ
、
セ
ル
バ
ン
テ
ス
）
、
ア
メ
リ
カ
（
フ
ォ
ー
ク
ナ
l
、
コ
ル
ド
ウ
ェ
ル
）
、

わ
れ
わ
れ
の
現
代
文
学
（
グ
ロ
l
デ
ル
、マ
ル
ロ
l

）

が
そ
れ
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
一
方
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
大
い
な
る
自
由
が
、
演
出
や
背
景
の
概
念
に
君
臨
し
て
い
る
。
つ
ね
に
若
々
し
い
形
式
の
な
か
の
、

万
人
の
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
の
感
情
、
そ
れ
は
生
の
素
顔
で
あ
る
と
同
時
に
、
良
い
演
劇
の
理
想
な
の
だ
。
か
か
る
理
想
に
仕
え
、
同
時
に
こ
う
し
た
素
顔
を
愛

さ
せ
る
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
が
「
仲
間
座
」
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
》
。

お
そ
ら
く
は
カ
ミ
ュ
が
書
い
た
に
違
い
な
い
こ
の
「
仲
間
座
」
の
激
文
に
は
、
終
生
変
ら
な
か
っ
た
ロ
ル
カ
や
コ
ポ
ー
か
ら
受
け
た
影
響
が
う
か
が
わ
れ
る

と
と
も
に
、
演
劇
に
求
め
る
カ
ミ
ュ
の
理
想
像
が
端
的
に
し
る
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
《
作
品
に
、
真
実
と
単
純
さ
を
要
求
し
、
感
情
に
お
け
る
激
し
さ
、

行
動
に
お
け
る
残
酷
さ
を
要
求
す
る
》
と
い
っ
た
く
だ
り
や
、
ー
ー
し
か
も
こ
の
部
分
は
、
前
の
《
演
劇
は
単
純
で
熱
烈
な
、
偉
大
な
感
情
に
当
然
奉
仕
す

る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
感
情
の
周
囲
に
、
愛
と
か
、
欲
望
と
か
、
野
心
と
か
、
宗
教
な
ど
と
い
っ
た
人
間
の
宿
命
が
舞
っ
て
い
る
の
で
あ
る
》
と
い
う
、

き
わ
め
て
ロ
ル
カ
的
な
箇
所
に
照
応
す
る
も
の
だ
ー
ー
そ
の
す
ぐ
あ
と
に
つ
づ
く
、

こ
ろ
に
は
、
当
時
す
で
に
彼
が
着
手
し
て
い
た
『
カ
リ
ギ
ュ
ウ
』
の
面
影
が
あ
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
な
に
は
と
も
あ
れ
「
仲
間
座
」
の
存
在
が
、

そ
の
演
劇
理
念
や
、
レ
パ
l
ト
リ
イ
を
通
じ
て
示
さ
れ
る
活
動
の
意
図
に
お
い
て
、
当
時
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
重
要
な
文
化
運
動
の
一
つ
に
算
え
ら
れ
て
い
た

《
生
へ
の
愛
が
、
生
き
る
こ
と
へ
の
絶
望
と
混
り
合
う
》
と
い
っ
た
と

a
且
官

こ
と
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
だ
っ
た
。
三
九
年
四
月
二
日
の
「
ア
ル
ジ
ェ
・
レ
ピ
ュ
プ
リ
カ
シ
」
の
ピ
エI
ル
・
レ
セ
ッ
ト
氏
E
R
B
H
b
R
巳
に
よ
る
劇

評
も
、
「
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
評
論
」
の
そ
れ
と
同
様
、
舞
台
成
果
は
二
の
次
で
、
シ
ン
グ
を
上
演
し
た
と
い
う
そ
の
意
図
自
体
を
、
ま
た
、
真
正
な
演
劇
に
対
す
る

〈
幻
）

こ
の
団
員
の
忠
実
さ
を
積
極
的
に
評
価
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
同
時
に
、
筆
者
の
ピ
エ
l
ル
・
レ
セ
ッ
ト
氏
は
、
こ
の
劇
団
の
困
難
な
財
政
状
態
や
団
員

の
不
足
を
指
摘
し
、
サ
ー
カ
ス
小
屋
で
の
上
演
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
り
、
立
ち
稽
古
も
十
分
に
で
き
な
い
事
情
を
訴
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
上
演

成
果
の
あ
が
ら
ぬ
こ
と
を
歎
き
な
が
ら
、
か
れ
は
、
《
こ
の
点
に
関
し
、
「
仲
間
座
」
は
、
そ
れ
が
こ
れ
ま
で
に
わ
れ
わ
れ
に
も
た
ら
し
、
ま
た
現
に
も
た
ら

ハ
却
〉

し
て
い
る
も
の
以
上
に
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
劇
団
に
こ
れ
か
ら
も
多
く
を
期
待
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
、
感
謝
さ
れ
る
に
違
い
な
い
》
と
、い
さ
さ
か
皮
肉
ま

じ
り
に
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
《
一
方
で
は
、
仲
間
座
は
生
き
つ
づ
け
繁
栄
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
劇
団
は
、
わ
れ
わ
れ
の
町
の
文
化
活
動
に



こ
の
分
野
で
は
比
類
な
い
重
要
な
貢
献
を
し
て
い
る
か
ら
だ
。
だ
が
他
方
、

《
却
》

そ
れ
自
体
が
も
っ
と
宗
壁
に
な
る
諸
条
件
を
集
め
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
》

と
、
好
意
的
な
苦
言
を
提
し
で
も
い
た
の
だ
っ
た
。

だ
が
、
上
演
成
果
の
あ
ま
り
香
し
く
な
い
素
人
劇
団
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
注
目
さ
れ
る
と
い
っ
た
事
実
に
わ
れ
わ
れ
は
留
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。
い
や
、
単
に

「
南
」
も
、
「
文
化
の
家
」
も
、
「
若
い
地
中
海
」
も
、
「
海
辺
の
国
」
も
、
こ
れ
ら
等
し
く
す
べ
て
重
要
な
文
化
運
動
だ
っ

「
仲
間
座
」
ば
か
り
で
は
な
い
。

た
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
が
、
す
べ
て
ア
ル
ベ
l

ル
・
カ
ミ
ュ
の
手
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
も
は
や
疑
い
の
な
い
事
実
な
の
だ
。
こ
の
ひ
と

当
時
ま
だ
三
十
歳
に
も
満
た
な
か
っ
た
若
き
自
の
カ
ミ
ュ
が
、ア
ル
ジ
ュ
リ
ア
の
若
い
知
識
人
層
を
代
表
す
る
い
か
に
図
抜
け
た

こ
と
を
以
っ
て
し
て
も
、

る
だ
ろ
う
。

存
在
で
あ
り
、
ま
た
、
地
中
海
の
文
化
運
動
に
と
っ
て
、
そ
の
幅
広
い
影
響
力
と
多
面
的
な
活
動
を
誇
る
、
い
か
に
野
心
的
な
青
年
で
あ
っ
た
か
が
理
解
さ
れ

だ
か
ら
一
九
三
八
年
に
、
新
し
く
新
聞
を
つ
く
る
計
画
を
い
た
だ
い
て
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
に
や
っ
て
き
た
パ
ス
カ
ル
・
ピ
ア
が
、
こ
の
カ
ミ
ュ
に
目
を
つ
け
た~ 43 ー

の
は
け
っ
し
て
偶
然
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
ピ
ア
の
新
し
い
新
聞
を
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
知
識
人
た
ち
の
一
つ
の
有
力
な
声
と
し
て
ア
ル
ジ
ェ
リ

ア
全
土
に
轟
か
す
こ
と
の
で
き
る
人
間
は
、
ま
さ
に
カ
ミ
ュ
そ
の
人
を
お
い
て
ほ
か
に
は
誰
も
い
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
新
し
い
新
聞
こ
そ
「
ア
ル

ジ
ェ
・
レ
ピ
ュ
プ
リ
カ
ン
」
「
（
共
和
主
義
の
ア
ル
ジ
ェ
」
）
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
妹
姉
紙
、
「
ソ
ワ
l
ル
・
レ
ピ
ュ
プ
リ
カ
ン
」
で
あ
っ
た
。
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）

(2
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(3
) 
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佐
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《
ア
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ユ
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出
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を
め
ぐ
っ
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｜
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H
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角
川
宮
内
回
。

(5
) 



(CD) 
Revolte d

a
n
s
 les 

Asturies, 
piら

ce
e
n
 quatre actes, 

(Essai 
d
e
 C
r
白

tion
Collective) 

publie 
a
n
 1936, 

Ed. 
Charlot. 

（
ト
）
“

A
l
g
e
r
d
e
p
u
 blicain

”
(

inedits) 

26-11-1938, 
N

。52
，
“
Q
u
a
n
d

la 
F
r
a
n
c
e
 a
b
a
n
d
o
n
n
e
 la 

M
e
d
i
t
e
r
a
n
e
e
 a

u
x
 pirates ...…

”(A
lbert C

a
m
u
s
)
 

28-11-1938, 
N

。54，
“
L
a

R
e
v
u
e
 A

lgerienne
”
(

A
lb

ert C
a
m
u
s
)
 

21-1-1939, N
°107,

“
L

itteratu
re N

o
r
d
 Africaine

”
（
A
出
ert

C
a
m
u
s
)
 

21-1-1939, 
N

。107，
“
L

’Equipe,
T
h
ぬ

tre
d
e
 la 

r
e
v
u
e
 R

ivage.
“

M
anifeste d

u
 th
ぬ

tre
d
e
 l’E

quipe
” 

24-1-1939, N
°llO

,
“

R
ev

u
e 
N
o
r
d

・A
f
r
i
c
a
i
n
:

L
a
 R
e
v
u
e
 Algerienne, A

g
u
e
d
a
l
 (Rabat), 

(A. C
)
 

27-1-1939, 
N

0113,“
N

eige et 
M
o
n
t
a
g
n
e
.
 
Exposition 

p
h
o
t
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
 d
e
 M
a
u
r
i
c
e
 Fourastier. 

(A, C
)
 

4, 
24-2-1939, 

N
。121

，
“
L

’A
妊
aire

R
o
d
e
n
t
”
（
A
ぬ
ert

C
a
m
u
s
)
 

1, 
5, 

7, 
9, 

13, 
18, 

19, 
21, 

22, 
23-3-1939.

“
L’A

ffaire R
o

d
en

t” 
5-3-1939, 

N
。150

，
“
Litterature

N
o
r
d

・Africaine
”
・

14, 
16-3-1939.

“
L

e
 T
h
e
a
t
r
e
 d
e
 l’E

uipe”
et le 

“
B

aladin d
u
 M
o
n
d
e
 Occidental ”,

de J
o
h
n
 Millington S

y
n
g
e
 

~
 

20, 
21, 

23, 
25, 

30-4-1939,
“

N
o

tre E
n
q
u
e
t
e
 sur les 

assurances sociales”
i 

5-15, 
-6-1939, 

N
。2
4
2
-
2
5
2
，
“
M
i
s
る
re

d
e
 la 

K
abylie

” 
22, 

23, 
24, 

25, 
27, 

28, 
29-6-1939.

“
L

'A
ssassinat d

u
 M

u
p

h
ti” 

24-7-1939. 
N

。291
，
“
C
o
p
l
a
s

populaires”
andalouses. 

(
A
肋
ert

C
a
m
u
s
)
 

25, 
26, 

28, 
31-7-1939.

“
L’A

ff aire 
des Incendiaires d’A

u
rib

eau
”

etc ...…・

（
＃
お
’

~J
Q
ミヨ

u.
.,Glぬ

v
Q
-
R

"' 
ti 
Q
脚
明
同
怖

:
t
!
~
t
Q
~
’
け
り
ゃ

:t!...IJ~
兵
士
’
「
型
吾
鑓
科
学
園

J
u
.
~
刑
e
民
法
ム
同
怖
’
制

E肱
~.....:ltQ.....:l

4」
。
）

（
∞
）
“
L
a
 Culture Indigene, 

L
a
 nouvelle Culture M

ed
iteran

een
n

e
” 

J
e
u
n
e
 Mediteranee, 

bulletin 
m
e
n
s
u
e
l
 d
e
 la 

“
M

aison d
e
 la 

Culture ”
d’A

lger, 
n
o
 
1. 

avril, 
1937 

(Albert 
C
a
m
u
s
 

(essais) 
Ed. 

Pleiade 
p. 

1321). 

（
。
）

Ibid, 
p. 

1321. 



（合）
fl~科

目
玉
駅

（
糧
週
）

1111m1叫

(
=

)
“

L
a Presantation d

e
 la 

R
e
v
u
e
 R

ivages
”
(

E
d. Pleiade 

p. 
1329). 

（
~
）
“
L
a
 Culture Indigene, 

L
a
 Nouvelle Culture M

editeraneenne
”
(

A
lbert C

a
m
u
s
 (essais), 

Ed. 
Pleiade 

p. 
1329). 

（
~
 )

 Ibid. 
p. 

1324. 

（
ヨ
）
“

R
i
v
a
g
e
s

”，
R
e
v
u
e

d
e
 Culture 

Mediteranenne, A
u
x
 Vraies Richesses, 

2
 Bis, 

R
u
e
 Charras, 

Alger, 

C
o
m
i
t
e
 d
e
 Redaction: 

G
A
B
R
I
E
L
 A
U
D
I
S
I
O
,
 A

L
B
E
R
T
 C
A
乱m
s
,

R
E
N
E
 J
E
A
N
 C
L
O
T
,
 C

L
A
U
D
E
 D
E
 F
L
E
M
I
N
V
I
L
L
E
,
 J
A
C
Q
U
E
S
 H
E
U
R
G
O
N
 

J
E
A
N
 H
Y
T
I
E
R
,
 

L
e
 G
e
r
a
n
t
 Administrateur: 

E. 
C
H
A
R
L
O
T
.
 

（
出
）
“

Presentation
d
e
 la 

reu
u

e
“

R
ivages

”
D

ecem
bre 1938, 

Albert C
a
w
u
s
 (Essais) 

Ed. 
Pleiade 

p. 
1330. 

(;e
)
“

A
 cet 

egard, 
il 

faut revenir a
u
x
 soldats 

d
o
n
t
 parle 

X
e
n
o
p
h
o
n
 ...…

”
Ibid. p. 

1331, 

c. 
f. 

“
L

a Culture 
indigらne...…

” 
<

Jeune
Mediteranee, 

Nー
 1, 

avril 
1937

>
“

X
enophon raconte.

…
・
・
ぺ

p.
1326. 

（
口
）
“
L
a
R
e
v
u
e
 Algerienne, m

a
r
s
 1937, 

p. 
14 

(inedit). 

L
e
s
 C

onferences
<C

laude
Aveline a

 la 
M
a
i
s
o
n
 de la 

C
ulture.>

< A
natole

F
r
a
n
c
e
 revolutionnaire.>

M
o
n
s
i
e
u
r
 
Aveline 

a
 traite 

le 
sujet 

a
v
e
c
 
b
e
a
u
c
o
u
p
 d
e
 foi. 

II 
connait l’oeuvre d

e
 F
r
a
n
c
e
 et 

e
n
 parle 

a
 vec u

n
e
 

fraicheur d'impression et 
d
e
 souvenir tres 

agreable. 

L
e
 but d

e
 la 

M
a
i
s
o
n
 d
e
 la 

Culture expose deja d
a
n
s
 
les 

quotidiens, 
retient 

notre 
attention 

sur 
cette 

phrase: 

“
u

n
 
front 

u
n
i
q
u
e
 
p
o
u
r
 
la 

defense 
d
e
 
la 

culture ”. 
Certes, 

belle, 
tres 

belle 
idee. 

Mais, n
o
u
s
 aurious souhaite 

m
o
i
n
s
 d’ach

arn
em

en
t a

 replacer d
a
n
s
 l'Olympe des g

a
u
c
h
e
s
 Anatole F

r
a
n
c
e
 qui 

e
n
 avait 

ete banni a
 la 

suite 
des 

louanges des droites. 

Si 
M
o
n
s
i
e
u
r
 Aveline avait traite 

cette 
question a

v
e
c
 
plus 

d
e
 
d
白
i
n
t
e
r
e
s
s
e
m
e
n
t
politique, 

notre 
plaiser 

aurait 

ete 
plus grand. 

N
o
u
s
 s
o
m
m
e
s
,
 m
a
l
g
r
e
 tout, 

h
e
u
r
e
u
x
 
d
e
 
souligner, 

ici, 
1込
征
ort

collectif 
d
e
 
quelques 

jeunes, 
et 

i.n 
、
司H



n
o
u
s
 suivrons toujours a

v
e
c
 interc~t les 

representations 
d
u
 
T
h
e
a
t
r
e
 
d
u
 
Travail 

et 
les 

conferences 
placees 

sous 

l屯
gide

d
e
 la 

M
a
i
s
o
n
 d
e
 la 

Culture. 

（
告
）
“
L
a

R
e
v
u
e
 Algerienne

”
avril・m

a
i

1939, 
p. 

25. 
(inedit) 

T
h
e
a
t
r
e
 d
e
 l ’E

quipe 

Representation d
u
 “

B
aladin d

u
 m
o
n
d
e
 occidental”

piece e
n
 trois 

actes, 
d
e
 John-Millington S

Y
N
G
E
.
 

II 
s
e
m
b
l
e
 di伍

cile
d
e
 porter 

sur le 
dernier spectacle 

presente par le 
theatre 

d
e
 
l'Euipe, 

le 
"
B
a
l
a
d
m
 d

u
 M
o
n
d
e
 

Occidental ”
de.-M

. 
Singe, 

u
n
 
j
u
g
e
m
e
n
t
 
quelconque, sans preciser 

a
u
p
a
r
a
v
e
n
t
 le 

sens d
e
 l込

征
ort

fourni 
ces 

der-

niら
res

a
n
n
e
e
s
 par cette 

jeune 
compagnie. 

O
n
 n
e
 peut, 

e
n
 effet, 

juger selon u
n
e
 c
o
m
m
u
n
e
 m
e
s
u
r
e
 des spectacles, 

tous 
e
g
a
l
e
m
e
n
t
 
originaux, 

et 
c
e
u
x
 
offerts 

a
u
 
public 

algerien 
par 

les 
tournees 

de passage. 
L ’E

quipe joue des 

oeuvres p
e
u
 c
o
n
n
u
e
s
 o

u
 m
e
m
e
 inedites, 

d’u
n

e valeur certaine, 
defendues a

v
e
c
 conscience par des acteurs a

m
a
t
e
u
r
s
 

et 
m
i
s
e
s
 e
n
 scene a

v
e
c
 des m

o
y
a
n
s
 financiers resteints. 

E
n
 regard, 

n
o
u
s
 v
o
y
o
n
s
 des pieces d’u

n
e valeur 

inegale
，
。
吋

4

des acteurs d
e
 talent 

r
o
m
p
u
s
 a

 tous les 
artifices 

d
u
 metier d

e
 comedien. 

L
e
 c
i
n
e
m
a
 d
o
n
n
e
 actuellement a

u
 public 

tout ce qu'il 
d
e
m
a
n
d
a
i
t
 autrefois 

a
n
 thぬ

tre,
u
n
 delassement agreable, 

u
n
e
 intrigue 

intelligente 
d
a
n
s
 u

n
 cadre d’u

n
 realisme familier. 

L
a
 mission 

d
u
 
theatre 

est 
autre, 

et 
c’est 

cette 

mission, 
d
組

nie
d
a
n
s
 s
o
n
 manifest, 

q
u
e
 d
e
f
e
n
d
 l’E

uipe a
 Alger. 

T
h
ぬ

tre
d’am

ateu
r, 

certes, 
m
a
i
s
 

d’u
n

 
a
m
a
t
e
u
r
i
s
m
e
 
c
o
u
r
a
g
e
u
x
 
se 

refusant 
a

 toute recherche 
d’u

n
 
facile 

, 
succes. 

L
e
 choix d

u
“

B
aladin d

u
 M
o
n
d
e
 Occidental ”

apres 
celui 

des 
oeuvres 

jouees 
la 

saison 
derniere 

e
n
 est 

r
e
v
ι
 

lateur. 
E
t
 cela 

pouvait paraitre 
u
n
e
 g
a
g
e
u
r
e
 q

u
e
 d
e
 chercher

込
rendre

!'atmosphere d
e
 sourde poesie, 

de c
y
n
i
s
m
e
 

inconscient, 
et 

toute la 
primitive simplicite 

irlandaise 
qui 

se 
d
e
g
a
g
e
n
t
 d

u
 Baladin. 

L
e
s
 c
o
m
e
d
i
e
n
s
 d
e
 l'Equipe 

y
 ont reussi 

par u
n
e
 adroite 

transposition d
u
 crractere 

g
合

ieral
d
e
 la 

piら
ce,

et 
e
n
 y

 

s
u
b
o
r
d
o
n
n
a
n
t
 u

n
 stylisation 

precise 
d
u
 jeu 

des acteurs, 
d
u
 decor 

des c
o
s
t
u
m
e
s
 et 

d
e
 la 

m
u
s
i
q
u
e
 d
e
 scene. 

U
n
e
 



diction, 
par 

m
o
m
e
n
t
 defectueuse, 

et 
l’acoustique d’une salle 

faite 
p
o
u
r
 decourager les 

meilleures 
volontes 

n'ont 

pas 
permis q

u’au
x

 auditeurs d
’a
p
p
ぽ

cier
les 

qualites 
rares 

de 
la 

traduction. 
E
t
 
l'Equipe 

aurait-elle 
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 

contribue a
 reveler 

ce chef-d ’oeuvre presqu'inconnu e
n
 France, q

u’elle aurait 
droit 

a
 notre 

entiere 
reconnaissance. 

C
’est pourquoi 

la 
courageuse initiative 

d
e
 ses 

animateurs et 
le 

d
e
v
o
u
e
m
e
n
t
 absolu de ses m

e
m
b
r
e
s
 qui consacrent 

a
u
 
theatre 

la 
totalite 

d
e
 
leurs 

loisirs 
et 

souvent 
leurs 

ressources 
financieres 

meritent m
i
e
u
x
 qu'un platonique 

e
n
c
o
u
r
a
g
e
m
e
n
t
.
 
E
t
 
}'audience 

attentive 
d’u

n
 
public 

fidele 
a

 pr
o
u
v
e
 q
u
e
 !'experience d’u

n
 theatre 

jeune, 
vivant 

et 
independant valait d’etre tentee. 

A
n
d
r

・e
V
E
I
L
L
A
R
D
,
 

L
e
 T
h
ぬ

tre
d
e
 l’E

quire n
o
u
s
 c
o
m
m
u
n
i
q
u
e
 son 

p
r
o
g
r
a
m
m
e
 p
o
u
r
 l'annee 

1939-1940: 

3
 no

v
e
m
b
r
e
:
 
L
e
 c
o
u
p
 d
e
 Trafalgar, 

d
e
 R
o
g
e
r
 Vitrac; 

29 d
e
c
e
m
b
r
e
:
 
L
a
 condition 

h
u
m
a
i
n
e
,
 adaptation nouvelle d'apres 

le 
r
o
m
a
n
 d’A

ndre Malraux, 
o
u
 L
a
 Locandiera, 

d
e
 Goldoni: 

D
e
b
u
t
 m
a
r
s
:
 
Hamlet, tragedie 

d
e
 Shakespeare, 

traduction d
e
 J. 

C
o
p
e
a
u
:
 

D
e
b
u
t
 m
a
i
 :

 un
e
 piらce

d’A
ristophane, traduction nouvelle e

n
 langage familier. 

C
e
s
 spectacles seront 

d
o
n
n
ゐ

d
a
n
s
la 

salle 
d
e
 l’E

quipe. 

（
~
）
“
L
a
 R

e
v
u
e
 Algerienne est 

designee p
o
u
r
 l’insertion des a

n
n
o
n
c
e
s
 legales 

et 
judiciaires

” 
-Sous-titre d

e
 la 

R
e
v
u
e
 A
l
g
e
r
i
e
n
n
-

（
お
）

A
l
g
e
r
 Republicain, 

28 n
o
v
e
m
b
r
e
 1938, 

(inedit) 

L
a
 R
e
v
u
e
 Algerienne 

L
a
 R
e
v
u
e
 A
l
g
合
ienne

vient d
’en

tam
er u

n
e
 nouvelle serie 

r
e
m
a
r
q
u
a
b
l
e
 par sa presentation et 

sa tenue litteraire. 

U
n
e
 elegante 

traduction 
inedite 

d
e
 
Cervantes, 

par 
Jeanne 

Sicard, 
u
n
 po

らm
e

d
e
 
Francisco 

M
e
n
d
e
s
,
 
u
n
e
 etude 

illustree 
d
e
 Jean R

a
伍

sur
le 

peintre 
Rene-Jean Clot, 

c
o
m
p
o
s
e
n
t
 u

n
 n
u
m
e
r
o
 vivant et 

substantiel 
qui 

n
o
u
s
 parait 

devoir 
etre 

signale. 

E
、

司
F



P
a
r
 ailleurs, 

la 
R
e
v
u
e
 Algerienne a

n
n
o
n
c
e
 s
o
n
 intention d

e
 se 

consacrer a
 un
e
 collaboration f

r
a
n
c
o
-
m
u
s
u
l
m
a
n
e
 

active 
et 

desinteressee, 
par 

des 
enquetes, 

u
n
e
 tribune libre 

et 
des etudes objectives. 

D
a
n
s
 ce pays q

u
e
 la 

haine 

d
組

gure,
u
n
 semblable effort 

doit 
etre 

encourage. 

11 
est 

significatif 
e
n
 tout cas qu'il 

soit 
entrepris 

par u
n
e
 r
e
v
u
e
 d
o
n
t
 
la 

tenue 
intellectuelle 

n
e
 
d
o
n
n
e
 
prise a

 
a
u
c
u
n
 reproche. 

(
A
 C
a
m
u
s
)
 

=-"-
... 
-
t
¥
r
t
 

（
~
）
 
《
難
問
Q
阻
》
事
百
三
時
P
Q

七1.~U
＼叫

U
t
!
"

P
恥
Q
吋
心
必
~
~
江
古
~
~
.
}
l
o

P
o
u
r
 paraitre 

p
r
o
c
h
a
i
n
e
m
e
n
t
:
 
C
E
R
V
A
N
T
E
S
 

L
a
 f
a
m
e
u
s
e
 c
o
m
e
d
i
e
 dite

“
D

es bagnes d’A
lger” 

P
r
e
 m
i
らre

traduction Fran~aise 

par J
E
A
N
N
E
 S
I
C
A
R
D
 

cm
“

C
hronique d’u

n
 J
e
u
n
e
 d’A

lger”
R

evue Algerienne, 
fevrier 

1939. 

（
お
）
組
（
~
）
~
匪
Q

~J ...¥) 

（
詩
）
組
（
~
）
偽
匪
Q

~J
心

（
~
）
 

Rivages N
。

2,
Fevrier 

1939 
(inedit) 

く
L

’E
Q
I
P
E

Theatre d’E
tudes de la 

R
evue

<
R

IV
A

G
E

S
>

L
e
 Theatre de l'Equipe 

a
 fait 

connaitre a
u
 public 

algerois: 

L
a
 Celestine, 

d
e
 F
e
r
n
a
n
d
o
 d
a
 Rojas, 

L
e
 Retour de l'Enfant Prodigue, d’A

ndre Gide, 

L
e
 P

aquebot
<

T
enacity

>
,

de
Charles Vildrac, 

Les Freres K
a
r
a
m
a
z
o
v
,
 d
e
 Dostoiewski. 

Cette a
n
n
e
e
 encore, 

fidら
le

a
u
x
 principes exposes d

a
n
s
 
son 

manifeste, 
il 

se 
propose 

de porter a
 la 

scene 
u
n
e
 

oeuvre d
e
 Cervantes, 

inedite: 
la 

Comedie des 
B
a
g
n
e
s
 d’A

lger. 

M
a
i
s
 
il 

souhaite, 
auparavant, 

grouper 
autour 

de 
lui 

tous 
c
e
u
x
 qui 

a
i
m
e
n
t
 le 

th
ぬ

tre
pour lui-meme. 

A
 cet 

ll∞dy－－ 



effet‘
les a

n
i
m
a
t
e
u
r
s
 d

u
 Theatre de 

l'Equ争
e
ont decide d

e
 c
o
m
m
e
n
c
e
r
 u
n
e
 periode d

e
 travail e

n
 c
o
m
m
u
n
,
 p
u
r
e
m
e
n
t
 

technique et 
desinteressee, 

doublee d’u
n

 effort 
d
e
 prospection p

o
u
r
 decouvrir 

des 
talents 

neufs. 
11 

fait 
u
n
 appel 

pressant a
u
x
 a
m
i
s
 d

u
 th
ぬ

tre
p
o
u
r
 qu'ils 

viennent a
 lui. 

U
n
e
 p
r
e
m
i
e
r
e
 et 

severe 
elimination 

f
o
r
m
e
r
a
 
la 

troupe 

d
e
 travail 

qui 
participera 

a
 tous 

les 
exercices. 

E
t
 

c’est 
a
u
 
sein 

d
e
 cette 

troupe d
e
 travail 

q
u
e
 les 

troupes d
e
 

representations 
seront f

o
r
m
e
e
s
 par u

n
e
 selection 

naturelle. 

P
o
u
r
 tous renseignements, s ’inscrire au

x
<

V
raies 

R
ichesses>

,
2
bis, 

rue Charas, 
Alger. 

（
お
）

R
i
v
a
g
e
s
 Nー

 2
 Fevrier 

1
9
3
9
 
(inedit) 

<
D

e
theatres, 

dout le 
m
o
t
 

d’ordre 
est: 

travail, 
recherche, 

audace, 
on 

peut 
dire 

qu ’its 
n'ont 

pas 
ete 

fondes 
p
o
u
r
 prosperer 

mais p
o
u
r
 
durer 

sans s’asservir.>
J
A
C
Q
U
E
S
 C

O
P
E
A
U
.
 

M
A
N
I
F
E
S
T
E
 D

U
 T
H
E
A
T
R
E
 D

E
 L

’E
Q

U
IP

E
 

A
 l ’h

eu
re OU, 

d
a
n
s
 toute 

la 
France, 

u
n
e
 eclatante 

renaissance d
u
 T
h
e
a
t
r
e
 s’a
血
rme,

caracterisee par u
n
e
 d
e
c
e
n
ｭ

tralisation 
etendue, 

le 
T
h
ぬ

tre
de l’E

quipe se 
propose d

e
 d
o
n
n
e
r
 a

 Al
g
e
r
 u

n
e
 saison 

theatrale qui 
lui 

convienne. 

Ville 
jeune, 

A
l
g
e
r
 se 

doit 
d'avoir 

u
n
 theatre 

jeune. 
L
e
 T
h
e
a
t
r
e
 d
e
 l’E

quipe s’attach
era a

 jouer d
e
 b
o
n
n
e
s
 oeuvres 

d
a
n
s
 u

n
 esprit 

d
e
 jeunesses 

et 
ceci 

dej包
constitue

u
n
 p
r
o
g
r
a
m
m
e
.
 

L
e
s
 idees 

generales n
e
 sont 

pas indispensables a
u
x
 realisations. 

M
a
i
s
 les realisations i

m
p
o
s
e
n
t
 parfois 

des idees 

g
白
ierales.

E
t
 
si 

le 
T
h
e
a
t
r
e
 
d
e
 l'Equipe 

e
n
t
e
n
d
 travailler 

d
a
n
s
 u

n
 sens 

precis, 
c’est parce q

u
e
 quelques experiｭ

ences d
e
 la 

scene 
ont conduit ses 

m
e
m
b
r
e
s
 vers certaines 

conclusions. 
L
e
 theatre 

est u
n
 art d

e
 chair qui d

o
n
n
e
 

a
 des 

corps 
vivants 

le 
soin 

d
e
 traduire 

ses 
lec;ons, 

u
n
 art 

e
n
 m

e
m
e
 t
e
m
p
s
 grossier et 

subtil, 
u
n
e
 
entente e

x
c
e
p
ｭ

tionnelle 
des 

m
o
u
v
e
m
e
n
t
s
,
 
d
e
 
la 

voix 
et 

des 
l
u
m
i
ら
res.

M
a
i
s
 
il 

est 
aussi 

le 
plus 

conventionnel des arts, 
tout 

entier 
d
a
n
s
 cette 

complicite 
d
e
 l'acteur 

et 
d
u
 spectateur 

qui 
apportent u

n
 c
o
n
s
e
n
t
e
m
e
n
t
 
m
u
t
u
e
l
 et 

tacite 
a
 la 

ri1eme 
illusion. 

C ’est ainsi que, d’u
n

e part, 
le 

theatre sert 
naturellement les 

g
r
a
n
d
s
 sentiments simples et 

ardents 

σ
3
 

可
申



autour 
desquels 

tourne 
le 

destin 
d
e
 l
'
h
o
m
m
e
 
(et 

c
e
u
x

・la
seulement): 

a
m
o
u
r
,
 
<lesir, 

ambition, 
religion. 

Mais, 

d ’au
tre part, 

il 
satisfait 

a
u
 besoin 

d
e
 
reconstruction qui 

est 
naturel 

a
 l’artiste. 

Cette 
opposition fait 

le 
theatre, 

le 
r
e
n
d
 propre a

 servir 
la 

vie 
et 

a
 toucher les 

h
o
m
m
e
s
.
 

L
e
 T
h
e
a
t
r
e
 d
e
 l’E

quipe restituera cette 
opposition. 

C’est-a-dire 
qu'il 

d
e
m
a
n
d
e
r
a
 
a
u
x
 
oeuvres 

la 
verite 

et 
la 

simplicite, 
la 

violence d
a
n
s
 les 

sentiments et 
la 

cruaute d
a
n
s
 !'action. 

Ainsi 
se 

tournera-t-il 
vers les 

epoques o
u
 

l'amour 
d
e
 
la 

vie 
se 

melait 
a
u
 
desespoir 

d
e
 vivre: 

la 
G
詑

ce
antique (Eschyle, 

Aristophane), 
l’A

ngleterre elizaｭ

bethaine (Forster, M
a
r
l
o
w
e
,
 Shakespeare), l’E

spagne (Fernando d
a
 Rojas, Calderon, Cervantes), 1’A

m
erique (Faulkner, 

Caldwell,) 
notre 

litterature 
contemporaine 

(Claudel, Malraux）・
Mais

d’u
n

 autre 
cote, 

la 
liberte 

la 
plus 

g
r
a
n
d
e
 

regnera d
a
n
s
 la 

conception des mises e
n
 scene et 

des decors. 
L
e
s
 sentiments d

e
 tous et 

de tout t
e
m
p
s
 d
a
n
s
 des 

f
o
r
m
e
s
 toujours jeunes, c’est a

 la 
fois 

le 
vi回

g
e
d
e
 la 

vie et 
l’id匂

l
d
u
 b
o
n
 theatre. 

Servir cet 
id臼

l
et 

d
u
 m

e
m
e
 

c
o
u
p
 faire 

r
i
m
e
r
 ce 

visage, c ’est le 
p
r
o
g
r
a
m
m
e
 d
u
 T
h
e
a
t
r
e
 d
e
 l’E

quipe. 

（
お
）

L
e
 Baladin d

u
 M
o
n
d
e
 Occidental d

e
 J
o
h
n
 Millington S

y
n
g
e
 a
u
 T
h
e
a
t
r
e
 de l’E

quipe. 

E
n
 s
o
m
m
e
i
l
 depuis les 

representations des Freres Karamazov, 
qui 

n'ont 
certainement 

pas 
ete 

oublies 
par 

les 

fidら
les

et 
trop rares spectateurs qui y

 assistらrent
le 

T
h
e
a
t
r
e
 d
e
 l'Equipe vient a

 no
u
v
e
a
u
 d
e
 manifester

回
vitalite

e
n
 portant a

 la 
scene u

n
 chef-d’oeuvre authentique. 

11 
s
e
m
b
l
e
 q

u’en
 choisissant 

le 
Baladin d

u
 M
o
n
d
e
 Occidental 

les 
c
o
m
p
a
g
n
o
n
s
 d
e
 l'Equipe 

ont obeli 
a
 cette 

exigence d
e
 

l’esprit 
qui 

les 
a

 pousses a
 ne

 m
o
n
t
e
r
 juequ'a 

present 

q
u
e
 des 

piら
ces

d’u
n

e valeur theatrale 
incontestable, 

bien q
u
e
 p
e
u
 c
o
n
n
u
e
s
 
d
u
 public, 

et 
d
a
n
s
 
lesquelles 

l’action 
dramatique, d’u

n
 d
e
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 constant, 

est 
servie 

par u
n
 texte direct, 

vigoureux, d’une plenitude 
indiscutable, 

quallte 
essentlelle 

d
u
 theatre. 

L
a
 piece d

e
 J. 

M
.
 S
y
n
g
e
 n
e
 trouve pas ses 

sentiments f
o
n
d
a
m
e
n
t
a
u
x
 d
a
n
s
 la 

cruaute et 
la 

violence, 
dont elle 

se 
sert 

c
e
p
e
n
d
a
n
t
匂

isodiquement,
car elle 

est 
h
u
m
a
i
n
e
.
 
Farce cynique, a

n
n
o
n
c
e
 le 

p
r
o
g
r
a
m
m
e
.
 

C’est vrai, 
d
a
n
s
 

la 
m
e
s
u
r
e
 o
u
 il 

est 
凶

ce路
aire

d
e
 d
o
n
n
e
r
 u
n
e
 d
臼

nition.
M
a
i
s
 o
n
 sait 

ce q
u’u

n
e definition 

a
 d’artificiel, et, 

m
o
i
n
s
 

peut-etre q
u
e
 toute 

autre oeuvre, 
le 

Baladin n
e
 
peut 

e
n
 supporter. 

L'etrange 
aventure 

d
e
 
Christy 

M
a
h
o
n
,
 
ce 

0
 

L{') 



jeune p
a
y
s
a
n
 d
o
n
t
 o

n
 n
e
 sait 

pas e
x
a
c
t
e
m
e
n
t
 

s’il est 
simple o

u
 m
a
d
r
e
,
 
serait 

plutot 
traitee 

e
n
 mystification 

et, 

q
u
a
n
t
 
a
u
 cynisme, 

s'il 
est 

vrai 
q

u’on e
n
 e
p
r
o
u
v
e
 parfois 

le 
sentiment, 

il 
est 

touiours 
p
e
u
 pousse, 

c
o
m
m
e
 n
o
y
e
 

d
a
n
s
 u

n
 fonds plus 

sensible 
d
e
 simplicite. 

II 
est 

certes 
delicat 

d
e
 vouloir d

e
g
a
g
e
r
 ses intentions d’u

n
 a
u
t
e
u
r
 qui 

n
e
 s’engage jamais a

 fond, 
et qui, 

a
 co

u
p
 

sur, 
n
e
 tente 

pas u
n
e
 demonstration. 

E
t
 si 

l'on 
devait tirer 

u
n
e
 
moralite 

d
e
 
cette 

histoire, 
elle 

n
e
 
toucherait 

q
u
e
 l’im

m
en

se credulite 
des foules, 

leur besoin profond d’adm
iration, d

e
 croyance. 

L
’audience 

emerveillee que, 
par le 

recit 
d
e
 s

o
n
 crime, 

le 
jeune parricide 

Christy rencortre 
aupres d

e
 p
a
y
s
a
n
s
 

in c
o
n
n
 us
ア
ne

s’explique 
q
u
e
 
par 

le 
caractらre

d
e
 

lらg
e
n
d
e

q
u
e
 revet 

aussitot 
le 

fait 
exceptionnel 

raconte. 
E
t
 

l'admiration, 
puis l'amour, 

q
u
e
 la 

jeune 
P
e
g
e
n
 eprouve, 

a
v
e
c
 
toutes les 

filles 
d
u
 village d ’ailleurs, p

o
u
r
 Christy, 

sont aneantis lorsque le 
vieux

乱
fahon,

qui 
n’etait q

u
e
 blesse, 

vient d
e
 d
o
n
n
e
r
 a

 so
n
 fils 

l’occasion 
d
e
 r
e
n
o
u
 veler 

p
u
b
l
i
q
u
e
m
e
n
t
 s
o
n
 geste. 

C
a
r
 la 

materialite d
e
 l'acte 

a
 b
r
u
s
q
u
e
m
e
n
t
 r

o
m
p
u
 tous 

les 
fils 

d
u
 m

a
n
t
e
a
u
 d’ireel qui 

recouvrait !'abjection 
d
u
 crime. 

C
e
 qui pourrait d

e
m
o
n
t
r
e
r
 q
u
e
 les 

contingences morales, 
et 

la 
laideur spirituelle

百

ont 
p
e
u
 
d'importance 

p
o
u
r
 
les 

h
o
m
m
e
s
,
 
a
 condition 

q
u
e
 la 

laideur 
p
h
y
s
i
q
u
e
 soit 

s
o
i
g
n
e
u
s
e
m
e
n
t
 cachee a

 leur 

sentimentalitι 

L
a
 revelation 

q
u
e
 
Christy 

re<;oit 
alors 

d
e
 
cette 

verite 
entraine 

la 
transformation 

d
e
 
sa 

nature 
et 

fixe 
les 

e
l
e
m
e
n
t
s
 d
e
 sa nouvelle conception d

e
 la 

vie. 
II 

atteint 
ici 

a
 u
n
 c
y
n
i
s
m
e
 sans mechancete, et 

s
e
u
l
e
m
e
n
t
 m
e
p
r
i
ｭ

sant, 
m
a
i
s
 d
e
 ce 

m
e
p
r
i
s
 qui 

n
e
 
s
u
p
p
r
i
m
e
 
pas 

l'esperance 
et 

trace 
la 

voie 
d
e
 
son 

avenir. 
A
v
e
c
 
son 

p
らre

qui 

inflexible 
et 

vindicatif 
p
o
u
r
 
u
n
 
fils 

insignifiant 
et 

poltron, 
p
a
r
d
o
n
n
e
 
a
u
 
m
e
m
e
 h

o
m
m
e
 lorsque 

celui-ci 
a

 pris 

conscience 
d
e
 la 

realite 
d
e
 sa personnalite et 

d
e
 s
o
n
 destin, 

il 
courra 

le 
p
a
y
s
 et 

vivra d
e
 
l'abondance 

p
r
o
m
i
s
e
 a

 

ses 
recits 

par !'admiration 
n
a
i
v
e
 des foules. 

C
o
m
m
e
 o
n
 voit, 

il 
n
e
 s’ag

it pas d’u
n

e 
o
e
u
v
r
e
 courante. 

L
a
 v
i
g
u
e
u
r
 d

u
 t
o
n
 qui, 

tout 
a
u
 long des trois 

actes, 

se 
developpe 

a
v
e
c
 
u
n
e
 
richesse 

verbale 
etonnante, laisse 

c
e
p
e
n
d
a
n
t
 d
a
n
s
 u

n
e
 sorte 

d
e
 b

r
u
m
e
 les 

m
a
r
q
u
e
s
 proｭ

fondes des p
e
r
s
o
n
n
a
g
e
s
 sont seuls 

les 
caracteres exterieurs sont dessines a

v
e
c
 u

n
e
 nettete 

qui t
o
u
c
h
e
 a

 la 
styli-



sation. 
Cette 

apposition 
d
o
n
n
e
 
a
 la 

piece 
u
n
 caractere 

d’irrealite qui fait 
son originalite, 

et 
aussi 

sa 
di伍

culte.

C
a
r
 il 

faut a
 u
n
 comedien, p

o
u
r
 rendre cette 

dualite 
sensible 

a
u
 spectateur. 

u
n
 metier accompli soutenu par u

n
e
 

g
r
a
n
d
e
 intelligence 

d
u
 texte 

et 
d
e
 la 

situation 
dramatique. 

Cela fait 
les 

grands acteurs. 

O
n
 trouve deja, 

chez les 
c
o
m
p
a
g
n
o
n
s
 
d
e
 
l'Equipe, 

des 
traces 

certaines 
d
e
 
metier; 

et 
o
n
 n

e
 peut nier qu'ils 

aient 
tous 

u
n
e
 
c
o
m
p
r
e
h
e
n
s
i
o
n
 
tres 

vive, 
elargie 

par 
leur 

evidente passion d
u
 th
ぬ

tre.
C
e
s
 qualites, 

e
n
 fin 

d
e
 

compte, sont la 
justification 

d
e
 cet 

a
m
a
t
e
u
r
i
s
m
e
 solide 

d
o
n
t
 l ’E

quipe d
o
n
n
e
 l'exemple. 

M
a
l
g
r
e
 le 

depart d
e
 plusieurs d

e
 ses 

m
e
m
b
r
e
s
,
 
qui, 

d
a
n
s
 les 

K
a
r
a
m
a
z
o
v
 
avaient revele 

u
n
 sens tres 

sur d
e
 la 

scene, 
cette 

c
o
m
p
a
g
n
i
e
 a

 conserve 1’hom
ogeneite qui est 

la 
condition 

premiere des realisations durables. 
T
o
u
s
 les 

interpretes 
sont consciencieux; 

certains 
c
a
m
p
e
n
t
 leur 

personnage a
v
e
c
 plus d’autorite o

u
 
u
n
 sens 

plus 
vif 

de la 

composition; d
e
u
x
 O
U
 trois 

p
a
r
m
i
 e

U
X
 ont reussi 

particuli討
e
m
e
n
t

la 
stylisation 

qui est 
d
a
n
s
 l'esprit 

d
e
 la 

piece, 

et 
q
u
e
 d’au

tres n’o
n

t fait 
q

u’esquisser. 
M
a
i
s
 tous jouent a

v
e
c
 ardeur et 

sans cabotinage. 

L
e
 decor, 

conc;u, 
c
o
m
m
e
 les 

precedents, 
par les specialites d

e
 l'Equipe, 

est particuli討
e
m
e
n
t

d’en
 v
e
n
u
 et restitue

，
岱

a
v
e
c
 u

n
 sens tres 

sur d
e
 l’utilisation d

e
 la 

couleur et 
d
e
 la 

forme, cette 
a
t
m
o
s
p
h
る
re

u
n
 p
e
u
 
lourde, 

imprecise, 

qui s
e
m
b
l
e
 etre 

u
n
e
 m
a
r
q
u
e
 d
e
 la 

litterature 
irlandaise. 

S
a
n
s
 a
u
c
u
n
 doute, 

sa 
puissance evocatrice restera sen-

sible 
a
 plus d’u

n
 spectateur. 

U
n
e
 m
u
s
i
q
u
e
 
d
e
 
scene 

tres 
courte, 

allegrement 
rythmee, 

et 
d’une 

tonalite 
bien 

paysanne, apportait a
u
 troisiら

m
e

acte 
u
n
 agreable e

l
e
m
e
n
t
 d
e
 vie 

et 
d
e
 plein 

air. 

N
o
u
s
 voulons m

a
i
n
t
e
n
a
n
t
 parler, 

sur u
n
 plan 

plus general, 
des 

e
百
orts

d
e
 l’E

quipe, 
d
u
 sens 

m
e
m
e
 d
e
 
son e

x
ｭ

istence, 
et 

essayer d
e
 degager la 

m
e
s
u
r
e
 d
e
 sa reussite. 

II 
y

a
 a
 Alger d’au

tres th
ぬ

tres d’am
ateu

rs; les 
c
o
m
e
d
i
e
n
s
 qui 

y
 collaborent 

p
e
u
v
e
n
t
 etre t

e
c
h
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 e
g
a
u
x
 

o
u
 superieurs a

 ce
u
x
 d
e
 l'Euipe. 

A
u
c
u
n
e
 autre troupe n'a, 

c
o
m
m
e
 elle, 

!'unique 
souci, 

la 
seule 

volonte d
e
 servir 

et 
d
e
 reveler a

u
 public 

des
田
uvres

originales, 
a
u
x
 qualites 

d
r
a
m
a
t
i
q
u
e
 puissantes. 

A
u
c
u
n
e
 
autre n

e
 s'est 

fixee 

c
o
m
m
e
 b
u
t
 
essentiel 

d
e
 
remettre 

le 
public 

e
n
 contact a

v
e
c
 
u
n
 theatre 

vrai 
qui, 

par la 
representation de types 

h
u
m
a
i
n
s
 profonds et 

eternels, 
obtient 

l'assurance 
d
e
 
la 

perennite. 
L
a
 tache 

est 
i
m
m
e
n
s
e
 
et 

l’E
quipe 

s’y 
est 



d
o
n
n
e
e
 a
v
e
c
 desinteressement, 

m
a
i
s
 d
a
n
s
 les 

conditions 
materielles 

les 
plus defavorables. 

N
e
 parlons pas des di伍

cult白
c
o
m
m
u
n
e
s

a
 tous les 

amateurs. 
M
a
i
s
 certains d

e
 ceux-ci 

ont des 
m
o
y
e
n
s
 pecuｭ

niaires 
tres 

grands, 
obtenus par l'aide 

d ’u
n

 
g
p
r
o
u
p
e
m
e
n
t
 
riche 

o
u
 qui 

a
 l’audience d

u
 
g
r
a
n
d
 public, 

o
u
 par leur 

caract
ら
re

philanthropique 
qui 

a
m
e
n
e
 
la 

foule 
a

 leurs 
spetacles. 

Ils 
choisissent 

generalemet 
leurs

田
uvres

d
a
n
s
 

le 
repertoire 

commercial, ce 
qui est 

deja 
u
n
e
 
assurance 

contre 
lモ

chec.
D
e
 
plus 

ces 
piらces,

a
u
x
 developments 

classiques -
ce qui 

n
e
 signifie 

pas 
sans interet -

s ’accom
m

odent g
e
n
e
r
a
l
e
m
e
n
t
 d’une interpretation 

m
o
y
e
n
n
e
.
 

L
e
 T
h
e
a
t
r
e
 d
e
 l’E

uipe n
e
 dispose d’aucune ressource; 

il 
doit, 

depuis
鈎

fondation
，
ぽ

aliser
ses 

spectacles d
a
n
s
 

u
n
e
 salle 

a
s
s
u
r
e
m
e
n
t
 fort 

bien 
conc;ue 

p
o
u
r
 les 

jeux d
u
 cirque, 

m
a
i
s
 qui 

n
’o百

re
a
u
 theatre a

u
c
u
n
e
 des conditions 

qui 
lui 

sont indispensables: 
installations 

des coulisses, 
des decors, 

accoustique 
parfait; 

tous les 
habitues d

e
 cette 

salle 
penseront certainement c

o
m
m
e
 n
o
u
s
 que, 

sur ce 
dernier 

point, 
les 

resultats d ’u
n

e technique q
u’on voudrait 

malicieuse 
sont 

plutot 
ahurissants. 

E
t
 cette 

salle 
doit 

etre 
louee a

u
 prix 

fort, 
p
o
u
r
 les 

representations et 
p
o
u
r
 

les 
repetitions. 

M
a
n
q
u
a
n
t
 d ’argent, les 

c
o
m
e
d
i
e
n
s
 doivent alors 

repeter e
n
 chambre, sans decor, 

d
a
n
s
 u

n
 espace 

~
 

restreint qui 
interdit 

toute action. 
Ainsi les 

pouvoirs publics, 
qui devraient 

encourager toute tentative serieuse 

d
e
 
ce 

genre, 
entrave 

e
n
 
realite 

s
o
n
 
developpement. 

C
e
 
n'est 

probablement 
q

u’une 
negligence, 

m
a
i
s
 
elle 

est 

coupable. 

11 
est 

inevitable q
u
e
 la 

valeur d
u
 spectacle, 

pourtant 
grande, 

e
n
 
soit 

amoindrie. 
(Et, 

a
 cet 

egard, I ’E
quipe, 

plus encore p
o
u
r
 ce q

u’elle n
o
u
s
 d
o
n
n
e
 et 

n
o
u
s
 
a

 donne, doit 
etre 

remerciee 
p
o
u
r
 ce q

u’on peut 
encore 

esperer 

b
e
a
u
c
o
u
p
 
plus 

d'elle). 
E
t
 
p
o
u
r
 
dire 

toute 
notre 

pensee, 
n
o
u
s
 
a
v
o
n
s
 
le 

sentiment 
qu'il 

est 
impossible a

 cette 

vaillante 
troupe, 

d
e
 perseverer d

a
n
s
 des conditions semblables 

qui 
risquent 

d
e
 
lui 

interdire 
Jes 

grands 
prog詑

s

d
o
n
t
 elle 

est 
capable, 

et 
d
o
n
t
 c
e
u
x
 r白

lises
depuis u

n
 a
n
 et 

d
e
m
i
 sont garants. 

(D’u
n

e 
part, 

1’E
quipe 

doit 
vivre et 

prosperer, 
car elle 

apporte
主

l'activite
culturelle 

d
e
 notre ville 

u
n
e
 contriｭ

bution 
importante, 

sans 
equivalent 

d
a
n
s
 
s
o
n
 
domaine. 

Mais, 
d’au

tre 
part, 

il 
est 

indispens:ible 
d
e
 
reunir 

des 

conditions 
qui 

lui 
permettent 

d
e
 
se 

realiser 
p:irfaitement) 

L
e
 
problぬ

ie
est 

difficile. 
II 

appartient 
a
u
x
 c

o
m
-



p
a
g
n
o
n
s
 d
e
 l’E

quipe, et 
a
 so
n
 public d'amis, 

m
a
l
h
e
u
r
s
u
s
e
m
e
n
t
 trop 

p
e
u
 n
o
m
b
r
e
u
x
 jusqu’h present, 

d
e
 le 

resoudre. 

E
t
 ce n’est pas 

impossible. 
Pierre 

L
E
S
C
E
T
.
 

(Alger 
Republicain, 

le 
2
 Avril, 

1939.) 
(lnedit) 

n
o
u
s
 
d
o
n
n
e
 
et 

n
o
u
s
 a

 donne, doit 
etre 

remerciee p
o
u
r
 ce 

Et, 
a
 cet 

egard, 1’E
quipe, plus 

encore p
o
u
r
 
ce 

q
u’elle 

q
u’on peut encore esperer 

b
e
a
u
c
o
u
p
 plus d’elle. 

(ibid) 

D
’u

n
e part, 

l'Equipe doit 
vivre et 

prosperer, 
car 

elle 
apporte a

 l'activite 
culturelle 

d
e
 notre ville 

u
n
e
 contribution 

importante, 
sans

匂
uivalent

d
a
n
s
 
s
o
n
 d
o
m
a
i
n
e
.
 
Mais, d’au

tre part, 
il 

est 
indispensable d

e
 reunir 

des conditions 

qui 
lui 

p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
 d
e
 se 

realiser 
parfaitement. 

(ibid) 

（~） 

（お）

－』dvmll

構
ll
十
回
附

槌
）

幽
（
槻

UM回岬ゆ細川盤伺

Jn同抑魁

歯中山世但削機＝「

「
累
師

J
Q

 

i昌寺：？i吋
誕
（

i\JQ1且
J同
よ

j尾
忠
）
…

三j
ti 
－
え
·
~
ミ
ト
ー
え
一
一
但
綬
ぐ
Q
@
I
~
－・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4阿

部
ギ
ト

lト
入
K
組
以
お
士
~
極
限
世
話
教
時
・
…

······················································································m
Stendhal et 

la任
aire

Corteys 

。く
t'\1ミ

え
.
v
~
士

~-0良
輔
呂
欄
輔
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
.
.
.
・

H
・.....・H

・
－
－
…
…
…
…
…
…
…
…
.
.
.
・
H

・.....・H
・
－
－
…
異

M
a
r
l
o
w
e
 
Q

 Religious 
Attitude··

…
…
…
…
…
…
－
－
－
－
－
－
…
…
・
・
・
…
…
…
…
・
・
…
.
.
.
.
・
H
・
－
－
－
…
…
・
・
…
…
…
.
.
.
・
H
・－－－－…・・雌

1rrl! 

1!-R ,;J~~ 
（
相
脚
肱
・
紅
葉
~
令
）

l甚
長

lト
く
十
同
E

fW
思
同
同

E


