
パ
ゾ
リ
ー
ニ
の
死
か
ら
十
七
年
後
の
一
九
九
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
作
品

『
石
油Petrolio

』１
は
、
作
家
像
を
修
正
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
一
九
六

〇
年
代
以
降
の
イ
タ
リ
ア
文
学
の
流
れ
を
見
直
す
契
機
と
な
っ
た
。
本
稿

で
は
『
石
油
』
の
概
説
と
、
作
品
を
め
ぐ
る
議
論
の
ま
と
め
を
試
み
て
み

た
い
。

一
、
『
石
油
』
と
は
│
│
構
造
と
物
語

作
者
自
身
の
証
言
を
も
と
に
す
れ
ば
、
こ
の
作
品
は
一
九
七
二
年
初
頭

か
ら
書
き
始
め
ら
れ
て
い
る
２

。
当
初
の
予
定
で
は
二
千
枚
で
あ
っ
た
が
、

一
九
七
五
年
十
一
月
の
死
ま
で
書
き
継
が
れ
た
原
稿
は
五
百
枚
を
や
っ
と

越
え
る
に
す
ぎ
な
い
３

。
作
品
を
構
成
す
る
「
覚
書appunto

」
は
一
か

ら
一
三
三
ま
で
番
号
が
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
欠
番
も
あ
り
、
番
号
の
な

い
も
の
と
、
そ
の
一
、
そ
の
二
、
あ
る
い
は
ａ
、
ｂ
、
ｃ
と
い
う
よ
う
に

下
位
の
区
分
が
施
さ
れ
番
号
が
反
復
す
る
も
の
を
含
め
る
と
、
そ
の
数
は

二
百
近
く
に
な
る
。
各
「
覚
書
」
は
少
数
の
例
外
を
除
い
て
タ
イ
ト
ル
を

も
ち
、
本
文
の
長
さ
は
様
々
で
、
し
ば
し
ば
空
白
で
あ
る
。「
覚
書
」
か

ら
な
る
形
式
は
、
パ
ゾ
リ
ー
ニ
が
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
撮
っ
た
中
編

「
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
」
映
画
に
用
い
ら
れ
て
い
る
４

。『
石
油
』
に
お
け

る
「
覚
書
」
に
は
物
語
そ
の
も
の
、
ま
た
は
語
り
の
手
法
に
つ
い
て
の
指

示
な
ど
様
々
な
種
類
の
記
述
が
込
め
ら
れ
る
。
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
内
包
さ

せ
ん
が
た
め
に
、
未
決
定
な
ま
ま
、
閉
じ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
と
し
て

「
覚
書
」
は
機
能
す
る
。

『
石
油
』
と
の
タ
イ
ト
ル
が
喚
起
す
る
の
は
、
作
品
の
背
景
に
た
た
ず

む
新
資
本
主
義
の
勃
興
に
よ
っ
て
社
会
構
造
の
変
革
が
起
こ
っ
た
一
九
六

〇
年
代
を
象
徴
す
る
事
件
、
イ
タ
リ
ア
の
石
油
公
社
で
あ
るE

N
I

の
総

パ
ゾ
リ
ー
ニ
が
文
学
を
問
う

「
未
完
」
の
遺
作
『
石
油
』
を
め
ぐ
っ
て

土

肥

秀

行
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裁
エ
ン
リ
ー
コ
・
マ
ッ
テ
イ
の
飛
行
機
事
故
死
を
め
ぐ
る
政
治
疑
惑
で
あ

る
。
実
際
、
執
筆
開
始
時
に
残
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
付
記
に
は
、
あ
る
新

聞
記
事
で
偶
然
目
に
付
い
た
「
石
油
」
と
い
う
言
葉
か
ら
作
品
を
着
想
し

た
と
あ
る
５

。
別
の
タ
イ
ト
ル
候
補
と
し
て

¨V
as≠

と
い
う
の
も
挙
げ
ら

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
『
神
曲
』
の
地
獄
篇
第
二
歌
二
八
行
に
あ
る¨V

as

d'elezïone≠

（
選
び
の
器
）
を
経
て
、
さ
ら
に
ダ
ン
テ
の
典
拠
で
あ
る
使

徒
行
伝
の
イ
エ
ス
が
パ
ウ
ロ
を
指
し
て
言
っ
た

¨vas
elezionis≠

へ
と
繋

が
る
６

。
最
終
的
に
ど
ち
ら
が
選
ば
れ
た
か
は
知
る
由
も
な
い
が
、
作
品

内
で
の
頻
度
が
上
で
あ
る
「
石
油
」
に
校
訂
者
の
判
断
は
落
ち
着
い
て
い

る
７

。
こ
の
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
関
し
て
決
定
が
先
延
ば
し
に
さ
れ
て
い

る
の
が
『
石
油
』
の
特
徴
で
あ
る
。
校
訂
に
あ
た
っ
た
ロ
ン
カ
リ
ア
が
言

う
よ
う
に
、「
小
説
」
と
の
意
匠
も
定
か
で
は
な
い
８

。
確
か
に
原
稿
の

内
表
紙
に
は
「
小
説rom
anzo

」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
冒
頭
で
作

者
は
「
偽
文
書apocrifi

」
や
「
変
異
体varianti

」
な
ど
を
検
討
し
た

「
未
発
表
原
稿
に
注
釈
を
加
え
た
版
」
と
し
て
発
表
さ
れ
る
よ
う
但
し
書

き
を
し
、「
現
代
の
サ
テ
ュ
リ
コ
ン
」
と
位
置
付
け
る
９

。
追
っ
て
、
い

わ
ゆ
る
小
説
で
は
な
く
単
な
る
「
か
た
ちform

a

」
１０

、
さ
ら
に
は
「
書
か

れ
た
な
に
かqualcosa

discritto

」
１１

と
す
る
と
記
す
。
こ
う
し
た
定
義

付
け
は
作
品
の
進
行
と
と
も
に
二
転
三
転
す
る
が
、
全
体
の
半
ば
に
達
し

た
と
こ
ろ
で
「
長
詩poem

a

」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。「
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
と
そ
の
解
体
の
妄
執
に
つ
い
て
の
長
詩
」
１２

と
ま
で
定
義
の
矛

盾
は
広
が
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
「
生
の
素
材
の
単
な
る
寄
せ
集
め
」
１３

で

あ
る
と
か
「
手
稿
」
で
あ
る
と
か
、
は
て
は
「
対
象
物oggetto

」
と
し

か
呼
べ
な
く
な
る
。
作
品
を
「
対
象
物
」
と
す
る
の
は
、
評
論
や
新
聞
報

道
に
近
い
趣
向
の
文
体
に
う
っ
た
え
つ
つ
「
読
者
に
直
接
は
た
ら
き
か
け

る
」１４
よ
う
意
図
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
原
稿
の
最
後
に
挿
ま

れ
た
モ
ラ
ー
ヴ
ィ
ア
宛
の
未
送
付
の
書
簡
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
友
人

へ
の
直
接
的
な
語
り
か
け
が
成
立
す
る
例
を
も
っ
て
、
作
品
の
な
か
で
も

同
様
の
こ
と
が
作
者
と
読
者
の
あ
い
だ
で
行
わ
れ
る
と
暗
に
説
く
。
こ
う

し
た
姿
勢
は
、
一
九
七
三
年
か
ら
一
九
七
五
年
に
か
け
て
新
聞
に
投
書
さ

れ
た
社
会
評
論
を
ま
と
め
た
『
海
賊
評
論Scritticorsari

』１５
と
、
一
九

七
五
年
の
新
聞
連
載
か
ら
な
る
『
ル
タ
ー
派
的
手
紙L

ettere
luterane

』１６

に
も
認
め
ら
れ
る
。
読
者
と
の
直
接
的
関
係
の
可
能
性
を
探
る
パ
ゾ
リ
ー

ニ
の
記
事
は
、
そ
の
意
図
に
反
す
る
ご
と
く
、
一
般
の
も
の
と
は
異
な
る
。

パ
ゾ
リ
ー
ニ
特
有
の
撞
着
語
法
あ
る
い
は
反
語
を
用
い
た
、
お
お
よ
そ
新

聞
に
は
似
つ
か
わ
し
く
な
い
文
体
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ら
の
記
事

は
時
事
性
に
基
づ
き
な
が
ら
も
現
在
も
読
み
う
る
普
遍
性
を
獲
得
し
て
い

る
１７

。
最
後
期
の
パ
ゾ
リ
ー
ニ
に
よ
る
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
へ
の
積
極
的
な
介
入
に

は
そ
の
言
語
を
獲
得
し
、
ひ
と
つ
の
選
択
肢
と
す
る
ね
ら
い
も
あ
っ
た
。

の
ち
に
『
異
端
経
験
論E

m
pirism

o
eretico

』１８
に
収
め
ら
れ
た
一
九
六

四
年
の
論
考
「
新
た
な
言
語
学
的
論
題N

uove
questioni

linguistiche

」１９

に
沿
っ
て
い
え
ば
新
資
本
主
義
が
ひ
き
お
こ
し
た
均
等
化
の
波
か
ら
生
ま

れ
た
言
語
と
な
る
が
、
当
時
か
ら
こ
れ
を
小
説
に
用
い
る
ア
イ
デ
ア
を
あ

た
た
め
て
い
た
。
同
年
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
に
、
自
ら
の
テ
ー
マ
を
使
い
尽

パゾリーニが文学を問う
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く
し
小
説
は
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
て
い
た
と
こ
ろ
、
一
九
六
〇
年

代
に
入
っ
て
成
立
し
た
コ
イ
ネ
ー
と
し
て
の
イ
タ
リ
ア
語
、
す
な
わ
ち

「
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
」
言
語
に
よ
っ
て
小
説
を
書
く
こ
と
に
大
き
な
可
能

性
を
見
出
し
た
、
と
あ
る
。
さ
ら
に
、『
神
聖
な
る
ミ
メ
ー
シ
ス
』
を
念

頭
に
お
き
、「
一
九
六
〇
年
代
の
〈
地
獄
〉。
わ
た
し
の
同
時
代
人
が
息
づ

い
て
お
り
、
友
人
や
有
名
人
、
三
面
記
事
の
主
人
公
、
犯
罪
者
、
政
府
や

政
党
の
要
人
、
多
く
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
る
。
現
代
精
神
に
つ
い
て
の
皮

肉
の
こ
も
っ
た
パ
ン
タ
グ
リ
ュ
エ
ル
的
な
総
論
に
な
る
だ
ろ
う
」２０
と
今

後
の
作
品
の
計
画
を
語
る
。「
総
論
」
の
た
め
の
中
性
的
で
直
接
的
な
言

語
の
導
入
は
、
新
た
な
文
学
の
可
能
性
を
非
文
学
的
な
分
野
に
探
る
意
図

の
も
と
に
行
わ
れ
た
。『
神
聖
な
る
ミ
メ
ー
シ
ス
』
を
第
一
の
試
み
と
し
、

韻
文
を
挿
み
つ
つ
も
客
観
描
写
に
努
め
た
一
九
六
八
年
の
小
説
『
テ
オ
レ

マ
』２１
を
経
て
、『
石
油
』
を
広
範
な
実
践
の
場
と
し
て
い
る
。

し
か
し
パ
ゾ
リ
ー
ニ
の
計
画
は
一
様
で
は
な
い
。「
物
語
」
で
は
な
く

「
対
象
物
」
と
す
る
た
め
に
、
自
分
と
作
品
の
あ
い
だ
に
適
当
な
距
離
を

お
か
ね
ば
な
ら
な
く
、
そ
の
過
程
で
不
可
避
的
に
「
小
説
的
」
な
部
分
が

で
き
て
し
ま
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ
「
小
説
の
面
影
」２２

を
生
ん
で
し
ま
う
と
も
あ
る
時
点
で
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
露
骨
に
、

グ
ロ
テ
ス
ク
な
ま
で
に
過
去
の
文
学
作
品
の
引
用
を
行
う
の
は
最
後
期
の

パ
ゾ
リ
ー
ニ
の
特
徴
で
あ
る
２３

。『
石
油
』
の
巻
頭
に
参
考
文
献
の
一
覧

が
あ
る
２４

。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『
悪
霊
』
に
始
ま
り
、
ゴ
ー
ゴ
リ
、

ダ
ン
テ
、
ス
ウ
ィ
フ
ト
、
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
の
『
あ
る
神
経
病
患
者
の
体
験

記
』、
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
の
『
地
獄
』、
ロ
ン
ギ
、
ロ
ド
ス
の
ア
ポ
ロ
ニ
オ

ス
の
『
ア
ル
ゴ
ナ
ウ
テ
ィ
カ
』、
フ
ェ
レ
ン
ツ
ィ
の
『
タ
ラ
サ
』、
ロ
ッ
ク
、

ホ
ッ
ブ
ス
、
ソ
レ
ル
ス
、
サ
ド
、
ジ
ョ
イ
ス
、
パ
ウ
ン
ド
、
プ
ロ
ッ
プ
、

プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ス
タ
ー
ン
、
シ
ク
ロ
フ
ス
キ
ー
と
い
っ

た
名
が
並
ぶ
。
以
上
は
、物
語
の
な
か
で
盗
ま
れ
た「
調
書
」
が
再
発
見
さ

れ
た
と
き
に
見
つ
か
っ
た
本
の
束
と
大
部
分
が
重
な
る
２５

。
作
品
の
随
所

に
こ
れ
ら
の
書
物
か
ら
の
引
用
が
指
示
さ
れ
る
が
、
大
半
は
実
行
さ
れ
て

い
な
い
。
図
版
や
書
簡
、
報
道
記
事
や
流
行
歌
が
引
用
さ
れ
ず
に
終
わ
っ

た
の
と
同
様
で
あ
る
２６

。
ま
た
ギ
リ
シ
ャ
語
、
日
本
語
の
テ
ク
ス
ト
も
、

指
示
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
挿
入
さ
れ
て
い
な
い
２７

。
引
用
の
不
在
が
残

す
空
白
は
、
他
の
書
か
れ
な
か
っ
た
本
文
の
欠
落
部
と
相
俟
っ
て
、
ロ
ン

カ
リ
ア
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
作
者
が
排
除
し
よ
う
と
し
た
「
内
容
の
読

み
」
に
逆
説
的
に
貢
献
し
て
い
る
２８

。
つ
ま
り
書
か
れ
な
か
っ
た
も
の

（
計
画
さ
れ
つ
つ
も
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
）
は
書
か
れ
た
も
の
を
さ

ら
に
際
立
た
せ
る
の
で
あ
る
。
結
果
、『
石
油
』
は
作
品
自
体
に
つ
い
て

の
記
述
と
、
錯
綜
す
る
物
語
か
ら
成
立
す
る
。

エ
ン
ジ
ニ
ア
で
あ
る
カ
ル
ロ
を
主
人
公
と
す
る
物
語
に
は
、
一
九
六
〇

年
代
イ
タ
リ
ア
の
政
治
情
勢
が
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
。
カ
ル
ロ
と
は
職

業
軍
人
で
あ
っ
た
パ
ゾ
リ
ー
ニ
の
父
親
の
名
前
で
あ
り
（「
カ
ル
ロ
と
は

わ
た
し
の
父
の
名
だ
」２９
）、
作
者
と
同
年
代
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら（「
父
で
は
な
く
わ
た
し
と
同
年
で
あ
る
」３０
）、
一
九
六
六
年
の
詩¨Poeta

delle
C
eneri≠

３１

か
ら
導
入
さ
れ
た
父
と
息
子
の
合
一
の
テ
ー
マ
が
繰
り
返

さ
れ
て
い
る
３２

。
主
人
公
カ
ル
ロ
は
文
字
通
り
二
人
に
分
裂
し
、
善
と
悪
、

正
常
と
倒
錯
、
主
従
、
男
女
と
い
っ
た
二
項
対
立
の
図
式
を
成
立
さ
せ
る
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が
、
互
い
の
役
割
は
容
易
に
交
換
さ
れ
る
３３

。
ポ
リ
ス
の
カ
ル
ロ
と
テ

テ
ィ
ス
の
カ
ル
ロ
３４

と
区
別
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
ば
し
ば
主
人

公
は
単
に
カ
ル
ロ
と
だ
け
呼
ば
れ
い
っ
た
い
ど
ち
ら
な
の
か
見
分
け
ら
れ

ず
に
混
乱
が
生
じ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、「
あ
る
人
間
が
別
の
人
間
と
等

し
い
場
合
、
そ
れ
も
同
一
で
あ
る
ほ
ど
に
等
し
い
な
ら
ば
、
二
人
の
う
ち

の
ど
ち
ら
が
本
物
な
の
だ
ろ
う
か
」３５
と
あ
る
よ
う
に
、
分
裂
は
、
メ
タ

の
領
域
で
転
倒
し
た
解
釈
を
は
ら
ん
で
統
一
を
み
る
。

無
理
を
承
知
で
あ
え
て
物
語
の
要
約
を
試
み
て
み
よ
う
。
ト
リ
ノ
近
郊

へ
の
帰
郷
を
果
た
し
た
カ
ル
ロ
は
母
と
祖
母
に
対
し
て
性
の
欲
動
を
覚
え

る
。
続
い
て
性
転
換
の
寓
意
夢
を
見
る
。
実
家
に
奉
公
す
る
ト
ロ
イ
ヤ
家

と
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
戯
れ
を
交
え
る
。
テ
テ
ィ
ス
の
カ
ル
ロ
に
よ
る
東
方

へ
の
旅
行
に
つ
い
て
の
、「
ア
ル
ゴ
ナ
ウ
テ
ィ
カG

liA
rgonauti

」
と
の

タ
イ
ト
ル
を
も
つ
一
連
の
「
覚
書
」
が
並
ぶ
。「
カ
ジ
リ
ー
ナ
の
野
原Il

pratone
diC

asilina

」
と
題
さ
れ
た
「
覚
書
」
で
は
、
ポ
リ
ス
の
カ
ル
ロ

は
女
性
へ
と
変
身
し
、
二
十
人
の
若
者
と
立
て
続
け
に
性
的
関
係
を
も
ち
、

デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
「
ア
ノ
ミ
ー
」
に
倣
っ
た
際
限
な
き
欲
望
を
味
わ
う
。

東
方
か
ら
帰
還
し
た
カ
ル
ロ
は
社
会
の
急
激
な
変
化
を
目
の
当
た
り
に
し
、

ま
た
ポ
リ
ス
の
カ
ル
ロ
が
消
息
を
絶
っ
て
い
る
の
に
気
付
く
。「
中
世
の

庭G
iardino

m
edioevale

」
と
名
付
け
ら
れ
た
寓
意
夢
に
サ
ル
ヴ
ァ
ト
ー

レ
・
ド
ゥ
ル
チ
マ
ス
コ
ロ
と
い
う
名
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
若
き
「
神
」
が

あ
ら
わ
れ
る
。
彼
は
カ
ル
メ
ー
ロ
と
い
う
給
仕
に
化
身
す
る
。
カ
ル
ロ
は

カ
ル
メ
ー
ロ
と
の
あ
い
だ
に
、
初
め
て
の
服
従
的
な
同
性
愛
体
験
を
得
る
。

こ
の
と
き
再
び
女
性
に
変
身
す
る
。
続
い
て
メ
ル
ダ
〈
糞
〉
と
呼
ば
れ
る

若
者
と
少
女
チ
ン
ツ
ィ
ア
の
「
ヴ
ィ
ジ
ョ
ンV

isione

」、
す
な
わ
ち
客
観

的
で
細
緻
な
描
写
を
と
お
し
、
彼
ら
の
世
代
の
退
廃
が
語
ら
れ
る
。

「
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
の
最
後
で
、
カ
ル
ロ
は
フ
ァ
ル
ス
像
に
、
太
古
の
宗
教

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
危
機
を
吹
き
払
う
笑
い
を
生
じ
さ
せ
る

力
を
発
見
す
る
。「
エ
ポ
ケ
ーL'E

pochè

」
と
題
さ
れ
る
一
連
の
「
覚

書
」
に
お
い
て
、
小
説
の
技
法
そ
の
も
の
を
想
起
さ
せ
る
短
編
が
続
く
。

「
エ
ポ
ケ
ー
」
の
あ
い
だ
に
「
ゼ
ン
（
禅
）
の
小
咄
の
代
わ
り
にA

l
posto

dei
racconti

Z
en

」
と
の
メ
モ
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
全
体
の
八
割
を
過

ぎ
て
か
ら
第
二
部
に
入
り
、「
ゴ
ド
ア
ー
リ
族I

G
odoari

」（
ア
ン
ナ
・
バ

ン
テ
ィ
の
短
編
『
ロ
ー
マ
の
邸
宅L

a
villa

rom
ana

』
に
登
場
す
る
原
始

民
族
）
と
の
題
を
も
つ
一
連
の
「
覚
書
」
で
は
、
カ
ル
ロ
は
田
舎
か
ら
あ

る
街
の
郊
外
へ
と
ひ
た
す
ら
歩
く
。
途
中
『
悪
霊
』
を
模
し
た
祝
祭
が
繰

り
広
げ
ら
れ
る
。
終
章
に
近
づ
き
、
エ
ド
（
江
戸
）
へ
の
出
立
が
計
画
さ

れ
る
。
旅
の
後
、
カ
ル
ロ
は
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
地
方
の
ア
ッ
ダ
川
沿
い
に

引
き
籠
も
り
、「
怠
惰
な
神
」
の
信
仰
を
胸
に
瞑
想
に
励
む
。
こ
う
し
て

カ
ル
ロ
は
聖
者
と
な
る
が
、「
現
実
」
を
嘲
笑
す
る
結
末
で
あ
る
よ
う
で
、

主
人
公
に
と
っ
て
、
単
に
「
か
た
ち
」
で
あ
る
よ
う
な
作
品
を
免
れ
る
た

め
の
方
便
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
と
り
と
め
の
な
い
物
語
が
、
短
編
の
そ
れ
、
民
話
の
そ
れ
、

寓
話
の
そ
れ
、
レ
ア
リ
ス
ム
の
そ
れ
と
い
っ
た
様
々
な
文
体
に
よ
っ
て
語

ら
れ
る
。「
覚
書
」
ご
と
に
文
体
は
均
質
で
あ
り
、「
覚
書
」
の
連
鎖
に
お

い
て
は
混
淆
で
は
な
く
、
共
存
が
成
立
す
る
。
全
体
と
し
て
不
均
質
な
状

態
は
、
作
者
に
よ
っ
て
語
ら
れ
つ
つ
様
々
に
変
化
す
る
計
画
の
混
乱
と
並

パゾリーニが文学を問う
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行
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
作
品
が
批
評
家
に
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら

れ
た
の
か
、
カ
ル
ラ
・
ベ
ネ
デ
ッ
テ
ィ
の
反
応
を
中
心
に
次
章
で
検
討
し

て
み
た
い
。

二
、
『
石
油
』
が
与
え
た
イ
ン
パ
ク
ト

出
版
直
後
の
『
石
油
』
に
対
す
る
反
応
は
、「
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
」

作
家
の
イ
メ
ー
ジ
に
と
ら
わ
れ
た
表
層
的
な
も
の
も
含
め
、
大
半
が
否
定

的
で
あ
っ
た
。
文
学
の
枠
外
で
、
作
家
も
し
く
は
作
品
『
石
油
』
を
評
価

し
よ
う
と
の
態
度
が
支
配
的
で
あ
る
。

一
例
と
し
て
、
ベ
ネ
デ
ッ
テ
ィ
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
て
い
な
い
論
評
を

挙
げ
て
み
た
い
。
パ
ゾ
リ
ー
ニ
の
盟
友
か
つ
ラ
イ
バ
ル
で
あ
っ
た
フ
ォ
ル

テ
ィ
ー
ニ
は
、『
石
油
』
を
二
〇
世
紀
前
半
の
前
衛
運
動
に
重
ね
つ
つ
、

ニ
ヒ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
自
虐
的
な
試
み
と
み
な
す
。
一
九
六
〇
年
か
ら
一

九
八
〇
年
ま
で
の
イ
タ
リ
ア
社
会
を
理
解
す
る
の
に
適
当
な
作
と
考
え
て

い
る
こ
と
か
ら
、
文
学
作
品
と
い
う
よ
り
も
「
年
代
記cronaca

」
と
し

て
意
識
す
る
３６

。

ま
た
ベ
ル
ポ
リ
ー
テ
ィ
は
、
幾
人
か
の
代
表
的
な
作
家
を
主
人
公
に
イ

タ
リ
ア
の
一
九
七
〇
年
代
を
物
語
化
し
た
最
近
の
著
書
に
お
い
て
、
フ
ォ

ル
テ
ィ
ー
ニ
の
『
石
油
』
評
に
支
持
を
よ
せ
る
。
彼
は
、
一
般
の
作
家
に

と
っ
て
最
も
扱
い
に
く
い
で
あ
ろ
う
一
九
七
八
年
の
モ
ー
ロ
事
件
を
パ
ゾ

リ
ー
ニ
が
『
石
油
』
の
な
か
で
語
り
お
ろ
す
な
ら
ば
と
想
像
を
め
ぐ
ら
せ

る
３７

。

多
く
の
評
論
家
が
『
石
油
』
の
文
学
的
な
評
価
に
た
め
ら
い
を
み
せ
る

な
か
、
ベ
ネ
デ
ッ
テ
ィ
と
グ
リ
ニ
ャ
ー
ニ
は
作
品
発
表
の
翌
年
に
緊
急
で

学
会
を
開
き
、
否
定
的
に
み
な
さ
れ
が
ち
な
『
石
油
』
の
「
価
値
」
の
検

証
を
行
う
。
報
告
と
討
論
は
『〈
石
油
〉
か
ら
は
じ
め
て
│
│
パ
ゾ
リ
ー
ニ

が
文
学
を
問
うA

partire
da

Petrorio:
Pasolini

interroga
la

lettera-

tura

』３８
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

グ
ラ
ミ
ー
ニ
ャ
に
よ
れ
ば
、『
石
油
』
が
実
際
に
「
読
む
に
堪
え
な
い

illeggibile

」（「
覚
書
」
の
三
七
、
四
二
な
ど
）
の
は
、
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ

と
し
て
単
に
「
書
か
れ
た
な
に
か
」
で
あ
る
た
め
と
い
う
。
さ
ら
に
「
未

完
」
と
い
う
よ
り
も
、「
自
ら
の
み
に
言
及
す
る
」（「
覚
書
六
ｂ
」）
ゆ
え

に
、
大
文
字
で
は
じ
ま
る
「
そ
れE

sso

」
と
で
も
呼
べ
る
作
品
は
「
終

え
よ
う
が
な
いinfinibile

」
も
の
と
し
て
完
全
で
あ
る
と
み
な
す
３９

。

こ
の
意
見
に
加
え
て
、『
石
油
』
の
自
己
言
及
性
は
メ
タ
・
ナ
ラ
テ
ィ

ヴ
と
い
う
よ
り
も
、
絶
え
ず
変
遷
す
る
「
内
省riflessività

」
の
よ
う
な

も
の
と
ジ
ェ
ノ
ヴ
ェ
ー
ゼ
は
分
析
す
る
４０

。
読
者
に
向
か
っ
て
、
作
者
は

作
品
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
そ
の
都
度
述
べ
て
い
く
。『
石
油
』
に
お
い

て
は
作
者
の
企
図
性
で
は
な
く
、
む
し
ろ
作
者
と
作
品
の
動
的
な
関
係
が

浮
き
彫
り
と
な
る
。

『
石
油
』
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
に
関
し
て
、
複
数
の
場
で
こ
の
作
品
に

つ
い
て
積
極
的
に
発
言
し
て
い
る
ア
ゴ
ス
テ
ィ
が
、
ま
ず
出
版
後
の
書
評

に
お
い
て
『
失
わ
れ
た
と
き
を
求
め
て
』
や
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン

デ
ィ
』
な
ど
に
言
及
し
つ
つ
、
増
長
し
続
け
る
作
品
の
根
幹
に
あ
る
構
造

を
見
極
め
る
。
そ
れ
は
、
自
己
の
消
却
へ
の
衝
動
に
収
斂
す
る
二
つ
の
衝
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動
、
す
な
わ
ち
死
の
衝
動
と
、
誕
生
以
前
の
状
態
へ
の
回
帰
の
衝
動
と
の

反
復
と
羅
列
か
ら
な
る
と
と
ら
え
る
４１

。
こ
う
し
た
構
造
自
体
が
認
識
可

能
で
あ
り
、
作
品
と
は
構
造
（
あ
る
い
は
「
か
た
ち
」）
で
あ
る
な
ら
ば
、

「
未
完
」
と
は
い
え
既
に
作
品
は
そ
こ
に
あ
る
こ
と
を
ア
ゴ
ス
テ
ィ
か
ら

導
き
出
せ
よ
う
。
実
際
、『〈
石
油
〉
か
ら
は
じ
め
て
』
で
は
ヴ
ァ
レ
リ
ー

を
引
用
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
作
品
は
中
断
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
ゆ
え
、

「
完
結
」
あ
る
い
は
「
未
完
」
と
い
っ
た
概
念
の
無
効
を
う
っ
た
え
る
。

そ
こ
か
ら
「
未
完
」
な
の
で
は
な
く
、「
完
結
不
可
能
」
で
あ
る
『
石
油
』

の
あ
り
方
を
擁
護
す
る
４２

。

学
会
を
企
画
し
た
ベ
ネ
デ
ッ
テ
ィ
に
と
っ
て
、『
石
油
』
は
一
九
六
〇

年
代
か
ら
タ
ブ
ー
や
規
律
を
作
り
続
け
て
き
た
文
学
に
風
穴
を
開
け
る
作

品
で
あ
る
。
慣
習
に
沿
っ
た
文
体
の
強
要
や
ら
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
の
否
定

や
ら
、
無
用
で
あ
る
こ
と
の
受
容
な
ど
を
文
学
は
課
し
て
き
た
。
こ
の
よ

う
で
あ
る
文
学
に
拮
抗
す
る
『
石
油
』
に
、
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
の
語
で
あ
る

「
不
純
」、
す
な
わ
ち
文
学
の
外
に
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
形
容
詞
を
冠
し

て
い
る
。
ま
さ
し
く
『
石
油
』
か
ら
は
じ
め
て
、
ベ
ネ
デ
ッ
テ
ィ
は
パ
ゾ

リ
ー
ニ
の
発
す
る
問
い
か
け
を
論
争
調
で
展
開
さ
せ
る
。

一
九
九
七
年
の
論
考
で
は
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
イ
タ
リ
ア
文
学
は

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
軽
妙
さ
の
み
を
称
揚
し
、
批
判
精
神
に
欠
け
、
躁
鬱
に

振
る
舞
い
な
が
ら
も
文
学
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
内
に
安
住
し
て
し
ま
っ
て

い
る
と
さ
ら
に
批
判
を
続
け
る
。
こ
の
と
き
か
ら
パ
ゾ
リ
ー
ニ
の
対
立
項

と
し
て
の
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
４３

。

さ
ら
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
の
が
一
九
九
八
年
の
評
論
『
パ
ゾ
リ
ー
ニ
対
カ

ル
ヴ
ィ
ー
ノ
│
│
不
純
な
文
学
の
た
め
にPasolinicontro

C
alvino:

per

una
letteratura

im
pura

』４４
で
あ
る
。
ま
ず
ベ
ネ
デ
ッ
テ
ィ
は
、『
石
油
』

が
そ
の
文
学
的
価
値
と
い
う
よ
り
も
文
学
性
自
体
が
疑
わ
れ
て
し
ま
う
事

態
に
憂
慮
す
る
。
そ
の
背
景
に
あ
る
一
九
七
〇
年
代
以
降
に
支
配
的
で

あ
っ
た
、
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
を
代
表
と
す
る
一
見
リ
ベ
ラ
ル
で
い
て
、
そ
の

実
、
排
他
的
な
文
学
の
あ
り
か
た
を
問
題
視
し
て
い
る
。
文
学
の
「
職
業

家
」
が
パ
ゾ
リ
ー
ニ
作
品
に
示
す
拒
絶
反
応
は
、
他
方
で
は
社
会
に
（
特

に
人
類
学
的
に
）
鋭
い
警
句
を
発
す
る
「
証
言docum

ento

」
と
し
て
あ

く
ま
で
も
文
学
の
埒
外
に
お
い
て
賛
美
す
る
と
い
う
分
裂
傾
向
を
は
ら
ん

で
い
る
４５

。
こ
の
よ
う
な
扱
い
の
た
め
に
『
石
油
』
は
「
不
純
」
な
の
で

あ
る
。

ベ
ネ
デ
ッ
テ
ィ
が
指
摘
す
る
パ
ゾ
リ
ー
ニ
に
対
す
る
拒
否
反
応
は
、

『
石
油
』
の
発
表
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
る
。
一
九
七
一
年
発
表
の
詩
集

『
超
越
と
組
織Transum

anar
e
organizzar

』﹇
一
九
六
八
―
一
九
七
〇
﹈４６

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
「
ま
ず
い
詩bruttiversi

」（
パ
ゾ
リ
ー
ニ
の
言
）４７

に
対
し
て
も
評
論
家
の
沈
黙
は
み
ら
れ
た
４８

。
作
家
の
死
後
、
一
旦
は
文

学
へ
の
取
り
込
み
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。『
石
油
』
が
刊
行
さ
れ

る
ち
ょ
う
ど
十
年
前
、
死
後
七
年
の
時
点
で
発
表
さ
れ
た
小
説
『
い
と
し

い
ひ
と
』４９
も
未
完
の
作
品
で
あ
っ
た
が
、
語
り
（
人
称
、
固
有
名
詞
な

ど
）
の
一
致
が
校
訂
者
に
よ
っ
て
施
さ
れ
、
パ
ゾ
リ
ー
ニ
の
「
文
名
」
を

上
げ
る
の
に
貢
献
し
て
い
る
。
一
九
四
〇
年
代
の
フ
リ
ウ
リ
方
言
詩
の
再

評
価
も
こ
の
延
長
線
上
に
あ
る
５０

。
い
ず
れ
も
一
九
五
〇
年
代
の
「
ロ
ー

マ
時
代
」
以
前
に
属
す
る
こ
と
か
ら
、
パ
ゾ
リ
ー
ニ
の
作
品
の
文
学
的
評

パゾリーニが文学を問う
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価
に
関
し
て
一
般
に
偏
重
が
あ
る
よ
う
だ
。『
石
油
』
の
発
表
以
降
は
、

再
び
パ
ゾ
リ
ー
ニ
の
文
学
性
が
疑
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
５１

。

一
九
六
〇
年
代
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
詩
学
が
不
可
能
と
な
っ
た
危
機
感
を
、

パ
ゾ
リ
ー
ニ
同
様
に
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
も
抱
い
て
い
た
が
、
方
法
論
の
絶
え

間
な
き
変
化
と
作
家
像
の
消
却
に
よ
っ
て
消
極
的
に
対
応
し
、
や
が
て
こ

う
し
た
姿
勢
が
文
学
界
に
お
い
て
支
配
的
と
な
っ
た
こ
と
を
ベ
ネ
デ
ッ

テ
ィ
は
問
題
視
す
る
。
そ
の
一
方
で
、
正
反
対
の
態
度
を
と
っ
た
パ
ゾ

リ
ー
ニ
の
文
学
界
か
ら
の
疎
外
が
始
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
コ
ン
ト
ラ

ス
ト
を
、
一
九
七
九
年
の
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
作
『
冬
の
夜
ひ
と
り
の
旅
人
が

Se
una

notte
d'inverno

un
viaggiatore

』５２
と
『
石
油
』
を
と
り
あ
げ
て

ベ
ネ
デ
ッ
テ
ィ
は
論
じ
て
い
る
。

カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
の
作
品
は
一
般
に
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
文
学
の
代
表
作
と
さ

れ
て
お
り
、
後
続
す
る
世
代
か
ら
の
支
持
は
絶
え
な
い
が
、
実
際
に
は
カ

ル
ヴ
ィ
ー
ノ
の
特
徴
で
あ
る
構
造
性
は
受
け
継
が
れ
ず
に
、
死
の
寸
前
の

彼
が
来
る
べ
き
文
学
の
た
め
に
提
唱
し
た
「
価
値
」
の
な
か
で
「
軽
さ
」

ば
か
り
が
も
て
は
や
さ
れ
て
い
る
と
の
ベ
ネ
デ
ッ
テ
ィ
の
指
摘
は
言
い
得

て
い
よ
う
５３

。
こ
う
し
て
一
九
八
〇
年
代
に
は
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
諦
観
に

ま
み
れ
た
文
学
が
生
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
す
べ
て
は
書
か
れ
て
し

ま
っ
た
が
ゆ
え
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
も
許
さ
れ
る
、
ど
こ
ま
で
も
寛
容

で
吸
収
力
が
あ
る
か
の
よ
う
に
み
せ
な
が
ら
も
自
己
言
及
に
終
始
し
閉
鎖

的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
欺
瞞
が
う
ず
め
く
「
職
業
家
」
が
担
う
文
学
像

の
実
態
が
、『
石
油
』
の
発
表
を
期
に
露
呈
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

パ
ゾ
リ
ー
ニ
が
斥
け
た
の
は
ま
さ
し
く
作
者
不
在
の
「
戯
れgiuoco

」５４

で
あ
っ
た
。「
こ
こ
で
は
単
に
潜
在
的
で
あ
る
よ
う
な
も
の
を
具
象
化
さ

せ
る
と
し
た
ら
、
す
な
わ
ち
こ
の
物
語
か
ら
あ
る
対
象
、
も
し
く
は
読
者

の
想
像
の
な
か
で
自
立
し
て
機
能
す
る
語
り
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
つ
く
る
た

め
に
必
要
な
文
体
を
編
み
出
す
と
し
た
ら
、
結
局
は
戯
れ
で
し
か
な
い
あ

の
慣
習
を
受
け
容
れ
ざ
ろ
う
え
な
い
。
わ
た
し
は
も
は
や
戯
れ
る
つ
も
り

は
な
い
。」５５
い
か
な
る
詩
学
も
不
可
能
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
時
代
に
作
家

は
ど
の
よ
う
に
し
て
存
在
し
続
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
難
題
に
正
面
か
ら

向
き
合
っ
た
の
が
最
後
期
の
パ
ゾ
リ
ー
ニ
で
あ
る
と
の
再
認
識
を
ベ
ネ

デ
ッ
テ
ィ
は
求
め
て
い
る
。
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
と
は
対
照
的
に
、
パ
ゾ
リ
ー

ニ
は
作
者
が
消
え
去
る
こ
と
を
拒
み
、「
現
に
存
在
す
る
作
者
」５６
で
あ
ろ

う
と
す
る
５７

。

こ
う
し
た
意
図
の
も
と
に
小
説
、
詩
、
評
論
、
映
画
、
戯
曲
の
い
ず
れ

の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
も
、
最
後
期
の
パ
ゾ
リ
ー
ニ
の
言
説
は
、
ベ
ネ

デ
ッ
テ
ィ
の
言
に
よ
れ
ば
「
直
接
的
な
言
葉parole

dirette

」
５８

の
実
現
に

向
け
て
は
た
ら
い
て
い
る
。「
戯
れ
」
が
支
配
す
る
文
学
の
外
に
お
か
れ

つ
つ
、
こ
の
よ
う
な
計
画
自
体
を
ひ
と
つ
の
作
品
と
し
て
成
立
さ
せ
う
る

よ
う
な
、
行
為
も
し
く
は
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
の
「
直
接
的
な
言

葉
」
を
、
膠
着
化
し
た
文
学
は
必
要
と
す
る
と
ベ
ネ
デ
ッ
テ
ィ
は
う
っ
た

え
る
。

パ
ゾ
リ
ー
ニ＝

ベ
ネ
デ
ッ
テ
ィ
の
問
題
提
起
は
か
え
っ
て
ア
ナ
ク
ロ
と

も
う
つ
り
か
ね
な
い
。
ベ
ネ
デ
ッ
テ
ィ
の
最
新
の
評
論
は
、
九
・
一
一
事
件

以
降
の
状
況
を
念
頭
に
文
学
者
と
知
識
人
の
真
の
役
割
を
問
う
て
い
る
５９

。
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ベ
ネ
デ
ッ
テ
ィ
が
お
し
す
す
め
る
の
は
、
パ
ゾ
リ
ー
ニ
が
そ
う
し
た
よ
う

に
、「
現
実
」
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
実
感
」
を
写
し
と
る
こ
と
な

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
知
性
や
理
性
と
は
別
の
生
理
的
な
感

覚
が
活
か
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

本
稿
は
『
石
油
』
に
つ
い
て
の
情
報
と
言
説
を
暫
定
的
に
整
理
し
た
も

の
に
過
ぎ
な
い
。
現
在
行
っ
て
い
る
『
石
油
』
の
翻
訳
作
業
の
過
程
で
、

さ
ら
に
湧
い
て
く
る
も
の
も
含
め
問
題
点
の
絞
り
込
み
と
そ
の
分
析
が
進

む
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
追
っ
て
『
石
油
』
に
つ
い
て
論
述
す
る
こ

と
に
よ
り
生
成
途
中
に
あ
り
続
け
る
作
品
の
「
面
影
」
だ
け
で
も
と
ら
え

ら
れ
る
よ
う
努
め
た
い
。

１

Pier
Paolo

Pasolini,
Petrolio,

a
cura

di
M
aria

C
areri,

G
raziella

C
hiarcossie

A
urelio

R
oncaglia,Torino,E

inaudi,1992.
こ
の
作
品
は

全
集
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
が
（P.P.Pasolini,R

om
anzi

e
racconti,

v.

II
(1962−

1975),
a
cura

di
W
alter

Siti
e
Silvia

D
e
L
aude,

M
ilano,

M
ondadori,

1998,
pp.

1159−
1830

）、
遺
稿
に
よ
り
忠
実
な
初
版
を
こ

こ
で
は
用
い
る
（
以
後Pet.

と
略
記
）。

２

cfr.[L
ettera

a
G
iulio

E
inaudi

del
febbraio

1972],
in
P.P.

Pasolini,

L
ettere,

v.II
(1955−

1975),a
cura

di
N
ico

N
aldini,Torino,

E
inaudi,

1986,p.715.

３

A
.R
oncaglia,[N

ota
filologica],in

Pet.,p.569.

４

『
イ
ン
ド
に
つ
い
て
の
映
画
の
た
め
の
覚
書A

ppuntiper
un

film

sull'India

』
﹇1967−

1968

﹈、『
ア
フ
リ
カ
の
オ
レ
ス
テ
イ
ア
の
た
め

の
覚
書A

ppunti
per

un'O
restiade

africana

』﹇1968−
1969

﹈
と
い
っ

た
「
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
」
作
品
に
お
い
て
、
パ
ゾ
リ
ー
ニ
は
自
ら
現

地
で
カ
メ
ラ
を
ま
わ
し
、
映
画
の
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン

を
か
ぶ
せ
る
。
あ
え
て
こ
う
い
っ
た
作
品
を
意
図
し
、
い
わ
ば
「
覚

書
」
の
つ
ら
な
り
と
い
う
形
式
に
う
っ
た
え
、
観
る
者
に
向
け
た
直
接

的
な
語
り
か
け
を
試
み
て
い
た
（cfr.

Il
sogno

del
centauro

[1969−

1975],interviste
a
cura

diJean
D
uflot,R

om
a,E

ditoriR
iuniti,1983,

ora
in
P.P.Pasolini,Saggi

sulla
politica

e
sulla

società,
a
cura

diW
.

Sitie
S.D

e
L
aude,M

ilano,M
ondadori,1999,p.1509

）。
ま
た
製
作

者
と
の
ト
ラ
ブ
ル
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
『
ソ
ド
ム
の
市Salò,

o
le
cen-

toventi
giornate

di
Sodom

a

』[1975]

の
代
わ
り
に
撮
影
さ
れ
て
い
た

で
あ
ろ
う
聖
パ
ウ
ロ
に
つ
い
て
の
映
画
の
「
脚
本
」
に
も
「
覚
書
」
を

採
用
し
、
お
そ
ら
く
そ
れ
を
決
定
稿
、
正
式
な
「
作
品
」
と
み
な
し
て

い
た
と
推
測
さ
れ
る
（A

ppunti
per

un
film

su
San

Paolo
[1966−

68,

1974],
in
P.P.

Pasolini,
Per

il
cinem

a,
2
tom

i,
a
cura

di
W
.
Siti

e

Franco
Z
abagli,M

ilano,M
ondadori,2001,pp.1881−

2030

）。
時
代

を
遡
り
、『
奇
跡
の
丘IlVangelo

secondo
M
atteo

』﹇1964

﹈
の
た
め

の
調
査
フ
ィ
ル
ム
で
あ
る『
パ
レ
ス
チ
ナ
で
の
実
地
調
査Sopraluoghi

in
Palestina

』﹇1963

﹈
も
先
に
挙
げ
た
二
本
の
映
画
に
準
ず
る
が
、
撮

影
が
パ
ゾ
リ
ー
ニ
本
人
で
な
い
な
ど
制
作
経
緯
に
異
な
る
点
が
あ
る
。

パ
ゾ
リ
ー
ニ
が
「
覚
書
」
を
用
い
始
め
る
の
は
、
一
九
六
〇
年
代
半
ば
、

文
学
の
分
野
に
お
い
て
で
あ
る
。
ダ
ン
テ
の
『
神
曲
』
の
パ
ロ
デ
ィ
と

パゾリーニが文学を問う

65



い
え
る
『
神
聖
な
る
ミ
メ
ー
シ
スL

a
divina

m
im
esis

』（Torino,
E
in-

audi,1975,ora
in
P.P.Pasolini,R

om
anzi

e
racconti,

cit.,v.II
(1962

−
1975),

pp.
1069−

1158)

を
嚆
矢
と
す
る
。
こ
の
作
品
の
成
立
過
程
で

は
、一
九
六
三
年
に
第
一
、
二
歌
が
完
成
し
、
一
九
六
五
年
か
ら
二
年

間
の
あ
い
だ
に
第
三
、
四
、
七
歌
に
つ
い
て
の
「
覚
書
」
と
「
断
章fram

-

m
enti

」
が
残
さ
れ
る
。
そ
し
て
一
九
七
四
年
か
ら
一
九
七
五
年
に
か

け
て
前
書
き
と
添
え
書
き
、さ
ら
に
二
十
五
枚
の
写
真
か
ら
な
る
「
黄

ば
ん
だ
肖
像Iconografia

ingiallita

」
が
付
け
加
え
ら
れ
、
パ
ゾ
リ
ー

ニ
が
認
め
た
最
後
の
作
品
と
し
て
死
の
直
後
に
出
版
さ
れ
る
。
初
版
に

含
ま
れ
な
か
っ
た
素
材
は
後
の
作
品
に
繋
が
る
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。

一
篇
の
詩
は
、
一
九
六
八
年
の
小
説
『
テ
オ
レ
マTeorem

a

』（M
ilano,

G
arzanti,

1968,
ora

in
P.P.

Pasolini,
R
om
anzi

e
racconti,

cit.,
v.
II

(1962−
1975),

pp.
891−

1056
）
に
含
ま
れ
る
詩
の
原
形
を
な
し
て
お
り
、

小
説
に
韻
文
を
挿
入
す
る
発
想
は
『
神
聖
な
る
ミ
メ
ー
シ
ス
』
に
由
来

す
る
こ
と
を
示
す
。
ま
た
一
九
六
三
年
か
ら
一
九
六
七
年
に
か
け
て
書

か
れ
た
「
第
一
歌
の
た
め
の
メ
モN

ota
per

ilcanto
prim

o

」
は
『
石

油
』
に
見
ら
れ
る
「
覚
書
」
と
変
わ
り
が
な
い
。

５

Pet.,p.545.

６

¨V
as
d'elezïone≠

は
、『
神
聖
な
る
ミ
メ
ー
シ
ス
』
に
含
ま
れ
る
「
第

七
歌
の
た
め
の
覚
書
と
断
片A

ppunti
e
fram

m
enti

per
il
V
II
canto

」

﹇1963

﹈
で
、「
師
」
が
現
代
人
を
評
す
際
に
用
い
る
「
縮
約
の
器vas

diriduzione

」
に
置
き
換
え
ら
れ
る
（cfr.W

.Sitie
S.D

e
L
aude

(a
cura

di),[N
ote

e
notizie

su
Petrolio

],in
P.P.Pasolini,R

om
anzi

e
racconti,

cit.,
v.
II
(1962−

1975),
p.
1994

）。
ま
た
〈V

as

〉
と
は
、
一
九
六
九

年
の
映
画
『
豚
小
屋Porcile

』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
豚
の
か
い
ば
桶

を
指
す
農
民
の
用
語
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
（cfr.M

arco
A
ntonio

B
azzocchi,P

ier
Paolo

Pasolini,
M
ilano,B

runo
M
ondadori,1998,p.

151

）。

７

A
.R
oncaglia,[N

ota
filologica],cit.,pp.573−

574.

こ
う
し
た
一
見

し
た
と
こ
ろ
無
意
味
で
漠
然
と
し
た
タ
イ
ト
ル
は
戯
曲
『
戯
言A

ffabu-

lazione

』
﹇1966−

1970

﹈（in
P.P.

Pasolini,
Teatro,

a
cura

di
W
.
Siti

e
S.D

e
L
aude,M

ilano,M
ondadori,

2001,
pp.

467−
573

）
に
は
じ
ま

る
。
し
か
し
実
際
に
は
数
多
く
の
候
補
の
な
か
か
ら
選
ば
れ
た
タ
イ
ト

ル
「
戯
言
」
は
、
父
子
の
結
合
の
不
可
能
性
を
描
い
た
「
悲
劇
」
に
ふ

さ
わ
し
い
（cfr.W

.Sitie
S.D

e
L
aude

(a
cura

di),[N
ote

e
notizie

su

A
ffabulazione],ibid.,p.1172

）。

８

cfr.A
.R
oncaglia,[N

ota
filologica],cit.,p.574.

９

Pet.,p.3.

１０

ibid.,p.19.

１１

ibid.,p.155.

１２

ibid.,
p.
181.

パ
ゾ
リ
ー
ニ
は
一
九
六
八
年
に
『
第
三
世
界
に
つ
い

て
の
長
詩
の
た
め
の
覚
書A

ppunti
per

un
poem

a
sul

Terzo
M
ondo

』

と
題
す
る
映
画
を
計
画
し
て
い
た
。
ア
フ
リ
カ
と
イ
ン
ド
、
ア
ラ
ブ
諸

国
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ゲ
ッ
ト
ー
を
舞
台
と

し
た
オ
ム
ニ
バ
ス
形
式
の
作
品
に
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
（cfr.

Pasolini

su
Pasolini

[1968−
1971],

interviste
a
cura

di
Jon

H
alliday,

Parm
a,

G
uanda,

1992,
ora

in
P.P.

Pasolini,
Saggi

sulla
politica

e
sulla

so-

cietà,
cit.,p.1377

）。
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１３
Pet.,p.39.

１４
ibid.,p.545.

１５

M
ilano,G

arzanti,1975,ora
in
P.P.Pasolini,Saggi

sulla
politica

e

sulla
società,

cit.,pp.269−
535.

１６

Torino,E
inaudi,1976,ora

ibid.,pp.537−
721.

１７

近
年
パ
ゾ
リ
ー
ニ
は
「
予
言
者
」
と
し
て
様
々
な
媒
体
に
と
り
あ
げ

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
傾
向
を
受
け
て
パ
ゾ
リ
ー
ニ
財
団
を
率
い
る
ラ
ウ

ラ
・
ベ
ッ
テ
ィ
が
二
〇
〇
一
年
に
制
作
し
た
の
が
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
映
画

『
パ
ゾ
リ
ー
ニ
、
夢
の
論
理L

a
ragione

di
un

sogno

』
で
あ
る
。「
予

言
者
」
た
る
所
以
を
示
す
た
め
か
、
こ
の
種
の
機
会
に
し
ば
し
ば
言
及

さ
れ
る
の
が
、『
海
賊
評
論
』
所
収
、
一
九
七
四
年
十
一
月
十
四
日
の

「
コ
ッ
リ
エ
ー
レ
・
デ
ッ
ラ
・
セ
ー
ラ
」
紙
掲
載
の
「
こ
の
政
治
的
陰
謀

と
はC

he
cos'è

questo
golpe?

」（in
Scritti

corsari,
cit.,

pp.
362−

367

）
で
あ
る
。
再
録
版
は
「
大
量
殺
人
の
小
説Ilrom

anzo
delle

stragi

」
と
題
さ
れ
る
。「
わ
た
し
は
知
っ
て
い
る
。
わ
た
し
は
知
っ
て

い
る
、〈
政
治
的
陰
謀
〉
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
首
謀
者
の
名
を
。（
中

略
）
わ
た
し
は
知
っ
て
い
る
、
一
九
六
九
年
十
二
月
十
二
日
の
ミ
ラ
ノ

の
大
量
殺
人
の
首
謀
者
の
名
を
。
わ
た
し
は
知
っ
て
い
る
、
一
九
七
四

年
初
頭
の
ブ
レ
ー
シ
ャ
と
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
の
大
量
殺
人
の
首
謀
者
の
名

を
」（ibid.,p.362

）
と
の
冒
頭
の
部
分
が
引
用
さ
れ
る
。
フ
ィ
レ
ン

ツ
ェ
の
精
神
病
院
跡
の
一
角
を
改
造
し
た
キ
ッ
レ
・
デ
ィ
・
バ
レ
ン

ツ
ァ
劇
場
で
、
二
〇
〇
一
年
か
ら
断
続
的
に
上
演
さ
れ
て
い
る
ク
ラ
ウ

デ
ィ
オ
・
ア
ス
コ
リ
作
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
劇
『
ピ
エ
ル
・
パ
オ
ロ
・
パ
ゾ

リ
ー
ニ
、
萎
え
た
生
命
力P

ier
Paolo

Pasolini:
U
na

disperata
vi-

talità

』
が
一
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
カ
ル
ラ
・
ベ
ネ
デ
ッ
テ
ィ
は
、

一
九
九
三
年
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
・
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
に
出
展
さ
れ
た
あ
る

イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
同
じ
引
用
に
遭
遇
す
る
（cfr.C

arla

B
enedetti,

Il
tradim

ento
dei

critici,
Torino,

B
ollati

B
oringhieri,

2002,p.133

）。
彼
女
が
そ
こ
で
再
認
識
す
る
の
は
「
知
っ
て
い
る
が
、

確
証
の
な
い
」
者
と
「
確
証
は
あ
る
が
、
名
前
を
挙
げ
な
い
」
者
の
対

照
性
を
際
立
た
せ
る
パ
ゾ
リ
ー
ニ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
。
も
し
く
は

「
語
る
者
と
語
ら
れ
ね
ば
〈
な
ら
な
い
〉
こ
と
」
の
関
係
を
明
ら
か
に

す
る
手
法
で
あ
る
。
こ
こ
で
ベ
ネ
デ
ッ
テ
ィ
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
ア
テ

ネ
の
用
語
〈parresia

〉（
す
べ
て
を
語
る
こ
と
）
に
よ
っ
て
一
九
七
〇

年
代
前
半
の
最
後
期
の
パ
ゾ
リ
ー
ニ
の
言
説
を
形
容
す
る
。
実
際
、
タ

イ
ト
ル
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
「
大
量
殺
人
の
小
説
」
と
は
、
虐
殺
に
つ

い
て
語
る
小
説
の
こ
と
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
極
限
の
現
実
と
の
関
わ
り

を
不
可
避
的
に
も
つ
小
説
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
小
説
を
計
画

す
る
理
由
は
、
パ
ゾ
リ
ー
ニ
の
言
に
よ
れ
ば
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
わ
た
し
は
知
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
知
識
人
で
あ
り
、
作
家
で
あ
る

か
ら
だ
。
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
を
追
求
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
書
か
れ
る
一

切
を
知
り
、
人
々
が
知
ら
ず
に
い
る
か
も
し
く
は
黙
し
て
し
ま
う
一
切

を
想
像
し
よ
う
と
す
る
か
ら
だ
。」（Il

rom
anzo

delle
stragi,

cit.,
p.

363

）
こ
の
姿
勢
は
ま
さ
し
く
『
石
油
』
の
パ
ゾ
リ
ー
ニ
に
通
じ
て
い

よ
う
。

１８
M
ilano,

G
arzanti,

1972,
ora

in
P.P.

Pasolini,
Saggi

sulla
lettera-

tura
e
sull'arte,

2
tom

i,
a
cura

di
W
.
Siti

e
S.
D
e
L
aude,

M
ilano,

M
ondadori,1999,pp.1241−

1683.
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１９

ibid.,pp.1245−
1270.

２０

[Intervista
rilasciata

a
A
lfredo

B
arberis

su
¨IlG

iorno≠,2
dicem

bre

1964],
citata

ibid.,
pp.

2940−
2941.

一
九
六
三
年
末
に
書
か
れ
た
詩

「
未
来
の
作
品
の
計
画Progetto

di
opere

future

」
に
も
同
種
の
予
告

が
あ
る
（in

Poesia
in
form

a
di
rosa,

M
ilano,G

arzanti,1964,ora
in

P.P.
Pasolini,

B
estem

m
ia:

tutte
le
poesie,

v.
II,
a
cura

di
G
.
C
hiar-

cossie
W
.Siti,M

ilano,G
arzanti,1996

(1993
1,pp.815−

827

）。

２１

こ
の
小
説
に
登
場
す
る
一
家
は
、
冷
徹
で
客
観
的
な
視
点
を
通
し
て

描
写
さ
れ
る
。
冒
頭
の
四
つ
の
チ
ャ
プ
タ
ー
は
「
デ
ー
タdati

」
に
あ

て
ら
れ
る
。
映
画
版
『
テ
オ
レ
マ
』
と
ほ
ぼ
同
時
に
発
表
さ
れ
た
こ
の

作
品
は
、
あ
く
ま
で
も
「
小
説
」
で
あ
る
と
は
い
え
、
映
画
用
と
は
別

に
パ
ゾ
リ
ー
ニ
が
毎
回
用
意
す
る
「
脚
本
」
に
近
い
。
そ
の
文
体
に

よ
っ
て
、『
石
油
』
で
試
み
ら
れ
る
と
お
り
、「
す
べ
て
は
ス
パ
イ
に

よ
っ
て
〈
見
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
〉」（Pet.,

p.
5

）
描
か
れ
る
。
パ
ゾ

リ
ー
ニ
の
特
異
な
「
脚
本
」
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
述
べ
て
み
た
い
。

２２

Pet.,pp.544−
545.

２３

露
骨
な
引
用
が
実
際
に
な
さ
れ
た
例
と
し
て
『
ソ
ド
ム
の
市
』
が
挙

げ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
映
画
に
認
め
ら
れ
る
の
は
、『
神
曲
』
の
枠
組
の

援
用
、
サ
ド
の
原
作
か
ら
の
忠
実
な
引
用
、
ま
た
は
必
須
文
献
と
し
て

タ
イ
ト
ル
ロ
ー
ル
に
挙
げ
ら
れ
た
評
論
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

２４

cfr.W
.Sitie

S.D
e
L
aude

(a
cura

di),[N
ote

e
notizie

su
Petrolio

],

cit.,pp.1993−
1994.

２５

ま
た
こ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
の
作
家
と
書
名
が
、
一
九
七
二
年
か
ら
一

九
七
五
年
に
か
け
て
「
テ
ン
ポ
」
紙
に
連
載
さ
れ
た
書
評
を
集
め
た

『
記
述
の
記
述D

escrizioni
di
descrizioni

』（a
cura

di
G
.
C
hiarcossi,

Torino,E
inaudi,1979,ora

in
P.P.Pasolini,Saggi

sulla
letteratura

e

sull'arte,
cit.,pp.1685−

2224

）
に
認
め
ら
れ
る
。

２６

cfr.Pet.,p.3.

２７

「
ア
ル
ゴ
ナ
ウ
テ
ィ
カG

liA
rgonauti

」
と
題
さ
れ
た
十
三
の
連
続
す

る
覚
書
に
お
い
て
本
文
の
ギ
リ
シ
ャ
語
訳
を
併
記
す
る
と
の
但
し
書
き

が
あ
る
（cfr.Pet.,p.139

）。
現
代
ギ
リ
シ
ャ
語
で
書
か
れ
た
「
解
読

不
能
な
」
く
だ
り
は
、「
物
語storia

を
書
く
」
の
で
は
な
く
「
な
に
か

書
か
れ
た
も
のqualcosa

di
scritto

」
か
ら
な
る
「
か
た
ち
」
を
作
り

上
げ
る
意
図
を
明
確
に
す
る
で
あ
ろ
う
と
作
者
は
考
え
る
た
め
で
あ
る
。

同
理
由
で
覚
書
一
三
二
の
「
エ
ド
に
向
か
っ
て
│
旅
の
計
画V

erso

E
do:

program
m
azione

del
viaggio

」
に
お
い
て
日
本
語
訳
を
添
え
る

よ
う
指
示
し
、
ギ
リ
シ
ャ
語
訳
に
比
べ
「
表
意
文
字
と
、
意
味
を
も
つ

解
読
不
可
能
性
が
、
明
白
に
、
さ
ら
に
表
現
さ
れ
る
」（Pet.,

p.
534

）

よ
う
企
図
し
て
い
る
。

２８

cfr.A
.R
oncaglia,[N

ota
filologica],cit.,p.575.

２９

Pet.,p.29.

３０

ibid.,p.30.

３１

in
P.P.

Pasolini,
B
estem

m
ia:

tutte
le
poesie,

cit.,
v.
IV
,
pp.

894−

992.

３２

「
わ
た
し
は
今
、
ふ
さ
わ
し
か
ら
ず
も
四
十
四
歳
に
な
っ
た
、
／
父

が
わ
た
し
の
最
初
の
詩
集
を
手
に
し
た
歳
と
ほ
ぼ
同
じ
だ
。
／
父
は
わ

た
し
の
物
語
の
外
側
に
い
て
、
／
そ
の
生
き
ざ
ま
は
わ
た
し
に
ど
こ
ま

で
も
遠
く
、
／
そ
こ
で
は
わ
た
し
は
単
に
罪
深
い
英
雄
な
の
だ
。
／
憶
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え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
／
母
へ
の
原
初
の
愛
の
か
た
わ
ら

に
／
父
へ
の
愛
も
存
在
し
て
い
た
の
だ
と
、
そ
れ
か
ら
官
能
も
。」（
四

方
田
犬
彦
訳
「
灰
燼
の
詩
」、
一
〇
〇
―
一
〇
七
行
、
古
賀
太
編
集

『
パ
ゾ
リ
ー
ニ
映
画
祭
：
そ
の
詩
と
映
像
』
カ
タ
ロ
グ
、
一
九
九
九
年
、

一
〇
頁
）。
性
的
な
意
味
も
も
つ
父
と
の
ま
じ
わ
り
は
『
テ
オ
レ
マ
』、

戯
曲
『
譫
言
』
で
も
描
か
れ
る
（cfr.M

arco
A
ntonio

B
azzocchi,

P
ier

Paolo
Pasolini,

cit.,
pp.

141−
144

）。
後
者
の
シ
ノ
プ
シ
ス
は
引
用
し

た
詩
の
な
か
に
あ
ら
わ
れ
、
二
作
は
関
係
が
深
い
（cfr.W

.Sitie
S.D

e

L
aude

(a
cura

di),
[N
ote

e
notizie

su
A
ffabulazione],

cit.,
p.
1176

）。

３３

登
場
人
物
の
分
裂
の
テ
ー
マ
は
『
神
聖
な
る
ミ
メ
ー
シ
ス
』
に
既
に

見
出
せ
る
。
こ
の
場
合
、
ヴ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
役
で
あ
る
一
九
五
〇
年
代

の
パ
ゾ
リ
ー
ニ
と
一
九
六
三
年
当
時
の
パ
ゾ
リ
ー
ニ
の
あ
い
だ
の
違
い

は
明
確
で
あ
る
。
前
者
は
付
録
の
図
版
の
よ
う
に
「
黄
ば
ん
だ
」
存
在

と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。

３４

「
ポ
リ
ス
の
カ
ル
ロC

arlo
di
Polis

」
に
は
理
性
あ
る
い
は
政
治
的
な

も
の
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、「
テ
テ
ィ
ス
の
カ
ル
ロC

arlo
di

Tetis

」
の
「
テ
テ
ィ
スTetis

」
と
は
〈teta

velata

〉
と
の
パ
ゾ
リ
ー
ニ

の
造
語
か
ら
派
生
し
、
性
的
な
る
も
の
を
指
す
。
こ
の
語
は
、
古
く
は

一
九
四
六
年
に
書
か
れ
た
日
記
「
赤
の
ノ
ー
トQ

uadernirossi

」（
中

編
『
不
純
行
為A

ttiim
puri

』﹇1947−
1950

﹈の
も
と
と
な
っ
た
「
不

本
意
な
紙
片Pagine

involontarie

」
に
相
当
す
る
部
位
）
に
記
さ
れ
、

三
歳
の
と
き
に
覚
え
た
性
的
衝
動
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
（P.P.

Pasolini,

R
om
anzi

e
racconti,

cit.,
v.I

(1946−
1961),

p.
131

）。一
九
六
五
年
の

論
考
「
実
験
室
よ
り
│
│
マ
ル
ク
ス
主
義
的
言
語
学
の
た
め
の
詩
的
な

〈
覚
書
〉Dallaboratorio:

appunti
en
poète

per
una

linguistica
m
arx-

ista

」
で
再
び
幼
児
期
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
繰
り
返
し
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ

語
の
〈Tetis

〉
す
な
わ
ち
「
性
」
に
通
じ
る
と
の
コ
ン
テ
ィ
ー
ニ
の
分

析
を
も
と
に
、
口
頭
言
語
に
潜
む
先
天
的
な
記
憶
に
つ
い
て
論
じ
て
い

る
（in

P.P.PasoliniE
m
pirism

o
eretico,cit.,ora

in
P.P.Pasolini,Saggi

sulla
letteratura

e
sull'arte,

cit.,
pp.

1329−
1331

）。
し
か
し
実
際
の

と
こ
ろ
〈Tetis

〉
は
「
性
」
を
意
味
せ
ず
、
パ
ゾ
リ
ー
ニ
の
思
い
込
み

で
あ
る
（cfr.W

.Sitie
S.D

e
L
aude

(a
cura

di),[N
ote

e
notizie

sulle

altre
interviste

¨1958−
1975≠],ibid.,p.1830

）。

３５

Pet.,p.34.

３６

Franco
Fortini,

Petrolio
(Pasolini

sul
rogo

di
sè),

in
¨Il
sole−

24

ore≠,8
novem

bre
1992,ora

in
Id.,A

ttraverso
Pasolini,

Torino,E
in-

audi,1993,pp.238−
248.

３７

M
arco

B
elpoliti,Settanta,Torino,E

inaudi,2001,pp.48−
51.

３８

a
cura

di
C
arla

B
enedetti

e
M
aria

A
ntonietta

G
rignani,

R
avenna,

L
ongo,1995.

３９

G
iuliano

G
ram

igna,
Petrolio,

il
feticcio

e
l'infinibile,

in
A
A
.V
V
.,

A
partire

da
Petrorio,cit.,pp.51−

56.

４０

R
ino

G
enovese,M

anifesto
per

Petrolio,ibid.,pp.79−
91.

４１

Stefano
A
gosti,L'inconscio

e
la
form

a,
in

〈L
a
rivista

deilibri

〉,a.

III,n.3,2
febbraio,1993,pp.4−

6.

４２
S.A

gosti,
O
pera

interrotta
e
opera

interm
inabile,

in
A
A
.V
V
.,
A

partire
da
Petrorio,cit.,pp.113−

120.
４３

C
.
B
enedetti,

™
Petrolio∫

e
l'im

possibilità
di
una

poetica,
in
A
A
.
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V
V
.,Ilm

aestro
delle

prim
ule:

dalla
m
eglio

gioventù
alla

nuova
pre-

istoria
(convegno

di
studi),

a
cura

di
N
.
N
aldini,

Provincia
di
Por-

denone,1997,pp.71−
82.

４４

Torino,
B
ollati

B
oringhieri,

1998.

こ
の
書
は
、
出
版
さ
れ
る
以
前

か
ら
多
く
の
反
響
を
巻
き
起
こ
し
た
。
刺
激
的
な
タ
イ
ト
ル
と
現
在
の

文
学
界
へ
の
批
判
の
た
め
に
、『
石
油
』
同
様
に
、多
く
の
拒
否
反
応
と

無
理
解
に
遭
う
。
そ
の
経
緯
は
編
集
者
に
よ
る
手
記
「
ボ
ー
ル
な
き
試

合U
na

partita
senza

pallone

」（diA
lfredo

Salsano,in
C
.B
enedetti,

Iltradim
ento

deicritici,
cit.,pp.217−

223

）
に
詳
し
い
。

４５

cfr.C
.B
enedetti,Pasolinicontro

C
alvino,

cit.,pp.31−
32.

４６

M
ilano,

G
arzanti,

1971,
ora

in
P.P.

Pasolini,
B
estem

m
ia:

tutte
le

poesie,
cit.,v.II,pp.845−

1046.

４７

A
pologia,

in

〈N
uoviA

rgom
enti

〉,n.s.,n.10,aprile−
giugno

1968,

ora
in
P.P.Pasolini,B

estem
m
ia:

tutte
le
poesie,

cit.,v.IV
,p.695.

一

九
六
八
年
発
表
の
詩
「
イ
タ
リ
ア
共
産
党
を
若
者
にIlP

C
I
aigio-

vani!!

」（ibid.,pp.687−
693

）
を
指
し
て
い
る
。

４８

批
評
家
は
こ
の
詩
集
を
無
視
し
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
ゆ
え
に
自
ら

詩
集
を
ア
ピ
ー
ル
し
、
文
学
者
の
怠
慢
を
皮
肉
る
新
聞
記
事
「
パ
ゾ

リ
ー
ニ
、
パ
ゾ
リ
ー
ニ
を
書
評
す
るPasolinirecensisce

Pasolini

」（in

¨IlG
iorno≠,3

giugno
1971,ora

in
Saggisulla

letteratura
e
sull'arte,

cit.,
pp.

2575−
2580

）
を
書
か
ね
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
し
か
し

近
年
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
詩
が
見
直
さ
れ
る
風
潮
の
な
か
、
詩
集

『
超
越
と
組
織
』
も
パ
ゾ
リ
ー
ニ
の
ひ
と
つ
の
代
表
作
と
し
て
認
め
ら

れ
つ
つ
あ
る
。
一
例
と
し
て
こ
こ
三
十
年
の
イ
タ
リ
ア
詩
の
ア
ン
ソ
ロ

ジ
ー
〈Ilpensiero

dom
inante:

poesia
italiana

1970−
2000,

antologia

a
cura

di
Franco

L
oi
e
D
avide

R
ondoni,

M
ilano,

G
arzanti,

2001

〉

を
挙
げ
て
お
く
。

４９

A
m
ado

m
io
preceduto

da
A
tti

im
puri

[1947−
1950],

a
cura

di

C
oncetta

D
'A
ngeli,

M
ilano,

G
arzanti,

1982.

新
た
に
校
訂
さ
れ
た
版

が
全
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
（in

P.P.
Pasolini,

R
om
anzi

e
racconti,

cit.,v.I
(1946−

1961),pp.3−
336

）。

５０

一
九
五
四
年
発
表
の
フ
リ
ウ
リ
方
言
詩
の
集
大
成
『
最
良
の
青
春L

a

m
eglio

gioventù

』
の
綿
密
な
注
釈
版
は
パ
ゾ
リ
ー
ニ
の
「
文
学
の
殿

堂
」
入
り
を
象
徴
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
（a

cura
diA

ntonia
A
rveda,

R
om
a,Salerno

E
ditrice,1998

）。

５１

一
九
九
八
年
に
は
全
集
の
刊
行
が
始
ま
る
。
と
は
い
え
『
石
油
』
の

よ
う
な
「
未
完
」
の
未
発
表
作
品
の
出
版
を
疑
問
視
す
る
声
も
少
な
く

は
な
い
（cfr.

M
aria

Serena
Palieri,

A
che

servono
gli

inediti?,
in

¨M
edia≠,

a.
1,
n.
7,
2
novem

bre
1998

）。
カ
モ
ン
と
全
集
の
監
修
者

シ
ー
テ
ィ
の
あ
い
だ
に
は
論
争
が
起
こ
っ
て
い
る
（cfr.Ferdinando

C
am
on,

A
ll'ottavo

m
eridiano

Pasolinisara
rasoterra,

in
¨T
uttolibri≠,

a.
X
X
III,

n.
1132,

29
ottobre

1998;
W
.
Siti,

E
cco

perche
Pasolini

non
finira

rasoterra,
in
¨T
uttolibri≠,

a.
X
X
III,

n.
1133,

5
novem

bre

1998

）。

５２

Torino,
E
inaudi,

1979,
ora

in
Italo

C
alvino,

R
om
anzi

e
racconti,

v.
II,
a
cura

di
M
ario

B
arenghi

e
B
runo

Falcetto,
M
ilano,

M
on-

dadori,1992,pp.611−
870.

５３

cfr.C
.B
enedetti,Pasolinicontro

C
alvino,

cit.,p.20.
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５４
Pet,

p.
545.

自
身
の
一
九
四
〇
年
代
の
詩
の
名
残
か
。
パ
ゾ
リ
ー
ニ

は
一
般
的
な
〈gioco

〉
で
は
な
く
、
二
重
母
音
を
伴
っ
た
古
い
語
形

〈giuoco

〉
を
用
い
る
。「
戯
れ
」
と
の
用
法
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
ろ

う
。

５５

ibid.

５６

ibid.,p.544.

５７

ベ
ネ
デ
ッ
テ
ィ
は
一
九
九
九
年
に
作
者
の
不
在
・
消
滅
に
疑
問
を
呈

す
る
評
論
『
作
者
の
長
い
影
│
│
消
さ
れ
た
姿
に
つ
い
て
の
探
求L'om

-

bra
lunga

dell'autore:
indagine

su
una

figura
cancellata

』（M
ilano,

Feltrinelli,1999

）
を
発
表
す
る
。
二
〇
世
紀
の
芸
術
・
文
学
に
お
け
る

主
体
の
問
題
を
ふ
り
か
え
り
、
特
に
作
品
偏
重
の
風
潮
の
な
か
、「
死
」

に
お
い
や
ら
れ
な
が
ら
も
影
響
力
を
発
揮
す
る
「
作
者
」
の
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
を
論
じ
る
。

５８

C
.B
enedetti,Pasolinicontro

C
alvino,

cit.,p.52.

５９

現
在
の
状
況
に
つ
い
て
協
議
す
る
作
家
の
集
ま
り
に
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
で
事
件
に
居
合
わ
せ
た
ベ
ネ
デ
ッ
テ
ィ
は
「
充
満Ilpieno

」
と
題

し
た
文
書
を
寄
せ
る
（in

A
A
.V
V
.,
Scrivere

sul
fronte

occidentale,
a

cura
diA

ntonio
M
oresco

e
D
ario

V
eltroni,M

ilano,Feltrinelli,2002,

pp.12−
18

）。
こ
れ
は
続
い
て
出
版
さ
れ
た
ベ
ネ
デ
ッ
テ
ィ
の
評
論
集

『
評
論
家
の
背
信Iltradim

ento
deicritici

』
に
も
収
め
ら
れ
た
。

パゾリーニが文学を問う
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