
079 川を二たび／一九九九／「適応／改造の肖像」より（奇妙な地図を作ること）

米
国
の
現
代
英
語
詩

は
、
二
〇
世
紀
初
頭
頃

か
ら
独
自
の
発
展
を
遂

げ
て
き
た
。
伝
統
的
韻

律
か
ら
離
れ
た
自
由
詩

の
重
視
、
正
書
法
に
と

ら
わ
れ
な
い
大
胆
な
改
行
や
口
語
の
使
用
、
詩
を
声
に

出
し
て
届
け
る
ポ
エ
ト
リ
ー
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
／
ス

ポ
ー
ク
ン
・
ワ
ー
ド
な
ど
が
そ
の
大
き
な
特
徴
で
あ

り※
１

、
そ
の
根
本
に
は
既
存
の
型
や
常
識
を
打
ち
破
る
姿

勢
が
存
在
し
た
。こ
の
歴
史
や
特
徴
に
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
に
よ
る
発
表
機
会
の
広
が
り
も
相
ま
っ
て
か
、
今
日

の
米
国
現
代
詩
は
、
周
縁
化
さ
れ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な

人
々
が
言
葉
を
紡
ぐ
空
間
に
も
な
っ
て
い
る
。

そ
の
中
で
筆
者
が
注
目
し
て
い
る
の
は
、
英
語
で
書

き
語
る
パ
レ
ス
チ
ナ
系
の
詩
人
た
ち
だ
。
彼
ら
は
「
パ

レ
ス
チ
ナ
人
」
と
し
て
の
エ
グ
ザ
イ
ル
経
験
と
、
レ

イ
シ
ズ
ム
は
び
こ
る
米
国
を
「
ア
ラ
ブ
人
」
と
し
て

生
き
る
経
験
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
二
つ
が
折
り
重

な
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
声
を
発
し
て
、
自
ら
の
足
場
を
築

こ
う
と
し
て
い
る
。
う
ち
、
四
十
年
の
キ
ャ
リ
ア
を

持
つ
ネ
オ
ミ
・
シ
ハ
ー
ブ
・
ナ
ー
イ
（N
aom

i Shihab 

N
ye

）
と
、
黒
人
の
経
験
と
パ
レ
ス
チ
ナ
人
の
経
験
を

重
ね
合
わ
せ
て
語
る
ス
ヘ
イ
ル・ハ
ン
マ
ー
ド
（Suheir 

H
am

m
ad

）
に
つ
い
て
は
、
英
文
学
者
の
小
泉
純
一

氏
が
、『
ア
メ
リ
カ
に
響
く
パ
レ
ス
チ
ナ
の
声
』（
水

声
社
、
二
〇
一
一
年
）
お
よ
び
『
中
東
現
代
文
学
選

２
０
１
６
』
で
論
じ
て
い
る
。
今
回
の
文
学
選
で
は
、

彼
女
た
ち
以
外
の
詩
人
に
よ
る
作
品
を
、
ご
く
一
部
だ

が
ご
紹
介
し
た
。

最
前
線
で
十
年
以
上
に
わ
た
り
存
在
感
を
放
っ
て
い

る
の
が
、
テ
キ
サ
ス
州
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
在
住
の
フ
ァ
ー

デ
ィ
・
ジ
ュ
ー
ダ
（Fady Joudah

）
で
あ
る
。
彼
は

一
九
七
一
年
に
同
州
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
で
生
ま
れ
、
リ
ビ

ア
と
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
で
子
ど
も
時
代
を
過
ご
し
た
。

二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
一
九
年
に
か
け
て
四
冊
の
詩
集

を
発
表
し
て
い
る
ほ
か
、
マ
フ
ム
ー
ド
・
ダ
ル
ウ
ィ
ー

シ
ュ
作
品
な
ど
、
パ
レ
ス
チ
ナ
の
ア
ラ
ビ
ア
語
詩
の
英

訳
に
も
携
わ
る
。ジ
ュ
ー
ダ
が
書
く
の
は
自
由
詩
だ
が
、

さ
ほ
ど
奇
を
て
ら
う
こ
と
も
な
く
、
医
師
で
も
あ
り
父

親
で
も
あ
る
自
身
の
生
活
の
中
か
ら
、
生
と
死
に
向
き

合
う
者
と
し
て
、
パ
レ
ス
チ
ナ
人
と
し
て
の
問
い
を
誠

実
に
彫
り
出
す
作
品
が
多
い
印
象
が
あ
る
。
今
回
取
り

上
げ
た
「
川
を
二
た
び
」
は
、
赤
ん
坊
の
息
子
と
過
ご

す
時
間
の
中
に
、
エ
グ
ザ
イ
ル
を
生
き
る
う
え
で
の
苦

悩
や
望
み
を
見
る
一
篇
だ
。

作
中
に
登
場
す
る
「
映
画
」
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
人
の

エ
グ
ザ
イ
ル
経
験
を
描
く
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画

The Shadow
 of Absence

（
ナ
ス
リ
ー
・
ハ
ッ
ジ
ャ
ー

ジ
ュ
監
督
、
二
〇
〇
七
年
）
を
指
す
そ
う
だ
。
こ
の

映
画
を
見
て
、「
自
分
の
も
の
と
い
え
る
土
地
に
埋
葬

さ
れ
た
い
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
っ
と
大
げ
さ
な
願
い
で

は
な
い
か
」
と
発
言
し
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
実
際

に
い
た
の
だ
と
い
う※
２
。
米
国
で
育
て
ば
、
息
子
も
こ

の
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
」
の
よ
う
に
、
難
民
が
抱
く
ワ

タ
ン
へ
の
想
い
を
理
解
で
き
な
く
な
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
そ
ん
な
中
で
パ
レ
ス
チ
ナ
の
記
憶
を
ど
う
伝
え
る

べ
き
な
の
か
。
父
親
が
米
国
に
住
ん
で
い
な
が
ら
、
典

型
的
な
「
米
国
人
」
か
ら
か
け
離
れ
て
い
る
理
由
を
ど

う
説
明
す
べ
き
な
の
か
（
彼
が
愛
唱
歌
「
私
を
野
球
に

連
れ
て
い
っ
て
」を
歌
え
な
い
こ
と
は
そ
の
象
徴
だ
）。

ど
こ
の
国
歌
も
覚
え
て
い
な
い
自
分
は
、「
国
」
な
る

も
の
と
の
付
き
合
い
方
を
、
我
が
子
に
ど
う
教
え
る
べ

き
な
の
か
。
裏
庭
に
置
か
れ
た
ト
ラ
ン
ポ
リ
ン
と
い
う

「
古
き
良
き
米
国
」
的
な
情
景
や
、
中
東
の
古
典
的
恋

物
語
「
カ
イ
ス
と
ラ
イ
ラ
ー
」
に
言
及
す
る
母
親
の
姿

な
ど
を
行
き
来
す
る
よ
う
に
描
き
つ
つ
、
詩
人
は
我
が

子
に
「
い
か
な
る
国
も
愛
さ
ず 

い
ず
れ
も
憎
ま
ぬ
よ

う
に
」、
そ
し
て
様
々
な
言
語
と
そ
れ
ら
が
抱
え
る
歴

史
に
思
い
を
馳
せ
る
よ
う
に
と
語
り
か
け
る
。「
愛
国

心
」を
持
つ
こ
と
や
英
語
を
話
す
こ
と
が
当
然
と
さ
れ
、

移
民
が
公
の
場
で
「
英
語
を
話
せ
」
と
罵
ら
れ
た
と
い

解

説

佐
藤 

愛

ファーディ・ジューダ

米
国
の
パ
レ
ス
チ
ナ
系
英
語
詩
人
た
ち
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う
話
も
後
を
絶
た
な
い
米
国
に
お
い
て
、
こ
の
教
え
は

確
か
に
打
ち
込
ま
れ
た
楔
で
あ
る
。

ジ
ュ
ー
ダ
に
負
け
じ
と

多
作
多
芸
な
の
が
ハ
ー

ラ
・
ア
ル
ヤ
ー
ン
（H

ala 

A
lyan

）
だ
。
彼
女
は

一
九
八
六
年
、
米
国
中
西

部
の
イ
リ
ノ
イ
州
で
生
ま

れ
た
の
ち
、中
東
や
米
国
の
各
地
を
転
々
と
し
て
育
ち
、

現
在
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
住
ん
で
い
る
。
二
〇
〇
八
年

の
デ
ビ
ュ
ー
以
来
、
詩
集
四
冊
に
加
え
て
長
編
小
説
を

二
作
著
す
傍
ら
、
臨
床
心
理
士
と
し
て
働
い
て
も
い

る
。
彼
女
の
作
品
で
印
象
的
な
の
は
、
五
感
に
訴
え
る

鮮
や
か
な
表
現
や
自
ら
の
苦
悩
の
語
り
の
中
に
、
個
人

の
枠
を
超
え
て
受
け
継
が
れ
た
エ
グ
ザ
イ
ル
や
デ
ィ
ア

ス
ポ
ラ
の
生
が
垣
間
見
え
る
瞬
間
で
あ
る
。
翻
訳
し
た

「
一
九
九
九
」
は
、
米
国
各
地
に
お
け
る
生
活
の
記
憶

を
縦
糸
に
、
難
民
の
子
孫
と
し
て
の
中
東
の
記
憶
（
あ

る
い
は
そ
の
欠
如
）
を
横
糸
に
し
た
一
篇
だ
。
幼
少
時

の
詩
人
は
学
校
の
ロ
ッ
カ
ー
か
ら
色
鮮
や
か
な
「
バ
ー

ビ
ー
・
ピ
ン
ク
」
の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
を
盗
む
が
、
そ
の
ポ

ケ
ッ
ト
に
は
何
も
入
っ
て
い
な
か
っ
た
。
米
国
の
き
ら

き
ら
し
た
女
の
子
文
化
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
な
品
物

を
無
理
や
り
手
に
入
れ
て
も
、
そ
こ
か
ら
彼
女
が
得
る

も
の
は
な
か
っ
た
の
だ
。
後
半
で
「
シ
ー
ツ
を
口
の
形

に
固
め
て
」
キ
ス
の
真
似
事
を
し
て
い
た
記
憶
と
性
暴

力
に
遭
っ
た
記
憶
が
連
な
っ
て
描
か
れ
る
こ
と
も
ま

た
、
米
国
に
お
け
る
憧
れ
と
現
実
の
落
差
を
表
し
て
い

る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

他
方
、
自
分
と
家
族
の
ル
ー
ツ
で
あ
る
は
ず
の
中
東

に
お
け
る
生
活
の
記
憶
は
、
詩
人
に
は
な
い
。
残
っ
て

い
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
果
実
と
も
中
東
の
果
実
と
も

と
れ
る
曖
昧
な
「
と
げ
と
げ
の
梨
」
を
、「
舌
が
か
ゆ
く

な
る
」
苦
痛
も
構
わ
ず
口
に
詰
め
込
ん
で
い
た
記
憶
。

そ
し
て
、
覚
え
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
「
忘
れ
て
し
ま
っ
た
」
も
の
が
あ
る
と
い
う
感

覚
だ
。
ア
ル
ヤ
ー
ン
本
人
曰
く
、
物
理
的
に
故
郷
を
追

わ
れ
て
久
し
い
パ
レ
ス
チ
ナ
難
民
が
土
地
の
記
憶
さ
え

も
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
故
郷
が
永
久
に
消
え
去
る

こ
と
と
同
義
で
あ
る
と
い
う
の
に※
３
。
こ
れ
ら
さ
ま
ざ
ま

な
記
憶
の
断
片
の
織
り
目
か
ら
、
時
折
棘
の
よ
う
に
覗

く
の
は
、
早
朝
に
ひ
と
り
き
り
で
東
（
パ
レ
ス
チ
ナ
の

方
角
だ
）
へ
飛
ぶ
鳥
を
見
つ
め
、
荷
物
を
ま
と
め
て
は

家
を
去
る
こ
と
を
繰
り
返
す
父
の
姿
で
あ
る
。
詩
人
個

人
の
記
憶
と
い
う
織
物
に
覆
わ
れ
て
い
る
さ
さ
く
れ
た

素
肌
は
、
異
邦
を
さ
ま
よ
い
な
が
ら
ワ
タ
ン
の
喪
失
を

生
き
て
き
た
彼
女
の
家
族
の
歴
史
そ
の
も
の
な
の
だ
。

ジョージ・エイブラハム

ハーラ・アルヤーン

最
後
に
ジ
ョ
ー

ジ
・
エ
イ
ブ
ラ
ハ
ム

（G
eorge A

braham
,

生

年
不
詳
）
を
ご
紹
介
し

た
い
。
フ
ロ
リ
ダ
州
出

身
で
、
現
在
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
の
生
物
工
学
博
士
課

程
に
在
籍
し
て
い
る
エ
イ
ブ
ラ
ハ
ム
は
、
執
筆
の
み
な

ら
ず
ス
ポ
ー
ク
ン
・
ワ
ー
ド
や
ポ
エ
ト
リ
ー
・
ス
ラ
ム

（
観
客
を
前
に
し
た
詩
の
バ
ト
ル
）
で
も
盛
ん
に
活
動

し
て
い
る
。
今
回
取
り
上
げ
た
一
篇
で
は
、
植
民
地
主

義
が
引
い
た
線
に
よ
っ
て
帰
る
場
所
を
失
っ
た
パ
レ
ス

チ
ナ
人
が
、
米
国
で
さ
ら
に
線
引
き
さ
れ
、
捻
じ
曲
げ

ら
れ
て
い
く
さ
ま
が
語
ら
れ
る
。
一
九
四
八
年
の
ナ
ク

バ
に
よ
り
、
パ
レ
ス
チ
ナ
の
人
々
は
一
人
残
ら
ず
ワ
タ

ン
を
喪
失
し
た
。
物
理
的
に
故
郷
に
と
ど
ま
っ
た
者
た

ち
も
い
た
が
、
彼
ら
を
照
ら
す
太
陽
は
「
少
し
小
さ
く

な
」
り
、
彼
ら
が
食
す
果
物
が
実
る
土
地
に
は
「
壁
」

が
築
か
れ
る
。詩
人
の
家
族
は
米
国
に
移
り
住
ん
だ
が
、

そ
こ
で
は
「
正
し
い
」
米
国
人
と
そ
れ
以
外
が
暴
力
的

に
線
引
き
さ
れ
る
。
は
み
出
し
た
者
は
攻
撃
さ
れ
、
パ

レ
ス
チ
ナ
人
と
し
て
の
政
治
性
や
精
神
性
は
削
り
落
と

さ
れ
て
い
く
。

こ
う
し
た
線
引
き
の
暴
力
は
、
身
体
や
性
の
あ
り
方

に
線
を
引
い
て
排
除
す
る
構
造
と
も
重
な
る
。
詩
人

は
、「
ノ
ン
バ
イ
ナ
リ
ー
」
と
し
て
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト

し
た
と
き
、「
ク
ィ
ア
」
の
パ
レ
ス
チ
ナ
人
男
性
に
受

け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と
記
す
。
ク
ィ
ア
と
い
う
語
に

は
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
が
あ
り
、
詩
人
が
い
か
な
る
意
図

で
使
用
し
て
い
る
か
は
自
明
で
な
い
。
こ
の
語
は
当

初
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
差
別
語
と
し
て
使

わ
れ
て
き
た
（
現
在
も
こ
の
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
が

あ
る
）
が
、
一
九
八
〇
年
代
の
エ
イ
ズ
危
機
に
端
を
発
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※
１   

原
成
吉
『
ア
メ
リ
カ
現
代
詩
入
門　
エ
ズ
ラ
・
パ

　
　

   

ウ
ン
ド
か
ら
ボ
ブ・デ
ィ
ラ
ン
ま
で
』
勉
誠
出
版
、

　
　

   

東
京
、
二
〇
二
〇
年

※
２   R

um
ens, C

arol “Poem
 of the W

eek: Tw
ice

　
　

   a R
iver by Fady Joudah”, The G

uardian, 

　
　

   12 M
arch 2018, https://w

w
w

.theguardian.com
/

　
　

   books/booksblog/2018/m
ar/12/poem

-of-the-

　
　

   w
eek-tw

ice-a-river-by-fady-joudah [L
ast 

　
　

   A
ccessed 18 January 2021]

※
３   A

lyan, H
ala ‘In D

ust.’ Suleim
an, Yasir[Ed.]

　
　

   Being Palestinian: Personal Reflections on 

　
　

 Palestinian Identity in the D
iaspora, Edinburgh,

　
　

 Edinburgh U
niversity Press, 2016, pp. 63-65.

※
４  

菊
地
夏
野
・
堀
江
有
里
・
飯
野
由
里
子
「
ク
ィ
ア
・

　
　
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
と
は
何
か
」『
ク
ィ
ア
・
ス
タ　
　

　
　
デ
ィ
ー
ズ
を
ひ
ら
く　
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
コ

　
　
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
ス
ペ
ー
ス
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
九
年

※
５　

A
braham

, G
eorge “Interview

: G
eorge A

braham”,

　
　

Vagabond C
ity, 18 M

ay 2020, https://

　
　

vagabondcitylit.com
/2020/05/18/interview

-

　
　

george-abraham
/ [Last A

ccessed 18 January 2021]

す
る
ク
ィ
ア
・
ア
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
中
で
、
社
会
の

メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
に
対
す
る
抵
抗
を
表
す
語
と
し
て

用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た※
４

。
ま
た
こ
の
政
治
性
を
脱

色
さ
れ
て
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
総
称
の
よ
う
に
用

い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ど
ち
ら
の
意
味
で「
ク
ィ
ア
」

が
用
い
ら
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、

特
定
の
境
界
を
認
識
し
て
抵
抗
し
て
い
る
人
で
あ
っ
て

も
、
本
来
な
ら
ば
つ
な
が
っ
て
い
る
人
々
の
「
海
」
に

何
か
の
は
ず
み
で
別
の
境
界
を
引
き
、
ぽ
つ
ん
と
閉
ざ

さ
れ
た
「
島
」
に
な
っ
て
し
ま
い
う
る
の
だ
、
と
い
う

よ
う
に
読
め
る
。

性
別
二
元
論
か
ら
、
占
領
者
と
被
占
領
者
が
対
等
で

あ
る
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
「
紛
争
」
の
構
図
ま
で
、

安
易
な
線
引
き
の
暴
力
性
と
常
に
闘
っ
て
い
る
詩
人
が

エ
イ
ブ
ラ
ハ
ム
だ
。
エ
イ
ブ
ラ
ハ
ム
は
詩
集
『
生
得
権

（B
irthright

）』
で
実
験
的
な
詩
形
な
ど
も
駆
使
し
て
い

る
（
例
え
ば
今
回
の
作
品
で
は
、
自
然
な
読
み
方
に
逆

行
す
る
よ
う
な
変
則
的
な
イ
ン
デ
ン
ト
や
改
行
を
用
い

た
り
、
作
品
中
の
区
切
り
を
示
す
マ
ー
ク
と
し
て
閉
じ

て
い
な
い
丸
括
弧
の
片
割
れ
を
使
用
し
た
り
し
て
い

る
）
が
、
こ
れ
は
自
分
の
言
葉
が
さ
ら
り
と
読
み
流
さ

れ
て
分
か
り
や
す
い
枠
に
押
し
込
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と

へ
の
抵
抗
で
も
あ
る
よ
う
だ※
５
。

こ
の
他
に
も
多
く
の
詩
人
た
ち
が
「
パ
レ
ス
チ
ナ
」

と
「
ア
メ
リ
カ
」
の
重
な
り
を
、
絡
ま
り
合
い
を
、
あ

る
い
は
そ
の
隙
間
を
生
き
る
経
験
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場

所
か
ら
語
っ
て
い
る
。
地
中
海
を
越
え
、
大
西
洋
を
跨

い
で
も
引
き
継
が
れ
る
ナ
ク
バ
の
経
験
の
現
在
が
こ
こ

に
あ
る
。


