
夏
も
あ
と
三
日
ぐ
ら
い
で
あ
る
。

往
復
葉
書
が
榎
原
か
ら
届
い
た
の
が
四
日
前
の
こ
と
で
、
こ
ん
ど
の
土
曜
、
例
の
と
こ
ろ

へ
い
く
か
ど
う
か
き
い
て
き
た
。
僕
は
「
い
く
」
に
丸
を
し
た
。

例
の
と
こ
ろ
と
い
う
の
が
、
こ
の
浦
江
の
住
ま
う
家
だ
っ
た
。
海
の
近
く
の
実
家
に
い
ま

は
ひ
と
り
で
住
ん
で
い
る
。
ひ
と
り
に
は
広
過
ぎ
る
家
に
は
猫
が
い
た
が
何
年
か
前
に
い
な

く
な
っ
た
。

は
じ
め
の
こ
ろ
は
こ
の
家
も
だ
い
ぶ
に
ぎ
わ
っ
た
も
の
だ
。
大
学
の
サ
ー
ク
ル
関
連
、
ゼ

ミ
関
連
、
等
々
の
仲
間
が
あ
つ
ま
り
た
お
し
た
。
榎
原
な
ど
は
そ
の
な
か
か
ら
恋
人
を
見
つ

け
て
結
婚
ま
で
し
た
。

あ
れ
か
ら
十
五
年
が
経
ち
、
あ
つ
ま
る
の
は
僕
と
榎
原
の
ふ
た
り
だ
け
に
な
っ
て
い
た
。

榎
原
は
い
つ
か
ら
か
わ
ざ
わ
ざ
往
復
葉
書
を
使
っ
て
連
絡
し
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
企

画
め
か
さ
な
い
と
つ
づ
か
な
く
な
っ
た
の
だ
。

だ
っ
た
ら
や
め
れ
ば
い
い
の
に
、
と
だ
い
た
い
二
年
に
三
度
の
割
合
で
届
く
葉
書
を
見
て

は
思
っ
た
。

そ
う
い
う
僕
も
「
い
か
な
い
」
に
ず
っ
と
丸
を
つ
け
ら
れ
ず
に
い
た
。
榎
原
の
動
向
が
気

に
か
か
る
か
ら
だ
っ
た
。「
い
か
な
い
」
と
し
た
場
合
、
榎
原
は
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

と
も
、
こ
れ
で
自
分
も
い
か
ず
に
す
む
と
ほ
っ
と
す
る
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
は
じ
め
て
気
づ

い
た
の
だ
が
、「
い
く
」
と
し
た
場
合
に
榎
原
が
来
な
い
と
い
う
事
態
を
僕
は
一
度
も
か
ん

が
え
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
じ
っ
さ
い
榎
原
が
来
な
か
っ
た
こ
と
は
な
い
か
ら
、
榎
原
も
僕

が
ま
さ
か
「
い
か
な
い
」
と
い
っ
て
く
る
と
は
か
ん
が
え
て
い
な
い
の
に
ち
が
い
な
い
。
そ

こ
へ
「
い
か
な
い
」
と
、
榎
原
の
意
表
を
い
た
ず
ら
に
突
く
よ
う
な
真
似
を
す
る
の
は
気
が

す
す
ま
な
か
っ
た
。

い
く
理
由
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
い
か
な
い
理
由
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
と
き
に

「
い
か
な
い
」
と
は
い
え
な
い
も
の
が
残
り
、
そ
れ
が
僕
と
榎
原
と
い
う
わ
け
だ
っ
た
。
こ

の
ご
ろ
で
は
、
葉
書
の
や
り
と
り
が
ポ
ー
カ
ー
で
賭
け
金
を
じ
り
じ
り
吊
り
上
げ
る
か
け
ひ

き
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
、
丸
を
す
る
手
に
つ
い
力
が
は
い
っ
た
。
浦
江
は
、
ふ
た
り
は
客
な

の
だ
か
ら
、
も
う
来
る
な
と
は
も
ち
ろ
ん
い
わ
な
い
。

い
っ
そ
会
社
に
し
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
。
よ
く
分
か
ら
な
い
が
気
持
ち
は
そ
う
だ
。
会
社

な
ら
解
散
で
き
る
。
し
か
し
も
う
遅
い
。
三
人
に
は
な
ん
の
た
く
ら
み
も
な
く
、
組
む
こ
と

も
別
れ
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
三
人
で
は
麻
雀
も
で
き
な
い
。

も
う
何
度
目
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
、
計
算
す
れ
ば
だ
い
た
い
分
か
る
が
そ
う
す
る
こ
と
も

せ
ず
、
僕
や
榎
原
の
と
こ
ろ
か
ら
す
こ
し
遠
い
の
で
、
来
れ
ば
か
な
ら
ず
泊
ま
っ
た
。

歯
を
磨
き
、
居
間
の
暖
簾
を
く
ぐ
る
と
、
ま
だ
誰
も
い
な
い
。
時
計
の
文
字
盤
の
ガ
ラ
ス

に
虫
が
昨
日
と
お
な
じ
位
置
に
と
ま
っ
て
い
る
。

「
さ
て
」
と
つ
ぶ
や
い
た
。　
　

さ
て
、
な
ん
だ
ろ
う
。
も
う
一
度
つ
ぶ
や
い
て
み
よ
う
か
。

浦
江
の

家
に

行
く

日

大
久
秀
憲

日
々
是
早
退
。



「
さ
て
」
と
い
っ
た
あ
と
に
、

「
散
歩
で
も
い
こ
う
か
」
と
自
動
的
に
出
て
く
れ
ば
し
め
た
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
な
に
も
出
て
こ
な
い
と
き
が
や
っ
か
い
で
、

「
さ
て
」

と
い
っ
た
あ
と
、
呆
然
と
そ
の
場
に
立
ち
す
く
む
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
の
危
険
性
を
前
に
、
も
う
一
度
つ
ぶ
や
い
て
み
よ
う
か
。
そ
れ
と
も
も
う
ち

ょ
っ
と
し
て
か
ら
に
し
よ
う
か
。
い
や
い
や
、
迷
う
ほ
ど
に
い
い
に
く
く
な
っ
て

い
く
の
は
経
験
上
分
か
っ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
い
え
、
い
っ
て
し
ま
え
、

さ
あ
。

「
ち
ょ
っ
、
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
」

「
な
に
が
」
と
榎
原
の
声
が
し
た
。

「
あ
あ
、
た
す
か
っ
た
」

「
な
に
が
。
散
歩
で
も
い
く
か
」　

砂
浜
ま
で
の
く
だ
り
の
道
だ
っ
た
。　
　

土
を
掘
る
よ
う
な
音
が
し
て
い
た
。
道
端
に
停
ま
っ
て
い
た
壊
れ
た
自
転
車

が
な
く
な
っ
て
い
て
、
か
わ
り
に
バ
ケ
ツ
が
置
い
て
あ
っ
た
。
榎
原
は
歩
き
な
が

ら
、
小
石
を
み
っ
つ
、
つ
づ
け
て
投
げ
い
れ
た
。

榎
原
は
す
こ
し
左
足
を
ひ
き
ず
る
。
む
か
し
、
力
ま
か
せ
に
ガ
ラ
ス
窓
を
蹴
破

っ
た
の
だ
。
い
ま
な
ら
そ
ん
な
こ
と
は
し
な
い
、
と
い
う
が
、
じ
っ
さ
い
に
は
し

な
い
と
い
う
だ
け
で
腹
の
な
か
で
は
一
日
に
四
、
五
枚
は
蹴
破
っ
て
い
る
。
こ
こ

数
年
は
枚
数
が
の
び
ず
二
桁
を
切
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
い
い
こ
と
な
の
か

ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
、
と
榎
原
は
い
っ
た
。　

榎
原
は
僕
と
並
ば
ず
前
を
歩
い
た
。
い
つ
も
そ
う
だ
っ
た
。

海
は
写
真
の
よ
う
だ
っ
た
。
波
が
光
を
い
い
よ
う
に
あ
や
つ
っ
て
、
す
こ
し
青

過
ぎ
る
ぐ
ら
い
だ
っ
た
。

「
ふ
と
ん
干
し
て
く
れ
ば
よ
か
っ
た
」

「
こ
の
分
だ
と
午
後
は
蒸
す
ね
」

な
に
か
と
い
う
と
海
に
ば
か
り
来
て
い
る
。

一
歩
ま
ち
が
え
た
ら
魚
だ
。
海
辺
は
人
類
ぎ
り
ぎ
り
の
場
所
だ
っ
た
。
そ
の
切

迫
感
が
自
分
を
呼
び
寄
せ
て
や
ま
な
い
の
だ
、
と
い
う
の
は
む
り
や
り
こ
し
ら
え

た
理
屈
で
、
な
に
も
さ
だ
め
ず
に
い
る
と
、
気
持
ち
は
自
然
と
海
へ
向
か
う
の
だ

っ
た
。

先
日
、
は
じ
め
て
フ
ァ
ミ
リ
ー
レ
ス
ト
ラ
ン
に
い
っ
た
。
子
ど
も
の
こ
ろ
に
す

ま
せ
て
お
く
の
が
常
識
だ
そ
う
で
、
お
と
な
の
僕
に
は
敷
居
が
高
か
っ
た
。
ど
の

店
も
ガ
ラ
ス
ば
り
で
、
声
が
き
こ
え
な
い
分
噓
の
よ
う
な
フ
ァ
ミ
リ
ー
た
ち
の
団

欒
が
う
か
が
え
る
。
店
の
看
板
を
目
に
す
る
た
び
、
お
呼
び
で
な
い
、
と
い
う
気

分
が
よ
ぎ
っ
た
。
こ
り
ゃ
ま
た
失
礼
い
た
し
ま
し
た
っ
、
と
最
後
ま
で
よ
ぎ
る
こ

と
も
あ
っ
た
。

そ
ん
な
フ
ァ
ミ
リ
ー
レ
ス
ト
ラ
ン
に
い
っ
た
の
は
、
路
上
で
と
つ
ぜ
ん
空
が
暗

く
な
り
、
雷
が
鳴
り
だ
し
た
か
ら
だ
っ
た
。

飲
み
も
の
だ
け
で
五
時
間
い
た
。
外
で
は
雨
が
降
り
つ
づ
け
た
。
客
た
ち
は
自

分
の
テ
ー
ブ
ル
以
外
は
な
い
も
の
と
し
て
ふ
る
ま
っ
て
い
る
。
店
員
は
自
分
の
仕

事
の
終
わ
る
時
間
し
か
気
に
し
て
い
な
い
。
靴
を
脱
ぎ
、
さ
ら
に
靴
下
ま
で
脱
い

で
も
注
意
さ
れ
な
か
っ
た
。
客
の
お
し
ゃ
べ
り
は
つ
づ
き
、
そ
れ
が
一
瞬
も
途
切

れ
な
か
っ
た
か
ら
、
う
る
さ
い
と
も
感
じ
な
か
っ
た
。
料
理
が
は
こ
ば
れ
て
ゆ
く

と
、
い
ま
は
こ
の
ん
で
食
べ
は
し
な
い
が
か
つ
て
は
し
た
し
ん
だ
食
べ
も
の
の
匂

い
が
通
り
過
ぎ
た
。
い
つ
の
ま
に
か
客
の
顔
は
い
れ
か
わ
っ
て
い
て
、
し
か
し
変

わ
る
も
の
は
な
く
、
す
べ
て
を
見
渡
せ
な
い
ほ
ど
の
店
内
に
は
、
な
に
に
う
な
が

さ
れ
た
の
で
も
な
い
流
れ
が
起
き
て
い
た
。
僕
は
自
分
が
こ
こ
に
い
る
の
に
い
な

い
よ
う
な
、
目
を
つ
ぶ
っ
て
い
る
よ
う
な
感
覚
に
つ
つ
ま
れ
た
。
暮
ら
せ
る
、
と

ま
で
思
っ
た
。
海
に
い
る
気
分
を
思
い
出
し
て
い
た
。

座
り
な
お
す
と
砂
が
あ
た
た
か
か
っ
た
。
頭
上
に
あ
っ
た
お
お
き
な
雲
が
沖
の

空
へ
移
っ
て
い
た
。
昨
夜
、
月
が
出
て
い
た
あ
た
り
だ
っ
た
。

長
く
女
の
ひ
と
を
知
っ
て
い
た
。
そ
の
ひ
と
に
は
い
っ
し
ょ
に
暮
ら
す
相
手
が

い
て
、
も
う
会
え
な
い
と
告
げ
ら
れ
た
。
ボ
ウ
リ
ン
グ
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
だ
っ

た
の
で
お
ど
ろ
い
た
。
い
つ
か
い
わ
れ
る
と
は
思
っ
て
い
た
の
で
、
自
分
が
こ
こ

で
ボ
ウ
リ
ン
グ
を
し
て
い
る
こ
と
の
方
に
お
ど
ろ
い
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
電
車
に

揺
ら
れ
、
僕
は
海
に
い
た
。
す
っ
か
り
日
は
沈
ん
で
い
た
。
立
入
禁
止
を
お
か
し

て
は
い
り
こ
ん
だ
埠
頭
に
は
も
ち
ろ
ん
誰
も
い
な
か
っ
た
。
夜
の
海
な
ん
て
か
な

し
み
に
ひ
た
る
に
は
う
っ
て
つ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
す
こ
し
も
か
な
し
く
な

い
。
う
っ
て
つ
け
だ
と
僕
は
い
つ
決
め
た
の
だ
っ
た
ろ
う
。
泣
く
な
ら
こ
こ
で
今

日
か
ぎ
り
、
と
ゆ
る
し
を
出
し
た
の
に
、
ず
っ
と
う
で
ぐ
み
を
し
て
一
点
を
見
つ

め
て
い
た
。
だ
い
た
い
そ
ん
な
こ
と
は
自
分
が
ゆ
る
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

み
る
み
る
気
持
ち
が
冷
め
て
い
く
の
が
分
か
っ
た
。
冷
め
て
い
く
こ
と
に
も
冷
め

て
い
く
よ
う
で
、
ふ
た
り
の
あ
い
だ
が
冷
め
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う

か
、
と
さ
え
思
っ
た
。
な
に
か
の
た
め
に
海
に
来
る
の
は
ま
ち
が
い
だ
。
そ
れ
を

知
っ
て
、
夜
の
海
が
か
な
し
く
見
え
た
。

「
さ
て
」
榎
原
が
立
ち
あ
が
っ
た
。

僕
が
立
ち
あ
が
ら
な
い
の
で
榎
原
は
ま
た
し
ゃ
が
み
こ
ん
だ
。
そ
れ
か
ら
ふ
た

り
間
合
い
を
は
か
っ
て
同
時
に
立
ち
あ
が
っ
た
。　

「
お
ま
え
ひ
と
の
顔
み
て
た
め
息
つ
く
の
や
め
な
よ
」
と
僕
は
い
っ
た
。

「
え
、
つ
い
て
な
い
よ
。
あ
、
つ
い
た
か
」

「
自
覚
は
な
い
ん
だ
ね
」

「
た
め
息
を
つ
い
た
ら
お
ま
え
が
い
た
だ
け
だ
よ
」

「
お
や
、
そ
れ
は
悪
か
っ
た
ね
」

「
こ
ち
ら
こ
そ
悪
か
っ
た
ね
。
お
ま
え
に
は
関
係
な
い
こ
と
な
ん
だ
か
ら
」

僕
が
榎
原
に
関
係
の
な
い
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
る
あ
い
だ
、
榎
原
も
榎
原
で

な
に
か
を
思
い
出
し
て
い
た
ら
し
い
。

榎
原
は
こ
ん
ど
は
わ
ざ
と
ら
し
い
た
め
息
を
つ
き
、
軽
く
う
な
ず
き
、
く
び
を

か
し
げ
た
。
そ
し
て
、

「
泳
ぐ
か
」
と
い
っ
た
。

「
水
着
」

「
な
い
な
。
こ
の
ま
ま
は
い
っ
ち
ゃ
お
う
か
」

「
い
や
あ
そ
れ
は
ど
う
だ
ろ
う
」

「
じ
ゃ
、
よ
す
か
」　　

あ
っ
さ
り
取
り
さ
げ
る
の
で
、
い
ま
の
は
あ
た
ま
ご
な
し
に
過
ぎ
た
の
で
は
な

い
か
と
反
省
し
、
僕
は
や
め
た
方
が
い
い
理
由
を
説
明
し
た
。

僕
の
住
ん
で
い
る
町
の
プ
ー
ル
で
あ
た
り
の
学
校
が
夏
休
み
に
は
い
る
の
を

前
に
着
衣
水
泳
講
習
会
が
開
か
れ
た
。
あ
や
ま
っ
て
服
を
来
た
ま
ま
池
な
ど
に
は

ま
っ
た
場
合
の
対
処
を
お
し
え
て
く
れ
る
。
僕
も
い
つ
あ
や
ま
る
と
も
知
れ
な
い

し
、
散
歩
の
コ
ー
ス
が
不
忍
池
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
参
加
し
た
。
そ

れ
で
だ
い
ぶ
難
渋
し
た
。
水
を
吸
っ
た
服
が
あ
ん
な
に
重
い
も
の
だ
と
は
思
っ
て

も
み
な
か
っ
た
。
ほ
か
の
参
加
者
も
く
ち
ぐ
ち
に
、
重
い
、
重
い
、
と
い
う
の
で

ち
ょ
っ
と
し
た
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
に
な
っ
た
。

「
や
り
た
く
な
る
じ
ゃ
な
い
か
」

説
明
の
途
中
で
榎
原
は
波
に
向
か
っ
て
走
っ
て
い
っ
た
。
僕
も
つ
づ
く
べ
き
か

迷
っ
た
。
こ
ん
な
こ
と
で
迷
っ
て
は
い
ら
れ
な
い
。
海
は
す
ぐ
目
の
前
に
あ
る
の

に
、
走
っ
て
い
た
。

水
は
み
る
み
る
か
ら
み
つ
い
て
く
る
。
重
い
、
は
榎
原
の
く
ち
か
ら
先
に
出

た
。
長
ズ
ボ
ン
は
ひ
ざ
か
ら
下
が
と
く
に
重
い
。
半
ズ
ボ
ン
の
僕
は
多
少
持
ち
こ

た
え
ら
れ
た
。
服
が
濡
れ
て
気
持
ち
が
悪
い
の
と
、
土
足
で
あ
が
っ
て
い
る
感
じ

で
気
持
ち
が
悪
い
の
と
、
い
い
こ
と
は
な
に
も
な
か
っ
た
。

く
わ
え
て
悪
い
こ
と
に
、
プ
ー
ル
と
ち
が
っ
て
波
が
あ
る
の
だ
っ
た
。
身
動
き

が
と
り
に
く
い
と
こ
ろ
を
、
さ
ら
に
揺
ら
れ
る
。
左
右
に
揺
ら
れ
る
の
は
い
い
と

し
て
も
、
上
下
は
ま
ず
い
。
呼
吸
に
影
響
す
る
。
海
水
浴
場
で
は
な
い
の
で
波
に

遠
慮
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
い
く
ら
夏
で
も
朝
の
う
ち
の
水
は
ま
だ
冷
た
い
と

い
う
こ
と
を
忘
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
忘
れ
て
い
た
。

犬
を
つ
れ
た
散
歩
者
が
さ
っ
き
ま
で
僕
た
ち
が
し
ゃ
が
ん
で
い
た
あ
た
り
で
立

ち
ど
ま
っ
て
い
る
。
犬
は
さ
か
ん
に
吠
え
て
い
る
。

「
な
あ
。
こ
れ
っ
て
」
榎
原
は
息
つ
ぎ
を
し
た
。

「
見
方
に
よ
っ
て
は
自
殺
な
ん
じ
ゃ
」

「
そ
れ
以
外
の
見
方
は
あ
る
だ
ろ
う
か
」

「
あ
が
る
ぞ
」

と
に
か
く
あ
わ
て
な
い
こ
と
。
講
習
を
受
け
て
お
い
て
よ
か
っ
た
。
僕
は
榎
原

に
注
意
点
を
つ
た
え
、
く
ら
げ
の
一
群
を
目
の
端
に
留
め
な
が
ら
浜
辺
に
向
か
っ

て
ゆ
っ
く
り
と
歩
き
だ
し
た
。
途
中
、
深
み
に
落
ち
て
は
っ
と
し
た
が
、
う
ま
い

具
合
に
波
に
お
さ
れ
て
帰
り
つ
い
た
。
最
後
の
波
が
高
く
て
、
榎
原
は
体
勢
を
く

ず
し
波
う
ち
ぎ
わ
に
ひ
ざ
を
つ
い
た
。
そ
し
て
そ
の
ま
ま
た
お
れ
て
う
ご
か
な
く

な
っ
た
。
声
を
か
け
る
と
、
目
が
半
開
き
だ
っ
た
。

「
と
、
い
ま
の
は
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
」
榎
原
は
よ
ろ
よ
ろ
と
立
ち
上
が

っ
た
。「
む
か
し
は
よ
く
や
っ
た
も
ん
だ
が
、
彼
の
気
持
ち
を
理
解
で
き
て
は
い

な
か
っ
た
ね
。
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
場
合
、
お
と
な
が
や
る
の
で
な
い
と
忠
実
じ
ゃ
な

い
」

「
で
、
ど
う
だ
っ
た
？
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
目
が
痛
い
。
お
ま
え
も
ど
う
？
」

「
こ
ん
ど
や
っ
て
み
る
よ
」

「
じ
ゃ
あ
そ
の
と
き
は
ま
た
」

最
後
は
立
派
に
社
交
辞
令
だ
っ
た
。
と
も
に
社
会
人
で
あ
る
。
学
生
で
は
な

い
、
と
い
う
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
十
年
ぐ
ら
い
や
っ
て
き
た
。

ず
ぶ
濡
れ
で
浦
江
の
家
に
帰
っ
た
。

水
滴
は
家
に
つ
く
ま
で
衣
服
か
ら
落
ち
つ
づ
け
た
。
自
分
の
ま
わ
り
だ
け
に
雨

が
降
っ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
朝
食
は
カ
レ
ー
だ
。
坂
の
途
中
で
も
う
匂
い
が
し
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歩
い
た
。

榎
原
が
し
ゃ
が
み
こ
ん
だ
。

「
ま
た
つ
ぎ
も
あ
る
ん
だ
よ
な
」

「
な
に
が
」
僕
も
し
ゃ
が
ん
だ
。

「
ま
た
い
つ
か
の
週
末
こ
こ
に
来
る
こ
と
に
な
る
ん
だ
よ
。
き
っ
と
そ
う
だ
よ
」

そ
れ
は
そ
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
な
ん
だ
か
唐
突
だ
っ
た
。
遠
ま
わ
し
な
予

約
に
き
こ
え
た
。
気
が
向
い
た
こ
ろ
に
ま
た
葉
書
を
送
っ
て
く
れ
ば
い
い
こ
と
な

の
に
、
い
つ
と
も
知
れ
な
い
そ
の
日
が
、
い
ま
こ
こ
で
約
束
さ
れ
よ
う
と
し
て
い

る
。
そ
う
で
も
し
な
け
れ
ば
そ
の
日
は
来
な
い
、
と
榎
原
は
い
そ
い
で
い
る
。
そ

う
思
っ
た
。
だ
か
ら
、
こ
れ
が
最
後
だ
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
も
き
こ
え
た
。

あ
の
日
、
一
投
を
残
し
レ
ー
ン
の
前
で
僕
が
ス
ト
ラ
イ
ク
を
ね
ら
っ
て
か
ま
え

て
い
る
。
ふ
た
り
と
も
ス
ト
ラ
イ
ク
が
ひ
と
つ
も
取
れ
な
い
か
わ
り
に
ス
ペ
ア
が

面
白
い
よ
う
に
取
れ
た
ゲ
ー
ム
だ
っ
た
。
そ
の
ひ
と
と
明
日
か
ら
会
え
な
い
と
知

っ
て
い
る
僕
は
い
ま
そ
の
一
投
を
た
め
ら
う
が
、
知
ら
な
い
僕
は
つ
る
っ
と
ボ
ー

ル
を
手
放
し
た
。

浦
江
に
つ
い
て
い
く
も
の
が
い
た
。
犬
だ
っ
た
。
浦
江
は
必
死
に
逃
げ
た
。
犬

の
方
に
分
が
あ
る
の
は
明
ら
か
だ
っ
た
。

「
俺
ら
っ
て
若
い
よ
な
」
榎
原
が
い
っ
た
。　

ふ
だ
ん
榎
原
は
俺
と
は
い
わ
な
い
。
俺
ら
、
と
い
う
く
く
り
か
た
は
な
お
さ
ら

な
か
っ
た
。

「
ま
あ
、
そ
う
ね
え
」　　
　
　

こ
た
え
は
あ
い
ま
い
に
な
っ
た
。

「
横
綱
な
ら
引
退
し
て
て
も
お
か
し
く
は
な
い
」

「
横
綱
な
ら
ね
」

「
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
っ
て
い
く
つ
だ
っ
た
の
か
な
あ
」
榎
原
は
そ
う
い

っ
て
顔
を
あ
げ
た
。

浦
江
は
海
に
逃
げ
こ
ん
だ
。
犬
も
さ
す
が
に
そ
れ
に
は
つ
き
あ
わ
な
か
っ
た
。

犬
が
い
な
く
な
る
と
浦
江
は
浜
に
あ
が
っ
て
き
て
、
煙
草
を
取
り
出
し
、
あ
ぐ
ら

を
か
い
た
。
煙
草
は
折
れ
曲
が
る
ぐ
ら
い
に
濡
れ
て
い
て
、
ラ
イ
タ
ー
は
つ
か
な

か
っ
た
。

「
俺
ら
っ
て
」
と
僕
は
た
め
し
に
い
っ
て
み
て
、
あ
と
が
つ
づ
か
な
か
っ
た
。

榎
原
も
浦
江
も
な
に
も
い
わ
な
い
。
な
に
も
い
う
こ
と
の
な
い
沈
黙
と
、
い

っ
て
も
し
か
た
が
な
い
か
ら
沈
黙
す
る
の
と
、
ふ
た
つ
の
沈
黙
が
か
さ
な
り
あ
っ

て
、
と
も
す
る
と
笑
い
だ
し
そ
う
に
な
っ
て
い
る
。
笑
う
の
も
ま
た
ち
が
う
、
と

思
っ
て
い
る
。
だ
ま
っ
て
い
る
か
ら
そ
れ
も
分
か
ら
な
い
。

右
か
ら
左
に
波
が
く
ず
れ
た
。
分
か
る
の
は
、
三
人
が
海
の
方
を
見
て
い
る
こ

と
だ
け
だ
っ
た
。
つ
ぎ
の
波
が
盛
り
あ
が
ろ
う
と
し
て
い
る
。　
　
　
　
　
（
了
）

 

「
や
め
た
方
が
い
い
っ
て
？
」

「
死
ん
だ
方
が
い
い
っ
て
？
」

「
な
ら
ま
だ
い
い
。
や
め
る
し
死
ぬ
よ
。
ラ
ー
メ
ン
食
べ
て
た
方
が
い
い
、
っ
て

い
わ
れ
た
ん
だ
」

浦
江
の
詩
の
ど
こ
に
も
カ
レ
ー
と
い
う
こ
と
ば
は
な
か
っ
た
と
い
う
か
ら
、
詩

人
は
カ
レ
ー
よ
り
は
ラ
ー
メ
ン
が
好
き
で
そ
う
い
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ
ん
な
こ

と
と
は
お
よ
そ
関
係
の
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
ラ
ー
メ
ン
を
食
べ
て
い
る
方
が
ま
し

だ
と
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ひ
ど
い
。
ほ
か
に
も
っ
と
い
い
か
た
は
な
か
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
浦
江
が
ラ
ー
メ
ン
を
食
べ
て
い
る
と
こ
ろ
を
ク

ラ
ス
の
誰
か
が
見
た
ら
な
ん
と
思
う
だ
ろ
う
。
僕
が
浦
江
の
親
な
ら
泣
く
。

浦
江
は
詩
を
や
め
た
。
な
に
も
の
か
を
そ
の
ひ
と
か
ら
う
ば
う
に
は
た
っ
た
ひ

と
こ
と
で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
の
だ
。
僕
に
も
そ
ん
な
覚
え
が
あ
っ
た
。

「
こ
の
カ
レ
ー
が
ま
ず
い
ん
だ
よ
」
浦
江
は
匙
を
置
い
た
。「
ま
ず
い
カ
レ
ー
は

二
日
目
で
も
ま
ず
い
ま
ま
な
ん
だ
よ
」

カ
レ
ー
は
浦
江
の
得
意
料
理
だ
っ
た
。
こ
の
家
で
は
カ
レ
ー
し
か
出
た
こ
と
が

な
い
。
カ
レ
ー
し
か
つ
く
れ
な
い
の
か
も
し
れ
な
か
っ
た
。
唯
一
の
料
理
が
得
意

の
料
理
で
、
そ
れ
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
こ
れ
は
も
う
す
く
い
よ

う
が
な
い
。
い
た
ま
し
い
過
去
を
思
い
出
し
た
の
も
分
か
る
。

べ
つ
に
い
い
じ
ゃ
な
い
か
、
気
に
す
る
な
よ
、
と
な
ぐ
さ
め
て
は
や
れ
な
か
っ

た
。
べ
つ
に
い
い
じ
ゃ
な
い
か
、
と
は
僕
は
思
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

カ
レ
ー
に
は
ひ
と
こ
と
あ
る
。
浦
江
を
後
ろ
手
に
縛
り
つ
け
、
目
の
前
で
カ
レ

ー
を
つ
く
り
こ
ん
で
や
り
た
い
、
と
い
く
ど
思
っ
た
こ
と
か
。
し
か
し
ひ
と
の
カ

レ
ー
に
く
ち
を
出
し
て
は
い
け
な
い
。
浦
江
の
真
似
で
い
う
と
、
強
制
さ
れ
な
い

自
由
を
ま
も
り
た
か
っ
た
。
こ
と
は
カ
レ
ー
に
か
ぎ
ら
な
い
。

「
そ
ん
な
に
ま
ず
く
な
い
よ
」
榎
原
が
い
っ
た
。

思
わ
ず
僕
は
榎
原
を
見
た
。
僕
は
榎
原
も
カ
レ
ー
に
は
ひ
と
こ
と
あ
る
の
を
う

す
う
す
感
づ
い
て
い
た
の
で
、
そ
の
榎
原
が
そ
ん
な
こ
と
を
い
う
の
が
信
じ
ら
れ

な
か
っ
た
。
ま
ず
い
、
と
は
い
え
な
い
し
、
う
ま
い
、
と
は
到
底
い
え
な
い
の
で

あ
い
だ
を
取
っ
た
、
と
い
う
配
慮
だ
っ
た
と
し
て
も
、
浦
江
は
そ
う
は
受
け
取
ら

な
か
っ
た
。
皿
を
見
つ
め
、

「
お
ま
え
は
ブ
ス
に
向
か
っ
て
そ
ん
な
に
ブ
ス
じ
ゃ
な
い
よ
っ
て
い
う
よ
う
な
そ

う
い
う
や
つ
だ
」

「
お
い
、
濡
れ
衣
に
も
ほ
ど
が
あ
る
ぞ
」

そ
れ
か
ら
い
い
あ
い
に
な
っ
た
が
、
僕
は
浦
江
に
も
榎
原
に
も
一
理
あ
る
と
思

っ
た
の
で
、
だ
ま
っ
て
カ
レ
ー
を
食
べ
て
外
へ
出
た
。

外
へ
出
た
と
こ
ろ
で
、
い
く
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
。
い
く
と
こ
ろ
が
な
い
と
な

れ
ば
、
海
に
い
く
ほ
か
な
か
っ
た
。

木
陰
ひ
と
つ
な
い
く
だ
り
の
道
を
歩
い
て
い
る
と
、
坂
が
終
わ
る
あ
た
り
で
影

が
追
い
つ
い
て
き
て
、
榎
原
だ
っ
た
。
浦
江
が
つ
づ
い
た
。

風
は
や
ん
で
い
た
。
そ
こ
で
砂
浜
が
終
わ
る
崖
が
遠
く
で
眩
し
か
っ
た
。

さ
っ
き
海
鳥
が
飛
び
た
っ
た
あ
た
り
に
来
て
、
浦
江
が
一
目
散
に
駈
け
だ
し

た
。
ち
ょ
っ
と
走
っ
て
ふ
り
か
え
り
、
誰
も
つ
い
て
来
な
い
の
を
知
る
と
、
ま
た

一
目
散
に
駈
け
だ
し
た
。

な
ん
の
跡
か
、
縄
の
む
す
ば
れ
た
竹
竿
が
立
っ
て
い
る
の
を
目
印
に
そ
こ
ま
で

た
。
ま
わ
り
の
家
々
も
察
知
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
昨
日
の
残
り
の
カ
レ
ー
で

あ
る
。

台
所
か
ら
浦
江
が
半
分
顔
を
出
し
て
、

「
砂
を
家
の
な
か
に
い
れ
な
い
。
ご
は
ん
だ
か
ら
す
ぐ
着
が
え
る
」

と
い
い
、
食
卓
に
つ
い
て
は
じ
め
て
、

「
な
に
や
っ
た
の
？　

と
っ
く
み
あ
い
？
」
と
た
ず
ね
、

「
ま
さ
か
」
と
ひ
と
り
で
結
論
し
た
。

浦
江
は
つ
ね
に
暗
い
が
、
い
つ
に
な
く
暗
か
っ
た
。
誰
が
見
て
も
早
退
を
す
す

め
る
顔
を
し
て
い
た
の
で
、
そ
う
い
っ
た
。

「
ど
こ
に
帰
る
ん
だ
よ
自
分
ち
だ
よ
こ
こ
」

早
退
が
で
き
な
い
。
こ
れ
は
苦
し
そ
う
だ
っ
た
。
で
き
る
で
き
な
い
は
さ
て
お

い
て
、
早
退
が
あ
る
、
と
思
う
だ
け
で
い
っ
と
き
で
も
す
く
わ
れ
る
気
持
ち
に
な

る
も
の
だ
。

「
強
制
さ
れ
た
自
由
」
浦
江
は
い
っ
た
。

意
味
が
分
か
ら
な
い
だ
け
に
意
味
あ
り
げ
だ
っ
た
。
な
ん
と
な
く
暗
そ
う
で
は

あ
っ
た
。
し
か
し
浦
江
の
く
ち
か
ら
出
る
と
、
ハ
ワ
イ
、
も
暗
く
き
こ
え
る
。
い

っ
た
い
、
カ
レ
ー
を
食
べ
な
が
ら
す
る
は
な
し
だ
ろ
う
か
、
と
思
っ
た
ら
、

「
大
学
の
近
く
に
カ
レ
ー
屋
が
あ
っ
た
ろ
う
」

と
い
う
の
で
、
な
に
か
関
係
は
あ
る
ら
し
い
。　

そ
の
店
の
名
前
は
知
っ
て
い
た
。
僕
の
学
部
か
ら
は
離
れ
て
い
た
の
で
い
っ
た

こ
と
は
な
か
っ
た
。

「
お
か
わ
り
自
由
な
ん
だ
よ
」

そ
れ
は
知
ら
な
か
っ
た
。
フ
ァ
ミ
リ
ー
レ
ス
ト
ラ
ン
の
飲
み
も
の
も
お
か
わ

り
は
自
由
だ
っ
た
。
だ
が
あ
れ
は
時
間
を
お
か
わ
り
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
っ

た
。
カ
レ
ー
は
目
に
見
え
る
。
そ
の
店
で
は
ぼ
ん
や
り
長
居
で
き
な
い
。
浦
江
は

つ
づ
け
る
。

「
ご
は
ん
が
な
く
な
る
と
ね
、
カ
ウ
ン
タ
ー
ご
し
に
さ
っ
、
と
ご
は
ん
が
出
て
く

る
。
食
べ
る
配
分
を
ま
ち
が
え
て
ル
ー
が
足
り
な
く
な
っ
て
く
る
と
、
こ
ん
ど
は

ル
ー
が
さ
っ
、
と
。
そ
れ
は
あ
り
が
た
い
ん
だ
。
で
ね
、
ル
ー
と
ご
は
ん
と
、
足

並
み
が
そ
ろ
っ
て
ご
ち
そ
う
さ
ま
と
い
う
と
き
に
も
ね
、
さ
さ
っ
、
と
」

「
ル
ー
と
ご
は
ん
が
」

「
そ
う
。
拒
否
で
き
な
い
」　　

し
ゃ
も
じ
と
玉
杓
子
を
手
に
カ
ウ
ン
タ
ー
の
向
こ
う
で
店
員
が
こ
こ
ぞ
と
い
う

機
会
を
う
か
が
っ
て
い
る
。
居
合
い
抜
き
の
よ
う
だ
。

「
強
制
さ
れ
た
自
由
」
浦
江
は
も
う
い
ち
ど
い
っ
た
。

「
わ
ん
こ
そ
ば
だ
ね
」
僕
が
い
っ
た
。

「
そ
う
く
る
と
は
思
っ
て
た
。
あ
れ
は
お
か
わ
り
自
由
が
本
来
だ
ろ
」
浦
江
は
即

座
に
い
い
か
え
し
た
。

そ
の
店
で
も
の
す
ご
く
お
腹
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
学
生
の
浦
江
は
、
強
制
さ

れ
た
自
由
、
と
い
う
こ
と
ば
を
思
い
つ
き
、
詩
を
書
い
た
。
学
部
を
こ
え
て
詩
の

創
作
ク
ラ
ス
に
も
ぐ
り
こ
ん
で
い
た
の
だ
と
い
う
。
浦
江
の
暗
さ
と
そ
の
こ
と
と

は
、
多
少
つ
な
が
り
が
あ
り
そ
う
だ
っ
た
。
ク
ラ
ス
で
詩
を
提
出
し
た
ら
、
そ
の

場
で
講
師
の
現
代
詩
人
に
酷
評
さ
れ
た
。

「
こ
ん
な
詩
を
書
く
ぐ
ら
い
だ
っ
た
ら
」

大
久
秀
憲§

O
h

isa
 H

id
e

n
o

ri

72
年
生
。
小
説
家
。
97
年
「
葛
西
夏
休
み
日
記
帳
」
で
早
稲
田
文
学
新

人
賞
、
01
年
「
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
」
で
す
ば
る
新
人
賞
を
受
賞
。
持
ち
味

と
す
る
老
成
し
た
作
風
は
三
十
代
な
か
ば
に
至
っ
て
ま
す
ま
す
盛
ん
な
る
も
、

若
さ
の
感
じ
ら
れ
ぬ
寡
作
ぶ
り
も
い
っ
そ
う
際
立
つ
昨
今
。

03



04

　
　
　

若
い
手
帖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寺
山
修
司

　
　
　
　
　

1

た
と
え
ば
五
月
の
星
を
百
万
ま
で
も
数
え
よ
う
と
す
る
。
大
き
な
椅
子
の

上
に
や
わ
ら
か
い
平
衡
が
あ
る
。

少
年
よ
。
一
体
僕
は
ど
こ
に
い
て
、
そ
し
て
だ
れ
を
待
つ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　

2

バ
ラ
色
の
雲
を
破
つ
て
足
の
長
い
郵
便
夫
が
あ
ら
わ
れ
る
。

彼
は
と
て
も
若
い
の
で
〈
幸
福
〉
に
ス
タ
ン
プ
は
押
さ
な
い
。

少
年
の
内
に
い
る
僕
が
耳
を
す
ま
せ
ば
僕
を
訪
れ
る
森
の
少
女
の
ソ
ネ
ツ
ト
。

　
　
　
　
　

3

忘
れ
た
ふ
り
を
す
る
こ
と
は
愉
し
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
だ
、
僕
は

お
ま
え
を
し
ら
な
か
つ
た
。

｜  

｜
｜

た
そ
が
れ
、
展
覧
会
の
画
の
前
で
僕
は
ひ
と
り
言
を

　
　
　

つ
ぶ
や
い
て
い
た
の
だ
つ
た

新
連
載　

寺
山
修
司
、
十
九
歳
。
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4

〈
あ
れ
は
ほ
ん
と
の
青
空
だ
よ
〉

〈
お
ま
え
の
頬
に
ア
プ
ラ
ク
サ
ス
を
書
い
て
や
ろ
う
か
〉

〈
知
ら
な
い
ね
〉

　
　
　
　
　

5

枝
に
時
間
が
ひ
つ
か
か
つ
た
。
山
羊
が
教
科
書
の
方
で
鳴
い
て
い
る
。

失
く
し
た
く
な
い
の
で
僕
は
何
も
考
え
は
し
な
い
。
マ
ク
ダ
エ
ル
の
牧
歌
が
キ
ヤ
ベ
ツ

に
沈
む
と
ち
よ
つ
ぴ
り
涙
ぐ
ん
で
食
欲
を
増
す

　
　
　
　
　

6

あ
ゝ
け
れ
ど
も
4
B
の
鉛
筆
で
夜
を
塗
る
と
星
が
無
限
に
で
て
く
る
の
だ
。

こ
の
星
の
光
は
し
か
し
決
し
て
一
瞬
も
お
な
じ
で
は
な
い
の
に

僕
は
ど
こ
に
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
う
し
て
だ
れ
を
待
つ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

『
風
』
と
呼
ば
れ
た
雑
誌
が
あ
っ
た　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

久
松
健
一

一
九
五
五
（
昭
和
三
十
）
年
、
そ
れ
は
発
行
さ
れ
た
。
早
稲
田
大
学
の
教
育
学
部
国
語
国
文

学
科
の
学
生
た
ち
が
つ
く
っ
た
ク
ラ
ス
誌
で
あ
る
。
責
任
編
集
は
秋
沢
昇
で
、
創
刊
号
表
紙
の

「
風
」
の
文
字
と
扉
の
カ
ッ
ト
を
手
が
け
た
の
は
寺
山
修
司
。
ほ
ん
の
数
ヶ
月
前
に
、

こ
ろ
が
り
し
カ
ン
カ
ン
帽
を
追
う
ご
と
く
故
郷
の
道
を
駈
け
て
帰
ら
む

の
一
首
を
含
む
「
チ
ェ
ホ
フ
祭
」
で
『
短
歌
研
究
』
の
特
選
と
な
り
、
歌
壇
に
華
々
し
く
デ
ビ

ュ
ー
、「
昭
和
の
啄
木
」
と
絶
賛
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

三
号
ま
で
続
い
た
こ
の
ク
ラ
ス
誌
の
書
き
手
た
ち
は
皆
、
青
春
の
絶
頂
を
謳
歌
し
て
い
た
。

の
ち
に
、
作
家
、
脚
本
家
と
し
て
世
に
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
山
田
太
一
も
そ
の
な
か
に
い

た
。
し
か
し
、
寺
山
に
と
っ
て
、『
風
』
に
作
品
を
投
じ
た
期
間
は
か
な
ら
ず
し
も
明
る
い
時

代
で
は
な
か
っ
た
。
腎
臓
病
ネ
フ
ロ
ー
ゼ
を
患
い
、
約
四
年
間
に
渡
っ
て
ベ
ッ
ド
で
の
安
静
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
時
期
と
重
な
る
か
ら
だ
。

た
だ
、
修
司
は
ひ
る
ま
な
か
っ
た
。
睾
丸
が
パ
ン
パ
ン
に
は
れ
あ
が
っ
て
も
、
創
作
意
欲
は

衰
え
な
い
。
絶
対
安
静
を
命
じ
ら
れ
て
も
、
詩
を
書
き
、
俳
句
を
ひ
ね
り
、
短
歌
を
詠
む
こ
と

を
忘
れ
な
か
っ
た
。
病
を
題
材
に
し
た
泣
き
言
は
つ
づ
ら
な
い
。
死
の
恐
怖
と
戦
い
な
が
ら

も
、
生
を
し
っ
か
り
と
見
つ
め
て
い
た
。

「
死
を
か
か
え
こ
ま
な
い
生
に
、
ど
ん
な
真
剣
さ
が
あ
る
だ
ろ
う
。

明
日
死
ぬ
と
し
た
ら
、
今
日
何
を
す
る
か
？
」

そ
し
て
、
病
床
か
ら
恩
師
に
宛
て
て
こ
う
記
す
。

「『
行
動
す
る
』
こ
と
こ
そ
偉
大
で
す
」

彼
の
言
う
「
行
動
」
と
は
「
こ
と
ば
」。
純
粋
に
「
こ
と
ば
」
を
追
い
か
け
続
け
た
。

こ
の
珍
し
い
三
冊
の
ク
ラ
ス
誌
を
手
に
入
れ
た
の
は
、
か
れ
こ
れ
二
十
年
ほ
ど
前
の
こ
と
。

風
変
わ
り
な
古
本
屋
の
親
父
か
ら
、
突
然
、「
宝
物
を
譲
る
よ
」
と
言
わ
れ
貰
い
受
け
た
。

「
た
し
か
に
寺
山
は
好
き
で
す
が
、
こ
ん
な
貴
重
品
を
ど
う
し
て
僕
に
譲
っ
て
く
れ
る
ん
で
す

か
。
ご
存
知
で
し
ょ
、
そ
ん
な
に
お
金
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
感
激
で
す
。
で
も
、
な

ん
だ
か
不
思
議
な
気
が
し
て
…
…
」

そ
ん
な
風
に
、
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
と
慌
て
た
調
子
で
嬉
し
い
と
ま
ど
い
を
そ
の
ま
ま
口
に
す
る

と
、
店
主
は
、
わ
た
し
の
目
を
見
な
が
ら
言
っ
た
。

「
い
い
か
い
、
質
問
は
一
度
し
か
で
き
な
い
ん
だ
」

『
風
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
寺
山
の
知
ら
れ
た
台
詞
で
あ
る
。
答
は
い
く
つ
も
用
意
さ
れ
て
い

る
。
だ
が
、
質
問
は
一
度
し
か
で
き
な
い
、
寺
山
は
そ
う
考
え
て
い
た
。「
質
問
」
と
「
答
」

と
名
づ
け
た
亀
を
飼
っ
て
い
た
時
期
も
あ
る
と
い
う
。
後
者
は
何
回
か
代
替
わ
り
し
た
が
、

「
質
問
」
は
ず
っ
と
水
槽
で
生
き
続
け
た
そ
う
だ
。

人
生
は
た
だ
一
問
の
質
問
に
す
ぎ
ぬ
と
書
け
ば
二
月
の
か
も
め

『
風
』
の
創
刊
も
二
月
十
五
日
の
こ
と
で
あ
る
。

寺
山
修
司§

Te
ra

y
a

m
a

 S
y

u
ji

一
九
三
五
│
一
九
八
三
。
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
か
ら
始
ま
り
演
劇
、
映
画
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
、
詞
や
短
歌
へ
と
活
動
範
囲

を
広
げ
、
一
九
六
七
年
演
劇
実
験
室
「
天
井
棧
敷
」
設
立
。
国
内
外
で
多
く
の
公
演
活
動
を
行
い
、
前
衛
芸
術
と
し
て

の
評
価
を
得
る
。
本
人
曰
く
、「
職
業
は
、
寺
山
修
司
」。

久
松
健
一§

H
isa

m
a

tsu
 K

e
n

'ich
i

56
年
生
、
明
治
大
学
助
教
授
。
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今
回
は
じ
つ
は
別
の
思
想
家
を
考
え
て
い
た
の
だ
け
れ
ど
、
折
り
し
も
、
サ
ッ
カ
ー
W
杯
の
日
々
。
案
の
定
、

「
四
年
間
の
集
大
成
」
な
ら
ぬ
醜
態
性
を
晒
し
て
終
わ
っ
た
「
ジ
ー
コ
ジ
ャ
パ
ン
」
の
暗
色
を
目
に
、
当
事
者
や
周

囲
か
ら
沸
き
立
つ
「
精
神
力
」
云
々
の
大
合
唱
を
耳
に
し
て
激
憤
、
お
前
ら
全
員
い
ま
す
ぐ
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
読

め
!　

と
何
度
も
叫
ん
で
し
ま
っ
た
手
前
、
こ
こ
に
は
急
遽
、「
思
考
と
動
く
も
の
」
の
共
振
関
係
を
説
き
つ
づ
け

た
内
在
哲
学
の
泰
斗
に
登
場
し
て
貰
う
こ
と
に
す
る
。

実
際
、
彼
の
著
作
は
、
い
や
し
く
も
ス
ポ
ー
ツ
に
携
わ
る
者
の
必
読
書
と
化
す
は
ず
だ
が
、
ち
な
み
に
、
ア
フ

リ
カ
選
手
な
ど
の
躍
動
感
を
評
す
る
に
「
身
体
能
力
が
高
い
」
と
い
う
紋
切
型
が
あ
る
。
こ
の
言
葉
の
一
方
に
は
、

デ
カ
ル
ト
的
な
心
身
の
二
分
法
お
よ
び
優
劣
関
係
に
従
っ
て
、「
知
性
は
低
い
（
か
も
し
れ
な
い
）」
と
い
う
侮
蔑

的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
孕
ま
れ
、
他
方
に
は
、
ろ
く
な
動
き
も
で
き
ぬ
日
本
選
手
の
身
体
と
て
「
気
持
」
ひ
と
つ
で

何
と
か
な
る
と
い
っ
た
錯
覚
が
、
ほ
と
ん
ど
戦
中
大
本
営
発
表
的
な
喧
噪
を
産
み
出
し
て
も
い
た
わ
け
だ
が
、
ベ

ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
冗
談
じ
ゃ
な
い
。
身
体
活
動
以
外
の
い
っ
た
い
何
が
知
性
を
誘
発
し
え
よ
う
か
と
い
う
の
が
、

た
と
え
ば
そ
の
『
物
質
と
記
憶
』（
一
八
九
六
年
）
の
大
前
提
と
な
る
か
ら
だ
。

人
間
に
と
っ
て
一
義
的
な
こ
と
は
、
こ
の
世
界
に
生
き
て
動
く
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
と
き
、
身
体
が
、
物
質
の
世
界

全
体
か
ら
あ
く
ま
で
も
そ
の
行
動
の
利
害
に
従
っ
て
そ
の
つ
ど
分
離

0

0

す
る
も
の
が
、
個
々
の
「
知
覚
」
と
な
る
（
カ

ン
ト
の
「
現
象
＝
表
象
」
と
「
物
自
体
」
と
の
関
係
は
、
見
か
け
と
不
可
触
な
本
体
と
で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
部
分

と
全
体
と
の
関
係
に
転
ず
る
）。「
知
覚
」
と
は
つ
ま
り
、
純
粋
な
認
識
作
用
で
は
な
く
、
そ
れ
じ
た
い
が
す
で
に
一

種
の
行
動
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
行
動
の
多
様
な
可
能
性
の
別
称
と
も
な
る
。
そ
の
動
き
が
活
発
で
あ
れ
ば
あ
る

ほ
ど
、
世
界
か
ら
分
離
し
て
反
応
す
べ
き
諸
表
象
＝
知
覚
の
組
合
せ
、
お
よ
び
、
身
体
の
内
側
か
ら
こ
れ
に
結
び
つ

く
感
覚
の
動
き
も
ま
た
多
様
で
あ
る
か
ら
だ
。
さ
ら
に
は
、
こ
の
多
様
性
の
も
た
ら
す
「
未
決
定
の
中
心
」
と
し
て

の
身
体
に
、「
記
憶
」
が
、
や
は
り
活
動
の
現
在
に
資
す
べ
く
、
生
の
持
続
が
「
雪
だ
る
ま
式
に
」
膨
れ
上
が
ら
せ
る

そ
の
潜
在
的
な
ス
ト
ッ
ク
か
ら
呼
び
起
こ
さ
れ
て
は
、
知
覚
―
感
覚
の
一
つ
一
つ
に
結
合

0

0

し
て
や
ま
ず
、
こ
れ
に
従
っ

て
、「
未
決
定
」
の
幅
、
行
動
選
択
の
可
能
性
は
（
知
覚
＝
可
能
的
行
動
と
現
実
行
動
と
の
自
動
的
合
致
を
本
質
と
す

る
昆
虫
な
ど
の
「
本
能
」
に
比
し
て
）
い
よ
い
よ
多
岐
に
わ
た
る
。
こ
の
分
離
＝
結
合
の
幅
、
つ
ま
り
、
世
界
の
た

だ
中
で
き
び
き
び
と
変
位
移
動
す
る
身
体
に
お
け
る
、
物
質
と
記
憶
と
の
出
会
い
の
振
幅
。
こ
れ
こ
そ
「
知
性
」
の

座
に
他
な
ら
ぬ
と
い
う
の
が
、
独
自
の
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
論
の
も
と
に
示
さ
れ
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
│
│
そ
こ
か
ら
発
し

て
、
目
も
眩
む
よ
う
な
複
雑
精
緻
な
屈
折
を
示
す
理
路
の
進
展
を
暴
力
的
に
割
愛
す
れ
ば
│
│
基
本
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

と
な
る
。
振
幅
の
増
大
と
と
も
に
意
識
の
「
緊
張
度
」（
し
た
が
っ
て
、
権
利
上
ま
た
そ
の
「
自
由
度
」）
は
高
ま
る
。

大
略
そ
う
し
た
知
性
を
携
え
て
、
外
界
と
の
よ
り
良
き
関
係
に
む
け
て
自
己
を
柔
軟
に
刷
新
し
な
が
ら
、
人
は
ま
た

外
界
に
働
き
か
け
る
だ
ろ
う
。
要
す
る
に
、「
精
神
は
、
物
質
か
ら
、
知
覚
を
借
り
て
、
こ
こ
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
吸

収
し
、
こ
れ
に
自
由
を
刻
印
し
て
、
身
体
の
運
動
と
い
う
か
た
ち
で
、
物
質
に
返
す
」（
岡
部
聰
夫
訳
）
の
だ
、
と
。　

だ
か
ら
、
動
き
を
固
定
す
る
こ
と
は
、
た
ん
に
非
・
知
性
的
で
あ
る
ば
か
り
か
「
悪
」
で
さ
え
あ
る
。
そ
う
断

こ
の
と
こ
ろ
吉
祥
寺
か
ら
お
た
く
シ
ョ
ッ
プ
の
撤
退
が
続
い
て
い
る
。
ま
ん
が
の
森
が
閉
店
し
、
ボ
ー
ク
ス
が

立
川
に
移
転
、
ウ
ェ
ー
ブ
も
一
階
部
分
を
閉
鎖
し
た
。
パ
ル
コ
に
入
っ
て
い
た
『
ホ
ビ
ー
ジ
ャ
パ
ン
』
の
直
営
店

も
閉
店
し
た
。
イ
エ
ロ
ー
サ
ブ
マ
リ
ン
、
ミ
ン
ト
シ
ョ
ッ
プ
は
と
う
に
撤
退
し
て
い
て
、
吉
祥
寺
の
お
た
く
シ
ョ

ッ
プ
は
壊
滅
状
態
で
、
駅
前
に
あ
る
角
川
が
無
駄
金
使
っ
て
出
し
た
『
ケ
ロ
ロ
軍
曹
』
の
巨
大
看
板
だ
け
が
ひ
ど

く
空
し
い
。
ま
あ
、
地
元
の
商
工
会
議
所
が
調
子
に
乗
っ
て
街
起
こ
し
の
イ
ベ
ン
ト
と
称
し
て
竹
熊
健
太
郎
が
審

査
員
の
ど
う
に
も
つ
ら
い
コ
ス
プ
レ
イ
ベ
ン
ト
を
始
め
た
時
点
で
、
そ
り
ゃ
、
お
た
く
は
こ
ん
な
街
、
住
み
た
く

な
い
と
思
う
だ
ろ
う
が
、
吉
祥
寺
の
惨
状
は
単
に
吉
祥
寺
か
ら
お
た
く
が
姿
を
消
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
オ
タ
ク

バ
ブ
ル
が
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
、
極
め
て
わ
か
り
易
い
例
と
し
て
あ
る
。
ジ
ャ
パ
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
が
「
評
価
」

さ
れ
た
は
ず
の
ア
メ
リ
カ
側
の
代
理
店
か
ら
ア
ニ
メ
版
権
料
の
不
払
い
が
生
じ
て
い
る
こ
と
も
、
国
策
フ
ァ
ン
ド

ア
ニ
メ
『
北
斗
の
拳
』
が
な
か
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
、
お
た
く
市
場
の
バ
ブ
ル
崩
壊
に
つ
い
て
関
係

者
は
皆
、
口
を
つ
ぐ
ん
で
い
る
。

結
局
、
こ
の
オ
タ
ク
バ
ブ
ル
も
国
策
と
し
て
そ
れ
に
便
乗
し
た
人
々
に
担
わ
れ
た
、
と
い
う
点
で
良
く
も
悪
く

も
村
上
フ
ァ
ン
ド
に
象
徴
さ
れ
る
金
融
界
で
の
事
態
の
い
じ
ま
し
い
ミ
ニ
チ
ュ
ア
と
し
て
受
け
と
め
る
の
が
正
解

で
、
そ
の
意
味
じ
ゃ
同
じ
「
村
上
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
村
上
隆
が
自
作
を
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
ア
ー
ト
」
と
し
て
保
護

せ
よ
、
と
し
た
衣
料
品
メ
ー
カ
ー
と
の
裁
判
は
仲
々
、
興
味
深
い
。
裁
判
は
あ
る
子
供
服
メ
ー
カ
ー
が
村
上
隆
の

「
オ
リ
ジ
ナ
ル
ア
ー
ト
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
D
O
B
君
」
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
「
類
似
」
し
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
マ

ウ
ス
く
ん
」
を
考
案
し
た
と
こ
ろ
村
上
側
が
著
作
権
侵
害
と
訴
え
た
も
の
で
あ
る
。
結
果
は
和
解
と
は
い
え
「
著

作
権
侵
害
事
件
と
し
て
は
か
な
り
高
額
の
和
解
金
」
を
村
上
隆
が
受
け
と
り
村
上
側
の
実
質
、
勝
訴
と
な
っ
た
が
、

さ
て
問
題
は
こ
の
「
現
代
ア
ー
ト
の
世
界
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
る
こ
と
が
絶
対
的
な
生
命
線
」
と
村
上
が
主
張
す

る
と
こ
ろ
の
D
O
B
君
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
と
や
ら
で
あ
る
。

D
O
B
君
と
い
っ
て
も
大
抵
の
人
が
ど
ん
な
キ
ャ
ラ
か
思
い
出
せ
な
い
だ
ろ
う
が
、
ど
う
見
て
も
フ
ォ
ル
ム
は

ミ
ッ
キ
ー
マ
ウ
ス
で
、
違
う
と
こ
ろ
は
耳
の
左
右
に
「
D
」
と
「
B
」
と
一
字
ず
つ
書
か
れ
て
い
る
、
顔
の
部
分

が
露
出
し
て
い
る
と
い
っ
た
程
度
で
、「
デ
ィ
ズ
ニ
ー
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
」
と
ア
ニ
メ
界
の
人
間
の
考
え
る
「
大

き
な
耳
」
と
「
4
本
指
の
手
」
は
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
一
方
、
衣
料
品
メ
ー
カ
ー
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
、
耳
の
マ

ー
ク
が
星
印
で
、
し
っ
ぽ
が
つ
い
て
い
る
点
が
村
上
と
は
違
う
。
顔
が
ネ
ズ
ミ
で
は
な
く
人
間
の
顔
が
露
出
し
て

い
る
点
は
同
じ
だ
が
、
着
ぐ
る
み
ふ
う
の
コ
ス
チ
ュ
ー
ム
で
顔
だ
け
露
出
し
て
い
る
と
い
う
キ
ャ
ラ
は
、
昭
和
30

年
代
に
N
H
K
で
や
っ
て
い
た
『
宇
宙
人
ピ
ピ
』
を
始
め
昔
か
ら
い
く
つ
も
存
在
す
る
。
お
た
く
的
な
意
匠
を
「
引

用
」
す
る
こ
と
で
成
り
立
つ
村
上
隆
を
お
た
く
業
界
が
許
容
し
て
き
た
の
は
、
ま
ん
が
や
ア
ニ
メ
の
表
現
の
大
半

が
限
り
な
く
盗
用
に
近
い
借
用
の
集
積
で
、
レ
ッ
シ
グ
あ
た
り
に
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ド
メ
イ
ン
と
か
言
わ
れ
な
く
て

も
、
お
互
い
に
パ
ク
り
パ
ク
ら
れ
る
こ
と
で
自
分
た
ち
の
表
現
を
つ
く
っ
て
き
た
か
ら
だ
。
ま
し
て
キ
ャ
ラ
ク
タ

ー
な
ど
は
引
用
・
借
用
・
盗
用
の
積
算
の
上
に
あ
り
、
か
つ
て
大
友
克
洋
が
自
分
と
類
似
す
る
作
風
が
あ
ふ
れ
返

ベル
ク
ソ
ン
は
こ
こ
が
出
る

陽

気

で

利

発

な

初

心

者

の

た

め

の

現

代

思

想

入

門

❺

渡

部

直

己
　

　
　
　
　

W
a

t
a

n
a

b
e

 
N

a
o

m
i

翼
賛
下
の
批
評
5

大

塚

英

志

　

　

O
t

s
u

k
a

 
E

i
j

i



言
す
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
眼
に
、
た
と
え
ば
、
い
つ
も
同
じ
形
で
突
破
を
試
み
て
し
く
じ
っ
て
は
、
同
じ
形
の
リ
ス

ク
を
自
軍
に
も
た
ら
し
て
懲
り
も
せ
ぬ
三
都
主
の
姿
が
、
ま
た
、
就
任
こ
の
方
、
こ
の
無
能
な
左
サ
イ
ド
を
重
用

し
つ
づ
け
た
結
果
、
チ
ー
ム
全
体
の
知
性
を
下
げ
ま
く
っ
た
指
揮
官
の
存
在
が
ど
う
映
る
か
!?　

ブ
ラ
ジ
ル
戦
の

惨
敗
を
伝
え
て
、
日
本
は
そ
れ
で
も
こ
の
四
年
間
着
実
に
「
進
化
」
し
た
と
口
走
っ
た
N
H
K
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
な

ぞ
、『
創
造
的
進
化
』（
一
九
〇
七
年
）
執
筆
時
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
で
あ
れ
ば
、
即
座
に
張
り
飛
ば
し
た
は
ず
だ
け
れ

ど
、
す
で
に
紙
幅
が
つ
き
か
け
た
。「
生エ
ラ
ン
・
ヴ
イ
タ
ー
ル

命
の
飛
躍
」
な
る
概
念
の
も
と
、
突
然
変
異
が
偶
然
で
も
例
外
で
も
な
く
、

物
質
界
を
貫
い
て
流
れ
や
ま
ぬ
生
命
の
必
然
か
つ
一
般
的
出
来
事
た
る
こ
と
を
説
い
た
一
著
。
外
界
か
ら
吸
収
・

蓄
積
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
（『
物
質
と
記
憶
』
で
は
こ
れ
が
「
知
覚
」
と
「
記
憶
」）
を
伸
縮
自
在
な
溝
（「
脳
―
脊
髄

神
経
組
織
」）
に
流
し
て
、
そ
の
出
口
で
こ
れ
を
思
い
も
か
け
ぬ
方
向
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

つ
い
や
す
こ
と
を
本
性
と
な
す
動
物
の
、

そ
の
頂
点
に
あ
る
人
間
に
と
っ
て
、
生
成
変
化
こ
そ
天
命
た
る
旨
を
銘
じ
た
こ
の
名
著
に
か
ん
し
て
は
、
試
合
後

十
分
も
情
け
な
い
不
動
の
姿
を
全
世
界
に
さ
ら
し
て
し
ま
っ
た
当
人
の
た
め
に
も
、
中
田
英
寿
に
熟
読
を
求
め
、

動
く
こ
と
を
職
業
と
し
て
選
ん
だ
チ
ー
ム
メ
イ
ト
た
ち
に
講
義
し
て
も
ら
お
う
で
は
な
い
か
。
実
際
、
ピ
ッ
チ
上

の
ベ
ル
ク
ソ
ニ
ス
ト
と
も
称
す
べ
き
「
は
ず
み
」
に
み
ち
み
ち
て
い
た
中
田
が
、
凡
庸
き
わ
ま
り
な
い
「
精
神
論
」

を
口
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
時
点
か
ら
、「
ジ
ー
コ
ジ
ャ
パ
ン
」
の
決
定
的
退
化
が
始
ま
っ
た
の
だ
っ
た
!!

07

っ
て
、
何
故
、
盗
用
と
訴
え
な
い
の
か
と
問
わ
れ
た
と
き
、「
だ
っ
た
ら
ま
ん
が
は
皆
、
手
塚
治
虫
に
著
作
権
料
を

払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
」
と
言
っ
た
の
は
正
し
い
。
恐
ら
く
村
上
は
デ
ィ
ズ
ニ
ー
か
ら
「
盗
用
」
と
訴
え

ら
れ
れ
ば
「
引
用
」
は
「
ア
ー
ト
」
で
あ
る
か
ら
許
さ
れ
る
と
主
張
す
る
の
だ
ろ
う
が
、
B
O
M
E
の
フ
ィ
ギ
ュ

ア
や
タ
ツ
ノ
コ
プ
ロ
の
ア
ニ
メ
を
自
作
の
ア
ー
ト
と
し
て
「
引
用
」
し
て
き
た
村
上
が
そ
の
結
果
の
生
産
物
を
自

分
の
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
」
と
主
張
し
た
時
点
で
、
あ
ー
あ
、
お
た
く
業
界
は
本
物
の
村
上
フ
ァ
ン
ド
よ
り
は
る
か
に

タ
チ
の
悪
い
「
村
上
」
に
引
っ
か
か
っ
た
ん
だ
な
、
と
い
い
か
げ
ん
気
づ
く
べ
き
だ
。
村
上
フ
ァ
ン
ド
は
預
け
た

金
を
自
分
の
も
の
に
は
し
な
か
っ
た
が
村
上
隆
は
お
た
く
業
界
の
共
有
財
産
を
自
分
の
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
」
と
し
て

裁
判
所
に
認
め
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

村
上
隆
の
「
知
的
所
有
権
」
を
認
め
ら
れ
た
こ
と
で
、
ま
ん
が
や
ア
ニ
メ
は
自
分
た
ち
の
共
有
財
産
の
中
で
の

自
由
な
創
作
の
法
的
根
拠
を
あ
る
意
味
で
失
っ
た
に
等
し
い
。
ま
あ
そ
う
い
う
村
上
隆
に
つ
け
こ
ま
れ
た
お
た
く

業
界
の
自
己
責
任
っ
て
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
が
、
救
い
は
と
い
え
ば
デ
ザ
イ
ン
は
同
じ
で
も
村
上
隆
の
「
オ
リ

ジ
ナ
ル
」
よ
り
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
は
は
る
か
に
か
わ
い
く
仕
上
が
っ
て
い
る
一
点
に
つ
い
て
は
裁
判
所
が

著
作
権
侵
害
を
認
め
な
か
っ
た
点
で
、
村
上
隆
の
キ
ャ
ラ
っ
て
か
わ
い
く
な
い
じ
ゃ
ん
、
と
い
う
こ
と
だ
け
は
裁

判
所
も
な
ん
と
な
く
わ
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
の
よ
う
だ
。

大
塚
英
志§

O
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k
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58
年
生
。
ま
ん
が
原
作
者
。
文
壇
的
文
学
は
知
っ
た
こ

っ
ち
ゃ
な
い
が
、
親
切
に
も
読
者
が
正
し
く
「
文
学
」

と
出
会
う
た
め
の
入
門
書
『
初
心
者
の
た
め
の
文
学
』
を

７
月
に
出
す
。

渡
部
直
己§
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52
年
生
。
小
説
や
現
代
思
想
は
も
ち
ろ
ん
、『
が
き
デ
カ
』
か
ら

サ
ッ
カ
ー
ま
で
を
鋭
く
斬
る
批
評
家
。
増
補
版
『
不
敬
文
学
論
序

説
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）
が
好
評
発
売
中
。

『物質と記憶』駿河台出版社

『初心者のための「文学」』
角川書店
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松
蔭
◉

ぶ
っ
ち
ゃ
け
俺
と
モ
ブ
・
ノ
リ
オ
が
…
…
や

り
に
く
い
ね
。

モ
ブ
◉

や
り
に
く
い
（
笑
）
。

松
蔭
◉

初
め
て
会
っ
た
の
は
、
ノ
リ
オ
が
大
阪
芸

大
に
入
っ
た
こ
ろ
だ
っ
た
よ
ね
。

モ
ブ
◉

う
ん
。
受
験
生
の
宿
み
た
い
な
と
こ
で
会
っ

た
ヤ
ツ
が
、
松
蔭
さ
ん
た
ち
の
現
代
美
術
ユ
ニ
ッ

ト
、
コ
ン
プ
レ
ッ
ソ
・
プ
ラ
ス
テ
ィ
コ
の
話
を
し
て

た
ん
で
す
よ
。
当
時
最
年
少
の
日
本
代
表
と
し
て

ヴ
ェ
ネ
チ
ア
・
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
行
っ
た
、
え
ら
い

お
も
ろ
い
人
た
ち
だ
と
。
で
、「
お
前
が
芸
大
行
く

な
ら
紹
介
で
き
る
よ
」
っ
て
。
芸
大
に
は
入
っ
て

3
日
目
で
、
人
生
失
敗
し
た
と
思
っ
た
ん
で
す
が

（
笑
）
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
松
蔭
さ
ん
が
…
…
。

松
蔭
◉

お
芝
居
を
や
っ
た
ん
だ
よ
ね
、
ヴ
ェ
ネ
チ
ア

か
ら
帰
っ
て
す
ぐ
に
。
そ
の
芝
居
っ
て
の
が
…
…
。

モ
ブ
◉

関
西
の
イ
ロ
モ
ノ
と
い
う
か
。

松
蔭
◉

今
で
言
っ
た
ら
サ
ブ
カ
ル
だ
ろ
う
け
ど
。

モ
ブ
◉

い
や
い
や
、
当
時
も
サ
ブ
カ
ル
で
す
よ
。

松
蔭
◉

あ
の
頃
は
、
サ
ブ
カ
ル
っ
て
言
葉
が
あ
ま

り
氾
濫
し
て
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
漫
画
家
の
ひ

さ
う
ち
み
ち
お
さ
ん
と
か
、
す
ご
い
人
が
い
た
ん

だ
け
ど
。

モ
ブ
◉

今
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
よ
（
笑
）
。

松
蔭
◉

あ
と
、
川
崎
ゆ
き
お
さ
ん
っ
て
、『
猟
奇
王
』

と
い
う
素
晴
ら
し
い
漫
画
を
か
く
人
も
い
て
。

モ
ブ
◉

あ
！　

俺
、
川
崎
ゆ
き
お
さ
ん
の
家
に
泊

め
て
も
ら
っ
た
わ
。
神
戸
浩
さ
ん
と
一
緒
に
。

松
蔭
◉

と
っ
て
も
ピ
ュ
ア
な
人
で
ね
。
あ
と
ア
マ

リ
リ
ス
の
ア
リ
ス
・
セ
イ
ラ
ー
さ
ん
と
か
、
ボ
ア

ダ
ム
ズ
の
山
塚
ア
イ
（
現
・
ヤ
マ
タ
カE

Y
E

）

と
か

…
…
俺
た
ち
の
こ
と
を
語
る
う
え
で
必
要
な
の
が
、

関
西
の
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
や
イ
ン
デ
ィ
ー
ズ
の
人

た
ち
と
の
交
流
だ
よ
ね
。
足
を
向
け
て
寝
ら
れ
な

い
く
ら
い
お
世
話
に
な
っ
た
ん
だ
け
れ
ど
も
…
…
。

モ
ブ
◉

ダ
ム
タ
イ
プ
の
（
古
橋
）

悌
二
さ
ん
な
ん
か

と
一
緒
に
パ
ー
テ
ィ
を
や
っ
て
い
た
シ
モ
ー
ヌ
深

雪
さ
ん
も
ね
。
日
本
の
ド
ラ
ッ
グ
ク
イ
ー
ン
の

草
分
け
的
存
在
で
す
が
。

松
蔭
◉

シ
モ
ー
ヌ
が
シ
モ
ー
ヌ
に
な
る
瞬
間
に
立
ち

会
い
ま
し
た
か
ら
ね
、
俺
は
。
で
、
植
岡
喜
晴
と

い
う
映
画
監
督
が
、
そ
う
い
う
関
西
の
文
化
人
た

ち
を
束
ね
て
ロ
ケ
ッ
ト
座
と
い
う
劇
団
を
作
っ
て

ね
。
バ
ブ
ル
の
時
代
っ
ぽ
く
、
つ
か
し
ん
西
武
の

ホ
ー
ル
を
借
り
切
っ
て
文
士
劇
み
た
い
な
も
の
を
。

モ
ブ
◉

な
ん
と
も
言
い
よ
う
の
な
い
も
の
だ
っ
た
ね
。

松
蔭
◉

そ
こ
に
俺
も
、
若
き
現
代
美
術
界
の
プ
リ

ン
ス
と
し
て
、
さ
な
が
ら
佐
田
啓
二
の
役
み
た
い

な
…
…
。

モ
ブ
◉
（
爆
笑
）
。

松
蔭
◉

小
津
の
『
秋
刀
魚
の
味
』
と
『
ブ
レ
ー
ド

ラ
ン
ナ
ー
』
を
足
し
た
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
人
情
劇
。

モ
ブ
◉

そ
の
打
ち
上
げ
で
会
っ
て
、
気
が
つ
い
た

ら
松
蔭
さ
ん
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
を
し
て
た
ん
で
す
。

俺
の
前
は
、
Ｍ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｏ
さ
ん
で
し
た
よ
ね
。

松
蔭
◉

あ
の
こ
ろ
は
家
具
屋
み
た
い
な
こ
と
や
っ

て
た
ね
。
蝶
番
つ
け
て
蛍
光
灯
入
れ
た
木
の
箱
を

2
0
0
個
作
っ
た
り
…
…
。

モ
ブ
◉

泊
ま
り
込
ん
で
び
っ
く
り
し
た
の
は
、
こ

の
人
、
ち
ゃ
ん
と
自
炊
す
る
ん
で
す
よ
。「
こ
れ

終
わ
っ
た
ら
パ
ス
タ
作
ろ
う
。バ
ジ
リ
コ
食
う
ぞ
」

こ
っ
ち
は
「
バ
ジ
リ
コ
っ
て
何
で
す
か
?
」
っ
て

感
じ
で
。
で
も
こ
れ
が
作
品
制
作
以
上
に
気
合
入

っ
た
料
理
で
、
し
か
も
か
な
り
美
味
い
。「
作
品

も
料
理
も
、
人
に
渡
す
も
の
を
作
る
と
き
は
手
を

抜
か
な
い
」
っ
て
美
学
を
間
近
で
見
ま
し
た
。

松
蔭
◉

今
は
か
な
り
の
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
に
な
っ

て
る
よ
、
料
理
が
。
こ
の
ま
ま
だ
と
職
業
変
え
て
、

栗
原
は
る
み
さ
ん
に
敵
対
心
持
た
な
あ
か
ん
（
笑
）
。

★

松
蔭
◉

ノ
リ
オ
は
ア
シ
ス
タ
ン
ト
と
い
う
よ
り
書

生
さ
ん
と
い
う
感
じ
で
ね
。
学
校
を
通
り
越
し
て

う
ち
に
来
て
、
い
っ
つ
も
Ｔ
Ｖ
を
見
て
ま
し
た

（
笑
）
…
…
ま
さ
か
芥
川
賞
作
家
に
な
る
と
は
ね
。

モ
ブ
◉

松
蔭
さ
ん
も
Ｔ
Ｖ
好
き
や
ん
か
。
打
ち
合

わ
せ
の
と
き
と
か
も
「
9
時
か
ら
と
ん
ね
る
ず
見

た
い
か
ら
帰
る
」
と
か
言
っ
て
た
し
。

松
蔭
◉

『
み
な
さ
ん
の
お
か
げ
で
す
』
は
ア
ー
ト

だ
っ
た
よ
、
俺
に
と
っ
て
は
。
ア
リ
ス
・
セ
イ
ラ

ー
さ
ん
が
よ
く
「
浩
之
く
〜
ん
、
Ｔ
Ｖ
大
好
き
や

な
あ
。
Ｔ
Ｖ
の
人
み
ん
な
お
友
達
や
も
ん
な
あ
」

っ
て
。
俺
は
ど
う
や
ら
、
Ｔ
Ｖ
の
中
の
人
と
な
か

よ
く
会
話
を
し
て
い
る
ら
し
い
よ
。

モ
ブ
◉

そ
の
う
ち
自
分
が
出
た
り
し
て
ま
し
た
か

ら
ね
。

松
蔭
◉

境
目
が
わ
か
ん
な
く
な
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い

か
な
。

モ
ブ
◉

そ
の
十
数
年
後
、
俺
が
祖
母
の
部
屋
で
「
そ

ろ
そ
ろ
チ
ャ
ン
ネ
ル
変
え
て
寝
よ
う
か
」
な
ん
て

言
っ
て
た
ら
、
松
蔭
氏
が
巨
乳
写
真
家
と
し
て
Ｔ

Ｖ
に
出
て
て
（
笑
）
。

松
蔭
◉

「
明
日
か
ら
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
に
行
か
な

き
ゃ
い
け
な
い
」
っ
て
日
だ
っ
た
の
に
（
笑
）
。
た

っ
た
1
万
円
だ
よ
、
ギ
ャ
ラ
。
で
も
お
か
げ
で
、

ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
・
タ
カ
さ
ん
の
赤
い
ポ
ル
シ
ェ
に

も
乗
せ
て
も
ら
っ
た
し
、
野
田
社
長
を
論
破
し
た

し
、
デ
ビ
ュ
ー
し
た
て
の
小
池
栄
子
ち
ゃ
ん
が
隣

に
座
っ
て
た
か
ら
ね
。
1
万
円
の
、
プ
ラ
イ
ス
レ

ス
（
笑
）
。
今
も
Ｔ
Ｖ
見
て
る
？

モ
ブ
◉

見
ま
せ
ん
ね
え
。

松
蔭
◉

俺
は
あ
い
か
わ
ら
ず
見
る
な
あ
。
ち
ょ
っ

と
前
だ
け
ど
サ
ッ
ポ
ロ
黒
ラ
ベ
ル
の
、
豊
川
悦
司

と
山
崎
努
の
超
ス
ロ
ー
モ
ー
シ
ョ
ン
の
Ｃ
Ｍ
を

「
ハ
イ
テ
ク
駆
使
し
て
よ
く
で
き
て
る
な
」
と
業

界
人
的
な
見
方
を
し
て
た
ら
、
ノ
リ
オ
が
電
話
で

す
ご
く
怒
っ
て
て
。「
俺
大
好
き
や
ね
ん
け
ど

…
…
」
と
思
い
つ
つ
、「
そ
う
や
な
。
ノ
リ
オ
の

い
う
こ
と
は
正
し
い
」
っ
て
返
事
し
て
た
（
笑
）
。

モ
ブ
◉

母
親
が
「
寝
て
く
る
わ
」
っ
て
台
所
の
椅
子

か
ら
立
っ
た
瞬
間
に
あ
の
Ｃ
Ｍ
が
流
れ
て
、
そ
し

た
ら
母
の
立
ち
上
が
る
動
作
ま
で
超
ス
ロ
ー
モ
ー

シ
ョ
ン
に
な
っ
た
の
を
目
撃
し
て
し
ま
っ
た
。「
う

わ
、
こ
の
オ
バ
ハ
ン
、B

ad

な
罠
に
は
ま
っ
て
ん

な
」
っ
て
。【V

IC
TIM

】
っ
て
テ
ロ
ッ
プ
貼
っ
た

ら
作
品
に
な
る
ん
ち
ゃ
う
か
っ
て
思
う
く
ら
い
。

息
子
の
方
は
、
ま
あ
、
奈
良
の
豊
か
な
自
然
の
恵

み
の
お
か
げ
で
そ
の
罠
に
気
づ
く
ん
で
す
け
ど
。

★

モ
ブ
◉

当
時
の
大
阪
っ
て
お
も
ろ
か
っ
た
で
す
よ
ね
。

松
蔭
◉

大
阪
イ
ン
デ
ィ
ー
ズ
、
ア
ー
ト
界
で
は
大

阪
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
っ
て
、
俺
よ
り
４
、
５
年
上

の
人
た
ち
が
「
と
に
か
く
デ
カ
か
っ
た
り
派
手
な

ら
い
い
」
と
、
お
も
ろ
い
こ
と
を
や
っ
た
も
ん
が

勝
ち
、
み
た
い
な
。
山
塚
ア
イ
だ
っ
て
い
ま
や
文

化
人
だ
け
ど
、
俺
が
高
校
生
の
と
き
、
ラ
イ
ブ
ハ

ウ
ス
に
パ
ワ
ー
シ
ョ
ベ
ル
持
ち
込
ん
だ
り
し
て

「FO
O

L'S M
A

TE

」
に
載
っ
て
ね
。
そ
の
こ
ろ

俺
は
、「
日
芸
の
写
真
学
科
に
行
っ
て
篠
山
紀
信

の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
に
な
っ
て
ア
イ
ド
ル
と
結
婚
す

る
」
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
が
。

モ
ブ
◉

し
ょ
う
も
な
い
（
笑
）
。

松
蔭
◉

い
や
あ
、
い
ま
だ
に
あ
れ
は
、
俺
の
人
生

で
い
ち
ば
ん
大
き
な
夢
だ
っ
た
よ
。

モ
ブ
◉

こ
の
話
に
な
る
と
終
わ
ら
な
く
な
る
な
（
笑
）
。

松
蔭
◉

ま
あ
ま
あ
、
そ
れ
で
大
阪
に
泣
く
泣
く
い

っ
た
わ
け
だ
。

モ
ブ
◉

篠
山
紀
信
の
弟
子
と
え
ら
い
違
い
だ
な
あ
。

松
蔭
◉

難
波
に
ベ
ア
ー
ズ
っ
て
、
の
ち
に
ボ
ア
ダ

ム
ズ
の
ギ
タ
リ
ス
ト
に
な
っ
た
山
本
精
一
さ
ん
が

や
っ
て
た
ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
が
あ
っ
て
ね
、
極
端
な

感
じ
の
バ
ン
ド
が
た
く
さ
ん
出
て
る
…
…
。

モ
ブ
◉

ゴ
ミ
箱
み
た
い
な
ね
（
笑
）
。

松
蔭
◉

な
に
を
や
っ
て
も
よ
か
っ
た
。
楽
器
を
弾

け
な
い
よ
う
な
ヤ
ツ
が
ラ
イ
ブ
や
っ
て
た
ん
だ
か

ら
。
無
論
俺
も
弾
け
な
か
っ
た
し
。

モ
ブ
◉

「
上
方
漫
才
血
ま
つ
り
」
っ
て
の
が
あ
っ
て
、

松
蔭
さ
ん
が
昆
虫
同
盟
ソ
ラ
リ
ス
っ
て
バ
ン
ド
や

っ
て
た
と
き
、
対
バ
ン
が
雨
上
が
り
決
死
隊
。

松
蔭
◉

あ
と
は
ナ
イ
ナ
イ
で
し
ょ
、
バ
ッ
フ
ァ
ロ

ー
吾
郎
、FU

JIW
A

R
A

…
…
そ
の
後
、
吉
本
天

然
素
材
と
か
で
キ
ャ
ー
キ
ャ
ー
言
わ
れ
た
や
つ
ら

と
一
緒
に
ね
。

モ
ブ
◉

あ
と
、
藤
井
隆
氏
が
い
た
マ
ニ
ア
ッ
ク
っ

て
、
そ
の
名
の
通
り
マ
ニ
ア
ッ
ク
な
知
名
度
の
漫

才
コ
ン
ビ
も
。
打
ち
上
げ
で
藤
井
隆
が
松
蔭
さ
ん

の
隣
で
「
ソ
ラ
リ
ス
、
凄
い
で
す
」
っ
て
な
ぜ
か

正
座
し
て
た
（
笑
）
。

松
蔭
◉

「
兄
さ
ん
、
兄
さ
ん
」
だ
か
ら
ね
、
あ
の

世
界
は
。
あ
の
こ
ろ
、
髪
の
毛
伸
ば
し
て
Ｔ
Ｖ
に

出
て
「
コ
ン
プ
レ
ッ
ソ
・
プ
ラ
ス
テ
ィ
コ
の
松
蔭

で
す
。
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
で
僕
た
ち
は
…
…
」
と
か
モ

ゴ
モ
ゴ
喋
り
な
が
ら
、
ベ
ア
ー
ズ
で
は
パ
ン
ツ
一

丁
で
絶
対
演
奏
し
な
い

4

4

4

4

4

4

4

っ
て
い
う
コ
ン
セ
プ
チ
ュ

ア
ル
な
（
笑
）
バ
ン
ド
を
や
っ
て
ま
し
た
。

モ
ブ
◉

ソ
ラ
リ
ス
一
郎
と
ソ
ラ
リ
ス
二
郎
が
、
赤

い
パ
ン
ツ
に
赤
い
マ
フ
ラ
ー
、
青
い
パ
ン
ツ
に
青

い
マ
フ
ラ
ー
…
…
。

松
蔭
◉

『
人
造
人
間
キ
カ
イ
ダ
ー
』
と
『
デ
ビ
ル

マ
ン
』
足
し
て
2
で
割
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
パ
ン

ク
に
合
体
さ
せ
る
っ
て
い
う
。

モ
ブ
◉

無
駄
な
こ
と
に
情
熱
注
い
で
る
よ
ね
（
笑
）
。

松
蔭
◉

ノ
リ
オ
だ
っ
て
影
響
受
け
て
、
カ
ル
テ
っ

て
3
人
組
で
お
医
者
さ
ん
の
格
好
し
て
、
医
学
パ

ン
ク
し
て
た
じ
ゃ
ん
。

モ
ブ
◉

ソ
ラ
リ
ス
で
は
、
松
蔭
さ
ん
が
演
説
っ
て

い
う
か
、
ア
ジ
る
ん
で
す
よ
ね
。

松
蔭
◉

「
三
島
由
紀
夫
を
読
む
な
ら
『
金
閣
寺
』

だ
！
」
と
か
「
お
ま
え
ら
太
宰
を
読
ん
だ
こ
と
あ

ん
の
か
！
」
と
か
、
が
な
り
た
て
る
わ
け
。

モ
ブ
◉

で
も
、
芸
人
目
当
て
に
来
て
る
お
客
さ
ん
は
、

「
は
よ
終
わ
れ
」
っ
て
顔
し
て
ま
し
た
ね
。「
も
っ

ぺ
ん
岡
村
く
ん
見
た
い
わ
」
っ
て
（
笑
）
。

★

モ
ブ
◉

あ
の
こ
ろ
の
大
阪
は
音
楽
も
美
術
も
芸
人

さ
ん
も
、
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
全
部
い
っ
し

ょ
く
た
だ
っ
た
ん
で
す
よ
。

松
蔭
◉

東
京
の
ア
ー
ト
っ
て
、「
こ
れ
が
ア
ー
ト
で

す
」
と
こ
っ
ち
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
な
い
と
成
立

し
な
い
、
た
い
へ
ん
行
儀
の
よ
い
も
の
な
ん
だ
け

ど
、
大
阪
は
も
っ
と
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
だ
っ
た
よ
ね
。

モ
ブ
◉

で
、
な
に
か
あ
る
と
デ
ザ
イ
ン
で
き
る
人
、

写
真
が
撮
れ
る
人
っ
て
こ
と
で
松
蔭
さ
ん
が
呼
ば

れ
て
。

松
蔭
◉

手
張
り
で
や
っ
て
た
ん
だ
よ
。
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
な
い
時
代
だ
っ
た
し
、
コ
ピ
ー
機
と
か
で
ね
。

ひ
っ
ど
い
仕
事
（
笑
）
。
キ
ッ
チ
ュ
さ
ん
（
松
尾
貴
史
）

も
デ
ザ
イ
ナ
ー
だ
っ
た
よ
ね
。

モ
ブ
◉

今
は
超
常
現
象
否
定
派
と
し
て
よ
く
出
て

は
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
あ
の
人
の
芸
が
超
常
現
象

み
た
い
だ
っ
た
。

松
蔭
◉

ぼ
く
ら
に
と
っ
て
は
中
島
ら
も
さ
ん
が
サ

ブ
カ
ル
の
ト
ッ
プ
。
セ
カ
ン
ド
み
た
い
な
か
ん
じ

で
キ
ッ
チ
ュ
さ
ん
が
い
た
ん
だ
よ
ね
。

モ
ブ
◉

そ
う
や
そ
う
や
。
俺
、
松
蔭
さ
ん
よ
り
ら

も
さ
ん
が
き
っ
か
け
で
芸
大
受
け
た
ん
だ
っ
た

（
笑
）
。
あ
と
、
捕
虜
収
容
所
っ
て
バ
ン
ド
の
鮫
肌

文
殊
さ
ん
ね
。
も
と
も
と
は
パ
ン
ク
ラ
イ
タ
ー
で
、

彼
の
『
父
し
ぼ
り
』
っ
て
い
う
本
を
高
校
の
と
き

に
取
り
寄
せ
て
読
ん
だ
ん
で
す
よ
。

松
蔭
◉

彼
と
も
大
阪
で
仲
良
く
な
っ
た
な
。「
鮫
肌

文
殊
に
ク
ス
リ
や
め
さ
せ
た
の
オ
レ
説
」
っ
て
の

が
あ
る
か
ら
ね
。「
へ
ん
な
ク
ス
リ
や
め
て
酒
に

し
よ
う
」
っ
て
（
笑
）
。

モ
ブ
◉

あ
の
人
、「
パ
ン
ク
っ
て
言
い
な
が
ら
ラ
フ

ィ
ン
ノ
ー
ズ
し
か
知
ら
な
い
」
説
が
あ
っ
た
（
笑
）
。

松
蔭
◉

ぼ
く
や
会
田
誠
で
「
昭
和
40
年
会
」
っ
て

の
や
っ
て
る
け
ど
、
鮫
肌
も
同
じ
歳
な
ん
だ
よ
ね
。

で
、
同
じ
と
き
に
人
生
リ
セ
ッ
ト
し
て
上
京
し
て
、

彼
は
古
舘
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
っ
て
い
う
古
舘
伊
知
郎

さ
ん
の
事
務
所
に
下
っ
端
と
し
て
入
っ
た
ん
だ
。

の
ち
に
構
成
作
家
と
し
て
『
ハ
ン
マ
ー
プ
ラ
イ

ス
』
と
か
『
電
波
少
年
』
と
か
、
一
気
に
ビ
ッ
グ

に
な
り
ま
し
た
が
。

モ
ブ
◉

あ
と
、
ア
マ
リ
リ
ス
で
ド
ラ
ム
叩
い
て
た

ミ
ッ
ク
宮
川
さ
ん
。
彼
が
出
し
て
た
紙
切
れ
一
枚

の
『
奇
刊 V

IN
! V

IN
! 

ミ
ッ
ク
ち
ゃ
ん
』
っ
て

フ
リ
ー
ペ
ー
パ
ー
、
高
校
時
代
に
下
宿
に
郵
送
し

て
も
ら
っ
て
た
ん
だ
け
ど
、
そ
の
き
っ
か
け
が
レ

コ
ー
ド
屋B

A
O

B
A

B

に
あ
っ
た
、
吉
村
智
樹
さ

ん
っ
て
放
送
作
家
の
『
月
刊 

耳
カ
キ
』
と
い
う

ミ
ニ
コ
ミ
で
。
広
瀬
隆
の
『
危
険
な
話
』
を
初
め

て
見
た
の
も
、
ソ
ウ
ル
フ
ラ
ワ
ー
ユ
ニ
オ
ン
の
中

川
氏
が
客
に
ま
っ
た
く

4

4

4

4

挨
拶
し
な
い
店
員
だ
っ
た

キ
ン
グ
コ
ン
グ
だ
し
。
当
時
の
レ
コ
ー
ド
屋
っ
て
、

思
想
的
な
も
の
が
今
以
上
に
た
く
さ
ん
あ
っ
た
か

も
ね
。

松
蔭
◉

混
沌
と
し
て
た
ね
え
。SPA

SM
O

M

の
吉

田
ヤ
ス
シ
も
大
阪
芸
大
卒
業
し
た
後
に
つ
と
め
て

た
し
。

モ
ブ
◉S.O

.B
.

の
ナ
オ
ト
さ
ん
も
キ
ン
グ
コ
ン
グ

だ
っ
た
し
。

松
蔭
◉

『
ミ
ッ
ク
ち
ゃ
ん
』
に
は
ち
ゃ
ん
と
広
告

も
載
っ
て
た
ん
だ
よ
。
阪
神
ナ
ニ
ワ
被
服
┃
┃
彼

の
実
家
だ
け
ど
（
笑
）
。
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
が
す
ご

く
て
、
尼
崎
の
店
な
の
に
「
新
幹
線
東
京
駅
か
ら

3
時
間
半
」
（
爆
笑
）
。

モ
ブ
◉

ナ
ニ
ワ
被
服
（
コ
ー
ワ
）
で
当
時
自
主
制
作
ソ

ノ
シ
ー
ト
「
皮
ジ
ャ
ン
88
」
を
売
っ
て
ま
し
た
よ

ね
。
で
、
レ
コ
発
記
念
で
お
も
し
ろ
い
俳
句
を

『
ミ
ッ
ク
ち
ゃ
ん
』
に
投
稿
す
る
と
「
皮
ジ
ャ
ン

は
さ
す
が
に
あ
げ
ら
れ
な
い
け
ど
、
サ
イ
ン
入
り

ド
カ
ジ
ャ
ン
を
あ
げ
る
」
っ
て
書
い
て
あ
る
か
ら

投
稿
し
た
ら
、「
君
は
高
校
生
だ
か
ら
ド
カ
ジ
ャ

ン
は
ま
だ
ま
だ
早
い
。
か
わ
り
に
軍
手
を
あ
げ
よ

う
」
だ
っ
て
。
ミ
ッ
ク
宮
川
氏
は
俺
の
ア
ク
セ
ス

に
初
め
て
レ
ス
ポ
ン
ス
を
く
れ
た
ク
リ
エ
イ
タ
ー

だ
っ
た
ね
（
笑
）
。

松
蔭
◉

俺
、
皮
ジ
ャ
ン
88
ま
だ
持
っ
て
る
。「
皮
ジ

ャ
ン
88
」
っ
て
手
書
き
で
書
い
て
あ
る
ん
だ
よ
。

モ
ブ
◉

こ
の
人
も
大
阪
芸
大
な
ん
で
ち
ょ
っ
と
ア

ホ
な
ん
で
す
よ
（
笑
）
。
で
も
90
年
く
ら
い
に
大
阪

で
ミ
ッ
ク
さ
ん
の
、
蓬
莱
の
肉
マ
ン
の
歌
が
大
ブ

レ
イ
ク
し
て
。
大
阪
で
は
環
状
線
の
中
で
全
員
が

口
ず
さ
ん
で
い
ま
し
た
ね
。

★

松
蔭
◉

嶽
本
野
ば
ら
も
、
オ
カ
マ
み
た
い
な
フ
リ

フ
リ
し
た
感
じ
で
音
楽
活
動
し
て
た
ん
だ
よ
ね
。

「
乙
女
革
命
」
と
か
言
っ
て
。
よ
く
対
バ
ン
や
っ

て
な
か
よ
し
だ
っ
た
。

モ
ブ
◉

ト
シ
ち
ゃ
ん
の
『
哀
愁
デ
ー
ト
』
と
か
歌

っ
た
り
。

松
蔭
◉

こ
の
ま
え
偶
然
会
っ
た
ら
「
…
…
あ
あ
、

ど
う
も
」
っ
て
イ
ヤ
そ
う
に
さ
れ
て
。
過
去
を
捨

て
た
い
の
？　

み
た
い
な
（
笑
）
。

モ
ブ
◉

嶽
本
さ
ん
は
小
説
書
き
始
め
る
前
に
関
西

の
『
ぴ
あ
』
で
ブ
ッ
ク
レ
ビ
ュ
ー
を
や
っ
て
た
。

松
蔭
◉

『
繁
昌
花
形
新
聞
』
で
も
「
そ
れ
い
ぬ
」

っ
て
い
う
エ
ッ
セ
イ
書
い
て
て
。
そ
れ
ら
が
結
晶

し
て
『
下
妻
物
語
』
に
な
っ
た
と
思
う
と
、
彼
も

相
当
ガ
ッ
ツ
が
あ
る
よ
ね
。

モ
ブ
◉

大
阪
ガ
ス
が
ス
ポ
ン
サ
ー
の
、
扇
町
ミ
ュ

ー
ジ
ッ
ク
ス
ク
エ
ア
も
あ
り
ま
し
た
よ
ね
。

松
蔭
◉

リ
リ
パ
ッ
ト
・
ア
ー
ミ
ー
の
わ
か
ぎ
ゑ
ふ

さ
ん
と
か
、
売
名
行
為
の
升
毅
（
ま
す
・
た
け
し
）

さ
ん
が
出
て
た
ね
。
コ
ン
プ
レ
ッ
ソ
も
3
回
舞
台

美
術
や
り
ま
し
た
。
Ｔ
Ｖ
モ
ニ
タ
ー
積
み
上
げ
て

ナ
ム
ジ
ュ
ン
パ
イ
ク
み
た
い
に
し
て
┃
┃
パ
ク
リ

や
ん
け
！　

み
た
い
な
の
を
。

モ
ブ
◉

ら
も
さ
ん
は
そ
の
こ
ろ
も
う
、
リ
リ
パ
ッ

ト
・
ア
ー
ミ
ー
に
は
い
な
か
っ
た
。
そ
う
そ
う
、

ら
も
さ
ん
と
言
え
ば
『
ど
ん
ぶ
り
５
６
５
６
』
っ

て
い
う
深
夜
の
Ｔ
Ｖ
番
組
が
あ
っ
て
ね
。
そ
の
中

に
、
他
局
の
番
組
『
夜
は
く
ね
く
ね
』
の
パ
ロ
デ

ィ
で
『
夜
は
ま
っ
す
ぐ
!
』
と
い
う
、
西
川
の
り

お
氏
が
夜
中
の
住
宅
街
を
「
夜
は
ま
っ
す
ぐ
!
」

と
ひ
た
す
ら
連
呼
し
な
が
ら
走
る
コ
ー
ナ
ー
が
あ

っ
た
。
夜
中
の
屋
外
だ
か
ら
ほ
ん
と
に
真
っ
暗
で
、

漆
黒
の
闇
に
西
川
の
り
お
氏
の
塩
辛
声
が
響
い
て

い
る
だ
け
の
激
シ
ュ
ー
ル
な
映
像
で
し
た
。

松
蔭
◉

西
川
の
り
お
は
や
っ
ぱ
り
信
頼
で
き
る
大

人
だ
な
あ
。
ガ
キ
の
頃
か
ら
好
き
だ
。

モ
ブ
◉

中
学
生
の
時
に
観
た
『
ど
ん
ぶ
り
５
６
５
６
』

が
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
関
西
発
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ

ー
の
初
体
験
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
絶
対
兵
役
拒
否
宣
言
」
は
今
号
と
次
号
、
お
休
み
で
す
。

大
阪
・
サ
ブ
カ
ル・
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ

松
蔭
浩
之
＋
モ
ブ
・
ノ
リ
オ
、
厚
情
ト
ー
ク
（
前
編
）

こ
の
ト
ー
ク
は
、
06
年
6
月
25
日
に
、
東
京
・
神
保
町
の
美
学
校
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

モ
ブ
・
ノ
リ
オ§

M
O

B
 N

o
rio

70
年
、
奈
良
県
生
。
大
阪
芸
術
大
学
卒
、
同
専
攻
科
除
籍
。

松
蔭
浩
之§

M
a

tsu
k

a
g

e
 H

iro
y

u
k

i 

65
年
生
。
現
代
美
術
家
。
写
真
家
ほ
か
、
ア
ー
ト
デ
ィ
レ

ク
シ
ョ
ン
･
内
装
デ
ザ
イ
ン
な
ど
幅
広
く
活
躍
。
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11

出
典
・『
少
年
少
女
日
本
文
学
選
集
10　

宮
澤
賢
治
名
作
選
』（
あ
か
ね
書
房
）

﹇
解
説
﹈

 

三
田
誠
広

小
学
校
の
頃
、
児
童
劇
団
に
入
っ
て
い
た
。
引
っ
込
み
思
案
の

子
供
だ
っ
た
の
で
、
親
が
心
配
し
て
入
れ
た
の
だ
と
思
う
。
ラ

ジ
オ
で
朗
読
な
ど
を
し
た
。
ド
ラ
マ
に
レ
ギ
ュ
ラ
ー
で
出
演
し

て
い
た
こ
と
も
あ
る
。
引
っ
込
み
思
案
の
子
供
と
い
う
役
柄
が

あ
っ
て
起
用
さ
れ
た
の
だ
。
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
い
い
。

週
に
三
日
レ
ッ
ス
ン
が
あ
っ
た
。
渡
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
の
中
に

『
宮
澤
賢
治
名
作
集
』
が
あ
っ
た
。
わ
た
し
は
と
く
に
こ
の
「
龍

と
詩
人
」
が
好
き
で
、
く
り
か
え
し
朗
読
し
た
。
文
字
が
欠
け

た
と
こ
ろ
が
二
ヵ
所
あ
る
の
だ
が
、
そ
こ
は
適
当
に
自
分
で
言

葉
を
作
っ
て
読
ん
だ
記
憶
が
あ
る
。
後
年
、
『
空
海
』
な
ど
の
歴

史
小
説
を
書
い
て
い
る
時
、
こ
れ
は
本
当
に
自
分
が
書
い
て
い

る
の
か
と
感
じ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
同
行
二
人
と
い
う
言
葉
が

あ
る
が
、
空
海
が
つ
ね
に
わ
た
し
の
か
た
わ
ら
に
あ
っ
て
、
わ

た
し
は
彼
の
言
葉
を
書
き
留
め
て
い
る
だ
け
だ
と
い
う
気
が
し

た
。
そ
ん
な
時
、
こ
の
作
品
を
思
い
出
し
た
。
「
そ
の
と
き
わ
た

し
は
雲
で
あ
り
風
で
あ
っ
た
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
、
い
ま
も

耳
も
と
で
鳴
り
響
い
て
い
る
。

三
田
誠
広§
M

ita
 M

a
sa

h
iro

48
年
、
大
阪
生
ま
れ
。
高
校
在
学
中
に
『
Ｍ
の
世
界
』
で

デ
ビ
ュ
ー
し
、
77
年
「
僕
っ
て
何
」
で
芥
川
賞
受
賞
。
90

年
代
以
降
は
、『
い
ち
ご
同
盟
』
等
の
青
春
恋
愛
小
説
と
、

『
空
海
』
な
ど
の
宗
教
家
を
扱
っ
た
作
品
と
で
読
者
層
を
広

げ
て
い
る
。
長
年
に
渡
り
大
学
で
創
作
方
法
を
講
義
し
、

現
在
も
学
生
の
作
品
と
日
々
格
闘
中
。
ス
ペ
イ
ン
に
い
る

孫
の
こ
と
が
気
に
な
っ
て
し
か
た
な
い
。
7
月
に
新
作
書

き
下
ろ
し
『
永
遠
の
放
課
後
』（
集
英
社
文
庫
）
を
刊
行
。

宮
澤
賢
治§

M
iy

a
za

w
a

 K
e

n
ji

一
八
九
六―

一
九
三
三
。
詩
人
・
童
話
作
家
・
農
業
指
導
家
。

岩
手
県
生
ま
れ
。『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
や
『
注
文
の
多
い
料

理
店
』
な
ど
の
幻
想
的
な
童
話
作
品
と
、『
春
と
修
羅
』『
永

訣
の
朝
』
と
い
っ
た
素
朴
か
つ
痛
切
な
詩
作
品
と
で
知
ら
れ

る
。
農
業
と
文
学
の
両
方
を
愛
し
、
ど
ち
ら
に
も
誠
実
に
か

か
わ
り
な
が
ら
、
三
七
歳
の
若
さ
で
夭
逝
し
た
。
そ
の
他
の

代
表
作
に
、 『
風
の
又
三
郎
』『
な
め
と
こ
山
の
熊
』『
雨
ニ

モ
マ
ケ
ズ
』『
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
記
』
な
ど
。



小
説
は
純
一
が
上
京
し
て
か
ら
わ
ず
か
二
か
月
あ
ま
り
の
間
の
話
な
の
に
、
い
い
感
じ
に

な
っ
た
女
の
数
は
一
人
二
人
で
は
な
い
。
み
ん
な
美
人
。
し
か
も
、
み
ん
な
あ
っ
ち
か
ら
言

い
よ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
隣
家
の
お
嬢
さ
ん
・
お
雪
で
し
ょ
。
高
名
な
法
律
学
者
の
未
亡

人
・
坂
井
夫
人
で
し
ょ
。
柳
橋
の
芸
者
・
お
ち
ゃ
ら
で
し
ょ
。
あ
と
は
、
箱
根
の
旅
館
の
女

中
さ
ん
・
お
絹
で
し
ょ
。
近
代
日
本
文
学
の
主
人
公
に
は
珍
し
い
タ
イ
プ
で
あ
る
。

な
ぜ
に
彼
は
そ
ん
な
に
も
モ
テ
る
の
か
。
天
性
の
女
た
ら
し
な
の
か
。

理
由
は
意
外
に
単
純
だ
。〈
色
の
白
い
、
卵
か
ら
孵か

え

っ
た
ば
か
り
の
雛ひ

よ
こ

の
よ
う
な
目
を
し

て
い
る
青
年
〉
で
〈
昨ゆ

う

べ夕
始
め
て
新
橋
に
着
い
た
田
舎
者
と
は
誰
に
も
見
え
な
い
〉
の
が

自
慢
。
要
す
る
に
彼
は
放
っ
て
お
い
て
も
女
た
ち
が
寄
っ
て
く
る
グ
ッ
ド
・
ル
ッ
キ
ン
グ
・

ボ
ー
イ
な
の
だ
。
友
人
の
大
村
で
さ
え
〈
純
一
の
笑
う
顔
を
見
る
度
に
、
な
ん
と
云
う
可
哀

い
目
附
き
を
す
る
男
だ
ろ
う
〉
と
思
い
、 〈
こ
の
時
ふ
と
同
性
の
愛
と
い
う
こ
と
が
頭
に
浮
ん

だ
〉
り
す
る
の
だ
か
ら
、
も
の
す
ご
く
キ
ュ
ー
ト
な
男
の
コ
だ
と
思
わ
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
。

で
も
、
ジ
ャ
ニ
ー
ズ
系
で
は
な
い
ん
だ
よ
な
。
彼
は
今
な
ら
さ
し
ず
め
韓
流
ア
イ
ド
ル

ス
タ
ー
に
近
い
線
だ
と
思
う
。
た
と
え
ば
こ
ん
な
箇
所
。

田
舎
か
ら
出
て
来
た
純
一
は
、
小
説
で
読
み
覚
え
た
東
京
詞こ
と
ばを

使
う
の
で
あ
る
。
丁

度
不ふ

慣な
れ

な
外
国
語
を
使
う
よ
う
に
、
一
語
一
語
考
え
て
見
て
口
に
出
す
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
返
事
の
無
難
に
出
来
た
の
が
、
心
中
で
嬉
し
か
っ
た
。

そ
れ
で
お
嬢
さ
ん
の
お
雪
に
〈「
あ
な
た
は
お
国
か
ら
い
ら
っ
し
っ
た
方
の
よ
う
じ
ゃ

あ
な
い
わ
」〉
と
い
わ
れ
て
喜
ん
だ
り
し
ち
ゃ
う
。
い
く
ら
虚
勢
を
張
っ
て
て
も
、
こ
う
い

う
純
情
さ
は
表
に
出
て
し
ま
う
わ
け
で
、
そ
れ
が
令
嬢
・
未
亡
人
・
芸
者
・
女
中
さ
ん
と
、

階
層
も
タ
イ
プ
も
ち
が
う
さ
ま
ざ
ま
な
女
性
を
魅
き
つ
け
る
。
文
化
資
産
の
差
を
フ
ッ
ク

に
、
都
会
の
女
が
上
京
組
の
ニ
ー
ト
青
年
に
近
づ
い
て
い
く
あ
た
り
は
、
日
本
女
性
が
韓

流
美
男
ス
タ
ー
に
憧
れ
る
の
と
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

そ
ん
な
わ
け
な
の
で
、『
青
年
』
を
も
し
ド
ラ
マ
化
す
る
な
ら
、
ソ
ン
・
ス
ン
ホ
ン
と
か
、

ウ
ォ
ン
ビ
ン
と
か
、
パ
ク
・
ヨ
ン
ハ
と
か
、
そ
の
へ
ん
の
人
を
主
役
に
し
、
ぜ
ひ
韓
国
の

テ
レ
ビ
局
に
お
願
い
す
べ
き
だ
ろ
う
。
ス
ト
ー
リ
ー
も
、
考
え
て
み
る
と
、
か
な
り
韓
流

ド
ラ
マ
っ
ぽ
い
の
で
あ
る
。
坂
井
夫
人
と
の
初
体
験
（『
青
年
』
は
童
貞
喪
失
小
説
で
も
あ

る
の
だ
）
と
い
い
、
そ
れ
で
純
一
が
思
い
悩
む
と
こ
ろ
と
い
い
、
結
局
は
彼
女
に
捨
て
ら

れ
る
ラ
ス
ト
と
い
い
、
台
詞
と
い
い
。

坂
井
夫
人
に
本
を
見
せ
て
や
る
か
ら
家
に
来
い
と
誘
わ
れ
た
純
一
は
こ
う
答
え
る
。

「
わ
た
く
し
は
国
か
ら
出
て
参
っ
た
ば
か
り
で
、
谷
中
に
家
を
借
り
て
お
り
ま
す
が
、

本
は
殆
ど
な
ん
に
も
持
っ
て
い
な
い
と
云
っ
て
も
宜
し
い
位
で
す
。
も
し
文
学
の
本
が

ご
ざ
い
ま
す
の
で
す
と
、
少
し
古
い
本
で
見
た
い
も
の
が
沢
山
ご
ざ
い
ま
す
」

こ
ん
な
ナ
ン
パ
の
仕
方
っ
て
、
い
ま
の
日
本
じ
ゃ
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
か
ら
ね
。

明
治
四
十
年
代
の
青
年
像
に
、
と
り
た
て
て
興
味
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
の
だ
け
れ
ど
、

青
春
小
説
の
系
譜
を
た
ど
り
は
じ
め
る
と
、
ど
う
し
て
も
こ
の
へ
ん
に
行
き
着
い
て
し
ま
う
。

と
い
う
わ
け
な
の
で
、
今
号
の
お
題
は
森
鷗
外
『
青
年
』
で
す
。
鷗
外
版
の
『
三
四
郎
』

と
も
称
さ
れ
る
、
上
京
小
説
で
、
童
貞
小
説
で
、
い
ち
お
う
教
養
小
説
だ
。『
三
四
郎
』
の

二
年
後
、
一
九
一
〇
年
（
明
治
一
〇
年
）
に
『
ス
バ
ル
』
誌
に
掲
載
さ
れ
た
。

さ
て
、
三
四
郎
が
田
舎
出
の
エ
リ
ー
ト
学
生
で
、『
田
舎
教
師
』
の
林
清
三
が
田
舎
か
ら

出
ら
れ
ず
に
死
ん
だ
薄
幸
の
フ
リ
ー
タ
ー
だ
と
し
た
ら
、『
青
年
』
の
主
人
公
・
小
泉
純
一

は
「
ニ
ー
ト
」
で
あ
る
。
噓
と
思
う
な
ら
、
こ
こ
を
お
読
み
。

自
分
が
優
等
の
成
績
を
以
て
（
引
用
者
註
・
中
学
を
）
卒
業
し
な
が
ら
、
仏
蘭
西
語
の

研
究
を
続
け
て
、
暫
く
国
に
留と
ど

ま
っ
て
い
た
の
は
、
自
信
が
あ
り
抱
負
が
あ
っ
て
の
事

で
あ
っ
た
。
学
士
や
博
士
に
な
る
こ
と
は
余
り
希
望
し
な
い
。
世
間
に
こ
れ
ぞ
と
云
っ

て
、
為し

て
見
た
い
職
業
も
な
い
。
家
に
は
今
の
よ
う
に
支
配
人
任
せ
に
し
て
い
て
も
、

一
族
が
楽
に
暮
ら
し
て
行ゆ

か
れ
る
だ
け
の
財
産
が
あ
る
。
そ
こ
で
親
類
の
異
議
の
う

る
さ
い
の
を
排
し
て
創
作
家
に
な
り
た
い
と
決
心
し
た
の
で
あ
っ
た
。

職
に
就
か
ず
、
学
校
に
も
行
か
ず
、
求
職
活
動
も
し
て
い
な
い
。
ま
さ
に
元
祖
ニ
ー
ト
！

彼
は
自
分
に
自
信
が
あ
る
た
め
に
、
あ
え
て
こ
の
よ
う
な
道
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ

う
考
え
る
と
、
ど
ん
な
組
織
に
も
帰
属
し
て
い
な
い
若
者
を
「
現
代
社
会
の
病
理
」
み
た

い
に
い
う
大
人
の
ほ
う
が
、
変
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
ぐ
だ
ぐ
だ
い
う
連
中
に
は
「
鷗
外

だ
っ
て
ニ
ー
ト
小
説
を
書
い
て
ま
す
」
と
い
っ
て
や
っ
た
ら
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
。

小
泉
純
一
は
し
か
し
、
鼻
持
ち
な
ら
な
い
男
で
も
あ
る
。『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
に
し
ろ

『
三
四
郎
』
に
し
ろ
、
漱
石
の
描
く
青
年
た
ち
が
概
し
て
今
も
国
民
的
な
ア
イ
ド
ル
で
あ
る

の
に
比
べ
る
と
、『
舞
姫
』
の
太
田
と
い
い
『
雁
』
の
岡
田
と
い
い
、
鷗
外
が
描
く
青
年
た

ち
は
な
べ
て
評
判
が
悪
い
。
恋
愛
よ
り
も
出
世
を
選
ぶ
タ
イ
プ
だ
か
ら
か
。

純
一
は
ど
う
だ
ろ
う
。
ど
こ
へ
行
っ
て
も
女
ば
っ
か
り
見
て
い
る
し
、
友
人
の
医
学
生

大
村
や
美
大
生
の
瀬
戸
と
も
、
哲
学
談
義
や
芸
術
談
義
を
し
て
い
る
よ
う
で
、
よ
く
読
む

と
女
や
恋
愛
の
話
ば
っ
か
り
し
て
い
る
し
、
あ
な
た
は
何
し
に
東
京
へ
出
て
き
た
の
？

と
い
う
と
こ
ろ
は
あ
る
も
の
の
、
驚
く
べ
き
は
彼
の
モ
テ
ぶ
り
だ
。

旧
作
異
聞
❺

斎
藤
美
奈
子§

S
a

ito
 M

in
a

k
o

56
年
生
。
文
芸
評
論
家
。
94
年
、『
妊
娠
小
説
』
で
評
論

活
動
を
は
じ
め
る
。
他
の
著
書
に
『
文
章
読
本
さ
ん
江
』

『
文
壇
ア
イ
ド
ル
論
』『
文
学
的
商
品
学
』
な
ど
。

『青年』新潮文庫



▼子供のころ、というよりつい最近まで、雑誌懸賞は出版社の

気まぐれや親切心で成り立っているのだと（あとは、マンガ連

載の打ち切りや読者ウケする展開を調べるための人気投票のた

めだと）思っていたのだけれど、実際はむろんそんな無邪気なも

のでなく、広告主を募るにあたって読者の性別や年齢、職業な

どの傾向データを手に入れるためなのだった。というわけで、商

品の欲しいひとはもちろんそうでないひとも、どんどんご応募くだ

さいますよう。▼今月からの新連載「寺山修司、十九歳」では、

これまで多くの資料で「長期入院」とのみ記されてきた同時期

に、教育学部の国文科クラスで発行していた同人誌「風」に

寺山が寄せた文章を採録していきます。1号では編集委員のひ

とりとして活躍した彼が入院し、「寺山の病気が重くなつた。

面会も止められる。早く元気になる様に祈ろう」と編集後記に

記される3号まで、彼の筆致はどう変遷してゆくのか――あわ

せて現役学生の読者諸氏には、寺山修司の等身大の「手作

り時代」を近しく感じてもらえればと思う。寄稿者の久松健一氏

と、採録を快諾してくださった寺山映子氏に感謝します。　　（Ic）
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てめでたしめでたしとなる。時代はちょうどフランス革命が始まった時期

であり、政治的な読みをしようと思えばいくらでもできそうである。もち

ろんウィーンという当時保守的な土地において貴族や王侯に見せようとい

うオペラだから、物語は王と反抗者との和解を語る融和主義的内容になる

のは当然で、そしてその和解の鍵となるのは王の「慈悲」であるというの

もうなずける。コンヴィチュニーもそのことに自覚的で、「魔笛」では民

衆がみな法衣を脱いでザラストロから背き去り、ザラトスロと夜の女王だ

けが取り残されるという結末を演出し、「ティト」でも便所に引きこもっ

たティトを囲んで民衆がドリフターズのコントのようなどんちゃん騒ぎを

演じるというラストを用意して、原作の少なくとも表面的なメッセージを

裏返して見せる。そしてそれがモーツァルトの精神への裏切りではなく、

むしろより深い次元での忠実さを示すように見えるのが、コンヴィチュニ

ーの手柄なのだろう。

だが、現在も「慈悲深い王」（としてマスコミによって表象される存在）

を象徴として戴いている国の国民として、これらのオペラ、特に「ティ

ト」を見る体験は複雑なものがある。オペラではティトは、セリフの偽善

性とは裏腹に茶目っ気たっぷりの、ちょうど漫画「パタリロ !」のマリネ

ラ国王パタリロのような多義的な振舞いをしていた。私たちの国の「王」

や「王子」がそのようなキャラクターであればかえって救われるというも

のだが（かつての島田雅彦の「無限カノン」三部作が空転したのは、皇太

子のイメージの曖昧さに拠るところが大きい。それはタブーへの配慮とい

うよりは現実に付きすぎた作家自身の文学的想像力の

問題だろう）、現実には絵に描いたような優等生を演

じ続けている。その裏面にどのような抑圧があるのか

は、皇太子妃の病状から察するに余りあるところであ

る。女系天皇をめぐる馬鹿馬鹿しい論議がどうであろ

うと、紀子さんが今度生む子が男だろうと女だろうと、

こんな状態は長続きしてはいけない。

今年はモーツァルト生誕二百五十周年（その陰になっているが、ショス

タコーヴィッチ生誕百周年、シューマン没後百五十周年でもある）という

ことで、日本でもやたらモーツァルトの作品が演奏されている。おかげで

出不精の私も今年に入って、モーツァルトのオペラを二つ見た。いずれも

最近話題のペーター・コンヴィチュニー演出で、「魔笛」（一月）と「皇帝

ティトの慈悲」（四月）である。値段的には前者は後者の約二・五倍とい

ったところだったが、受けた感銘はほぼ互角だった。音楽的にはもちろん

「魔笛」の方が多彩で（「ティト」のそれぞれの幕で演奏されるクラリネッ

トあるいはバス・クラリネットの伴奏付きアリアは、舞台上で死神に楽器

を吹かせるという演出もあって忘れがたいが）、歌手もオーケストラも「魔

笛」の方が地力は上回っていたとは思うが、オペラの良し悪しを決めるの

は、一定の演奏水準をクリアしていればあとは演出である。そんな気がす

るほど、最近のオペラは演出中心主義的で、コンヴィチュニーはその旗頭

的存在であるらしいのだが（コンヴィチュニーについては最近出た許光俊

『コンヴィチュニー、オペラを超えるオペラ』（青弓社）という本が、熱く

語っている）、期待にそむかず「魔笛」でも「ティト」でも、原作の脚本

を巧みに脱構築し、そこに異なる他者の視線を導入して見せる。特に「テ

ィト」は日本向けを意識して凝った作りになっていて、二期会の日本人ば

かりの歌手たちがごく自然に演技しているのに感心した。

書きたいことは多いが、紙面の都合上一点だけ挙げると、「魔笛」と「テ

ィト」を連続して見て考えさせられたのは、両者が実は良く似た物語で出

来ているということである。その物語は、言わば「慈悲深い王」という表

象に基づいている。「ティト」においてセストは愛人の歓心を得るために

友人の慈悲深い皇帝ティトを殺そうとし、「魔笛」においてタミーノは恋

人を賢者ザラストロから（夜の女王に悪魔と吹き込まれたため）救い出そ

うとする。それらの試みは共に失敗するが、ティトもザラストロもその慈

悲と賢明によって反抗者を赦し、「魔笛」の場合は敵対者を完全に洗脳し

ハイブリッド・クリティック
大 杉 重 男 O s u g i  S h i g e o

慈 悲 深 い 王 を い か に 殺 す か

大杉重男 §Osugi Shigeo

65 年生。主要著書『小説家の起源──徳田秋声論』

『アンチ漱石──固有名批判』。
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『
コ
ン
ヴ
ィ
チ
ュ
ニ
ー
、
オ
ペ
ラ
を
超
え
る
オ
ペ
ラ
』
青
弓
社

　

マ
ー
テ
ィ
ン
・
ス
コ
セ
ッ
シ
が
監
督
し
た
ボ
ブ
・
デ
ィ
ラ
ン
の
『
ノ
ー
・
デ
ィ
レ
ク
シ
ョ
ン
・

ホ
ー
ム
』
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
が
出
た
。
映
画
館
で
観
逃
し
て
い
た
の
で
、
さ
っ
そ
く
観
た
が
、
貴
重
な

映
像
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
喜
ん
で
い
る
。
か
つ
て
ア
ン
・
ビ
ー
テ
ィ
の
小
説
で
そ
の
存
在
を

知
っ
て
以
来
、
そ
の
魅
力
的
な
名
前
の
せ
い
も
あ
っ
て
ず
っ
と
気
に
な
っ
て
い
た 

ニ
ュ
ー
・
ロ

ス
ト
・
シ
テ
ィ
・
ラ
ン
ブ
ラ
ー
ズ
の
一
九
六
〇
年
代
の
演
奏
風
景
を
お
さ
め
た
シ
ー
ン
も
あ
っ

た
り
し
て
、
と
て
も
う
れ
し
い
。
ふ
ー
ん
、
こ
う
い
う
グ
ル
ー
プ
の
こ
う
い
う
歌
に
ビ
ー
テ
ィ

は
惹
か
れ
て
い
た
の
か
、
と
わ
か
る
と
、
作
品
の
読
み
が
深
ま
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
ず
っ
と

閉
じ
た
ま
ま
だ
っ
た
窓
が
開
い
て
、
あ
た
ら
し
い
風
が
吹
き
こ
み
、
知
ら
な
か
っ
た
外
の
風
景

が
見
え
る
。
そ
ん
な
意
味
の
深
ま
り
か
た
だ
。

　

そ
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
に
は
、
日
本
語
の
字
幕
と
英
語
の
字
幕
が
つ
い
て
い
た
。
最
初
は
、
日
本
語
の

字
幕
で
観
て
い
た
が
、
だ
ん
だ
ん
苛
々
し
て
き
て
、
英
語
の
字
幕
に
切
り
か
え
た
。
あ
り
が
た

い
も
の
だ
。
か
つ
て
も
、
ヴ
ィ
デ
オ
に
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
な
る
も
の
の
つ
い
た
も

の
が
あ
っ
て
、
機
械
さ
え
用
意
す
れ
ば
英
語
の
字
幕
を
画
面
に
呼
び
だ
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

た
が
、
な
に
し
ろ
別
途
に
専
用
の
機
械
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
も
そ
も
ク
ロ
ー

ズ
ド
・
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
の
あ
る
ヴ
ィ
デ
オ
を
買
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た

か
ら
、
一
般
的
と
は
あ
ま
り
言
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
だ
と
、
た
い
が
い
、
日
本
語

と
英
語
を
装
備
し
て
い
る
。
リ
ス
ニ
ン
グ
の
訓
練
に
も
な
る
し
、
英
語
の
字
幕
が
つ
い
て
い
る

と
、
な
に
か
と
重
宝
だ
。

『
ノ
ー
・
デ
ィ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
ホ
ー
ム
』
を
観
て
い
る
う
ち
に
英
語
の
字
幕
に
切
り
か
え
た
の

は
、
日
本
語
の
字
幕
に
不
満
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
翻
訳
が
い
い
か
げ
ん
だ
と
い
う
の
で
は
な

い
。
歌
の
場
面
に
な
る
と
字
幕
が
消
え
て
し
ま
う
こ
と
に
苛
々
し
た
の
だ
。
英
語
の
字
幕
で
も

歌
の
場
面
で
は
字
幕
は
出
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
ち
ょ
っ
と
は
お
も
っ
た
が
、
も
の
は
試

し
と
切
り
か
え
て
み
る
と
、出
て
い
る
。
そ
れ
で
、す
っ
か
り
切
り
か
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

デ
ィ
ラ
ン
の
歌
は
、
い
ま
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
く
、
き
わ
め
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
が
強
い
。
そ

の
う
え
、
イ
メ
ー
ジ
も
豊
か
で
、
一
編
の
詞
と
し
て
、
た
い
へ
ん
に
ア
ピ
ー
ル
が
あ
る
。 

さ
っ

き
名
前
を
あ
げ
た
ア
ン
・
ビ
ー
テ
ィ
や
、
あ
る
い
は
ジ
ョ
イ
ス
・
キ
ャ
ロ
ル
・
オ
ー
ツ
等
々
、

ア
メ
リ
カ
の
作
家
の
な
か
に
は
デ
ィ
ラ
ン
の
詞
に
触
発
さ
れ
て
作
品
を
書
い
た
者
も
少
な
く
な

い
。
そ
う
い
う
歌
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
『
ノ
ー
・
デ
ィ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
ホ
ー
ム
』
で
は
歌
わ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら
の
歌
は
、
映
画
の
文
脈
を
考
え
て
周
到
に
配
置
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
な
る

ほ
ど
、
こ
う
い
う
背
景
の
な
か
か
ら
こ
う
い
う
詞
が
書
か
れ
た
わ
け
ね
、
と
わ
か
る
よ
う
に
な
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翻
訳
の
ア
レ
か
コ
レ
か

青

山

南

❹
49
年
生
。
と
り
あ
え
ず
翻
訳
家
、
と
き
た
ま
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
。

翻
訳
に『
血
の
雨
』（
コ
ラ
ゲ
ッ
サ
ン
・
ボ
イ
ル
著
）
な
ど
。

著
書
に
『
南
の
話
』
な
ど
。



っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
こ
う
い
う
背
景
か
ら
す
ら
こ
う
い
う
詞
が
書
か
れ
て
し
ま
う
の
か
、

と
び
っ
く
り
さ
せ
ら
れ
た
り
す
る
。
だ
か
ら
、
詞
に
も
訳
が
欲
し
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
日
本
語
の
字
幕
は
、
歌
に
な
る
と
、
と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
、
詞
と
な
る
と
、

す
っ
か
り
黙
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
繰
り
返
さ
れ
る
の
で
苛
々
し
た
の
だ
。
理
由
は

わ
か
ら
な
い
で
も
な
い
。
こ
っ
ち
が
訳
し
て
ほ
し
い
と
い
う
理
由
が
、
そ
の
ま
ま
、
訳
さ
な
い

理
由
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
デ
ィ
ラ
ン
の
詞
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
が
強
い
う
え
に
と
て
も
多
義
的

な
の
で
、
字
幕
と
い
う
わ
ず
か
な
ス
ペ
ー
ス
に
お
さ
ま
る
よ
う
に
き
ち
ん
と
訳
す
の
は
む
ず
か

し
い
、
そ
こ
で
、
泣
く
泣
く
割
愛
し
た
の
だ
、
と
。

　

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
歌
は
詞
だ
け
で
は
な
い
か
ら
ね
、
と
い
っ
た
、
歌
の
論
議
に
な
る
と
か

な
ら
ず
登
場
す
る
理
屈
も
訳
さ
な
か
っ
た
理
由
を
支
え
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
、
た
し

か
に
、
歌
は
詞
だ
け
で
は
な
い
が
、
詞
も
大
き
い
要
素
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
の
だ
。

　

だ
い
た
い
で
い
い
。
お
お
ま
か
で
い
い
。
多
義
性
の
翻
訳
は
あ
き
ら
め
て
く
れ
て
い
い
。
詞
に
、

も
し
も
、
あ
る
程
度
の
訳
が
つ
い
て
い
た
ら
、
映
画
ぜ
ん
た
い
の
印
象
は
そ
う
と
う
に
ち
が
っ

た
も
の
に
な
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。

　

英
語
の
字
幕
を
な
が
め
つ
つ
デ
ィ
ラ
ン
の
歌
を
聴
い
て
い
て
つ
く
づ
く
感
心
し
た
の
は
、
韻

な
ん
か
ぜ
ん
ぜ
ん
踏
ん
で
な
く
て
も
、
あ
た
か
も
踏
ん
で
い
る
か
の
ご
と
く
に
、
歌
っ
て
し
ま

う
デ
ィ
ラ
ン
の
歌
い
か
た
だ
。
異
な
る
母
音
の
ひ
と
つ
や
ふ
た
つ
、
い
や
、
子
音
で
さ
え
も
、

こ
ぶ
し
を
き
か
せ
る
よ
う
に
し
て
、
強
引
に
、
韻
を
踏
ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
調
子
よ
く
歌
う
。

そ
の
あ
た
り
の
処
理
の
し
か
た
は
、
あ
る
意
味
、
ラ
ッ
プ
と
お
な
じ
だ
、
と
さ
え
お
も
わ
さ
れ
た
。

　

こ
の
あ
た
り
の
か
ん
じ
は
、
も
ち
ろ
ん
、
訳
に
再
現
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
ろ
う
。
そ
う
い

う
意
味
で
は
、
た
し
か
に
、
歌
は
詞
だ
け
で
は
な
い
。
で
も
、
お
お
ま
か
な
訳
が
つ
い
て
、
詞
の

意
味
が
映
画
の
な
か
に
参
加
し
て
い
っ
た
ら
、
そ
れ
だ
け
で
も

映
画
の
印
象
は
変
わ
っ
て
い
た
。

　

訳
す
の
が
む
ず
か
し
い
と
い
う
の
な
ら
、
五
十
歩
ゆ
ず
っ
て
、

詞
の
と
こ
ろ
に
か
ぎ
っ
て
英
語
の
字
幕
を
い
れ
る
と
い
う
の
は

ど
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
で
も
、
だ
い
ぶ
雰
囲
気
は
変
わ
っ
て

く
る
は
ず
だ
。

『ノー・ディレクション・ホーム』
パラマウント・ホーム・エンタテインメント・ジャパン
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去る3月14日、法政大学市ヶ谷キャンパスで、大学によるタテカン、ビ

ラ規制への抗議行動を行おうとしていた中核派系学生 29人が、当局と示し

合わせて待機していた 200 人の警察官によって「威力業務妨害」で逮捕さ

れるという事件があった。昨年末の早稲田でのビラまき不当逮捕と同様の

文脈である。もちろんでっち上げ逮捕だから、学生たちは不起訴、ただち

に釈放された。ところが、法政大学文学部教授会は逮捕者に含まれていた

文学部学生 3人を退学処分にしたのである。この理不尽な行為に対して、

法政では大規模な抗議行動が行われているようだ。

しかしリサーチしてみるに、早稲田と同様、法政の教員においても、こ

の事件に対する応接には噴飯ものが多い。文学部退学処分を先導したのは、

埴谷雄高、高橋和巳についての著書もある小田切秀雄門下の教授だという。

中核派と法政当局との長年の腐れ縁は仄聞しているが、その問題が、こん

な杜撰な方途で切断できるわけはあるまい。しかし、学校経営の右翼的展

開の尖兵にサヨ教授がなるというのはよくあることで、旗幟鮮明である分

だけ単純なバカとは見なせる。問題は、良心的ポーズを保とうとしながら

学生処分を暗に（積極的に）肯定する教員である。私の信頼する某活動家が、

とある所で学部長まで務めたことのある法政の別の有力教授に会った時、

「あなたは、今回の法政の事件について公に意見を表明すべきではないか」

と問うた。この教授も、植民地文学研究で著名な、自称・元トロツキズム

系過激派の文芸（文壇？）評論家である。ところが、この教授は「それは

キミが絓の論理に騙されているのだ。そんなふうにして絓にかき回される

ということは、憲法 9条改悪阻止の国民的高揚を作るのにマイナスでしか

ない」と言ったというのである（他のところでも同様の発言をしているら

しい）。

この男が護憲運動にどれだけコミットしているのかは寡聞にして知らな

い。しかし、学生の逮捕や退学処分をスルーすることが正しいという者が

9条改悪反対と言ったとして、誰が信用するというのだろう。彼はまった

く信用されない自己保身をしていながら、自分はいまだ影響力を行使しう

る「進歩的」大知識人だと思っているのだろう。これは端的に過去の遺物

だが、同時に、昔の（今も？）日本共産党の論理ではないか。そして、こ

れは今回の法政の事態を消極的にでなく、積極的に容認する論理である。

学内で相対的に穏健に活動している学生たちを、挑発者であり大事な運動

の統一と団結を破壊するトロツキストだというのである（中核派も改憲反

対勢力であり、それにかかわる行動で学生は逮捕されたのだ）。いやはや、

この自称・元過激派教授はいつ日本共産党に入党したのだろうか。

私は戦後憲法成立の歴史性に鑑みても 9条と1条（天皇条項）はセット

であり、それゆえ 9条擁護のみを言うことに何の意味も強度もないと思っ

ている。それはともかく、こんな奴らがやる運動などとうていクズである。

せいぜいできるのは、共産党系「九条の会」の実質

的な事務局長であり無能な党員研究者・文芸評論家

である小森陽一東大教授を共産党の参議院議員に祭

り上げることくらいではないか（それはそれで結構）。

小森の弁明の余地ない無能さについては拙著『ジャ

ンクの逆襲』を参照されたい。その無能さは、彼ら

法政の（そして早稲田の、そのほかの）教授たちの

無能さと、ぴったり一致する。

たのしい
革命 ⑤絓秀 実 Suga Hidemi

絓秀実 §Suga Hidemi

49 年生。批評家として革命の思想に精根を傾けつつ「そ
んなもの来ませんよ」と笑い飛ばしもする男。『革命的
な、あまりに革命的な』（作品社）の姉妹編となる書き
下ろし（ちくま新書、今秋刊）『1968 年』（仮）を脱稿。

『JU
N
K

の
逆
襲
』
作
品
社
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﹇
鹿
島
田
﹈　

…
…
と
こ
ろ
で
、
ど
う
し
て
『
L
O
V
E
』
と

い
う
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
ら
れ
た
の
で
す
か
？

﹇
古
川
﹈　
『
六
〇
〇
〇
度
の
愛
』
も
そ
う
で
す
が
、

『
L
O
V
E
』
も
、
ま
ず
マ
ル
の
形
が
い
い
ん
で
す
。

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
Ｏ
で
す
ね
。「
L
O
V
E
」
に
は

直
角
と
マ
ル
と
亀
裂
と
平
行
が
あ
る
。
字
面
に
「
吸

い
込
み
な
が
ら
、
亀
裂
を
入
れ
て
、
吐
き
出
す
、
流

す
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
孕
ま
れ
て
い
る
気
が
し
て
い

ま
す
。「
六
〇
〇
〇
度
」
も
、
も
し
「
六
千
度
」
で
あ

れ
ば
、
だ
い
ぶ
印
象
が
ち
が
う
で
し
ょ
う
ね
。
そ
れ

に
「
愛
」
に
は
、
入
れ
込
む
穴
が
い
く
つ
も
あ
り
な

が
ら
、
払
い
出
す
力
も
同
時
に
持
つ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

が
あ
り
ま
す
。
タ
イ
ト
ル
の
意
味
だ
け
が
重
要
な
ら
、

「
L
O
V
E
」
も
、
カ
タ
カ
ナ
・
小
文
字
・
筆
記
体
風
、

な
ん
で
も
い
い
ん
で
し
ょ
う
が
、
僕
に
は
、
大
文
字
で

か
ち
っ
と
し
た
こ
の
字
面
に
す
る
と
い
う
必
然
が
感

じ
ら
れ
た
。
タ
イ
ト
ル
は
読
者
が
テ
キ
ス
ト
に
入
っ
て

行
く
た
め
の
力
を
持
つ
べ
き
で
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん

『
六
〇
〇
〇
度
の
愛
』
に
も
感
じ
ま
す
。

﹇
鹿
島
田
﹈　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
で
、「
六
〇
〇
〇
」
の
マ

ル
が
印
象
的
で
す
ね
、
と
い
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
で

す
が
、
こ
れ
は
、
長
崎
の
原
爆
に
つ
い
て
の
資
料
集
を

い
く
つ
か
見
た
と
き
に
、
資
料
で
こ
う
表
記
さ
れ
て
い

た
か
ら
な
ん
で
す
。
死
者
の
数
も
そ
う
だ
し
、
熱
さ

も
六
〇
〇
〇
度
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
書
き
方
が
、

原
爆
の
六
〇
〇
〇
度
な
ん
で
す
ね
。

﹇
古
川
﹈　

破
壊
の
衝
撃
も
ダ
イ
レ
ク
ト
に
伝
わ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
「
六
百
人
」
と
「
六
千
人
」
で
あ
れ
ば
、
一

見
、
ち
が
い
が
わ
か
ら
な
い
。
で
も
「
六
〇
〇
」
と

「
六
〇
〇
〇
」
で
は
、
あ
き
ら
か
に
桁
が
か
わ
っ
て
い

ま
す
。

﹇
鹿
島
田
﹈　

想
像
が
働
き
や
す
い
で
す
よ
ね
。

﹇
古
川
﹈　

資
料
集
の
書
き
方
自
体
に
、
他
人
に
、
そ
こ
で

な
に
が
起
こ
っ
た
か
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
伝
え
よ
う
と
い

う
本
質
的
な
選
択
が
な
さ
れ
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
。

﹇
鹿
島
田
﹈　

私
は
資
料
の
「
六
〇
〇
〇
度
」
と
い
う
書
き

方
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
を
感
じ
、
そ
れ

が
頭
に
焼
き
つ
い
て
し
ま
っ
た
の
で
、
ほ
か
の
選
択

肢
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ち
ょ
っ
と
話
を
戻
す
と
、

『
L
O
V
E
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
は
や
は
り
切
り
離

さ
れ
た
感
じ
が
あ
っ
て
、
ま
る
で
、
硬
い
石
に
釘
で
文

字
を
刻
ん
だ
よ
う
な
、
そ
う
い
う
強
さ
が
あ
り
ま
す
。

し
か
も
そ
の
感
触
が
、
物
語
に
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
こ
の
人
の
物
語
は
こ
れ
で
お
わ
り
、
次
は
こ

の
人
、
こ
の
人
の
物
語
は
こ
う
で
、
と
い
う
具
合
に
、

石
に
ひ
と
つ
ず
つ
刻
み
つ
け
て
い
く
感
覚
が
こ
の
小

説
の
ひ
と
つ
の
特
徴
で
す
。

﹇
古
川
﹈　
「
L
O
V
E
」
と
い
う
字
の
う
ち
、
鋭
角
的
な

部
分
は
そ
う
で
す
ね
。
た
だ
「
O
」
の
マ
ル
は
、
そ
れ

と
は
べ
つ
に
、
ル
ー
プ
感
や
、
土
地
に
お
け
る
際
限
な

き
道
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
ま
す
。

﹇
鹿
島
田
﹈　

土
地
と
い
え
ば
、
一
枚
一
枚
、
新
し
い
写
真

を
目
の
前
で
見
せ
ら
れ
る
よ
う
な
印
象
が
あ
り
ま
し

た
。

﹇
古
川
﹈　

シ
ョ
ッ
ト
、
シ
ョ
ッ
ト
を
、
次
々
に
提
示
し
て

い
く
よ
う
な
？

﹇
鹿
島
田
﹈　

え
え
、
そ
う
で
す
。
た
ん
に
だ
ら
だ
ら
と
広

が
る
土
地
で
は
な
い
と
い
う
か
。

﹇
古
川
﹈　

も
ち
ろ
ん
シ
ョ
ッ
ト
の
よ
う
に
書
く
と
い
う
の

は
意
図
的
な
も
の
で
す
が
、
一
方
で
、
一
枚
の
シ
ョ
ッ

ト
も
す
ご
い
勢
い
で
次
か
ら
次
へ
と
見
せ
ら
れ
る
と
、

前
の
シ
ョ
ッ
ト
の
残
像
が
網
膜
に
残
り
ま
す
よ
ね
。
動

い
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

﹇
鹿
島
田
﹈　

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
で
す
ね
。

﹇
古
川
﹈　

そ
う
、
原
理
と
し
て
同
じ
。
つ
ま
り
、
刻
む
こ

と
が
動
く
こ
と
に
な
る
―
―
こ
の
手
法
は
た
し
か
に
意

識
し
ま
し
た
。

﹇
鹿
島
田
﹈　

小
説
っ
て
、
や
っ
ぱ
り
運
動
だ
と
思
う
ん
で

す
。
先
ほ
ど
時
間
芸
術
と
い
い
ま
し
た
が
、
小
説
は
一

枚
の
絵
で
は
な
く
、
直
線
的
か
ど
う
か
す
ら
わ
か
ら

な
い
時
間
を
あ
つ
か
い
つ
つ
、
立
体
的
に
構
築
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
す
ね
。

﹇
古
川
﹈　
「
立
体
」
っ
て
、
い
い
言
葉
で
す
ね
。「
運
動
」

か
ら
、
す
ぐ
に
「
立
体
」
へ
は
連
想
し
に
く
い
で
す

が
、
運
動
の
本
質
は
縦
・
横
・
斜
め
・
上
・
下
へ
と

方
向
を
持
つ
こ
と
で
す
も
の
ね
。
活
字
が
紙
に
印
刷

さ
れ
て
あ
る
以
上
、
小
説
も
ま
た
平
面
的
だ
と
思
わ

れ
が
ち
だ
け
ど
、
実
際
は
、
読
み
手
が
立
体
を
作
っ

て
い
く
作
業
で
も
あ
る
、
と
。

﹇
鹿
島
田
﹈　

あ
る
建
築
家
に
、「
き
み
は
、
時
を
線
の
よ

う
に
考
え
て
い
る
だ
ろ
う
。
で
も
、
も
し
始
ま
り
も

終
わ
り
も
な
く
、
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
に
入
り
組
ん
だ
、
子

供
の
落
書
き
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
ら
ど
う
す
る
？
」

と
い
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、『
Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｅ
』

も
『
六
〇
〇
〇
度
』
も
、
ま
っ
た
く
ス
ム
ー
ス
に
時
間

は
流
れ
な
く
て
、
途
中
で
幾
度
も
亀
裂
が
走
り
ま
す
。

時
が
、
線
で
は
な
く
立
体
で
あ
る
可
能
性
を
、
両
作

品
と
も
示
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

﹇
古
川
﹈　

だ
け
ど
、
そ
の
建
築
家
の
方
の
よ
う
な
質
問
に

は
、「
そ
う
だ
よ
、
そ
ん
な
の
知
っ
て
る
よ
」
と
答
え

た
く
な
り
ま
せ
ん
か
？　

僕
は
そ
う
で
す
け
ど
（
笑
）。

﹇
鹿
島
田
﹈　

そ
の
と
き
は
、
私
は
よ
く
わ
か
ら
ず
に
お
茶

を
濁
し
た
ん
で
す
が
…
…
古
川
さ
ん
に
は
と
う
ぜ
ん

の
こ
と
で
す
か
？

﹇
古
川
﹈　

ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
の
時
間
の
ほ
う
に
、
む
し
ろ
リ

ア
リ
テ
ィ
を
感
じ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
僕
は
時
系
列

が
交
錯
す
る
小
説
を
よ
く
書
く
ん
で
す
が
、
読
み
手

が
一
所
懸
命
、
家
系
図
と
か
、
時
間
の
流
れ
方
の
図

を
作
っ
て
く
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
僕
は
プ
ロ
ッ
ト

も
、
登
場
人
物
が
何
年
何
月
に
生
ま
れ
た
と
い
っ
た

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
も
作
ら
な
い
の
で
、
そ
れ
を
見
て
は

じ
め
て
、
あ
あ
こ
う
な
っ
て
る
ん
だ
、
っ
て
感
心
し
ま

す
（
笑
）。
頭
の
中
で
は
、
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
な
ん
で
す
。

で
も
、
自
分
が
い
て
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
い
る
と
し
ま

す
ね
。
世
代
が
離
れ
て
い
る
か
ら
、
当
然
、
ふ
だ
ん

は
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
存
在
感
は
希
薄
で
あ
る
と
。
だ

け
ど
、
た
と
え
ば
雛
人
形
の
登
場
す
る
三
月
三
日
だ

け
は
、
そ
の
距
離
が
「
子
供
と
女
性
の
た
め
の
メ
デ
ィ

ア
」
で
あ
る
雛
人
形
を
介
し
て
ぐ
ん
と
近
く
な
る
。

と
つ
ぜ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
近
く
ま
で
行
っ
て
し
ま

う
ん
で
す
。
実
際
の
宇
宙
に
も
、
ほ
か
と
は
べ
つ
の

秩
序
が
働
く
穴
な
ど
が
あ
っ
て
、
距
離
感
も
時
間
の

概
念
も
、
こ
こ
か
ら
見
れ
ば
ゆ
が
ん
で
い
る
ん
で
し
ょ

う
。
お
そ
ら
く
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
も
、
そ
ん
な
こ
と

を
い
っ
て
る
の
で
は
？　

っ
て
適
当
で
す
が
。

﹇
鹿
島
田
﹈　

そ
う
考
え
て
行
く
と
、
時
間
が
一
本
線
で
は

な
く
、
何
本
も
の
の
線
の
複
合
に
な
っ
て
い
た
り
、
と

き
に
螺
旋
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
り
と
い
う
こ
と
が
よ

く
わ
か
り
ま
す
。
そ
の
、
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
や
っ

か
い
な
「
時
」
を
、
我
々
が
ど
う
書
く
の
か
は
、
今
後

も
変
わ
ら
ず
に
課
題
と
な
り
つ
づ
け
る
で
し
ょ
う
ね
。

﹇
古
川
﹈　

こ
れ
に
気
づ
く
と
、
小
説
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な

形
も
変
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
し
ょ
う
。
あ
あ
、
こ
う

い
う
時
間
の
流
れ
も
あ
る
ん
だ
な
と
読
者
に
わ
か
っ

て
も
ら
え
る
と
う
れ
し
い
。
時
間
の
流
れ
が
、
カ
レ
ン

ダ
ー
的
な
絶
対
基
準
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
と
書
け

る
の
も
、
小
説
の
聖
性
の
ひ
と
つ
だ
と
い
え
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
記
事
は
、
06
年
6
月
24
日
に
早
稲
田
大
学
文
学
部
で
行
わ
れ
た
公
開

対
談
の
一
節
に
、
加
筆
・
修
正
を
施
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
部
分
を
ふ
く

め
た
全
編
が
、
8
月
7
日
発
売
の
「
新
潮
」
9
月
号
に
掲
載
さ
れ
ま
す
。
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﹈

小
説
の
聖
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66
年
生
。
作
家
。
日
の
出
の
勢
い
で
新
作
を
発
表
中
の
男
。
今
月
発
売

の
「
ユ
リ
イ
カ
」
8
月
号
（
青
土
社
）
も
古
川
特
集
で
、
自
作
を
語
る

ロ
ン
グ
・
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
は
必
見
。
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真
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76
年
生
。
作
家
。
最
新
単
行
本
『
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
・
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ

ン
』
は
、
06
年
度
上
半
期
芥
川
賞
の
候
補
作
5
篇
中
、
完
成
度
と
実
験

性
の
バ
ラ
ン
ス
で
は
群
を
抜
い
て
い
る
。





生 と 死 の 幻 想
可 能 涼 介

一時非常に注目され、メジャーにはなかった奇妙な音を多々残した後、解
散したバンド「たま」、このグループおよび現在ソロとなった成員を愛する
人は今も少なくない。思えば「少女魂」の伝道者、矢川澄子が晩年、最も親
しんだ人の一人が当時「たま」のメンバーとして知られた知

ち

久
く

寿
とし

焼
あき

であった。
代表歌とされる「さよなら人類」だけを想起していれば、矢川とは一見重な
りの乏しく思える、また「リテラリー・ゴシック」で言及するのも場違いに
考えられそうな「たま」そして知久だが、彼らの活動中に残した歌曲にはそ
の種の心、すなわち少女の、ゴスの、そしてかつて雑誌「ガロ」もしくは寺
山修司的アンダーグラウンドの心性を、激しく顫わせるものがある。
私自身は彼らの仕事の全貌を知るわけではないのだが、「電車かもしれな
い」という歌には一驚した。かつてNHKの「みんなのうた」で近藤聡

あき

乃
の

の
アニメーションとともに放映されたのでよく記憶しておられる方もあるだろ
う。音の作り、知久の独特の歌唱、そして少女文化が「ガロ」的センスに傾
いた成果とも言えそうなモノクロの見事な画像等、その多重的な印象深さは
恐ろしいほどだが、ここはあくまでも「リテラリー」を優先し歌詞について
のみ記す。なおこの曲は知久寿焼作詞作曲である。

「ここに今ぼくがいないこと誰も知らなくて」という歌い始めから異様に捩
れている。「ぼくがいることを誰も知らない」ならば珍しい事態ではないが、
「いないことを誰も知らない」とはどういうことか。まともに考えればその
場合、「ぼく」が別の場所にいることを知ってほしい、ということになるが、
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　先日、『大東亜共栄軒』なるパフォーマンスのイベントに少し関わった。出
演者も観客も半分は外国人で、公演中も休憩中もシンポジウムでも、飛び交
う言語は大体が英語（のようなもの）であった。そこでは主に「帝国」が批判
されていて、たとえばパフォーマーの荒井真一が標的にしていたのは『戦争
論』の小林よしのりだったりしたのだが、私の目に幻影のように映ったのは、
戦後最大のパフォーマーたる三島由紀夫の姿であり、その「死に様」は、依
然として「最大のアングラ演劇」で、あり続けているようだった。
　だから本当に行うべきは三島への対抗である。内外問わずパフォーマンス・
アーティストは元々美術家であることが多いのだが、三島の死への批判を長年
かけて継続していると私には見える美術家がいる。『病の神様』という本を出
した横尾忠則である。
　田中英光という作家は、結核患者になりたくて色んなことをしたが、風邪す
らひけなかったという。横尾忠則も、なりたくて病気になったわけではないだ
ろうし、三島を批判するつもりは、さらさらなかったかもしれない。しかし、
人の賢しらな意図を超えて訪れるのが「生老病死」というものだろうし、それ
は「自然」そのものである。三島の死に際して「自然淘汰ですよ」と言った深
沢七郎は、残酷なようだが絶対的に正しい。
　自然に憑かれた存在として「滝」を描き続けて来、それから街の「銭湯」
を描き、さらに「Y字路」を描く横尾は、生と死の岐路に立つたびに、ごくご
く自然に「生」の方を選んで来たようである。そのことは、この本を読めば、
よくわかる。
　横尾にとって、数々の病は「事故」としてやって来る。三島の死の直前に何
故かかかった足の病気のため、三島と二人で被写体になるはずだった『男の
死』という写真集を創ることから免れた。しかもその死を聞いて三島邸に駆け
つけたところ、気がつけば足は治っていたという。これには「笑う」しかある
まい。自然だか神だかの摂理を感じざるをえない。その後も病を克服するたび

に横尾は、人生の岐路を乗り切り、知らずして三島を超えていくのである。
　パフォーマーにとっての乗り越えの対象としての三島は、哲学者にとっては
ソクラテスであるらしい。そのことを書いているのが、小泉義之『病いの哲
学』である。　
　なるほど、ソクラテスの死は、割り切れない印象を残している。死刑であり
ながら、自殺でもあるようなないような、よくわからない死に方である。わか
らないが故に後世の人々の「躓きの石」となってしまったのかもしれない。プ
ラトンが、その死の現場にいなかったことに小泉は着目する。足の病気で三島
から逃げた横尾のように、プラトンも何らかの病のために、その場に行けなか
ったという。おそらくは偶然であろうその行為（パフォーマンス）によってプ
ラトンは、知らず知らずのうちに、師への批判を開始したというのであった。
病気になってしまうのは、事故や偶然や「運命」だろうが、病を「治す」こと
よりも、それを「探求」することを意志する患者もいるのである。
　私が医療専門学校生になったのは、「軍隊」か「病院」を体感せずして「近
代社会」はわからないのではないかという思い込みによる。片方を覗いてみて、
何かはわかったような気がするが、私がなれなかったのは「治療者」であり、
事故などによってなってしまう「患者」ではない。ましてや「治ることを意志し
ない病人」のことは、まだわからない。治療者に「おま
えらの食い物になってたまるか」と言っている患者さん
は、見たことがある。
「治ることを意志しない病人」に、いかなる哲学や芸術
が可能だろうか。それは、ヒトの希望や絶望や欲望を超
えて残酷に訪れる「生老病死」をまるごと肯定すること
から始まるだろう。「上演不可能な戯曲」や「台本なき
パフォーマンス」としての我が「頭脳演劇」は残酷な自
然を肯定するものである限り可能である！

どうも違う。「ここに今いない」ことを教えようとして今ここで「きみを待
っている」ことはできないはずだ。「きみを待っている」という、その「ぼく」
とは何なのか。「ぼくがいないことを教える」のは誰か。
歌詞の最後に「ぼくらは生れつき身体のない子供たち」とあり、不条理な

りにどうにか納得のゆくところに辿り着く。歌詞中ではそれ以上を告げては
いないが、聞き手がここで、この言葉を語っているのが「生れなかった子た
ち」か、と想像することも無理ではあるまい。あるいは流産、死産、あるい
はそもそも人間として形をなすことのできなかった精霊たちが、生きて身体
を持つ誰かに、自分たちはいないのだ、知ってくれ、と告げようとする、そ
んな文脈をかろうじて読み取ることができる。とはいえ自分たちがいないこ
とを伝えて何になるのだろう。むろん歌曲に言語的意味だけを求めるのは愚
かである、だが、たとえば「ぼくがいることを誰も知らない」という人間的
な嘆きさえ持つことのできない、そもそも最初から「いた」ことすら一度も
ない無が言葉をかけてきたら、という無理の重ね合わせの果てに、何かひど
く淋しい非在の失意のようなものが伝わってくるとしたら、それに反応して
もよいと私は思う。ならばそもそも孤独の嘆きや疎外感など、まだしも贅沢
な有の側の勝手な主張であるか。
以前、病院で意識不明のまま生き続ける人を見た、とある社会的地位の高
い人が「これ、生きている価値あるのかね？」
と言ったのが大きく報道されたことがあった
が、それを知ったある女性が、人権とかいっ
た問題とは全く別に、「その人が、意識不明
の人と違って自分には生きている価値がある
と確信していることに驚いた」と語っていた
のを、この歌を聴いていてふと思い出した。

リテラリー・ゴシック［05］
高 原 英 理

高原英理 §Takahara Eir i

59 年生。主に評論家。美と憧憬の理
論『少女領域』『無垢の力』の後、『ゴ
シックハート』を著してゴスの暗黒卿
となる。合言葉は「残酷・耽美・可憐」。

ここに今ぼくがいないこと誰も知らなくて／そっと教えてあげたくってきみ
を待っている／ほら　もう　そろそろだよ／物理の成績の悪い子供たちが
／空中を歩きまわる時刻／夕方がったん電車が走るよ／夕間暮れの空を
／ぼくらは生れつき身体のない子供たち（以下略）　　　　 JASRAC出 0608318-601

可能涼介§ Kanou Ryousuke

69 年生。劇詩人・批評家。「不可触
高原」（「重力 01」所収）他。自称「21
世紀の大小説」を、ネット上で連載
中。http://www.carol-kari.jp/❹

『病いの哲学』ちくま新書

「電車かもしれない」近藤聡乃
 2002,DVD 3 分 56 秒 ,

Courtesy of the artist  and Mizuma Art Gallery
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「みんなわたしの服よ。みんなあなたのいうように古くさくて、ごてごて飾りす
ぎているわ。でも、これはただ、上のわたしの部屋にはしまうところがない服
ばかりなのよ。上にはまだいっぱいつまった戸棚が二つあるわ。戸棚二つよ。
どれもこれと同じくらいの大きさなのよ。どう、驚いた？」
「いいえ、まあそんなことだろうと思っていました。私はいったはずですよ、
あなたはただのおかみじゃなくて何か別のものを目ざしているって」
「わたしが目ざしているのは、ただ美しい服を着るということだけですよ。あ
なたはばかか、子供か、それともひどく性悪で危険な人間かなのだわ。出
ていきなさい、もう出ていってちょうだい！」　（フランツ・カフカ『城』訳・原田義人）

いつからか、女の子たちは古着の虜になりました。なぜ古着を買うのか。
安く手にはいるから？　もちろんそれもあります、大事なことです。フリマ
に行けば百円のサロペットだって、五十円のスカーフだって手に入れること
ができるのですから。でも本当は、彼女たちを虜にしている古着の魅力は、
時間がとまったような感覚のなかで手にしたそれがひとのものでも自分のも
のでもなくなる瞬間、具体的なことでいえば店員さんに声をかけて試着して
おいて断るときのあのなんとも言えない気まずさとか、これは買うべき、そ
う思ってから気になり始めるサイズの微妙なズレとか虫食いの小さな穴とか、
匂いとか、その古着がその古着としていまここにあることに関係している
様々な関係、その全体に関係することの得体の知れない喜びと悲しみにある
のです。たとえばいま世界中の女の子たちを虜にしている BALENCIAGAの
Nicolas Ghesquielは、メゾンの創業者である Christobal Balenciaga が
四十年代から六十年代にかけてデザインしたオートクチュールのドレスやコ
ートをアレンジするだけのコレクションを発表し始めました、2004-2005 
A/W［秋冬］から。たぶんデザイン画の束だけでも軽く「戸棚二つ」分くら
いありそうな老舗メゾンのスタイルを自分のものにするのではなくそのスタ
イルに関係することを彼は「目ざしている」のです、ROCHASの Olivier 
Theyskens も、LACOSTE の Christophe Lemare も、IMITATION OF 

CHRISTの Tara Subkoffも。「目ざしているのは、ただ美しい服を着る」
こと。首飾りをめぐる美しい挿話がこの小説にはありますが（第十五章）、何
週間も前から楽しみにしていたお祭りの日の朝、妹のアマーリアの白いブラ
ウスをパーティー用に仕立て直すために母が " 自分の " レースをすっかり
全部使ってしまったことがうらやましくて前の日の夜を泣いて明かしたオル
ガを不憫に思った橋亭のおかみがわざわざ " 自分の " 首飾りを取りに帰っ
て貸してくれたというのに、 アマーリアが支度を終えて姿をあらわしたその
とき、オルガは " 自分の " 首に掛けられていたそれをみずから外して彼女
の首に掛けてやるのですが、その一瞬のなかでなにが起きたというよりなに
が彼女にそうさせたのか。自己に関係し、その「頭上高く超え」て自分のと
るべき行動を決定することにおいて関係する関係、すなわちその場に居合わ
せたすべてのものたちの視線と「ふだんとはちがって見えた」アマーリアの
美しさとの関係、まるで恋のように燃え上がる関係それ自身のなかに投げ出
された自己において " 自分の " ものであるという契約あるいは承認はすべ
て破棄され、もはやその首飾りは橋亭のおかみのものでもオルガのものでも
誰のものでもなくなる決定的かつ解放的な関係に関係することで決定してい
た関係としてのオルガ自身をオルガは受け入れたのです。どう？　長いでし
ょ？　長々しいでしょ？　だけど関係の関係、その波紋のひろがりはこれで
は終わらず、むしろそこから始まるところに、より以上のところにわたした
ち読者はいるのです。この小説がこの小説としていま
ここにあることに関係している様々な関係、たとえこ
の小説が未完でなくて完成しててもけっして目にする
ことのできないその全体に言葉によって／において噓
で関係することの喜びと悲しみ、絶望と信仰のなかに
わたしたちはいるのです。関係というつねに逆説的で
瞬間的なエネルギー、光のなかにあることの不安と恍
惚、合一と離脱、公私混同？……いつからか、女の子
たちは読書の虜になりました。

女 の 子 の 文
フ ァ ッ シ ョ ン

学　⑤
横 田 創

横田創 § Yokota Hajime

70 年生。作家。" 新しい生の様式 " とし
ての「女の子」の布教につとめる。" 男性
ファッション " など存在しない、が持論。
もちろん文学も。主著『裸のカフェ』。

『城』角川文庫
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UBDCは、「WB」の刊行を支援しています。



21

電

車

に

乗
っ

て
﹇
編
﹈

﹇
ゲ
ス
ト
﹈

柴
崎
友
香 S

h
i b

a
s

a
k

i  T
o

m
o

k
a

73
年
生
。
作
家
。『
き
ょ
う
の
で
き
ご
と
』、『
青
空
感
傷
ツ
ア
ー
』、『
シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
』、『
フ
ル
タ
イ
ム
ラ
イ
フ
』『
い
つ
か
、
僕
ら
の
途
中
で
』
他
。

『
き
ょ
う
の
で
き
ご
と
』
は
04
年
に
映
画
化
、
劇
場
公
開
さ
れ
た
（
行
定
勲
監
督
、
田
中
麗
奈
・
妻
夫
木
聡
主
演
）。

F u k u n a g a  S h i n
72 年生。作家。「読み終えて」でリトルモア‐ストリートノベル大賞受賞。『アクロバット前夜』『あっぷあっぷ』。
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［小川］ 「アンネの日記」に
はすべてがあるん

ですよ。性の問題も
初恋も、母親

との対立も、父親と
の近親相姦的な愛も

あるし、外の世界の
支援者たち

への感謝もある……
少女が抱えるすべて

があの狭い世界に揃
っていて、

だからこそ彼女は、
あそこにいるだけ

ですべてが書けたん
ですよ。しかも、

「私語り」では語れ
ないことを彼女は本

能的に気づいて、「
キティ」ってい

う架空の少女を持っ
てきた。これは天才

にしかできません
。

［重松］ 逆に、『博士の愛し
た数式』の「博士」

がおばあちゃんだ
ったらどうなっ

ただろうとか……あの
話は、出てくる男が

老人と少年、性を剥
奪された存

在なんだけど、じつ
はすごく性的だとぼく

は思ってるんです。
フィジカルな

面での性を剥奪しな
いと、成立しない性的

なもの。

［小川］ どこか直感的にわか
っていて、わざとそう

したんですよね。年
老いたよれ

よれのおじいさん
と10歳の少年、そして

、家政婦という職業
上ひじょうに

中立的、客観的な立
場にいる女性。その

3人が、性の臭いを
漂わせな

いでつきあえる関係
をつくるためにど

うしたらいいか、をま
ず考えたと思うん

です。そこで回避した
ものって、自分が少

女のころから引きずっ
ているもの

なんですよね。

［重松］ 小川さん、年老いた
貴婦人も……。

［小川］ 大好き。老貴婦人
でも書きたいですね

。性的な匂いがかつ
てはあった、

でもいまは失われた
かのようになって

いる、という状態のひ
としか書けない

のかもしれない。

［重松］ 徹底して現役の「女
」あるいは「男」で

ある登場人物にこだ
わるひとも

いるけれど、小川さん
は「あがった」ひと

が好きだよね（笑）。

［小川］ 「つねに記憶を書い
ている」と思うのは、

そのせいですよね
。登場人物

にとって重たいのは「
明日」とか「今」じゃ

なく、つねに「過去」
であり「記

憶」なんだと。「かつ
てはあったのに今は

ない」とか、「今はあ
るけどかつ

てはなかった」とか
、つねに「かつて」

という方向ばかり向い
ているひとた

ちが何かの偶然で知
りあってひととき過ご

して、それぞれ世界
の淵からこぼ

れ落ちていく……そう
いう後ろ向きの小説

専門ですね（笑）。

［重松］  そのモチーフは
、作家になってから発

見されたものなんです
か ?　学生

時代から決めていたも
のなんですか ?

［小川］ 自覚的に書いている
わけじゃないんで

す。自分でも、全部
書き終わって

からわかる。ですから
、そこでもやっぱり「

かつて」なんですよ
ね。「これ

から書く小説は「か
つて」を書く小説に

なる」なんて思って
書いてるわけ

じゃなくて、終わって
振り向いて「ああ、

そうだったのか」と
納得する。そ

の繰り返しですね。 ◉

［重松］ だとすると、書きはじ
めはどんなイメー

ジなんだろう。

［小川］ ちょっと抽象的な言い
かたですけど、頭の

なかで、すでに廃墟
になってい

る「ある場所」へ行
くんですね。そこに立

って神経を研ぎ澄ま
せていると、

「かつてここにいた
ひと」たちの姿とか

声が、だんだん感じ
取れるようにな

ってくる。ここが廃墟
になる前、どんな場

所で、どんなひとが
集まって寄り

添って、何が起こった
か̶̶ということをイメ

ージして、それが鮮
やかになっ

た時点で書き始める
んです。

［重松］  ということは、「イメ
ージのなかの廃墟に

、かつて住んでいた
ひとたち」

を書いている?

［小川］ そうなんです。だか
ら、「記憶の物語」

になってしまうの
は当然なんです

よね。
［重松］ もっと言ってしまえば

、“幽霊もの”なん
だ、全部。

［小川］ そう。だから登場人
物はすでにみんな死

者なんですよ。死者
の国から呼

び戻して小説に書い
て、また死者の世界

に送り届け……です
からスタート

地点はいつも場所な
んです。場所がはっ

きりしないと、死者が
戻って来ら

れない。

［重松］ 小川さんの小説は、
その廃墟に降り積もっ

た「時の地層」みた
いなもの

なんですね。

［小川］ そう。廃墟そのもの
を書きたいというのと

は、ちょっとちがう。

［重松］ これもまたすごく
乱暴な言いかただけ

ど、「土地に降り積も
った記憶」を

書こうすると、ノスタ
ルジーになったり

、「環境破壊ハンタイ
」とか「古きよ

きニッポンの里山の
自然」に陥りがちだ

けど、小川さんはそう
じゃない。そ

れと同時に、無国籍
的ですよね。

［小川］ あくまでイメージ
の「廃墟」だから、

国旗はどこにも立って
なくて、自然

と無国籍ふうになっち
ゃうんです。しかも、

死者の国に行っちゃっ
たひとたち

だから、名前がない
方が書きやすい。と

いうことで、無国籍的
だということ

も、なんか必然的に
そうなっているん

ですよ。

◉

［重松］ よく、文学部の生き
残り策で「創作コース

」をつくったりしてる
けど、一方

で「文学っていうのは
教えられるものなのか

」という議論はずっと
ありますよ

ね。小川さんの「作
家としての存在」の

なかで、大学で得た
ものってどれ

くらいですか ?

［小川］ かなり大きいと思いま
すよ。「書くことを教わ

った」って意識はな
いけれど、

きのう読んだ小説に
ついて話せるひとがす

ぐとなりにいる、図書
館に行って

1時間の空き時間で
何かものを書く、新し

い本を買って待ち遠し
くてベンチ

で読んじゃう̶ ̶生きているすぐそば
に文学があるというこ

とは、すばらしい

ことなんだ、人間に
とって貴いことだ、と

いうことをあのこ
ろ得たからこそ、

こうやって書き続けて
いると思いますね。

［重松］ 平岡さんが草葉の陰
で「ありがとう、ありが

とう」って泣いていま
す（笑）。

［小川］ ほんとうに書きたいと
思ったとき、平岡先生

は「再来週までに 20枚書い

てこい」みたいなか
たちで、「つべこべ言

わずに書け」と最後
の一押しを

してくれたんです
よ。どんなに拙い小

説でも書いたことには
意味がある、と

いうか、書く行為に対
する尊敬の気持ちを

、平岡先生はちゃん
と示してくだ

さった。だから、どん
なにひどい評価でも絶

望しないで書いていま
したね。

［重松］ ひどい評価って ?

［小川］ 「とにかくあなた、大
げさすぎるんだ」っ

て。あとは「題名が
悪い」（笑）。

［重松］ 逆に褒められた言葉
は ?

［小川］ 最初に褒められたの
は卒論なんですよ。「

これはよく書けていま
すよ」っ

て、最後の最後で。
あとはいつもCか Dでしたね。

［重松］ ということは、平岡門
下のなかでは決して

優等生ではなかった
?

［小川］ 全然ちがいました。
ほんとうにすごい

才能の人がいたんで
すよ。

［重松］ その人たちはいま書
いていない ?

［小川］ イキさんもそうで
すけど、すごく才能あ

るひとって、ほかの分
野でも才能を

発揮できるんですよ。

［重松］ いまみたいな不況だ
ったら就職もできない

し、小説を書くしかな
いってある

かもしれないけど
。才能があったのに

小説をやめちゃったひ
とと、学生時代

の評価は決して高く
なかったんだけれ

どもいまも作家であり
続ける小川さん

とを、分けるものがあ
るとしたら、なんでしょ

う?

［小川］ 執念深かったってこ
とですね（笑）。書き

続けたこと。小説を
書く以外、

なんにも自分を表現
する方法がなかった

ので……。

［重松］ 就職後の秘書の仕
事はどうでした ?

［小川］ もうほんとに最低の
秘書で、コピーひと

つも満足にとれない。
毎日怒られ

るために行っていた
っていう。わたし、い

までも、「秘書室に明
日から戻ら

なくちゃいけない
」って夢を見るんです

よ。

［重松］ いつかイメージの
なかの廃墟に秘書室

が出てきたら、やっと
そのトラウマ

から卒業できたみた
いな感じかもしれない

ね。もし小川さんがい
まの文芸科

の先生だとしたら、作
家志望の岡山の田舎

から出てきた女子大
生に、どん

なふうに何を伝えます
か ?

［小川］ とにかく書けなくても
書きなさい、ってこと

ですね。書けなくても
書いて書

き続けなさい、と。
ほんとに作家になり

たいのなら、畳が腐
るまで座布団

の上に座り続けろって
。

［重松］ 特訓とか、決してきら
いじゃない方でしょう

?（笑）

［小川］ うん。毎日書きかけ
の作品の前に座るっ

てことは、スポーツ選
手がウェイト

トレーニングする
のと同じなんですよ。

そういう「努力できる
才能」の方が、

「感性の才能」より
も重要だと思います。

［重松］ 新庄よりも金本にな
れ、ってことですね。

す
で
に
み
ん
な
死
者
な
ん
で
す
よ
（
小
川
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◉

［重松］ そこでいわゆる「カ
ルチャーショック」な

んて感じました ?

［小川］ 田舎の高校の出身
で初めて東京に出た

わけですし、3浪した 5年生と

か、すごく年上ばっか
りだったんです。そう

いうひとたちに負けま
いと̶̶何

が負けだかよくわから
ないんだけれども

（笑）̶̶とにかく一
生懸命読んで

ましたね。「このひと
の書くものはすごいな

」という、すごく尊敬
する先輩が

ひとりいて、そのひと
の書いたものをものす

ごく綿密に分析して読
んだり。

［重松］ それはサークル
の先輩 ?

［小川］ ええ、扶桑社で「en-taxi」を作ってる……。

［重松］ えっ、イキさん !?

［小川］ イキさん、すごいもの
書いていたんですよ

。

［重松］じゃあ、イキさんとか
文芸専修の同期の勝

谷（誠彦）さんとか、
そういう連

中がすごく近くにいた
んだ。勝谷さんも平

岡さんに褒められてた
んだよね。

［小川］ 彼のこともよく覚えて
るんです。いつもちょ

っと遅れて、薄汚れ
たトレンチコ

ートを翻しながら入っ
てきて、すごく大人だ

ったんですよね。た
ぶん、すで

にライターの仕事もし
ていて、わたしは仰ぎ

見るような感じでいた
んですよ。

［重松］ 小川さんは高校から
推薦で入ったんでした

よね?　そのぶん純粋培
養とい

うか、イキさんや勝谷
さんみたいな連中と

比べたら、むしろ異端
だったのか

な。
［小川］ 平岡先生のクラスで

、三島由紀夫の「橋
づくし」とかモーパッ

サンの「脂

肪のかたまり」、藤枝
静男の「田紳有楽」

とか……そういう奇妙
な小説をテ

キストに、クラスのひと
りが代表して発表する

んです。そのときに先
生が、「推

薦できたひとはだれ
?」って、推薦のひと

から順に発表させられ
たんですよ。

［重松］ 推薦差別（笑）。な
んでだろう?

［小川］ たぶん、受験という
修羅場をくぐってない

ひとたちに、試練を
与えようとし

たんじゃないです
か ?

［重松］ あるいは、授業を成
立させるために、来

週も来そうな学生を指
名しとかな

いと、とか ?　へんなヤツに当
てるといきなりサ

ボるかもしんない
けど、推

薦のひとは真面目だ
からね。

［小川］ そういう技術的な問
題だったのか……い

ま詩人で活躍してる
、川口晴美

さんがトップバッタ
ーだったのを覚えて

ます。彼女、卒業式
で、文学部の

総代で答辞も読んだ
んですよ。

［重松］ 1期下の俵万智さん
も推薦ですよね。うま

く機能していたのかな
。

［小川］ うーん……わたしが
推薦でよかったと思う

のは、9月に合格が決まっ
てか

ら4月までのあいだほ
ど、本を読んだ時期

はなかったんです
よ。「源氏物

語」を紀伊國屋に買
いに行ったし、「みん

なが受験勉強してる
のに悪いな」

と思いながら、高校
の図書室に毎日通っ

てました。あの数ヶ月
の貯金で、

いま生きているかもし
れない。でも、まだま

だ子供だし遊びたい
盛りだったか

ら、入学後の週末は
テニスラケット持って

代々木公園の陸橋の
ところで壁

打ちをしたりしてました
よ。「やっぱり女子大

生を楽しまなきゃ損だ
な」、って。

［重松］ へんな言い方だけど
、小川さんは「女子

大生」でもあったわ
けだ。

［小川］ 一応ね（笑）。でも
、あんまり女子大生

だからといってメリ
ットはなかった

ですね。 ◉

［重松］ 小川さんの学生時
代、いちばん難攻不

落な、だけど魅力的
な作家って

だれでした ?

［小川］ 中上健次と村上春樹
。当時の若い文学好

きは、みんなそのど
っちかでし

た。
［重松］ ふたりとも、すごく同

時代感あふれる作家
ですよね。山田詠美

さんが登

場したのが 85年でしたけど、その
ころの女性作家で同

時代性を感じたり

読みふけったひとって
、だれになるんです

か ?

［小川］ 三石由起子さんとか
、見延典子さんとか

田中りえさんとか…
…みんな

「早稲田文学」に載
ってたひとですけ

ど、それがもっとも身
近な目標だった

んですよね。もっと広
い意味だと、倉橋由

美子さんとかかな。
中沢けいさ

んにはみんな嫉妬し
ていましたね、女子大

生は。ひとつの理想
型として。

［重松］ あの時代、田中康
夫の『なんとなく、ク

リスタル』とか松田聖
子の曲の

詞を書いた松本隆み
たいに、女語りじゃな

いと伝えられない時
代の空気が

あったような気もします
ね。

［小川］ 三石さんの『ダイア
モンドは傷つかない

』が映画になったとき
も、いちば

んに行きましたよ。 田
中美佐子さんが主人

公で……村上春樹の
『風の歌

を聴け』も映画にな
ってたし。授業で「

早稲田文学」をテキ
ストに村上春

樹の短篇をみんなで
読んで、そのあと高

田馬場で『風の歌を
聴け』を観

るとか、そういう幸せ
な時代でした。岡山

の田舎から出てきた
女の子が、

ものすごいシャワ
ーを浴びて、でも自

分の書くものはあまり
に未熟で、まだ

なんにもわかって
いなかったころ。

［重松］ そのころの小説は、
女子大生が主人公だ

ったりしました ?

［小川］ それ以外はまだちょ
っと書けませんでした

ね。初めて「ぼく」
って書いた

のは、プロになって
からです。当時は全

部「わたし」で、等
身大の人物

の語りなんだけれど、
中身は非現実的な物

語。

［重松］ どんな感じの奇妙さ
だったんですか ?

［小川］ ほんとうに初期のころ
の金井美恵子さん、

かな。少女の、すご
くニヒルで

残酷で、絶対にひと
に見せたくないところ

を、わざと鷲掴みに
して床に投

げつけるみたいな
、意地の悪い、読み

たくないような小説で
したね（笑）。

［重松］  『妊娠カレンダー』
の、グレープフルー

ツの場面みたいな？

［小川］ あれをもっと煮詰めた
ような。

◉

［重松］  80年前後って、少女
漫画のレベルがすご

くあがった時期じゃな
いです

か。大島弓子さん的
なものとか。小川さん

の『博士の愛した数
式』って、

大島さんが漫画にす
べきだと思ってるくら

いなんですが、少女
漫画には当

時そんなに惹かれま
せんでしたか ?

［小川］ ぜんぜん同時代で
読んでないんです。

よしもとばななさ
んが同じ時期に

デビューして、文学と
少女漫画が並列で評

論されるようになった
。それであ

とから読んだんですよ
。

［重松］  それは、現代文学
会や文芸科のなかで

はレアケースかも
。というのも、

小川さんと同期の勝
谷誠彦さんが、少女

漫画オタクの男を集
めてつくった

サークルが、「おとめ
チッククラブ」ってい

うんですよ。男子で
少女漫画を

読むのは「ちょっとわ
かっているやつ」だ

、みたいなイメージで
、少女漫

画が大学生文化に浸
食しつつある時期だっ

たんですね。

［小川］ 少女の内面を表現
するのは、じつはす

ごく難しいですよね。
語弊がある

かもしれないけれ
ど、少年を描く方が

、たぶん簡単だと思
う。少女という摩

訶不思議なものを表
現するのに文学だけ

では無理な部分があ
って、それ

を漫画がやっちゃった
。

［重松］ でも、少女を描く難
しさを金井美恵子さ

んがやり、大人の女
に変わる寸

前を中沢けいさんが
描き……。

［小川］ そう、女性が小説を
書こうと思ったら自分

のなかの摩訶不思議
な「少女」

を表現しなければ書
いている意味がない

、それをわかってほし
いという、そ

こがスタートです
よね。

［重松］ 天に唾していいます
が、男性作家には、

「大人になったぼく
のなかにい

る、少年よ」みたい
なのがあるでしょ

う。でも、それってノ
スタルジックなだ

けなんですよね。

［小川］ 女性の摩訶不思議
は、ノスタルジーによ

っては濾過されません
ね。

［重松］ だからあんまりい
い話にならない（笑

）。男の、とくにマッ
チョな短編作家

が少年時代を書くと
、「泣ける」とか言わ

れるでしょう?　そんなふうにすっ

きりはしないんで
すよね。

［小川］  『博士の愛した数式
』も、「ルートくん」

が女の子だったら、
全然ちがう

話に書けたと思います
よ。

［重松］ それって人物にも出
ている気がします。小

川さんは登場人物に
名前をあ

まりつけませんよ
ね。

［小川］ 倉橋由美子さんの登
場したときの驚きって

、名前がアルファベッ
トだってい

う、あれはやっぱり画
期的ですよね。

［重松］ 倉橋さんもそうだけど
、村上春樹の「鼠」

!　ぼくたちのあだ名
って、勝

谷だったら「カッちゃん
」とか苗字に因んでい

るわけよ。なのに、「
鼠」（笑）。

［小川］  「鼠」もいまや世界
文学ですからね。

◉

［重松］ 以前別のインタヴュ
ーで、「少年が好き

でしょう?」みたいなことをう
かが

いましたよね。

［小川］ 好きなんです。すご
くプラスとマイナス

で引き合うみたいな感
じで。

［重松］ あさのあつこさん
に「やっぱり女の子

二人じゃこうならない
ですよね ?」っ

て聞いたときも、「なら
ない !　すごくいやな話に

なる」って言われたん
です。

［小川］ 私が「アンネの日記
」にすごく惹かれた

のは、その「いやな
感じ」とい

うか異物感を、見事
に表現していることへ

の驚きのためなんで
すよね。世

界文学のなかでほと
んど唯一、少女の不

条理さをものすごく素
直に書いち

ゃったんだと思う。

［重松］ ということは、いわ
ゆる“反ナチ”とか

そういう問題じゃない
んですね ?

生理用品を「アンネ
ナプキン」と呼ぶネ

ーミングは、じつは本
質をついて

いるんだ（笑）。

「
あ
が
っ
た
」ひ
と
が
好
き
だ
よ
ね
（
重
松
）小

川
洋
子§
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。
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［重松］ 小川さん
、高校時代

は文学とか
文芸に関っ

てらっしゃ
いました

?

［小川］ いわゆ
る文芸部に

入って仲間
で何かする

、ということ
はしてま

せんでし
たね。最初

は近代詩と
か短歌から

入ったんで
すよ、萩原

朔太郎と

か立原道造
、あるいは

万葉集から
始まって大

岡信にいた
るまで。最

初は詩歌の
方になんと

なく向いて
いたんで

す。

［重松］ それは
どうしてな

んですか
?

［小川］ 小説って
、すごく巨

大なものだ
と思ってた

んです。た
だ、いきな

りお城はつ
くれない

から、ちょっ
と中庭から

つくってみ
ようかなと

。本当は

そんなふ
うに詩や短

歌を語れな
いことも、よ

くわかっ
ているん

ですけれ
ど、書き始

めて書き終
わるって

いう、ひと
つの作業を

とにかくし
ないこ

とには前に
進めない、

という感じだ
ったんで

すよね。

［重松］ラストま
でいくに

は、分量が
あまり多い

とたいへ
んだ、と（

笑）。という
ことは、高

校時代の詩
や短歌の習

作ってある
んですか

?

［小川］ あるん
です。「朝

日新聞」の
朝日歌壇に

応募したり
……。

［重松］ これ、活
字にしちゃっ

ていいん
ですか ?

［小川］ いいで
すよ。で、

大学に入る
と同時に、

現代文学会
というサー

クルに入っ
たんです

。そこで読
書会をやっ

たり同人誌
に詩を書い

たりしてま

した。2年生にな
って、小説

を書くため
の「文芸科

」に進んだ
ら、去年な

くなった
平岡篤頼先

生が、いき
なり「20枚の短編

を書いてき
な

さい」って
。そこで初

めて小説を
書いたんだ

と思います
。

［重松］ 現代文学
会で、愛憎

含めていち
ばん熱く語

られてい
た作家はだ

れでした
?

［小川］ 忘れもし
ない第 1回目の読

書会は、大
江健三郎の

『死者の奢
り』でした

。

［重松］ それっ
て昭和 32年の作品

ですよね
。「現代文

学会」だけ
ど、「現代

」のスパン
は昭和 30年ぐらい

まで下がっ
て考えるん

だ（笑）。

［小川］ そうで
すね（笑）

。あとは村
上春樹とか

、福永武彦
とか古井由

吉とか野坂
昭如とか…

…みんな、
自由に「こ

れやりた
い」って提

案でき

たんです
よ。でも、

実際の読書
会で何をし

たかという
と、ルノア

ールに集ま
って、みん

なでただ
話すだけ。

［重松］ 生意気そ
うなガキ

が集まって
たんだろ

うね（笑）
。

［小川］ 「いかに
自分が賢い

か」を証明
するため

に喋ってる
、みたいな

（笑）。い
まから考え

ると幼かっ
たんです

けど、そう
やって 1日のうち

2時

間でも、ど
っぷり「文

学」に浸っ
て、言葉を

武器に闘う
経験は、い

ましようと
思ってもな

かなかで
きない。あ

の時期必要
な体験だっ

たんだ

なあと思い
ます。

Ogawa Yoko
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