
筆
記
試
験
で
す

穏
や
か
な
、
母
と
い
う
も
の
が
な
い
前
方
へ
、〈
主
婦
〉
は
生
き
て
ゆ
き
た
い
。
布
団

の
中
で
、
足
の
指
先
で
シ
ー
ツ
の
冷
た
い
部
を
探
し
な
が
ら
、
舌
の
く
ぼ
み
の
そ
の
う

え
で
そ
ん
な
ふ
う
に
う
め
い
た
の
や
っ
た
け
ど
、
そ
れ
が
う
め
き
で
あ
っ
た
ん
か
ど
う

か
ほ
ん
ま
は
よ
う
わ
か
り
ま
せ
ん
。
冬
の
夕
方
、
布
団
か
ら
頭
だ
け
出
し
て
窓
の
外
を

見
て
る
と
、
経
歴
は
来
た
道
を
転
が
っ
て
ゆ
く
。
中
央
演
出
。
瞬
間
休
暇
。
経
歴
も
、

転
が
り
を
受
け
止
め
る
道
の
ほ
う
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
云
い
分
が
あ
る
の
か
も
知
れ
ん
け

ど
も
、
こ
の
町
で
は
、
み
ん
な
で
そ
う
し
ま
し
ょ
う
よ
っ
て
決
め
て
か
ら
こ
っ
ち
、
発

語
の
為
の
口
が
も
う
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
し
ま
い
つ
つ
あ
る
の
や
か
ら
、
ま
、
最
近

は
静
か
な
も
ん
で
あ
っ
て
、
お
よ
そ
口
が
な
く
な
る
と
い
う
の
は
そ
の
分
だ
け
目
が
発

達
す
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
で
も
あ
る
わ
け
や
。
と
い
う
こ
と
を
私
は
以
前
、
日

常
生
活
を
砕
き
撒
く
特
別
な
本
で
読
ん
で
、
そ
の
行
を
読
ん
だ
し
り
か
ら
目
が
ぐ
り
い

ぐ
り
い
と
せ
り
出
し
て
き
て
、
今
こ
こ
で
目
が
落
ち
た
と
し
て
も
、
洗
面
台
が
あ
る
の

で
大
丈
夫
、
と
感
じ
た
の
を
覚
え
て
ま
す
。
柔
軟
性
の
幸
運
。
発
語
を
な
く
す
と
い
う

こ
と
は
、
い
ち
い
ち
大
層
な
こ
と
で
あ
る
の
な
あ
。

ぐ
り
ぐ
り
と
頭
で
枕
の
か
た
ち
を
整
え
な
が
ら
、
舐
め
る
よ
う
に
低
く
床
に
の
び
て

く
る
冬
の
日
差
し
に
顔
の
半
分
を
渡
し
な
が
ら
、
布
団
の
中
は
ひ
ゅ
っ
と
し
て
気
持
ち

い
い
け
ど
、
こ
う
や
っ
て
床
と
お
な
じ
目
の
高
さ
で
お
っ
た
ら
、
こ
こ
に
も
ひ
と
つ
、

迫
り
来
る
ち
っ
ち
ゃ
い
町
の
様
。
部
屋
も
そ
ろ
そ
ろ
片
付
け
な
あ
か
ん
な
あ
。
た
た
ま

な
あ
か
ん
洗
濯
物
の
小
さ
い
山
の
裾
ん
と
こ
に
、
な
ん
で
か
フ
ォ
ー
ク
が
落
ち
て
る
わ
。

芯
の
折
れ
た
鉛
筆
も
転
が
っ
て
る
。
あ
れ
は
私
が
置
き
っ
ぱ
な
し
に
し
た
ん
や
っ
た
か

し
ら
。
じ
っ
と
見
て
る
と
フ
ォ
ー
ク
の
下
に
、
鉛
筆
の
下
に
、
省
略
さ
れ
た
母
親
の
顔

が
見
え
て
く
る
。
1
＝
1
分
の
1
、
5
＝
1
分
の
5
、
で
あ
る
よ
う
に
、
フ
ォ
ー
ク
＝

在
る
分
の
フ
ォ
ー
ク
、
宇
宙
＝
在
る
分
の
宇
宙
、
鉛
筆
＝
在
る
分
の
鉛
筆
…
、
目
に
見

え
る
も
の
す
べ
て
の
分
母
で
あ
る
〈
在
る
〉
が
見
え
て
く
る
ん
で
あ
っ
て
、
も
、
最
近

は
ほ
ん
ま
に
〈
在
る
〉
が
う
る
さ
い
わ
。
喋
ら
ん
く
せ
に
う
る
さ
い
わ
。
そ
の
う
る
さ

い
う
る
さ
い
分
母
は
、
も
の
が
そ
こ
に
あ
る
限
り
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
ど
こ
に
も
行

か
れ
へ
ん
し
、
愚
痴
る
口
も
最
近
は
な
い
し
で
、
そ
ん
な
こ
っ
て
で
分
母
は
い
た
る
と

こ
ろ
で
我
が
身
を
恨
み
、
猛
烈
に
苛
苛
し
て
自
家
中
毒
で
、
こ
の
ま
ま
お
っ
た
ら
爆
発

し
て
し
ま
う
わ
ね
え
。
そ
う
や
っ
て
一
時
間
く
ら
い
フ
ォ
ー
ク
と
鉛
筆
を
じ
っ
と
見
て

た
け
ど
、
な
ん
や
爆
発
は
な
い
の
で
、
布
団
の
中
で
寝
返
り
を
打
っ
て
目
を
つ
む
る
。

母
と
つ
く
も
の
か
ら
お
喋
り
を
奪
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
残
る
も
の
、
こ
れ
は
難
儀
。

感
じ
る
専
門
家 

採
用
試
験

川
上
未
映
子

小
説
が

新
し
い
才
能
に

出
会
う
日
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そ
や
か
て
ゆ
う
て
〈
発
語
〉
せ
ん
で
な
ん
か
い
い
こ
と
が
あ
る
ん
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
ね
、
静

か
な
ん
で
あ
る
。
静
か
に
な
る
の
。
こ
の
部
屋
は
何
も
か
も
が
み
ん
な
静
か
。
町
も
だ
ん
だ
ん
静
か

で
す
。
言
葉
は
通
じ
る
け
ど
話
は
通
じ
や
ん
く
て
腐
々
に
な
り
ま
す
わ
、
何
年
も
何
年
も
ほ
ん
ま
に

話
に
な
り
ま
せ
ん
わ
、
も
、
あ
ん
た
、
さ
く
っ
と
死
ん
で
ほ
し
い
ね
ん
、
っ
て
い
う
忌
々
し
い
出
来
事

発
露
何
や
か
や
で
今
ま
で
こ
の
町
の
人
々
は
何
千
回
も
殺
し
あ
っ
た
の
を
、
や
っ
と
こ
の
た
び
、
教

訓
と
し
て
ち
ゃ
ん
と
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
お
喋
り
せ
ん
と
、
私
ら
静
か
に
し
て
ま
し
ょ
う
っ

て
こ
と
に
な
っ
た
ん
で
す
。
で
も
ま
、
そ
う
は
ゆ
う
て
も
お
喋
り
も
な
し
に
、
こ
の
脱
臼
し
た
り
し

て
な
か
っ
た
り
す
る
こ
の
時
間
の
連
綿
を
ど
う
や
っ
て
や
り
過
ご
す
か
と
い
う
と
そ
れ
は
、
も
、
そ

ら
見
つ
め
あ
う
く
ら
い
し
か
す
る
こ
と
は
残
さ
れ
て
な
い
の
や
か
ら
、
も
、
私
ら
は
見
つ
め
あ
う
だ

け
。
そ
れ
感
じ
る
だ
け
。
そ
ら
感
じ
る
だ
け
。
そ
う
い
う
わ
け
で
存
在
同
士
が
見
つ
め
に
見
つ
め
あ

っ
て
感
じ
抜
い
て
黙
り
込
み
あ
っ
て
る
の
が
、
こ
の
町
の
最
近
。

見
つ
め
感
じ
黙
り
合
い
は
こ
ん
が
ら
が
っ
て
仕
舞
い
に
は
何
が
何
を
し
て
る
ん
か
さ
っ
ぱ
り
わ
か

ら
ん
こ
と
な
る
が
、
と
に
か
く
ち
ょ
っ
と
ず
つ
目
は
大
き
く
な
っ
て
ゆ
く
一
方
よ
。
全
部
が
少
し
ず

つ
膨
ら
ん
で
ゆ
く
瞬
き
よ
。
私
の
目
か
っ
て
漏
れ
ず
近
頃
は
腫
れ
と
っ
て
、
黒
目
が
大
き
く
な
る
ん

な
ら
ま
だ
可
愛
げ
も
あ
る
も
ん
を
、
な
ん
せ
存
在
は
白
目
に
好
ん
で
溜
ま
る
の
ら
し
く
、
半
熟
に
盛

り
上
が
り
波
う
つ
朝
も
あ
る
。
た
ま
ら
ん
。
白
目
部
が
垂
れ
そ
う
。
そ
の
目
で
も
っ
て
鏡
と
か
、
頰

紅
を
入
れ
る
と
き
に
覗
き
込
ん
だ
ら
な
ん
や
の
、
こ
れ
で
は
目
が
お
化
粧
し
て
る
み
た
い
や
な
い

の
、
こ
れ
は
か
な
ん
わ
、
お
ま
け
に
そ
ん
な
目
の
う
え
に
は
〈
主
婦
〉
と
い
う
塗
装
が
く
ん
く
ん
進

め
ら
れ
て
て
、
私
め
っ
ぽ
う
だ
る
な
る
ん
で
す
。
っ
て
噓
。〈
主
婦
〉
の
塗
装
は
ほ
ん
ま
は
そ
ん
な
に

悪
く
は
な
い
ん
で
あ
っ
て
、
鏡
さ
え
見
な
ん
だ
ら
不
恰
好
も
気
に
な
ら
へ
ん
し
、
え
え
の
で
す
。〈
在

る
〉
に
い
ま
さ
ら
何
が
の
っ
か
っ
て
も
、
も
、
ど
な
い
な
こ
と
も
あ
ら
へ
ん
し
、〈
主
婦
〉。
え
え
や

な
い
の
。
四
時
の
近
づ
く
感
じ
が
し
て
。
そ
し
て
私
は
布
団
か
ら
出
て
、
ス
ー
パ
ー
に
行
こ
う
と
感

じ
ま
す
。
あ
、
食
し
ま
す
、
私
の
口
は
食
し
ま
す
、
私
の
口
は
食
す
た
め
に
も
あ
る
の
や
か
ら
、
一

日
に
一
回
は
私
は
ス
ー
パ
ー
へ
と
出
か
け
ま
す
。
口
の
な
か
の
太
陽
は
去
り
、
胃
が
歯
の
う
ら
に
ぶ

よ
と
押
し
あ
が
っ
て
き
て
る
。
気
が
つ
け
ば
一
日
の
区
切
り
は
四
時
。
四
時
は
夕
方
。
探
究
で
の
誰
。

〈
主
婦
〉
は
私
。
個
別
に
梱
包
さ
れ
た
譲
歩
が
ど
こ
ぞ
の
教
会
の
鐘
の
音
に
揺
れ
て
お
る
。「
な
あ
な

あ
、
徹
底
的
な
後
悔
も
、
徹
底
的
で
あ
る
な
ん
て
、
あ
れ
は
そ
れ
で
美
し
か
っ
た
ね
」「
射
し
て
。
贈

ら
れ
た
本
は
突
き
抜
け
て
た
も
ん
」「
あ
の
火
曜
日
の
夜
は
目
印
と
暴
露
と
ほ
ん
ま
に
素
晴
ら
し
い

達
成
が
あ
っ
た
な
あ
、
洗
練
さ
れ
た
裁
断
と
」
と
て
つ
も
な
い
左
の
ほ
う
か
ら
懐
か
し
い
声
が
す
る

の
や
け
れ
ど
、
そ
う
い
う
も
ん
に
対
し
て
咽
喉
の
奥
の
奥
、
ひ
り
出
す
感
嘆
こ
そ
は
、
二
〇
〇
六
年

の
冬
の
司
令
、
ぷ
ふ
い
！　

で
あ
る
は
ず
が
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
な
が
い
あ
い
だ
、
私
の
最
も
上

手
で
良
い
挨
拶
や
っ
た
〈
ど
う
し
て
？
〉
は
、
し
ゅ
っ
と
な
く
な
っ
て
し
も
た
。
在
る
の
は
ど
う
し

て
？　

無
い
の
は
ど
う
し
て
？　

ど
う
し
て
ど
う
し
て
。
か
つ
て
〈
ど
う
し
て
？
〉
は
ま
る
で
そ
う
、

ド
ー
ナ
ッ
ツ
で
あ
っ
た
の
や
し
、
答
え
は
真
ん
中
の
空
洞
や
っ
た
の
に
、
今
じ
ゃ
ド
ー
ナ
ッ
ツ
自
体

が
消
え
て
も
う
た
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
私
は
こ
の
た
び
電
子
辞
書
を
購
入
し
て
、
そ
こ
で
じ
っ
く

り
〈
主
婦
〉
と
い
う
語
を
ひ
ら
い
て
み
た
ら
ば
、
家
族
が
・
気
持
ち
よ
く
・
元
気
に
・
仕
事
や
勉
強

が
出
来
る
よ
う
に
・
生
活
環
境
を
整
え
・
食
事
な
ど
の
世
話
を
中
心
に
な
っ
て
す
る
婦
人
、
と
い

う
意
味
が
は
ら
っ
と
落
ち
て
き
た
の
で
じ
っ
と
見
て
る
と
、
そ
の
意
味
が
云
う
に
は
〈
主
婦
〉
に
も

〈
権
利
〉
が
あ
る
と
い
う
ん
で
あ
っ
て
、〈
権
利
〉、
そ
れ
は
食
物
を
分
配
す
る
権
利
な
の
ら
し
い
。
ぴ

ん
と
こ
ん
。
私
は
こ
の
ま
ま
何
処
に
も
行
か
ん
と
隣
接
す
る
首
府
や
ら
主
部
や
ら
呪
符
な
ん
か
を
た

だ
見
と
き
た
い
け
ど
、
や
っ
ぱ
り
も
う
四
時
。
小
さ
な
選
択
で
も
な
ん
で
も
な
い
靴
に
乗
っ
か
っ
て
、

私
は
装
飾
的
な
刈
り
込
み
の
あ
る
ス
ー
パ
ー
を
額
に
置
い
て
、
そ
れ
か
ら
食
物
の
決
定
に
出
か
け
よ

う
と
感
じ
ま
す
。

実
技
試
験
で
す

ス
ー
パ
ー
は
明
る
さ
が
激
し
い
し
、
天
井
が
高
い
し
女
が
多
く
て
暖
色
の
装
い
。
四
時
は
た
く
さ

ん
の
種
類
の
女
で
溢
れ
て
る
。
揃
い
の
籠
を
腕
に
か
け
て
、
人
差
し
指
で
唇
を
触
り
な
が
ら
鍵
の
効

き
具
合
を
点
検
し
て
る
み
た
い
や
わ
。
カ
ー
ト
に
も
た
れ
る
よ
う
に
し
て
滑
る
よ
う
に
、
や
、
そ
れ

ぞ
れ
の
性
能
が
始
ま
っ
て
る
わ
、
抜
粋
が
設
計
さ
れ
始
め
て
る
わ
、
大
衆
的
な
切
れ
端
が
踊
り
始
め

て
る
、
低
い
と
こ
ろ
を
流
れ
る
音
楽
を
ゆ
き
な
が
ら
、
私
は
ゆ
っ
く
り
陳
列
に
放
り
出
さ
れ
る
。
こ

ん
に
ち
は
陳
列
。
私
、
ま
た
来
て
ま
い
ま
し
た
。
だ
っ
て
、
行
く
と
こ
が
な
い
ん
で
す
。
こ
ん
に
ち

は
陳
列
。
あ
ん
た
ら
は
毎
日
な
あ
積
み
重
な
っ
て
て
、
し
ん
ど
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
？　

分
母

が
暴
れ
出
す
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
？　

自
分
を
爆
発
さ
せ
た
く
な
る
こ
と
は
な
い
の
？　

圧
倒
的

な
陳
列
。
食
パ
ン
。
陳
列
は
い
つ
来
て
も
き
り
っ
と
陳
列
で
あ
っ
て
、
そ
の
ほ
か
に
は
粉
や
野
菜
や

瓶
や
果
実
、
袋
と
か
肉
と
か
の
形
を
し
な
が
ら
じ
っ
と
し
て
る
。
じ
っ
と
す
る
こ
と
に
じ
っ
と
し
て

る
。
陳
列
は
私
と
違
っ
て
養
分
を
取
り
入
れ
る
口
も
な
い
か
ら
、
目
し
か
な
く
て
、
な
ん
ち
ゅ
う
の
、

な
ん
で
か
そ
の
目
は
優
し
い
ね
ん
。
優
し
い
は
鋭
さ
、
そ
れ
は
高
等
訓
練
を
受
け
た
断
食
す
る
顕
微

鏡
の
レ
ン
ズ
の
急
部
。
め
っ
さ
美
し
い
生
き
物
。
自
ら
は
決
し
て
動
か
ん
、
そ
し
て
何
を
も
食
さ
ぬ

も
の
を
前
に
し
て
、
口
に
入
れ
る
食
物
の
分
配
の
〈
権
利
〉
を
も
つ
私
の
こ
の
白
々
し
さ
。
そ
う
し

て
四
時
が
感
じ
る
こ
と
は
、
お
な
じ
〈
在
る
〉
を
分
母
と
し
て
、
こ
う
し
て
向
か
い
合
い
見
つ
め
あ

え
る
の
な
ら
ば
、
な
ん
で
私
が
キ
ュ
ウ
リ
で
な
く
あ
ん
た
が
キ
ュ
ウ
リ
で
、
青
く
ぶ
つ
ぶ
つ
と
細
長

い
キ
ュ
ウ
リ
は
私
で
は
な
く
口
を
持
つ
人
間
と
し
て
私
は
存
在
し
て
る
の
や
ろ
う
か
。
な
あ
、
こ
れ

は
何
の
あ
れ
な
ん
か
な
。
キ
ュ
ウ
リ
、
あ
ん
た
も
お
な
じ
よ
う
に
感
じ
ま
す
か
。
ど
う
で
す
か
。
誰

か
に
私
は
も
う
一
回
だ
け
訊
い
て
み
た
い
。
私
は
、
何
の
、
誰
の
、
ど
う
い
っ
た
趣
味
な
ん
か
采
配

な
ん
か
は
わ
か
ら
ん
け
ど
、
な
ん
で
私
は
こ
う
い
う
形
の
私
と
し
て
あ
っ
て
、
一
個
の
た
ま
ね
ぎ
や

な
か
っ
た
の
。
一
個
の
ト
マ
ト
缶
や
な
か
っ
た
の
。

私
の
右
腕
の
す
ぐ
そ
こ
で
、
愛
情
に
立
ち
会
う
風
の
女
が
ほ
う
れ
ん
草
と
母
乳
の
関
係
に
つ
い
て

独
り
言
を
云
う
の
が
聴
こ
え
ま
す
。
口
か
ら
出
て
く
る
意
見
は
言
葉
や
の
う
て
噴
き
出
さ
れ
る
炭
酸

水
み
た
い
に
見
え
た
け
ど
、
よ
う
見
る
と
言
葉
と
同
時
に
出
て
る
の
は
う
す
黄
色
の
糸
で
あ
っ
て
、

そ
の
糸
が
す
ご
い
速
さ
で
女
の
足
首
と
手
首
と
首
と
を
包
装
し
て
ま
す
。
今
日
は
ち
ょ
っ
と
冷
え
る

か
ら
そ
の
包
装
は
女
に
と
っ
て
は
満
足
で
あ
っ
て
、
見
る
か
ら
に
首
っ
た
け
よ
。
ほ
お
ほ
お
、
し
か

も
女
は
妊
娠
し
て
る
。〈
妊
娠
〉
は
右
手
で
ア
ボ
カ
ド
を
握
り
、
左
手
で
オ
リ
ー
ブ
オ
イ
ル
の
瓶
の

記
述
を
精
査
し
て
る
。〈
妊
娠
〉
の
歩
き
方
は
ス
カ
ー
ト
の
中
で
工
事
で
も
や
っ
て
る
の
ん
か
と
い
う

ほ
ど
に
ば
ら
ば
ら
と
足
を
投
げ
出
す
恰
好
で
、
ま
ば
ら
に
放
置
さ
れ
て
い
く
履
歴
。
も
っ
と
も
っ
と

よ
く
見
る
と
〈
妊
娠
〉
は
マ
ン
シ
ョ
ン
の
郵
便
受
け
あ
た
り
で
何
度
か
見
た
こ
と
の
あ
る
顔
や
っ
た
。
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〈
妊
娠
〉
の
冗
談
み
た
い
に
突
き
出
た
ま
ん
ま
る
の
腹
を
見
て
い
る
と
、
頭
の
中
で
、〈
生
む
・
有
無
〉

の
響
き
が
大
合
唱
。
う
ー
む
う
む
う
む
、
う
む
う
む
う
ー
む
。
孕
み
の
運
動
、〈
無
い
〉
と
こ
ろ
に

〈
有
る
〉
を
つ
く
る
こ
の
行
為
。〈
生
む
・
有
無
〉、
う
う
む
。
合
唱
は
遠
く
な
り
近
く
な
り
、
そ
れ
で

も
突
き
出
た
腹
を
な
で
る
〈
妊
娠
〉
の
手
が
私
の
感
傷
を
ひ
と
な
で
す
る
か
ら
、
急
に
我
が
身
が
薄

ら
寒
く
な
っ
て
く
る
。
あ
あ
そ
う
い
え
ば
。
私
は
も
う
な
が
く
性
交
を
し
て
な
い
な
あ
。
生
む
か
ら

は
は
る
か
遠
く
に
お
り
ま
す
。
か
と
い
っ
て
処
女
な
わ
け
で
も
な
い
、
か
と
い
っ
て
生
理
が
退
い
た

わ
け
で
も
な
い
、
か
と
い
っ
て
、
か
と
い
っ
て
。
と
か
い
っ
て
、
ひ
と
月
に
四
日
間
、
血
を
出
す
今
日

の
こ
の
こ
と
が
、
何
に
対
し
て
か
大
き
な
無
駄
、
大
き
な
空
振
り
に
感
じ
る
こ
と
も
あ
る
の
や
か
ら
、

こ
の
数
年
の
私
の
体
は
何
で
あ
ろ
う
な
。
前
を
向
く
で
も
後
ろ
を
向
く
で
も
、
ど
ち
ら
に
だ
っ
て
進

ん
で
い
け
る
わ
け
で
も
な
い
し
、
処
女
性
か
ら
も
、
母
性
か
ら
も
、
こ
ん
と
離
れ
た
真
ん
中
で
、
ど

っ
ち
に
も
ゆ
け
ず
に
目
だ
け
大
き
く
し
て
た
だ
ス
ー
パ
ー
の
陳
列
に
寄
り
添
う
だ
け
の
も
の
。
分
配

す
る
権
利
だ
け
も
っ
て
。
あ
あ
感
傷
が
。
こ
ん
な
と
き
、
た
だ
〈
在
る
〉
だ
け
を
見
つ
め
れ
ば
す
べ

て
は
等
し
く
母
の
も
と
、
感
情
を
ま
ば
ら
に
す
る
こ
と
も
な
く
、
た
だ
歴
然
と
や
り
過
ご
す
こ
と
も

出
来
る
よ
う
な
も
ん
を
、
孕
み
を
前
に
す
る
と
私
の
混
乱
は
見
事
に
彫
刻
さ
れ
る
ん
で
あ
っ
て
、
孕

み
の
前
で
は
〈
在
る
〉
は
姿
を
く
ら
ま
す
、
分
母
は
静
ま
る
、
私
は
感
傷
に
放
り
出
さ
れ
る
、
た
ま

ら
ん
く
な
っ
て
〈
妊
娠
〉
を
私
は
思
わ
ず
呼
び
止
め
る
。

主
婦 

お
な
か
の
中
の
子
ど
も
を
生
む
・
い
っ
た
い
そ
れ
が
ど
う
い
う
こ
と
か
・
わ
か
っ
て
や
ろ
う

と
し
て
る
の
で
す
か
・
子
ど
も
が
欲
し
い
と
皆
云
う
け
れ
ど
・
子
ど
も
子
ど
も
と
云
い
な
が

ら
・
あ
な
た
が
欲
し
が
っ
て
る
も
の
は
・
ほ
ん
ま
の
と
こ
ろ
何
で
す
か
・
単
に
子
ど
も
が
欲

し
い
な
ら
・
無
い
と
こ
ろ
に
わ
ざ
わ
ざ
と
・
有
る
を
作
る
な
ん
て
そ
ん
な
こ
と
・
し
な
い
で

既
に
有
っ
て
し
ま
っ
た
無
数
の
子
ら
を
・
引
き
取
る
こ
と
で
は
あ
か
ん
の
で
す
か
・
わ
た
し

の
・
わ
た
し
の
・
わ
た
し
の
・
わ
た
し
の
・
わ
た
し
の
子
ど
も
が
欲
し
い
の
で
す
・
た
い
が

い
人
は
そ
う
云
い
ま
す
が
あ
な
た
が
生
む
の
は
他
人
で
す
・
わ
た
し
の
・
な
ん
て
・
そ
れ
は

奇
妙
な
思
い
上
が
り
で
あ
な
た
は
と
ん
で
も
な
く
怖
い
・
た
い
そ
れ
た
こ
と
を
し
よ
う
と
し

て
い
る
と
そ
ん
な
恐
怖
は
な
い
で
す
か
・
生
む
有
無
問
題
・
あ
な
た
は
何
を
す
る
の
で
す
・

あ
な
た
は
生
ま
れ
て
く
る
ま
え
に
生
ま
れ
て
き
た
い
と
思
っ
た
か
・
母
の
お
腹
の
暗
黒
で
ち

ゃ
ん
と
相
談
し
ま
し
た
か
・
あ
な
た
が
生
む
の
は
な
ん
で
す
か
・
あ
な
た
が
欲
し
い
の
は
な

ん
で
す
か
・
そ
れ
は
正
し
い
こ
と
で
す
か
・
あ
な
た
の
生
む
の
は
な
ん
で
す
か
・〈
ど
う
し

て
？
〉
と
問
い
続
け
た
精
神
が
・
い
ず
れ
お
な
じ
く
〈
ど
う
し
て
？
〉
と
問
い
出
す
で
あ
ろ

う
精
神
を
・
ど
う
し
て
生
む
こ
と
が
出
来
る
で
し
ょ
う
・
ど
う
し
て
・
ど
う
し
て
・
ど
う
し

て
・
ど
う
し
て
・
報
わ
れ
る
こ
と
な
い
う
め
き
で
す
・
そ
れ
で
も
漏
れ
る
う
め
き
で
す
・
ど

う
し
て
と
う
め
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
・
存
在
の
悲
し
み
が
わ
か
り
ま
す
か
・
遺
伝
子
か
ら

の
要
請
も
・
本
能
か
ら
の
通
達
も
・
も
し
も
そ
れ
が
生
む
こ
と
の
・
正
当
な
理
由
で
あ
る
の

な
ら
・
世
界
の
何
処
に
こ
ん
な
私
の
ち
っ
ぽ
け
な
・
問
い
の
余
地
が
あ
り
ま
す
か
・
あ
な
た

は
何
を
生
む
の
で
す
・
あ
な
た
は
何
を
生
む
の
で
す
・
子
ど
も
の
つ
も
り
で
あ
な
た
は
世
界

を
・
あ
な
た
は
世
界
を
つ
く
る
の
で
す
・
一
度
有
っ
て
し
ま
え
ば
二
度
と
は
な
か
っ
た
こ
と

に
は
出
来
な
い
世
界
を
・
あ
な
た
は
作
っ
て
し
ま
う
の
で
す
ね
・
私
は
と
て
も
恐
ろ
し
い
・

私
は
す
こ
ぶ
る
恐
ろ
し
い
・
無
い
と
こ
ろ
に
有
る
を
生
む
・
私
は
と
て
も
恐
ろ
し
い
・
あ
な

た
が
撫
で
て
る
そ
の
腹
の
・
下
に
は
宇
宙
が
あ
る
の
で
す
・
あ
な
た
が
撫
で
て
る
そ
の
腹

の
・
下
に
は
世
界
が
あ
る
の
で
す
・
世
界
は
生
ま
れ
た
い
と
も
云
っ
て
ま
せ
ん
・
宇
宙
は
有

り
た
か
っ
た
と
も
云
い
ま
せ
ん
・
あ
な
た
は
一
体
何
を
孕
ん
で
・
何
を
生
む
気
で
い
る
の
で

す

妊
婦 

い
や
や
わ
な
ん
や
の
・
面
倒
臭
い
・
こ
の
人
何
を
ゆ
う
て
ん
の
・
ゆ
う
て
る
意
味
が
わ
か
ら

へ
ん
・
頭
お
か
し
い
ん
と
ち
や
う
の
ん
・
さ
っ
き
か
ら
こ
っ
ち
じ
っ
と
見
て
・
有
る
が
ど
う

と
か
無
い
が
ど
う
と
か
・
生
む
有
無
問
題
？ 

な
ん
や
の
い
っ
た
い
・
頭
お
か
し
い
ん
と
ち
や

う
の
ん
・
あ
た
し
は
子
ど
も
が
欲
し
い
だ
け
・
な
ん
で
そ
ん
な
ん
云
わ
れ
な
あ
か
ん
の
・
あ

た
し
は
ち
ょ
っ
と
わ
か
り
ま
せ
ん
・
あ
た
し
が
子
ど
も
を
生
む
ん
で
す
・
あ
た
し
が
・
あ
た

し
の
・
あ
た
し
の
・
あ
た
し
の
・
あ
た
し
の
子
ど
も
を
生
む
ん
で
す
・
あ
た
し
の
ゆ
う
て
も

そ
ら
生
ま
れ
て
く
る
の
は
人
間
や
か
ら
・
そ
う
い
う
意
味
で
は
他
人
や
け
ど
も
・
他
人
に

も
種
類
は
あ
る
で
し
ょ
う
・
な
ん
で
・
そ
ん
な
・
極
端
な
ん
・
ほ
か
の
子
ど
も
て
い
う
け
れ

ど
・
隣
の
子
ど
も
は
あ
た
し
の
股
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
り
は
し
ま
せ
ん
し
・
あ
た
し
の
腹
で

育
つ
の
は
・
代
え
の
効
か
な
い
今
こ
こ
に
あ
る
た
っ
た
ひ
と
つ
の
子
ど
も
で
し
ょ
う
・
世
界

を
生
む
や
ら
・
な
か
っ
た
こ
と
に
は
出
来
ま
せ
ん
や
ら
・
あ
な
た
は
な
ん
で
そ
ん
な
上
か
ら

目
線
で
も
の
が
云
え
ま
す
・
あ
た
し
は
少
々
び
っ
く
り
し
ま
す
・
も
し
も
世
界
が
あ
る
と
し

て
・
あ
る
な
ら
世
界
は
ひ
と
つ
や
し
・
そ
れ
は
あ
た
し
の
世
界
で
す
・
あ
た
し
が
責
任
持
て

る
の
は
・
あ
た
し
の
世
界
た
だ
い
っ
こ
・
そ
し
て
あ
な
た
も
あ
た
し
の
世
界
を
構
成
し
て
い

る
単
に
ひ
と
つ
の
要
素
で
し
か
な
い
よ
う
に
・
生
ま
れ
て
来
る
来
る
子
ど
も
か
て
・
あ
た
し

の
世
界
に
含
ま
れ
ま
す
か
ら
・
世
界
は
増
え
た
り
減
っ
た
り
し
ま
せ
ん
・
世
界
は
い
つ
も
ひ

と
つ
で
す
・
何
が
そ
ん
な
に
意
味
め
く
の
・
正
し
い
こ
と
と
か
誤
っ
て
る
と
か
・
そ
れ
を
問

う
の
は
悪
趣
味
で
・
ど
う
し
て
も
と
い
う
の
な
ら
・
現
に
こ
う
し
て
孕
ん
で
る
・
孕
ん
で
そ

れ
を
生
む
こ
と
が
出
来
る
・
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
正
し
い
で
す
・
出
来
な
い
こ
と
は
出
来
ま
せ

ん
・
出
来
る
こ
と
だ
け
が
出
来
る
の
で
す
・
無
い
も
の
は
も
と
も
と
有
り
ま
せ
ん
・
有
る
も

の
は
も
と
も
と
有
る
の
で
す
・
誰
が
無
い
か
ら
有
る
を
生
む
な
ん
て
・
勝
手
な
妄
想
云
い
ま

す
か
・
有
る
も
の
は
有
っ
た
し
こ
れ
か
ら
も
有
る
し
・
無
い
も
の
は
無
い
し
こ
れ
か
ら
も
無

い
・
混
ざ
り
合
う
こ
と
は
な
い
ん
で
す
・
あ
た
し
は
子
ど
も
を
生
む
ん
で
す
・
あ
た
し
の
子

ど
も
を
生
む
ん
で
す
・
あ
た
し
の
世
界
の
出
来
事
で
す
・
あ
た
し
の
世
界
の
出
来
事
で
す
・

相
談
な
ん
か
し
ま
せ
ん
よ
・
誰
が
胎
児
と
喋
れ
ま
す
の
ん
・
あ
な
た
が
生
ま
れ
て
く
る
ま
え

に
・
そ
ん
な
こ
と
相
談
し
ま
し
た
か
・
誰
か
に
相
談
し
ま
し
た
か
・
あ
な
た
は
何
が
怖
い
の

で
す
か
・
怖
い
怖
い
と
云
う
け
れ
ど
・
何
が
そ
ん
な
に
明
瞭
で
す
か
・
怖
が
る
た
め
の
・
何

が
そ
ん
な
に
明
ら
か
で
す
か
・
生
む
を
否
定
す
る
た
め
の
・
何
が
そ
ん
な
に
明
瞭
で
す
か
・

子
ど
も
を
生
む
の
を
恐
る
べ
き
こ
と
と
い
う
た
め
の
・
何
が
そ
ん
な
に
あ
き
ら
か
で
す
か
・

あ
た
し
は
孕
ん
で
生
む
た
め
の
・
答
え
な
ん
て
い
り
ま
せ
ん
・
問
い
が
も
と
も
と
な
い
の
で

す
・
ど
う
し
て
・
ど
う
し
て
・
ど
う
し
て
・
な
ん
て
発
語
し
た
こ
と
に
も
な
り
ま
せ
ん
・
ど

の
よ
う
に
・
ど
の
よ
う
に
・
ど
の
よ
う
に
・
ど
の
よ
う
に
・
世
界
に
対
し
て
投
げ
か
け
れ
る
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に
し
て
し
ま
う
か
ら
こ
ん
な
こ
と
で
は
割
れ
て
し
ま
う
わ
。
た
ま
ね
ぎ
も
買
っ
と
き
た
い
け
ど
、
駅

前
と
百
円
も
ち
ゃ
う
。
こ
こ
高
い
ね
ん
な
あ
。
で
も
近
い
か
ら
す
ぐ
使
っ
て
ま
う
。
今
日
は
ほ
う
れ

ん
草
茹
で
て
、
た
ま
ね
ぎ
ス
ラ
イ
ス
し
て
キ
ュ
ウ
リ
ぶ
つ
切
り
に
し
て
、
昨
日
買
っ
た
安
寿
の
胡
麻

ド
レ
ッ
シ
ン
グ
か
け
て
食
べ
よ
。
簡
単
に
。
そ
れ
か
ら
蛸
酢
し
よ
。
唇
も
最
近
荒
れ
て
る
し
、
癖
で

い
つ
も
皮
剝
い
て
ま
う
。
そ
れ
か
ら
昨
日
貧
血
出
た
と
こ
や
か
ら
レ
バ
ー
炒
め
よ
。
見
て
。
こ
の
横

向
き
の
こ
の
お
腹
。
で
か
す
ぎ
る
で
。
こ
れ
、
ほ
ん
ま
に
ち
ゃ
ん
と
出
る
ん
か
し
ら
…
。
出
産
は
頭

で
考
え
る
ん
や
な
く
て
、
な
ん
て
い
う
の
、
自
然
に
、
練
習
し
た
ま
ま
ち
ゃ
ん
と
自
然
に
呼
吸
し
て
、

感
覚
の
ま
ま
、
力
を
抜
い
た
り
入
れ
た
り
し
た
ら
つ
る
ん
と
上
手
に
生
め
る
ん
や
っ
て
。
子
ど
も
が

生
ま
れ
て
き
た
い
っ
て
感
じ
る
そ
の
と
き
っ
て
い
う
の
っ
て
い
う
の
は
、
ち
ゃ
ん
と
母
体
も
そ
れ
を
感

じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
る
か
ら
、
そ
れ
を
ち
ゃ
ん
と
キ
ャ
ッ
チ
し
て
、
自
然
に
自
然
に
感
じ
る
ま

ん
ま
、
と
に
か
く
あ
ん
ま
り
考
え
て
て
も
し
か
た
な
い
よ
っ
て
…
っ
て
い
う
か
こ
の
お
腹
、
…
こ
れ
、

生
ん
だ
あ
と
っ
て
へ
っ
こ
む
ん
。
そ
っ
ち
が
心
配
。
あ
と
は
ト
マ
ト
缶
だ
け
買
っ
て
帰
ろ
。
ほ
ん
ま
に

色
々
あ
る
ね
ん
け
ど
も
、
何
よ
り
も
か
に
よ
り
も
、
ほ
ん
ま
に
無
事
に
生
ま
れ
て
き
て
欲
し
い
な
っ

て
も
う
そ
れ
だ
け
や
わ
。
そ
う
。
あ
た
し
ら
は
み
ん
な
、
幸
せ
に
な
る
権
利
が
あ
る
ね
ん
か
ら
。
ち

ゃ
ん
と
生
ま
れ
て
き
て
欲
し
い
。
あ
た
し
は
マ
ジ
で
も
う
そ
れ
だ
け
。

試
験
結
果
で
す

出
力
貢
献
、
個
別
に
梱
包
さ
れ
た
譲
歩
が
解
き
放
た
れ
て
、
教
会
の
鐘
の
音
に
う
ー
む
う
む
う
む
、

な
お
揺
れ
て
お
る
、
四
時
れ
は
三
時
五
十
九
分
に
な
り
、
す
ぐ
に
五
十
八
分
、
五
十
七
分
、
三
時
へ
、

一
時
へ
う
む
う
む
う
ー
む
、
さ
か
の
ぼ
り
、
在
る=

在
る
分
の
在
る
、
の
い
っ
こ
い
っ
こ
が
減
っ
て
っ

て
、
生
ま
れ
た
そ
の
と
き
へ
出
合
う
の
で
す
。
言
葉
は
な
か
っ
た
、
問
い
が
な
い
か
ら
世
界
も
な
か

っ
た
、
生
ま
れ
た
そ
の
と
き
、
私
は
〈
母
〉
し
か
感
じ
ん
か
っ
た
、
私
は
〈
在
る
〉
し
か
感
じ
ん
か

っ
た
、
贈
答
裁
縫
、
心
臓
衝
突
、
1
も
宇
宙
も
フ
ォ
ー
ク
も
権
利
も
、
主
婦
も
キ
ュ
ウ
リ
も
頭
の
中

の
妊
娠
も
、〈
在
る
〉
よ
り
前
に
は
あ
り
え
ん
か
っ
た
、
私
は
そ
こ
へ
、
私
は
そ
こ
へ
、
私
は
そ
こ
へ
、

私
を
そ
こ
へ
。
冬
の
夕
方
、
窓
の
外
、
経
歴
は
ゆ
く
道
を
焼
き
刈
り
上
げ
る
、
化
石
感
応
、
純
粋
収

斂
、
布
団
か
ら
、
頭
と
体
の
ぜ
ん
ぶ
を
出
し
て
、
完
全
な
、
母
と
い
う
も
の
が
あ
る
蒼
茫
へ
、〈
私
〉

は
生
ま
れ
に
ゆ
き
た
い
。

の
は
・
ど
の
よ
う
に
・
し
か
あ
り
ま
せ
ん
・
ど
う
し
て
子
ど
も
を
生
む
の
で
す
か
は
あ
り
ま

せ
ん
・
ど
の
よ
う
に
し
て
・
子
ど
も
を
生
む
の
で
す
か
・
し
か
あ
り
ま
せ
ん
・
さ
て
あ
な
た

は
何
が
怖
い
の
で
す
・
わ
か
ら
な
い
も
の
を
怖
が
っ
て
・
そ
ん
な
道
理
も
な
い
で
す
よ
・
あ

た
し
は
わ
か
ら
な
い
か
ら
何
で
も
や
れ
る
・
出
来
る
こ
と
し
か
出
来
ま
せ
ん
・
孕
ん
で
生
め

る
・
孕
ん
で
生
め
る
・
こ
れ
以
上
も
以
下
も
な
い
・
何
が
そ
ん
な
に
意
味
め
く
の

こ
こ
の
ス
ー
パ
ー
は
ほ
ん
ま
活
気
が
な
い
っ
て
い
う
か
、
ど
ん
よ
り
し
て
る
っ
て
い
う
か
、
ほ
ん
ま

な
ん
て
ゆ
う
か
、
人
が
少
な
く
て
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
な
ん
。
こ
の
時
間
に
混
ん
で
な
か
っ
た
ら
け
っ
こ

う
ヤ
バ
い
と
思
う
ね
ん
け
ど
。
ま
あ
野
菜
も
よ
う
さ
ん
あ
る
し
、
そ
う
や
、
ア
ボ
カ
ド
。
私
こ
の
ア

ボ
カ
ド
の
食
べ
ご
ろ
が
い
っ
つ
も
わ
か
ら
へ
ん
ね
ん
な
あ
。
も
う
黒
い
か
ら
行
け
る
や
ろ
と
思
っ
た
ら

ぐ
じ
ゅ
ぐ
じ
ゅ
に
な
っ
て
る
し
、
ほ
ん
な
ら
ち
ょ
っ
と
早
め
に
食
べ
よ
と
思
っ
た
ら
全
然
硬
い
し
。
ま

あ
こ
こ
も
普
通
に
買
い
物
す
る
ぶ
ん
に
は
ま
っ
た
く
全
然
困
ら
ん
ね
ん
け
ど
も
、
見
て
こ
の
高
そ
う

な
瓶
。
え
え
。
オ
リ
ー
ブ
オ
イ
ル
に
三
千
八
百
円
も
出
さ
れ
へ
ん
っ
て
。
一
応
こ
こ
高
級
ス
ー
パ
ー
の

部
類
や
か
ら
、
食
パ
ン
に
し
て
も
ち
ょ
っ
と
ず
つ
よ
そ
よ
り
完
璧
に
高
い
ね
ん
な
あ
。
あ
あ
で
も
い

っ
つ
も
綺
麗
に
並
べ
ら
れ
て
る
な
あ
。
床
も
ぴ
か
ぴ
か
や
し
、
客
の
割
に
は
店
員
が
多
く
て
、
そ
う

い
う
の
は
い
い
な
と
思
う
け
ど
。
そ
れ
に
し
て
も
あ
の
人
、
こ
な
い
だ
も
こ
こ
で
す
れ
違
っ
た
時
こ
っ

ち
が
挨
拶
し
て
も
ぼ
お
っ
と
し
て
あ
た
し
は
な
ん
か
気
色
悪
い
。
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
な
ん
。
な
ん
か
見

る
た
ん
び
に
ぼ
お
っ
と
し
て
て
、
な
あ
ん
か
変
わ
っ
て
る
っ
て
い
う
か
、
何
か
ね
。
た
ぶ
ん
結
婚
し
て

た
は
ず
や
け
ど
、
そ
や
け
ど
も
旦
那
と
一
緒
に
お
る
と
こ
み
た
こ
と
な
い
し
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
会
合
に

も
一
人
で
来
る
し
、
だ
い
た
い
年
っ
て
幾
つ
く
ら
い
な
ん
か
な
。
あ
そ
こ
の
旦
那
、
何
し
て
る
ん
や
ろ

う
か
。
あ
の
人
は
仕
事
し
て
る
っ
ぽ
く
は
な
い
な
。
家
に
ず
っ
と
お
る
感
じ
。
ス
ー
パ
ー
で
は
ち
ょ

こ
ち
ょ
こ
見
か
け
る
け
ど
目
が
あ
っ
て
も
な
ん
か
逸
ら
す
し
、
そ
う
、
挙
動
不
審
、
き
ょ
ど
っ
て
ん

ね
ん
。
お
る
よ
な
。
ま
あ
ち
ゃ
ん
と
喋
っ
た
こ
と
も
な
い
か
ら
勝
手
に
決
め
つ
け
る
ん
は
あ
れ
や
け

ど
も
、
知
ら
ん
人
の
こ
と
や
し
、
で
も
今
日
も
や
っ
ぱ
変
な
感
じ
。
っ
て
別
に
人
の
こ
と
は
ど
う
で

も
い
い
わ
け
で
。

あ
あ
も
う
四
時
。
一
日
が
あ
っ
と
い
う
間
に
な
く
な
っ
て
ま
う
。
こ
ん
な
感
じ
や
っ
た
ら
一
生
な
ん

か
ほ
ん
ま
に
あ
っ
と
云
う
て
る
間
に
終
わ
っ
て
ま
う
ん
や
ろ
う
な
あ
。
あ
た
し
は
結
構
、
か
な
り
っ

て
い
う
か
や
ば
い
ぐ
ら
い
に
重
く
な
っ
て
き
た
自
分
の
お
腹
を
見
て
こ
う
、
硝
子
と
か
鏡
に
映
っ
て

る
の
を
み
る
と
特
に
、
や
っ
ぱ
客
観
的
に
、
人
間
っ
て
す
ご
い
な
っ
て
思
う
わ
け
で
。
神
秘
す
ぎ
！ 

っ
て
思
う
わ
け
で
。
今
の
時
点
で
子
ど
も
の
体
重
は
二
千
七
百
グ
ラ
ム
。
臨
月
に
入
っ
て
か
ら
の
こ

の
せ
り
出
し
の
角
度
、
ち
ょ
っ
と
普
通
じ
ゃ
な
い
わ
。
で
も
こ
れ
っ
て
ほ
ん
ま
に
出
る
ん
か
な
。
あ

あ
怖
い
わ
。
こ
の
一
ヶ
月
で
あ
た
し
の
体
重
が
二
キ
ロ
と
か
増
え
た
か
ら
、
先
生
が
言
う
に
は
ま
あ

増
え
る
時
期
で
は
あ
る
ら
し
い
け
れ
ど
も
、
半
年
過
ぎ
て
か
ら
食
べ
た
い
も
ん
を
ず
る
ず
る
そ
の
ま

ま
食
べ
て
る
か
ら
、
も
う
そ
ろ
そ
ろ
ち
ゃ
ん
と
し
や
な
生
む
の
し
ん
ど
い
や
ろ
う
な
あ
。
ち
ゃ
ん
と

し
よ
う
。
っ
て
い
う
か
も
う
い
つ
生
ま
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
ら
し
い
か
ら
も
う
遅
い
ね
ん
け
ど
ね
。

今
日
は
思
っ
た
よ
り
暖
か
く
て
下
、
半
袖
で
も
よ
か
っ
た
な
あ
。
昨
日
の
晩
か
ら
首
ん
と
こ
に
湿
疹

が
出
て
歩
い
て
来
た
ら
汗
か
い
て
首
が
痒
い
。
足
首
も
手
首
も
痒
い
。
靴
の
中
で
爪
が
あ
た
っ
て
じ

ん
じ
ん
す
る
し
、
ひ
と
り
じ
ゃ
な
か
な
か
爪
が
ち
ゃ
ん
と
切
ら
れ
へ
ん
く
て
つ
い
つ
い
ほ
っ
た
ま
ま

川
上
未
映
子
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「
ユ
リ
イ
カ
」
に
発
表
し
た
問
答
詩 

「
少
女
は
お
し
っ
こ
の
不
安
を
爆
破
、
心
は
あ
せ
る
わ
」
ほ
か
3
篇
が
ひ
そ

か
に
大
好
評
、
近
い
将
来
の
ブ
レ
イ
ク
を
確
信
さ
せ
る
が
、
じ
つ
は
未
映
子
と
し
て
『
頭
の
中
と
世
界
の
結
婚
』
ほ

か
ア
ル
バ
ム
2
枚
と
シ
ン
グ
ル
3
枚
が
ビ
ク
タ
ー
エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
か
ら
発
売
さ
れ
て
い
る
文
筆
歌
手
で
、
11

月
22
日
に
随
筆
集
『
そ
ら
頭
は
で
か
い
で
す
、
世
界
が
す
こ
ん
と
入
り
ま
す
』
を
ヒ
ヨ
コ
舎
か
ら
発
売
予
定
。

http://w
w
w
.m
ieko.jp





テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
が
現
実
の
政
治
や
社
会
現
象
を
素
材
に
す
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
な
い

（
ア
メ
リ
カ
に
は
『
サ
ウ
ス
パ
ー
ク
』
と
い
う
諷
刺
的
ア
ニ
メ
が
あ
る
）。
も
と
も
と
が
（
現
在
も
？
）
子
供
向
け

で
あ
る
と
こ
ろ
の
ア
ニ
メ
に
お
い
て
そ
れ
は
当
然
と
言
え
ば
当
然
な
の
だ
が
、
そ
の
中
で
今
年
の
初
め
に
T
V
東

京
の
深
夜
の
時
間
帯
で
放
映
さ
れ
て
い
た
ア
ニ
メ
『
お
ろ
し
た
て
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル　

練
馬
大
根
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
』
は

異
彩
を
放
つ
作
品
だ
っ
た
。
練
馬
大
根
畑
に
巨
大
ド
ー
ム
を
建
て
て
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
く
夢
の
た
め
に
、
幼
な
じ

み
の
三
人
組
が
、
い
か
が
わ
し
い
商
売
を
や
っ
て
い
る
金
持
ち
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
盗
み
を
働
く
と
い
う
こ
の
ア
ニ

メ
は
、『
ル
パ
ン
三
世
』
に
遙
か
な
オ
マ
ー
ジ
ュ
を
捧
げ
つ
つ
、「
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
」
と
い
う
名
に
ふ
さ
わ
し
く
何

か
あ
る
と
登
場
人
物
が
脈
絡
な
く
変
な
歌
を
歌
い
始
め
る
楽
し
い
作
品
な
の
だ
が
、
毎
回
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
な
る
金

持
ち
が
、「
韓
流
パ
チ
ン
コ
」
だ
っ
た
り
安
売
り
量
販
店
だ
っ
た
り
悪
徳
弁
護
士
だ
っ
た
り
い
ん
ち
き
女
占
い
師
だ

っ
た
り
と
、
現
実
の
具
体
的
な
固
有
名
が
特
定
で
き
る
も
の
ば
か
り
な
の
が
面
白
い
。
諷
刺
と
言
う
よ
り
は
パ
ロ

デ
ィ
で
あ
り
、「
韓
流
パ
チ
ン
コ
」
な
ど
は
「
韓
国
人
」
と
「
パ
チ
ン
コ
」
と
を
結
び
つ
け
て
考
え
る
差
別
的
な

「
俗
情
」
と
「
結
託
」
し
て
い
る
と
非
難
を
受
け
か
ね
な
い
素
材
で
は
あ
る
が
、
某
C
M
を
も
じ
っ
た
「
金
貸
し
ダ

ン
サ
ー
ズ
」
の
「
借
り
ち
ゃ
い
な
マ
ネ
ー
♪
」
と
い
う
歌
に
乗
っ
て
踊
ら
れ
る
「
マ
ネ
ー
ダ
ン
ス
」
は
な
か
な
か

破
壊
力
が
あ
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
12
回
完
結
の
ア
ニ
メ
の
最
後
に
ラ
ス
ボ
ス
と
し
て
登
場
す
る
の
が
、「
大
泉
首
相
」
で
あ
る
。
ラ
イ

オ
ン
顔
の
銀
髪
の
「
大
泉
首
相
」
は
、
練
馬
を
「
ミ
ン
エ
ー
カ
」
す
る
べ
く
「
マ
ド
ン
ナ
議
員
」
を
引
き
連
れ
て

空
飛
ぶ
国
会
議
事
堂
に
乗
っ
て
現
れ
、「
チ
ル
ド
レ
ン
」
た
ち
を
「
刺
客
」
と
し
て
練
馬
大
根
畑
に
送
り
込
み
、
畑

を
つ
ぶ
し
て
「
お
大
根
様
」
を
建
て
毎
年
お
参
り
す
る
こ
と
を
公
約
す
る
。
こ
の
「
大
泉
首
相
」
の
形
象
は
、
そ

れ
ま
で
の
敵
役
た
ち
の
明
快
さ
に
比
べ
て
曖
昧
な
両
義
性
を
帯
び
て
い
る
。「
ミ
ン
エ
ー
カ
」
と
言
い
な
が
ら
「
大

泉
首
相
」
が
「
練
馬
は
国
の
も
の
〜
」
と
い
う
歌
を
バ
ッ
ク
に
現
れ
る
の
は
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、「
大
泉
首

相
」
が
言
う
「
ミ
ン
エ
ー
カ
」
と
は
「
民
営
化
」
で
は
な
く
、「
み
ん
な
で
エ
ー
感
じ
に
快
感
を
味
わ
う
」
こ
と
だ

と
説
明
さ
れ
る
。
こ
の
「
快
感
」
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ま
で
の
悪
役
た
ち
の
悪
の
原
理
（
金
を
騙
し
取
っ
て
守
銭

奴
に
な
る
）
と
は
異
な
る
原
理
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
ど
う
し
て
悪
な
の
か
は
、
単
に
物
語
の
展
開
が
早
す
ぎ

て
説
明
が
足
り
な
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
作
品
の
論
理
と
し
て
説
得
力
を
持
っ
て
表
現
す
る
こ
と
が
困
難
で

あ
る
。「
大
泉
首
相
の
歌
」
に
「
税
金
集
め
て
お
祭
り
騒
ぎ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
集
め
た
金
を
守
銭
奴
的
に

貯
め
込
む
の
で
は
な
く
「
お
祭
り
騒
ぎ
」
で
消
費
し
て
し
ま
う
の
が
「
大
泉
首
相
」
の
在
り
方
で
あ
り
、
そ
れ
は

善
悪
を
超
え
た
地
平
を
暗
示
し
て
い
る
。「
大
泉
首
相
」
は
魅
力
的
に
描
か
れ
過
ぎ
て
い
る
の
だ
。
結
末
で
万
策
尽

き
た
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
は
、
自
分
た
ち
の
主
題
歌
を
歌
い
、
そ
の
歌
に
感
動
し
た
「
大
泉
首
相
」
は
練
馬
を
支
配
す
る

こ
と
を
諦
め
て
去
っ
て
行
く
の
だ
が
、
こ
れ
は
「
快
感
」
に
抵
抗
で
き
る
も
の
が
「
快
感
」
だ
け
で
あ
る
と
い
う

命
題
を
示
し
て
い
る
に
し
て
も
、
唐
突
で
説
得
力
に
欠
け
る
。

こ
の
ア
ニ
メ
は
積
極
的
な
社
会
諷
刺
の
意
図
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
時
事
ネ
タ
を
素
材
に
そ
れ
を

大

杉

重

男
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s
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g
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一
一
月
三
日
、
四
日
と
大
阪
に
行
っ
て
き
た
。「
ア
ジ
ア
ン
映
画
祭
2
0
0
6
in
大
阪
」
と
い
う
催
し
が
あ
り
、

そ
こ
で
行
わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
出
席
し
た
の
だ
。
本
企
画
は
、
リ
サ
イ
タ
ル
ホ
ー
ル
と
い
う
大
き
な
会
場
で
、

韓
国
、
中
国
・
香
港
、
日
本
の
未
公
開
作
品
八
本
を
上
映
す
る
の
で
、
小
規
模
な
り
に
一
応
、
形
の
整
っ
た
催
し

だ
が
、
わ
た
し
が
出
た
の
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
は
い
う
も
の
の
、
実
際
は
、
大
阪
港
に
近
い
九
条
の
小
さ
な
映

画
館
の
観
客
を
前
に
行
う
鼎
談
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

出
席
者
は
、
映
画
監
督
の
大
森
一
樹
と
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
の
西
村
隆
、
そ
れ
に
わ
た
し
で
あ
る
。
テ
ー
マ
は
、

「
日
本
映
画
に
お
け
る
人
材
育
成
と
海
外
進
出
」
と
い
う
、
わ
か
っ
た
よ
う
な
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
が
、

こ
れ
は
、
大
森
氏
が
い
ま
大
阪
芸
大
の
教
授
を
し
て
お
り
、
西
村
氏
が
ユ
ニ
ジ
ャ
パ
ン
（（
財
）
日
本
映
像
国
際
振

興
協
会
）
の
事
務
局
次
長
を
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
わ
た
し
は
、
ど
ち
ら
も
大
し
て
関
係
な
い
の
だ
が
（
日

本
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
専
門
学
校
で
映
画
評
論
と
い
う
授
業
を
や
っ
て
い
て
も
ね
ぇ
…
…
）、
主
催
者
側
ス
タ
ッ
フ
の

景
山
理
が
、
友
だ
ち
の
気
安
さ
で
呼
ん
だ
の
だ
ろ
う
。

テ
ー
マ
は
、
行
政
へ
の
配
慮
も
し
な
が
ら
決
め
た
の
だ
ろ
う
が
、
い
ざ
口
火
を
切
っ
て
み
た
ら
、
人
材
育
成
と
、

批
評
の
不
在
と
い
う
話
が
主
題
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

改
め
て
い
う
ま
で
も
な
く
、
か
つ
て
は
撮
影
所
が
、
映
画
の
工
場
で
あ
る
と
同
時
に
、
人
材
育
成
の
場
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
と
う
の
昔
に
失
わ
れ
て
、
い
ま
は
、
大
学
や
専
門
学
校
が
、
作
り
手
を
育
て
よ
う
と
し
て

い
る
。
も
っ
と
も
大
森
に
よ
れ
ば
、
大
阪
芸
大
も
含
め
て
学
校
は
増
え
て
は
い
る
も
の
の
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
も
教

え
方
も
バ
ラ
バ
ラ
、
一
貫
し
た
メ
ソ
ッ
ド
み
た
い
な
も
の
は
、
な
い
の
が
現
状
だ
と
い
う
。
お
ま
け
に
、
そ
う
い

う
と
こ
ろ
を
出
て
き
た
者
が
映
画
を
作
っ
た
と
し
て
、
き
ち
ん
と
し
た
評
価
も
さ
れ
な
い
し
、
そ
れ
以
前
に
、
ま

と
も
に
公
開
さ
れ
ず
に
棚
晒
し
に
な
っ
て
い
た
り
す
る
。
つ
ま
り
、
人
材
育
成
と
い
う
と
、
ま
ず
作
り
手
を
育
て

よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
作
り
手
ば
か
り
育
て
て
も
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
わ
け
だ
。

こ
れ
は
、
い
ま
の
日
本
の
映
画
界
の
現
状
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
ま
ず
、
作
ら
れ
て
も
公
開
さ
れ
な
い
映
画
が
、

昨
年
だ
け
で
も
一
〇
〇
本
以
上
あ
っ
た
か
ら
、
今
年
は
す
で
に
、
二
〇
〇
本
ぐ
ら
い
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ

れ
は
、
現
在
の
興
行
・
配
給
の
問
題
で
も
あ
る
が
、
作
ら
れ
す
ぎ
と
い
う
問
題
も
無
視
で
き
な
い
。
と
い
う
か
、

わ
た
し
な
ど
は
、
製
作
バ
ブ
ル
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
く
ら
い
、
ど
う
で
も
い
い
映
画
が
多
量
に
作
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
公
開
さ
れ
た
作
品
に
し
て
も
、
な
ん
で
、『
ゴ
ー
ヤ
ち
ゃ
ん
ぷ
る
ー
』
と
か
『
笑
う
大
天
使
』
と
か
、
今
度

の
映
画
祭
唯
一
の
日
本
映
画
『
お
ば
ち
ゃ
ん
チ
ッ
プ
ス
』
の
よ
う
な
ゴ
ミ
み
た
い
な
「
映
画
」
を
作
る
ん
だ
!　

と

い
い
た
く
な
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
だ
。
つ
ま
り
、
ち
ゃ
ん
と
「
育
成
」
さ
れ
て
い
な
い
者
が
映
画
を
作
っ
た
り
、

「
育
成
」
す
べ
き
で
な
い
人
材
を
「
育
成
」
し
て
し
ま
っ
た
り
…
…
と
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や
メ
ソ
ッ
ド
以
前
の
問
題

が
あ
る
わ
け
ね
。

同
じ
よ
う
な
間
違
い
は
、
昔
の
撮
影
所
も
し
た
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
、
フ
ィ
ル
ム
は
何
フ
ィ
ー
ト
以
上
回
し

て
は
い
け
な
い
と
か
、
ア
ッ
プ
が
多
す
ぎ
る
と
か
、
そ
こ
に
は
、
そ
れ
な
り
の
基
準
が
あ
っ
た
の
だ
。
い
ま
は
、

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
・
ク
リ
ティ
ッ
ク

練

馬

、

的

な

、

小

泉

批

判

？

戯
言
人
生

上
野
昻
志
の

①
い
っ
た

い

誰
を

ど

う

育
成
す

る

の

か
。

副

校

長

業

務

連

絡
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そ
の
点
が
、
金
の
目
処
が
立
て
ば
す
ぐ
作
れ
る
し
、
ビ
デ
オ
機
材
の
性
能
が
向
上
し
て
簡
単
に
作
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
も
い
る
。

も
っ
と
も
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
で
き
あ
が
っ
た
作
品
を
厳
し
く
評
価
す
れ
ば
い
い
と
い
う
こ
と
は
あ
る
の
だ

が
、
批
評
が
ダ
メ
な
の
ね
。
た
と
え
ば
黒
木
一
雄
の
遺
作
『
紙
屋
悦
子
の
青
春
』
と
か
西
川
美
和
の
『
ゆ
れ
る
』

な
ど
は
、
お
そ
ら
く
今
年
の
ベ
ス
ト
テ
ン
の
上
位
に
ラ
ン
ク
さ
れ
る
だ
ろ
う
が
、
わ
た
し
に
い
わ
せ
れ
ば
、
前
者

の
戦
争
批
判
は
、
一
九
五
〇
年
代
初
め
の
反
戦
平
和
主
義
へ
の
後
退
で
し
か
な
く
、
後
者
は
、
後
半
の
裁
判
劇
に

な
っ
た
と
た
ん
（
西
川
に
は
裁
判
劇
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
自
覚
も
な
い
の
だ
ろ
う
が
）、
現
実
認
識
の
甘
さ
、

浅
さ
を
露
呈
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
そ
の
程
度
の
批
判
す
ら
、
映
画
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
出
て
こ
な
い
。
つ

ま
り
、
批
評
メ
デ
ィ
ア
が
な
い
、
映
画
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
機
能
し
て
い
な
い
…
…
と
い
う
と
愚
痴
に
な
る
が
、

つ
ま
る
と
こ
ろ
は
、
観
客
が
批
評
を
必
要
と
し
て
い
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
行
き
着
く
。
こ
れ
は
悪
循
環
で
あ
る
。

し
か
も
、
か
つ
て
は
、
観
客
が
批
評
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
批
評
に
対
す
る
批
評
と
考
え
ら
れ

た
の
だ
が
、
い
ま
は
、
そ
ん
な
ふ
う
に
楽
天
的
に
観
客
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
。
実
際
、
泣
け
ま
し
た
、

と
い
う
の
が
、
評
価
の
基
準
に
な
っ
た
り
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。
と
す
る
と
、
育
成
す
べ
き
は
、
ま
ず
観
客
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
は
、
ど
う
し
た
ら
い
い
？  

こ
れ
は
映
画
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
と
思
う
が
。
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ナ
ン
セ
ン
ス
な
笑
い
に
解
体
す
る
こ
と
を
狙
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
「
大
泉
首
相
」
の
物
語
だ
け
が
ナ
ン
セ
ン

ス
に
成
り
き
れ
ず
解
体
が
中
途
半
端
に
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
作
品
の
狙
い
と
は
別
に
徴
候
的
な
現
象
で
あ
る
。

そ
れ
は
「
大
泉
首
相
」
の
明
ら
か
な
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
小
泉
首
相
（
も
う
首
相
で
は
な
い
が
）
の
問
題
に
つ

な
が
る
も
の
で
も
あ
る
。
考
え
て
見
れ
ば
小
泉
と
い
う
人
は
ま
さ
に
「
快
感
」
の
人
だ
っ
た
。
福
田
和
也
は
『
総

理
の
資
格
』
で
小
泉
は
「
自
己
愛
が
強
い
」
と
批
判
的
に
書
い
て
い
た
が
、
小
泉
が
そ
の
「
自
己
愛
」
を
何
の
や

ま
し
さ
も
な
く
肯
定
し
て
み
せ
る
強
さ
を
持
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
小
泉
を
批
判
す
る
人
た
ち
は
い
ず
れ
も
あ

ま
り
楽
し
く
な
く
、
自
分
を
愛
し
て
な
い
雰
囲
気
を
た
た
え
て
い
た
。「
快
感
」
の
水
準
に
お
い
て
小
泉
以
上
の

「
快
感
」
を
ま
ず
自
分
自
身
で
楽
し
ん
で
み
せ
る
想
像
力
を
、
政
治
家
だ
け
で
は
な
く
、
思
想
も
芸
術
も
持
ち
得
な

か
っ
た
。

お
そ
ら
く
「
快
感
」
を
否
定
す
る
原
理
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
倫
理
」
で
あ
る
。
し
か
し
小
泉
の
後
を

継
い
だ
安
部
政
権
は
既
に
先
回
り
し
て
教
育
基
本
法
を
改
正
す
る
な
ど
「
倫

理
」
に
シ
フ
ト
し
つ
つ
あ
る
。
こ
こ
で
も
支
配
的
な
も
の
に
対
抗
す
る
言
説

は
後
手
後
手
に
回
っ
て
、
冴
え
な
い
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
し
か
で
き
な
い
だ
ろ

う
こ
と
は
予
言
者
で
な
く
て
も
予
測
で
き
る
。

『おろしたてミュージカル　練馬大根ブラザーズ』より
2006アニプレックス／スタジオ雲雀

大
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男
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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
』。

上
野
昻
志
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41
年
生
。
批
評
家
。
66
年
に
伝
説
の
漫
画
雑
誌
『
ガ
ロ
』
誌
上
で
「
目
安
箱
」
な
る
時
評
を
連
載
。
以
降
、
短

く
切
れ
味
の
良
い
批
評
で
映
画
・
写
真
・
文
学
・
社
会
を
捉
え
続
け
て
い
る
。
鈴
木
清
順
監
督
の
映
画
「
ピ
ス
ト

ル
オ
ペ
ラ
」
に
も
出
演
。
主
著
に
『
戦
後
60
年
』
な
ど
。http://w

w
w
.am
udesu.co.jp/tasogare/
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▼坪内・重松両氏の言葉に倣い、後記がその号の編み

手の意志をあらわすならば、どうぞ巻頭の作品を読ん

でみてくださいー今号はなによりそれに尽きます。

▼「WB」1周年プレゼント当選者は…… a. 鹿島田真

希『ナンバーワン・コンストラクション』（＋ミニマ

トリョーシカ） 大阪府 大島千枝様　b.藤沢周『第二列

の男』 神奈川県 山之内恵美様　c.角田光代『酔って言

いたい夜もある』北海道 中山士郎様　d. 重松清「早

稲田文学」1990年 8月号 埼玉県 深田一行様　e. 仙

田学「早稲田文学」2003年 1月号 大阪府 古谷香菜子

様　以上 5名の方々です。おめでとうございました。

▼次号 vol.08は１月下旬の配布予定です。　　　（Ic）

「WB」は全国 40 都道府県＋海外 4都市で配布中
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日本語による文学・哲学・芸術表現の普及をめざすフ

リーペーパー 「ＷＢ」では、主旨に賛同・応援してく

ださる個人や企業のみなさまからの、広告出稿や配布

場所提供などによるご助力を求めています（広告収入

は部数と配布箇所の拡大のために用いられます）。関

心をお持ちくださったかたは、小誌編集室までご一報

いただければさいわいです。

大活字をご希望のかたには、本誌の拡大版（A3版カ

ラー・24枚刷り）をプリント費用＋送料の実費（計

750円）でお届けします。詳しくはお電話・メールに

てお問い合わせください。「WB」vol.01～ vol.06は

小誌サイト www.bungaku.net/wasebunで公開中。

定期購読、バックナンバーもお申し込みいただけます。

村田知嘉子
伊藤慶祐
佐伯悠
小倉潤也
山田竜司
島福沙都美
寺井ゆみ
木村安希子
下田桃子
武川葉月
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「ＷＢ」は、店舗・公共施設など様々なスペースを運営している方々による設置場所のご提供と、各店舗へのお願
いに力を貸してくださったみなさまのご協力により、下記のところで配布されています（2006 年 9月現在）。

◎設置協力……【北海道】三省堂書店大丸札幌店 /東京旭屋書店札幌店 /リーブルなにわ /代々木ゼミナールライブラリー札幌店 /DOZE/ 北海道大学生協 /北海道大学

生協書籍部北部店 /ブックオフ伏古店 /札幌大学生協 /喜久屋書店小樽店 /ブックオフ網走店 /いわた書店 /ドライブイン豊泉閣 /oasisZO【宮城県】ジュンク堂書店仙台

ロフト店 /あゆみブックス仙台店 /ジュンク堂書店仙台店 /ブックオフ宮城利府店 /代々木ゼミナールライブラリー仙台店 /紀伊国屋書店仙台店 /金港堂石巻店【青森県】

成田本店しんまち店【岩手県】東山堂三ッ割店 /ブックオフ岩手花巻店 /ブックスアメリカン北上店 /LIFE&ART青空【秋田県】秋田県立図書館【福島県】宮脇書店ヨー

クタウン野田店 /ブックオフ郡山桜通り店 /福島県立図書館【栃木県】宇都宮アート&スポーツ専門学校 /紀伊国屋書店宇都宮店 /喜久屋書店宇都宮店【群馬県】戸田

書店前橋本店 /シネマテークたかさき【茨城県】潮来市立図書館 /ゆうき図書館【埼玉県】ジュンク堂書店大宮ロフト店 /埼玉県立久喜図書館 /早稲田大学生協所沢キャ

ンパス店 /さいたま文学館【神奈川県】有隣堂書店本店 /神奈川近代文学館 /有隣堂書店横浜駅西口店 /栄松堂書店ジョイナス店 /代々木ゼミナールライブラリー横浜

店 /有隣堂書店ミウィ橋本店 /たらば書房 /ダムトラックスカフェ/藤沢市南市民図書館 /啓文堂書店相模原店 /紀伊国屋書店横浜店 /藤沢市辻堂市民図書館 /藤沢市

湘南大庭市民図書館 /藤沢市総合市民図書館 /有隣堂書店厚木店 /丸善横浜ポルタ店　【千葉県】浦安市立中央図書館 /代々木ゼミナールライブラリー津田沼店 /ときわ

書房本店 /佐倉市立佐倉図書館 /紀伊国屋書店松戸伊勢丹店 /ときわ書房本八幡店 /千葉市立中央図書館【東京都】三省堂書店神田本店 /東京堂書店 /中野書店 /喇嘛

舎 / 東京旭屋書店水道橋店 /文教堂書店霞ヶ関店 /丸善丸の内本店 /ジュンク堂書店プレスセンター店 /政文堂 / 二松学舎大学附属図書館 /流水書房 /書肆アクセス /

中野書店 /西秋書店 /文化学院図書室 /近藤書店朝日店 /株式会社 JL/ 八重洲ブックセンター八重洲本店 /模索舎 /あおい書店新宿店 /青年劇場 /紀伊国屋書店新宿本

店 /ジュンク堂書店新宿店 /犀門 / 有隣堂書店新宿店 /BERG/ブックファーストルミネ新宿 2店 / 風花 /ブックファーストルミネ新宿店 /早稲田松竹 /あおい書店高田馬

場店 /セッションハウス /文鳥堂書店牛込本店 /成文堂早稲田駅前店 /早稲田大学生協戸山キャンパス店 /早稲田大学コーププラザブックセンター /大隈会館 /早稲田

大学エクステンションセンター /東京大学消費生協本郷書籍部 /古書ほうろう/往来堂書店 /青山ブックセンター六本木店 /東京ランダムウォ

ーク赤坂店 /麻布学園図書館 /フィクショネス /紀伊国屋書店玉川高島屋店 /くりっくチケットセンター /有隣堂書店亀戸エルナード店 /

国際交流館 /東京都江戸東京博物館 /くまざわ書店錦糸町店 /竹隆庵岡埜 /ブックガーデンディラ上野店 /宮本スタジオ /文教堂書店渋

谷店 /リブロ渋谷店 /アップリンクファクトリー /放文社 /青山ブックセンター青山本店 /青山ブックセンターHMV渋谷店 /CAFE SEE 

MORE GRASS/ 代々木ゼミナールライブラリー本店 /金港堂書店 /有隣堂書店アトレ恵比寿店 /紀伊国屋書店新宿南店 /ユー

ロスペース /ブックファースト大井町店 /有隣堂アトレ大井町店 /有隣堂書店目黒店 /日本近代文学館 /中目黒ブックセン

ター /combine/ 青山ブックセンター自由が丘店 /こまばアゴラ劇場 /HAGA/JAZZぺーぱーむーん /リブロ池袋本店 /リ

ブロ池袋パルコ店 /ジュンク堂書店池袋店 /旭屋書店池袋店 /古書往来座 /下板書房 /am/pm豊島要町店 /リブロ光

が丘店 /日本大学藝術学部資料室 /ハートランド /信愛書店 /書原杉並店 /高円寺文庫センター /堀野書店 /文鳥舎

/町田市立中央図書館 /町田市文学館ことばらんど /有隣堂書店ルミネ町田店 /三省堂書店町田店 /都立多摩図書

館 /オリオン書房ノルテ店 /オリオン書房ルミネ店 /あゆみBooks 八王子店 /三省堂書店八王子店 /三晃堂本店北

野店 /増田書店北口店 /東京学芸大学生活協同組合 /武蔵野美術大学 /紀伊国屋書店成蹊学園ブックセンタ－

/ブックオフ福生店 /寿司・磯料理 西川 /システム販売株式会社 /オリオン書房アレア店 /駒草書林 /Pois e'/

紀伊国屋書店国分寺店 /武蔵野大学学生生活課 /BOOKS 隆文堂【新潟県】代々木ゼミナールライブラリー新

潟店 /知遊堂赤道店 /本の店英進堂 /戸田書店新潟南店 /知遊堂 /新潟県立図書館 /北光社

【石川県】岩本清商店 /コラボン /あうん堂 / 金沢美術工芸大学 /金沢 21 世紀美術館

/金沢シネモンド /ギャラリートネリコ /リブロ金沢店 /ヴィレッジヴァンガード金

沢ラブロ店 /うつのみや柿木畠本店 /宇吉堂

【山梨県】山梨県立文学館

【長野県】ブックオフ飯田かなえ店 / 平安堂

書店諏訪店 /リブロ松本店 / 平安堂書店安曇

野店 / 平安堂書店長野店 / 平安堂書店川中島

店　【岐阜県】カルコス本店【静岡県】ブックオフ静岡流

通通り店 /谷島屋書店静岡本部 /戸田書店藤枝店 /谷島屋

書店新流通店 /佐塚書店藤枝店 /戸田書店静岡本店 /魚膳【愛知県】鎌倉文庫 第三店 / 代々木ゼミナールライブラリー名古屋店 /

三省堂書店 /ジュンク堂書店名古屋店 /名古屋シネマテーク /ちくさ正文館書店 /kinder book/ウニタ書店 /いまじん南陽通り店 /ブックセンター名

豊緑店 /安藤書店 /ブックセンター名豊刈谷店 /カルコス小牧店 /らくだ書店東郷店 /紀伊国屋書店ロフト名古屋店 /シマウマ書房東郷店 /旭丘高等

学校図書館 /愛知淑徳大学図書館長久手本館 /名古屋大学生協書籍部南部店 /愛知県立大学生協書籍店 /愛知教育大学生協 eM書籍 / 中京大学生協プ

ラザリーブル /中京大学生協プラザドゥ【三重県】宮脇書店四日市本店 /宮脇書店鈴鹿店 /宮脇書店久居店 /白揚津松菱店 /三重大学生協翠陵店【大阪府】大

阪府立現代美術センター /katarina K/ ジュンク堂書店難波店 /ブックファーストなんばウォーク店 /紀伊国屋書店本町店 /GALLERY wks./ 岡田書店 /ジュンク堂書店大

阪本店 /代々木ゼミナールライブラリー大阪南店 /大阪シネ・ヌーヴォ/喜久屋書店阿倍野店 /近畿大学図書館 /代々木ゼミナールライブラリー大阪店 /リブロ江坂店 /

紀伊国屋書店梅田本店 /大阪府立中央図書館 /NPO法人彩都メディア図書館 /graf/HEP HALL 江坂店 /矢野書房 /山羊ブックス /ブックカフェワイルドバンチ /古本の

オギノ/ヒバリヤ書店本店 /ナンバ古本文化共栄圏 /天地書房江坂店 /タワーレコード難波店 /タワーレコード茶屋町店 /第七藝術劇場 /ギャラリー永井 /旭屋書店 /こ

えとことばとこころの部屋 /喫茶やぶたやジャンプ【京都府】オパール /京都芸術センターアートスペース /ニュートロン /ブックファースト京都店 /三月書房 /代々木ゼ

ミナールライブラリー京都店 /ジュンク堂書店京都店 /恵文社一乗寺店 /ガケ書房 /立命館生協存心館ブック&サービス /ギャラリー そわか / 京都みなみ会館 /はせい

ち新田辺店 /MEDIA SHOP/ジュンク堂書店京都BAL店 /ギャラリー アンテナ /京都成章高等学校図書館【兵庫県】ジュンク堂書店三宮駅前店 /ジュンク堂書店三宮店

/海文堂書店 /神戸アートビレッジセンター アートスペース /ブックファースト宝塚店 /兵庫県立図書館 /関西学院大学生協書籍部 /楽学書館・Begin/ 松蔭中高図書館 /

伊丹市立演劇ホールアイホール /神戸市外国語大学生協 /トリトンカフェ【奈良県】倭の国書房 /大学堂 / 古書喫茶 553/ ギャラリーOUT of PLACE【滋賀県】滋賀県立

図書館【和歌山県】宮脇書店ロイネット和歌山店【岡山県】岡山県立図書館【広島県】ブックオフ広島相田店 /フタバ図書MEGA/ 啓文社ポートプラザ店 /フタバ図書

TERA広島府中店【鳥取県】定有堂書店 /米子工業高等専門学校 /本の学校今井ブックセンター / 青杏文庫 /今井書店吉成店【島根県】今井書店グループセンター店【山

口県】梅光学院生涯学習センター (アルス梅光 )/ 宮脇書店宇部店 /General Diner【香川県】ギャラリーARTE【愛媛県】愛媛大学生協城北ショップ /紀伊国屋書店松山

店　【福岡県】青山ブックセンター福岡店 /Fortuna concept/ 丸善 /ジュンク堂書店福岡店 /代々木ゼミナールライブラリー福岡店 /Fortuna/ 紀伊国屋書店福岡本店　【大

分県】大分県立図書館 /ジュンク堂書店大分店 /明林堂書店大分本店　【熊本県】葉祥明阿蘇高原絵本美術館 /熊本近代文学館 /熊本市現代美術館 /紀伊国屋書店熊本

光の森店【宮崎県】若山牧水記念文学館【鹿児島県】ブックジャングル /かごしま近代文学館 /薩摩川まごころ文学館【沖縄県】ブックオフ那覇小禄店 /田園書房宜野湾店

設置・配布場所の詳細は、ＷＢのサイトwww.bungaku.net/wasebun をご覧になるか、小誌編集室（TEL/FAX 03-3200-7960）
までお問い合わせください。実費（1000 円）による 1年間・6冊の直接購読も承っております。また、あらたに設置場所をご
提供いただける場合がございましたら、上記連絡先もしくはwbpost@bungaku.net までご一報いただければさいわいです。
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（
後
略
）

出
典
・
『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ　

前
篇
（
一
）
』
（
岩
波
文
庫
）

11

﹇
解
説
﹈

 

星

野

智

幸

ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
と
い
え
ば
風
車
を
巨
人
と
間
違
え
て
突
っ
込

ん
で
い
く
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
有
名
だ
が
、
で
は
な
ぜ
風
車
を
巨
人
だ

と
思
い
込
ん
だ
の
か
？　

そ
の
理
由
は
、
名
作
の
わ
り
に
通
読
さ

れ
る
こ
と
の
少
な
い
こ
の
作
品
の
冒
頭
に
、
書
い
て
あ
る
。
す
な

わ
ち
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
は
、
「
騎
士
道
物
語
」
と
い
う
中
世
に
大
流

行
し
た
ジ
ャ
ン
ル
の
小
説
（
今
で
言
う
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
小
説
「
指

輪
物
語
」
み
た
い
な
も
の
）
に
の
め
り
込
む
あ
ま
り
、
自
分
も
世

界
も
騎
士
道
物
語
の
一
部
だ
と
錯
覚
す
る
に
至
っ
た
人
な
の
だ
。

だ
が
、
頭
が
お
か
し
い
人
と
片
付
け
る
に
は
、
あ
ま
り
に
機
知
に

富
ん
で
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
は
、
優
れ
た
裁
判
官

の
よ
う
に
、
騎
士
が
困
難
を
い
か
に
切
り
抜
け
た
か
の
事
例
を
無

数
に
記
憶
し
て
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
解
決
で
き
る
か
ら
だ
。

た
だ
、
悲
し
い
か
な
、
現
実
に
は
も
は
や
騎
士
道
の
時
代
で
は
な

い
こ
と
が
、
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
を
滑
稽
な
存
在
に
仕
立
て
る
。
や

が
て
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
は
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
悩
む
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。
近
代
小
説
の
祖
た
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

星
野
智
幸

§
H

o
s

h
in

o
 T

o
m

o
y

u
k

i

65
年
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
市
生
ま
れ
。
新
聞
記
者
生
活
と
墨
国

留
学
を
経
て
、
97
年
に
『
最
後
の
吐
息
』
で
第
34
回
文
藝
賞

を
受
賞
。
嗅
覚
と
味
覚
、
触
覚
に
す
ぐ
れ
た
独
特
の
文
体
で

好
評
を
博
し
、『
目
覚
め
よ
と
人
魚
は
歌
う
』
で
三
島
賞
を
受

賞
。
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
視
線
に
は
決
し
て
と
ど
ま
ら
ぬ
倫

理
観
で
、
政
治
的
か
つ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
作
品
を
発
表
し
続

け
て
い
る
。
最
新
刊
に
短
篇
小
説
集
『
わ
れ
ら
猫
の
子
』（
講

談
社
）。w

w
w
.hosinot.jp

セ
ル
バ
ン
テ
ス§

M
ig

u
e

l d
e

 C
e

rv
a

n
te

s
 S

a
a

v
e

d
ra

一
五
四
七
ー
一
六
一
六
。
ス
ペ
イ
ン
の
小
説
家
。
レ
パ
ン
ト

の
海
戦
で
左
腕
を
失
っ
た
の
ち
、
海
賊
に
よ
る
捕
虜
生
活
を

送
る
。
帰
国
後
、
処
女
作
『
ラ
・
ガ
ラ
テ
ー
ア
』
を
出
版
す

る
も
負
債
を
重
ね
、
セ
ビ
リ
ア
監
獄
に
投
獄
。『
ド
ン
・
キ

ホ
ー
テ
』
は
獄
中
で
構
想
さ
れ
た
長
篇
小
説
。
版
権
を
安
価

で
手
放
し
た
た
め
、
同
作
の
ヒ
ッ
ト
後
も
生
活
苦
は
続
き
、

十
二
年
後
に
後
篇
を
刊
行
後
半
年
で
他
界
し
た
と
い
う
、
演

歌
か
漫
画
の
よ
う
な
人
生
を
送
っ
た
。
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フ
リ
ーペーパー
な
ん
だ
か
ら
、

街へ出
て
ゲット
し
ろ
、

も
し
く
は
郵
送
で
送って
も
ら
え
、

俺
の
文
章
は
デ
ー
タ
じゃね
え
よ
。

（
※
編
集
部
注

：

モ
ブ
・
ノ
リ
オ
氏
のe-m

ail

よ
り
引
用
）

…
と
い
う
著
者
の
意
向
に
よ
り
、「
絶
対
兵
役
拒
否
宣
言
」は
紙
版
で
の
み
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。
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薬
指
に
は
も
う
指ゆ

び

わ環
さ
え
穿は

め
て
い
た
。
用
も
な
い
の
に
幾い
く
た
び度
と
な
く
帯
の
間
か
ら
鏡
入
れ
や
紙か
み
い
れ入
を
抜
き
出
し
て
、
白お
し
ろ
い粉
を

つ
け
直
し
た
り
鬢び
ん

の
ほ
つ
れ
を
撫な

で
上
げ
た
り
す
る
。
戸そ

と外
に
は
車
を
待
た
し
て
置
い
て
い
か
に
も
急
い
そ
が

し
い
大
切
な
用
件
を
身

に
帯
び
て
い
る
と
い
っ
た
風ふ
う

で
一
時
間
も
た
つ
か
た
た
な
い
中う
ち

に
帰
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
し
て
長
吉
は
絶
望
的
な
気
持
ち
で
考
え
る
の
だ
。〈
娘
で
あ
っ
た
お
糸
、
幼
馴
染
み
の
恋
人
の
お
糸
は
こ
の
世
に
は
も
う
生
き

て
い
な
い
の
だ
〉
と
。

近
代
文
学
に
登
場
す
る
青
少
年
は
お
し
な
べ
て
こ
の
タ
イ
プ
。
勝
手
に
妄
想
を
膨
ら
ま
せ
、
告
白
な
ん
か
も
ち
ろ
ん
で
き
ず
、
そ

し
て
勝
手
に
失
恋
す
る
。

た
だ
し
、『
す
み
だ
川
』
が
よ
く
あ
る
青
春
小
説
と
異
な
る
の
は
親
世
代
の
視
点
が
導
入
さ
れ
て
い
る
点
だ
ろ
う
。
教
育
マ
マ
で

あ
る
母
の
お
豊
は
息
子
を
大
学
に
入
れ
て
「
立
派
な
月
給
取
り
」
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
一
方
、
母
の
実
兄
で
俳
諧
の
師
匠
で

あ
る
松
風
庵
蘿
月
は
風
流
三
昧
の
自
由
人
で
、
妹
の
相
談
を
む
げ
に
も
で
き
ず
〈
と
に
か
く
も
う
一
年
辛
抱
し
な
さ
い
〉
と
一
度
は

甥
に
意
見
す
る
が
、
絶
望
し
て
病
気
に
な
っ
た
甥
に
同
情
し
、〈
長
吉
を
役
者
に
し
て
お
糸
と
添
わ
し
て
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
〉
と
決

意
す
る
。
そ
し
て
、
小
説
は
そ
こ
で
唐
突
に
終
わ
る
の
だ
。
若
者
の
妄
想
を
否
定
す
る
母
と
肯
定
す
る
伯
父
。
二
人
の
大
人
が
介
入

す
る
こ
と
で
「
青
春
」
は
相
対
化
さ
れ
る
。
滑
稽
さ
が
緩
和
さ
れ
、お
伽
噺
度
が
上
が
る
わ
け
で
、こ
の
へ
ん
い
か
に
も
荷
風
ら
し
い
。

し
か
し
、
若
い
女
は
や
っ
ぱ
り
景
色
な
の
で
あ
る
。
三
人
称
多
元
小
説
の
形
式
を
と
る
『
す
み
だ
川
』
の
中
で
語
り
手
が
お
糸
の

内
面
に
入
る
こ
と
は
な
い
。
お
糸
の
変
貌
は
、
隅
田
川
両
岸
の
変
貌
の
象
徴
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
。

岩
波
文
庫
版
の
竹
盛
天
雄
の
解
説
に
よ
る
と
、『
す
み
だ
川
』
は
も
と
は
長
篇
小
説
と
し
て
構
想
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
。

も
し
そ
れ
が
実
現
し
て
い
た
ら
、
お
糸
は
長
吉
の
妄
想
か
ら
脱
け
出
し
て
、
人
間
ら
し
い
描
か
れ
方
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
、
小
説
『
す
み
だ
川
』
は
こ
こ
で
終
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
こ
の
小
説
が
も
と
に
な
っ
て
作
ら

れ
た
と
い
わ
れ
る
歌
が
あ
る
。
一
九
三
七
（
昭
和
十
二
）
年
に
発
表
さ
れ
た
佐
藤
惣
之
助
作
詞
の
「
す
み
だ
川
」
だ
。
も
と
は
東
海

林
太
郎
が
歌
っ
て
田
中
絹
代
が
台
詞
を
担
当
し
た
ら
し
い
が
、
む
し
ろ
島
倉
千
代
子
の
声
で
聞
き
覚
え
あ
る
人
が
多
い
だ
ろ
う
。

「
♪
銀
杏
が
え
し
に　

黒
繻
子
か
け
て　

泣
い
て
別
れ
た　

す
み
だ
川
」
云
々
と
い
う
歌
詞
に
続
い
て
台
詞
が
入
る
。

 

「
あ
あ
、
そ
う
だ
っ
た
わ
ね
え
、
あ
な
た
が
二
十
、
わ
た
し
が
十
七
の
時
よ
、
い
つ
も
清
元
の
お
稽
古
か
ら
帰
っ
て
く
る
と
、
あ

な
た
は
竹
屋
の
渡
し
場
で
待
っ
て
い
て
く
れ
た
わ
ね
え
。
そ
し
て
二
人
の
姿
が
水
に
映
え
る
の
を
眺
め
な
が
ら
、
ニ
ッ
コ
リ
笑
っ

て
さ
び
し
く
別
れ
た
、
ほ
ん
と
に
は
か
な
い
恋
だ
っ
た
わ
ね
え
」

相
思
相
愛
で
あ
る
上
に
、
歌
わ
れ
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
女
性
の
側
の
心
情
。
し
か
も
歌
の
「
す
み
だ
川
」
で
は
女
の
ほ
う
が
ふ

ら
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。

も
し
こ
れ
が
、
も
う
ひ
と
つ
の
「
す
み
だ
川
」
あ
る
い
は
「
続
・
す
み
だ
川
」
だ
と
し
た
ら
、
長
吉
は
救
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
の

だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
こ
れ
で
彼
女
に
相
手
に
さ
れ
な
か
っ
た
青
年
の
妄
想
み
た
い
な
気
が
す
る
け
ど
。

永
井
荷
風
は
景
色
を
描
く
の
に
秀
で
た
作
家
だ
。
映
像
的
と
も
い
え
る
。
荷
風
に
と
っ
て
は
何
も
か
も
が
景
色
か
と
思
う
ほ
ど
で

あ
る
。
女
を
書
く
と
き
も
景
色
を
写
し
取
る
よ
う
な
目
つ
き
筆
つ
き
（
身
体
を
な
め
る
よ
う
に
見
る
目
つ
き
筆
つ
き
）
な
の
で
、「
荷

風
っ
て
セ
ク
ハ
ラ
作
家
？
」
と
私
は
考
え
た
こ
と
さ
え
あ
る
。

『
す
み
だ
川
』
は
花
柳
小
説
を
得
意
と
し
た
そ
ん
な
荷
風
に
は
珍
し
い
清
純
派
の
純
愛
小
説
、
青
春
小
説
に
も
っ
と
も
近
い
テ
イ
ス

ト
の
作
品
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
一
九
〇
九
（
明
治
四
十
二
）
年
の
作
。
洋
行
帰
り
荷
風
は
三
十
歳
だ
っ
た
。
作
者
自
ら
「
序
」
で
〈
わ

が
目
に
映
じ
た
る
荒
廃
の
風
景
と
わ
が
心
を
傷
む
る
感
激
の
情
と
を
把
っ
て
〉
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
変
貌
い
ち
じ
る
し

い
隅
田
川
両
岸
の
景
色
に
愕
然
と
し
た
作
家
が
、
失
わ
れ
た
隅
田
川
の
風
景
を
書
き
と
ど
め
よ
う
と
し
た
小
説
ら
し
い
。

と
は
い
え
も
ち
ろ
ん
物
語
は
あ
っ
て
、
主
人
公
は
中
学
生
の
長
吉
。
十
八
歳
（
数
え
年
だ
ろ
う
か
）
に
な
る
彼
は
、
二
歳
年
下
で

幼
な
じ
み
の
お
糸
に
恋
い
焦
が
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
彼
の
気
持
ち
を
知
っ
て
か
知
ら
ず
か
、
お
糸
は
ま
も
な
く
芸
者
に
出
、
勉
強

も
手
に
つ
か
な
く
な
っ
た
長
吉
は
彼
女
が
い
る
花
街
付
近
を
徘
徊
す
る
が
、
や
が
て
役
者
に
な
っ
て
モ
テ
モ
テ
ら
し
い
小
学
校
の
同

級
生
に
再
会
し
、
自
分
も
役
者
に
な
り
た
い
と
考
え
は
じ
め
る
。
初
恋
と
進
路
の
悩
み
。
ま
さ
に
青
春
小
説
の
王
道
だ
。

と
り
わ
け
「
王
道
」
な
の
は
、
思
わ
せ
ぶ
り
な
態
度
だ
け
は
見
せ
る
く
せ
に
、
お
糸
が
長
吉
を
ま
る
で
相
手
に
し
て
い
な
い
点
だ

ろ
う
。〈
あ
あ
、
お
糸
は
何
故
芸
者
に
な
ん
ぞ
な
る
ん
だ
ろ
う
。
芸
者
な
ん
ぞ
に
な
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
と
引
止
め
た
い
〉
と
い
じ
い

じ
考
え
て
い
る
長
吉
の
そ
ば
に
、
お
糸
は
屈
託
な
く
駆
け
寄
っ
て
く
る
。

「
お
そ
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
気
に
入
ら
な
い
ん
だ
も
の
、
母
お
つ
か

さ
ん
の
結
っ
た
髪
な
ん
ぞ
。」
と
馳か

け
出
し
た
た
め
に
殊こ
と
さ
ら更
ほ
つ
れ

た
鬢び
ん

を
直
し
な
が
ら
、「
お
か
し
い
で
し
ょ
う
。」
／
長
吉
は
た
だ
眼
を
円
く
し
て
お
糸
の
顔
を
見
る
ば
か
り
で
あ
る
。
い
つ
も

と
変
り
の
な
い
元
気
の
い
い
は
し
ゃ
ぎ
切
っ
た
様
子
が
こ
の
場
合
む
し
ろ
憎
ら
し
く
思
わ
れ
た
。
遠
い
下し
た
ま
ち町
に
行
っ
て
芸
者
に

な
っ
て
し
ま
う
の
が
少
し
も
悲
し
く
な
い
の
か
と
長
吉
は
い
い
た
い
事
も
胸
一
ぱ
い
に
な
っ
て
口
に
は
出
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
数
日
後
、
長
吉
は
ま
る
で
別
人
に
な
っ
た
お
糸
を
見
る
。 

旧
作
異
聞斎藤美奈

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
。

『すみだ川・新橋夜話　他一篇』
（岩波文庫）

❼
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■弟子■なんか『デスノート』読んでてすげえ腹たってさあ。あれって

名前を書くと、その書かれた奴が死ぬじゃない。それで主人公が犯罪者の名

前を書いて殺しまくるんだけど、ふつうに考えるとまずブッシュとか殺した

くなるでしょう。 

■師匠■そうだよね。カントにとって自由とは、まず自然法則からの自

由を意味するわけだけど、そのような解放って、自然法則とはべつの法則、

つまり道徳的法則で自己の行動を支配することによってなされるよね。たと

えば夕食前に 160キロのデッドリフト 5回を 1分のインターバルをはさん

で 5セットというのを毎晩やると決めている山田君がいるとするじゃない。

そんなの専門家だって超回復の法則を無視しているとかいって勧めないよね。

でもカントにとっては、自然法則とは関係なく決めたことをやるということ

が重要だから、これも道徳的な法則だということになるよね。このような場

合、他者の自由を認めるということは、他者の立法権を尊重することを意味

するよね。近所の人なんかも「おや、山田さんちのデッドリフトがはじまっ

たから、そろそろ夕食の時間かな」という感じで時間がわかって便利だしね。

でもこの場合の道徳法則というのは、あくまで自然法則における原因と結果

の連鎖への否定性という形式面においてのみ語られることになるわけだから、

この道徳法則の内容はなんだっていいよね。つまりこの法則はいちおう道徳

法則と呼ばれているけど、じっさいの道徳とはまったく関係ないわけだ。

■弟子■はいはい、どうせカントの言っている道徳法則なんていうのは、

ほんとの道徳や政治とは関係ないから、政治家なんかを殺しだすと話がやや

こしくなるってんでしょう。だけど俺が言いたいのはそうじゃなくて、この

主人公が犯罪者を悪人とイコールだと考えているのがむかつくっていうこと

なんだよ。お前は生徒会長かっつうの。だいたい何で国家がつくった法律に

違反した奴を、国家にかわって誅殺するわけ。

■師匠■そうだよね。君ってテレビにモノとか投げつけるタイプだよね。

泣きやまない赤ん坊とかにも何か投げそうで怖いよね。『永遠平和のために』

なんかを読むと、カントは政治と道徳とを明確にわけていて、そのうえで政

治家が道徳を導入することを強く勧めているよね。その道徳法則がどうある

べきかなんだけど、それが公表に耐えうるかどうかが試金石になるよね。た

とえば「私の国は武力のみで統治してます」なんてことを主権者が発言した

としたら、他国のみなさんどうぞ侵略してください、て言っているようなも

のだよね。けどここでもアメリカだけは強すぎるから例外だよね。カントは

主権国家を人格のメタファーで考えているけど、じっさいには身長 12メー

トルの奴なんていないよね。アメリカと同格になるには核が必要だなんて話

はこのアメリカ例外論の反作用だよね。だけどデスノートがあれば核も必要

ないよね。

■弟子■そういえばエマニュエル・トッドが朝日の記事で日本も国際社

会でものを言うために核装備しろとか言ってたけど、フランス人に「お前も

男になれよ」って言われてるみたいでまじむかついたよ。

■師匠■ところでスピノザの場合だと善悪の問題は出会いの良し悪しの

問題になるから、道徳が政治に一元化されるよね。それとカール・シュミッ

ト的な例外状況とのカップリングで考えると、ネグリとハートの『マルチチ

ュード』みたいな本がでてくるよね。

■弟子■そうそう、じつはさあ最近になって気づいたけど「マルチチュ

ード」って俺のことだよね。

■師匠■そうだよね。君ってどこか短絡的なところがあるよね。じゃあ

次回はそれについて話そう。

IKEDA YUICHI俺の人生に時給くれ！連載①死神ノートの使い方池田雄一
69 年生。文芸批評家。著書に『カントの哲学』。共著として『ネオリベ化する公共圏』。

ぼくの知り合いの中学生 2人は時々家出をしていた。そして、中 3の夏に

2人で家出をすると、飯場に入ってそのまま 2ヶ月近く土方をして暮らした。

後で聞くと、彼らは毎日おっちゃんたちとあちこちの現場で土方仕事をし、

夜は毎日「飲めや歌えや」で宵越しの金は残さず、翌日また文無しで仕事に

行っていたらしい。飯場の親方もまわりの労働者もうすうす「こいつら若す

ぎるんちゃうか」と疑っていたが、働いているし「ま、いいか」と思ってい

たようだ。最後は、盗んだ自転車に乗って警察にひっかかり、家に連れ戻さ

れた。彼らはその後、「オレは自分で働いて食っていけるんや」と自信を深

めていたが、それは確かにそうだと思う。ただ、その飯場の親方は「中学生

を働かせていた」かどで裁判にかけられて有罪になったそうだ（10年ほど

前の話）。

ぼくが関わっていたのはいわゆる「あいりん地区」（釜ヶ崎より広い範囲）

のこどもたちで、多くが貧困家庭に育っていた彼（女）らは、お母さんが飛

田遊郭のセックスワーカー、あるいは覚醒剤の売人など、普通にはない家庭

環境で様々な困難にぶつかりながら、たくましいバイタリティを持って生き

ていた。1960年代から 80年代には釜ヶ崎に「あいりん小中学校」が存在

した。釜ヶ崎の日雇労働者のこどもたちは、その多くが極貧家庭で、こども

自身に出生届けが存在しなかったり、親が飯場・病気・家出でいない間に弟

や妹の世話をしたりと、学校に行けない場合が多々あった。そのこどもたち

のため、「教育費・給食費（朝食も支給）完全無償」の学校が作られた。小

柳伸顕『教育以前』は、この「あいりん小中学校」のケースワーカーとして

1968年から働いた記録である。

ケースワーカーは、釜ヶ崎をまわり、日中に遊んでいるこどもを見つける。

事情を聞いて家に行き、親と話して、こどもが学校に行けるように働きかけ

る。中には、小学 4年まで学校に行ったことのない子、母親が密入国者で出

生届けがない子、生まれたときから父親と飯場で生活し続け、入学すると

「今日から酒もやめるし、たばこもやめる」と宣言する小 3のこどもが登場

する。そうした背景にあるのは、日雇労働という不安定就労の貧困・差別問

題であり、父子家庭への福祉の不在であり、在日の人々への差別だった。著

者は、教育と福祉の接点と言うべきその仕事を「教育以前」と名づけた。

あいりん小中学校は 1984年に廃校となった。しかし、貧困によってこど

もたちが「教育以前」の問題に直面するという事態は、現在むしろ全国化し

つつあるのかもしれない。2006年 8月に出た川崎二三彦『児童虐待』など

を読むと、いま増加しつつある虐待の重要な要因として「貧困」が挙げられ

ている。「児童相談所が関与するあらゆる相談の背景には、広い意味での貧

困問題が影を落としているといわざるを得ない」（『児童虐待』）。

ぼくは、2000年頃から「フリーターは多業種の日雇労働者である」「した

がって、フリーターの一部は野宿生活化する」と思うようになった。「不安

定就労から野宿へ」という社会問題の主役が、日雇労働者からフリーターな

どへと移っていくということだ。いわば、「日雇労働者

がリハーサルし、フリーターが本番をやっている」。で

は、フリーターをはじめとする不安定就労層が家族を

形成してこどもを持つとき、その家庭は「貧困」の問

題にどう直面するだろうか。現在の行政と資本の方向

で、フリーターという不安定就労者の家族は経済的、

心理的に維持しえるのだろうか。その意味で、『教育以

前』は日本社会にとって未来を検討するための貴重な

「先例」としての意味をいまこそ持つかもしれない。

生田武志 § I k u t a  Ta k e s h i

64 年生。日雇労働。著書「〈野宿者襲撃〉
論」。連載タイトルは鈴木志郎康の「プア
プア詩」に倣いました。ただし、ぼくの
は「poor」のことです。

『
教
育
以
前
』（
田
畑
書
店
）

プアプア批評① 生田武志



完全な自由詩などといったものはありえない。その自覚からか、故意に自

由を制限した定型詩を選び、そこにあらんかぎりの狂言綺語を用いて言語だ

けの異世界を構築していった塚本邦雄は一時期、その徹底した実人生嫌悪・

実社会嫌悪からであろう、敢えてする「時代への反動主義者」としてふるま

っていたかに見える。それは戦前戦中の国家主義を激烈に憎悪するとともに

敗戦後的な平等観にも背を向け、卑俗な日常に、選ばれた存在の栄光と悲惨

の影だけを微かに映し出すことで束の間、形而上学を夢見させた。

それだけならば十九世紀末的なロマン主義の再現であったかも知れないが、

子規以降の近代短歌というジャンルにとっては、絢爛たる人工の述懐だけを

演じてみせることがおよそ初めての試みだったのだ。歌われる家族、友人、

そして自己も愛人も、いずれも生身とは区別され、銅版画のようにイメージ

されることを喜ぶであろう陰影深い世界で言葉に戯れるその人の技を、反動

と呼ばず故意に「前衛」と決めたのは当時の「短歌研究」誌編集長、中井英

夫であった。こうして、塚本邦雄は寺山修司と並ぶ「前衛短歌の旗手」とみ

なされてゆく。だが現在の私から言わせればそれはどの時代にあっても自己

の居場所に飽き足りないグノーシス主義者的な意識の作り出す高慢な表現の

一例である。

とはいえ時代の変化はいつしか塚本にも及ぶ。日本社会が初めて至った上

機嫌の一時期を境に、緻密な銅版画を類推させることをやめ、どこか軽みさ

えめざしつつ彼なりの境涯詠（※）めいたところへと辿り着く。その塚本の

七〇年代までの「絢爛歌」の数々から「美学」ではなく「方法」だけを読み

取り、言葉を玩具として扱う戯れの妙を見出した穂村弘は塚本の手法を受け

継ぎながら決してその亜流になることなく完全に塚本的でない次世代の「切

なく素敵な日々」を歌とすることができた。それは彼にゴシックな感受性が

皆無だったゆえの成功である。あたかも彼の嗜好に合わせるかのように八〇

年代以後の短歌からは黒い要素が剝がれ落ちていった。ところがその後の日

本経済の凋落と人心の不機嫌に歩をあわせるように、

世紀の変わり目あたりから再びゴシックな世界をめ

ざす若い歌人たちの短歌が再開した。おそらく彼ら

の源泉には塚本のそれに似た「美学」がある。しか

し思えば塚本の「絢爛」も穂村の「素敵」も今とな

っては夢まぼろしであることに変わらない。さらに

状況の悪くなるであろうこの先に、一層の夢まぼろ

しばかりを描いてくれる詩歌の徒を私は待ち望む。

※自分の人生を振り返るように詠まれた歌をいう

15

リテラリー・ゴシック［07］
高 原 英 理

高原英理 § Ta k a h a r a  E i r 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」。

體育館 まひる吊輪の二つの眼盲
し

ひて絢爛たる不在あり

婚姻のいま世界には數知れぬ魔のゆふぐれを葱刈る農夫

五月來る硝子のかなた森閑と嬰兒みなころされたるみどり

復
イースター

活祭まづ男の死より始まるといもうとが完膚なきまで粧
けは

ふ

薔薇、胎兒、欲望その他幽閉しことごとく夜の塀そびえたつ
（塚本邦雄『緑色研究』）

『
塚
本
邦
雄
歌
集
』（
国
文
社
）

夜の鳥、夜の翼がわれを去る紫煙・竪琴・預言を残し
夏草を燃やせば灰の舞ひあがる匂ひにジル・ド・レエ　ジル・ド・レエ
新しき地下街の果てパヴァーヌと共に流れぬ水

み

漬
づ

く屍
かばね

は

（黒瀬珂瀾『黒耀宮』）

眺めのいい部屋で生まれた恋だから柩に入れるサフランの束

黒い服ばかり着たがる少女たち「鳩は放たれた。さあ次は火だ」
吸血ののちの微熱をわかちあう風上に冬

ふゆ

薔
そ う び

薇咲くらし
（松野志保『モイラの裔』）

どうしても浮かばなかった笹舟が約束乗せて指切りにくる

ビーカーに捕らえた蝶を封じ込め「ずっとずーっと見ていてあげる」
遊ばれて壊れる玩具の運命を笑みつつ受ける人形の首

（紺乃卓海『原罪の殻Ca』）
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子
供
の
頃
の
記
憶
で
自
分
で
も
不
思
議
だ
な
、
と
思
う
の

は
小
学
校
に
入
る
前
、
ぼ
く
は
自
分
の
名
前
以
外
の
平
仮
名

を
読
め
な
か
っ
た
は
ず
な
の
に
光
文
社
か
ら
出
て
い
た
『
鉄

腕
ア
ト
ム
』
の
コ
ミ
ッ
ク
ス
シ
リ
ー
ズ
を
毎
月
買
っ
て
も
ら

っ
て
は
「
読
ん
で

0

0

0

」
い
た
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
「
字
」
が

読
め
な
い
の
だ
か
ら
ま
ん
が
の
フ
キ
ダ
シ
の
中
の
台
詞
は
読

め
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ぼ
く
が
『
ア
ト

ム
』
を
読
め
た
の
は
ま
ん
が
と
い
う
表
現
が
「
絵
解
き
」
だ

か
ら
、
と
い
う
わ
け
で
は
必
ず
し
も
あ
り
ま
せ
ん
。
物
書
き

に
な
っ
て
評
論
め
い
た
文
章
を
書
く
よ
う
に
な
っ
た
時
、
子

供
の
時
以
来
、
初
め
て
じ
っ
く
り
と
『
ア
ト
ム
』
を
読
ん
で

み
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
時
、
驚
い
た
の
は
同

じ
作
品
で
、
例
え
ば
ア
ト
ム
の
表
情
な
ど
絵
の
デ
ィ
テ
ー
ル

は
思
い
の
外
、
正
確
に
覚
え
て
い
る
一
方
で
ス
ト
ー
リ
ー
が

な
ん
と
な
く
「
違
う
」
よ
う
に
思
え
る
こ
と
で
す
。
理
由
は

明
ら
か
で
、
恐
ら
く
「
字
」
の
読
め
な
い
ぼ
く
は
「
絵
」
か

ら
勝
手
に
ス
ト
ー
リ
ー
を
「
想
像
」
し
て
い
た
の
で
す
。
そ

う
い
う
経
験
は
実
は
ぼ
く
だ
け
で
は
な
く
て
、
例
え
ば
白
倉

由
美
の
話
だ
と
彼
女
は
小
さ
い
時
、
一
冊
だ
け
デ
ィ
ズ
ニ
ー

の
絵
本
を
買
っ
て
も
ら
っ
た
の
だ
け
れ
ど
、
そ
の
巻
末
に
既

刊
の
一
覧
が
表
紙
の
写
真
と
一
緒
に
載
っ
て
い
る
の
を
見
て
、

そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
勝
手
に
想
像
し
て
い
た
の
で
、
「
本
物
」

の
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ア
ニ
メ
を
見
る
と
ち
ょ
っ
と
奇
妙
な
気
が
す

る
、
と
言
い
ま
す
。
ま
あ
、
そ
う
い
う
子
供
だ
か
ら
「
お
た

く
」
に
な
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で

で
す
が
、
自
分
達
は
さ
ほ
ど
特
別
な
子
供
で
は
な
か
っ
た
こ

と
は
ぼ
く
が
よ
く
紹
介
す
る
、
発
達
心
理
学
者
の
内
田
伸
子

さ
ん
が
か
つ
て
行
っ
た
「
お
は
な
し
づ
く
り
」
の
実
験
を
思

い
起
こ
す
と
わ
か
り
ま
す
。

女
の
子
、
お
ば
あ
さ
ん
、
狼
、
花
、
森
…
…
と
い
っ
た
カ

ー
ド
を
小
さ
な
子
供
に
示
し
て
「
こ
れ
で
お
は
な
し
を
つ
く

っ
て
」
と
お
願
い
す
る
、
と
い
う
「
実
験
」
で
、
小
学
校
に

入
る
前
の
子
供
た
ち
が
思
い
の
外
、「
お
は
な
し
」
を
創
る

力
を
発
達
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
。

大
人
で
あ
る
ぼ
く
た
ち
は
こ
の
カ
ー
ド
か
ら
「
赤
頭
巾
」

を
連
想
し
て
、
そ
れ
を
話
せ
ば
い
い
の
だ
、
と
「
正
解
」
を

予
想
し
て
、「
赤
頭
巾
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
再
現
す
る
か
、

そ
れ
と
は
「
違
う
」
も
の
を
創
ろ
う
と
し
て
変
に
四
苦
八
苦

し
ま
す
。
け
れ
ど
内
田
さ
ん
の
実
験
で
は
、
あ
る
女
の
子
は
、

「
ま
り
こ
ち
ゃ
ん
が
お
ば
あ
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
花
を
持
っ
て

い
こ
う
と
し
た
け
れ
ど
狼
に
だ
ま
さ
れ
て
猟
師
さ
ん
の
家
を

教
え
ら
れ
小
熊
と
間
違
え
ら
れ
て
鉄
砲
で
撃
た
れ
そ
う
に
な

る
。
事
情
を
わ
か
っ
た
猟
師
さ
ん
と
家
に
戻
っ
て
く
る
と
怖

い
狼
だ
と
思
っ
て
い
た
の
は
子
供
の
狼
で
鉄
砲
の
音
に
お
ど

ろ
い
て
森
の
奥
に
逃
げ
ま
し
た
」
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
か
ら
な

る
「
お
は
な
し
」
を
「
創
っ
た
」
そ
う
で
す
。
決
し
て
「
赤

頭
巾
」
と
い
う
「
正
解
」
を
再
現
し
た
わ
け
で
も
、
こ
と
さ

ら
奇
を
て
ら
っ
た
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
子
供
が
「
カ
ー
ド
」
を
ど
の
よ
う
に
使
っ
た
か
は
理

屈
め
い
た
こ
と
を
言
え
ば
「
物
語
の
文
法
」
に
従
っ
て
、
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
グ
レ
マ
ス
の
行
為
者
モ
デ
ル
」

と
い
う
懐
か
し
い
図
式
（
図
１
）
に
従
え
ば
、
女
の
子
は

「
主
体
」、
花
は
「
対
象
」、
お
ば
あ
さ
ん
は
「
受
け
手
」、
狼

は
「
敵
対
者
」、
と
い
う
ふ
う
に
、
子
供
が
カ
ー
ド
の
中
に

見
い
出
し
た
脈
絡
は
物
語
の
文
法
に
思
い
の
外
、
忠
実
で
す
。

一
方
で
「
援
助
者
」
は
カ
ー
ド
に
用
意
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、

「
猟
師
さ
ん
」
を
自
力
で

0

0

0

登
場
さ
せ
ま
す
。
じ
ゃ
あ
「
依
頼

者
」
は
ど
う
な
の
さ
、
と
い
う
人
も
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す

が
ブ
レ
モ
ン
の
図
式
は
民
話
や
神
話
及
び
探
偵
小
説
に
最
も

正
確
に
現
れ
る
一
方
、
主
人
公
が
自
分
の
意
志
で
行
動
す
る

と
い
う
「
近
代
的
個
人
」
を
小
説
が
ど
こ
か
で
前
提
と
し
た

段
階
で
「
依
頼
者
」
は
「
文
学
」
の
中
で
は
見
え
に
く
く
な

り
ま
す
。
そ
れ
が
何
故
か
復
興
し
た
の
が
80
年
代
の
文
学
だ

と
指
摘
し
た
の
は
蓮
實
重
彥
で
し
た
が
、
そ
れ
は
さ
て
お
い

て
、
ぼ
く
が
『
ア
ト
ム
』
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
勝
手
に
「
理

解
」
し
た
の
も
多
分
、
同
じ
理
屈
で
す
。
か
つ
て
ぼ
く
は
こ

う
い
う
考
え
方
を
『
物
語
の
体
操
』
の
中
で
作
家
の
基
礎
的

な
素
養
と
し
て
身
に
付
け
直
す
べ
き
だ
と
主
張
し
ま
し
た
が
、

ぼ
く
の
関
心
は
も
う
と
う
に
「
小
説
家
に
な
り
た
い
人
」
に

は
あ
り
ま
せ
ん
。

何
故
、
な
く
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で

書
い
て
来
た
の
で
も
う
繰
り
返
し
ま
せ
ん
。
ぼ
く
が
こ
の
連

載
の
読
者
と
し
て
考
え
て
い
る
の
は
例
え
ば
目
の
前
に
自
分

の
子
供
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
仕
事
と
し
て
接
し
な
く
て
は
い

け
な
い
子
供
に
せ
よ
、
と
に
か
く
「
子
供
」
が
い
る
方
で
す
。

そ
の
子
た
ち
に
既
存
の
絵
本
な
り
を
読
み
聞
か
せ
る
こ
と
も

で
き
る
け
れ
ど
、
も
う
少
し
違
う
形
の
彼
ら
と
「
お
は
な

し
」
と
の
出
会
い
方
は
な
い
の
か
、
そ
し
て
、
そ
こ
で
「
大

人
」
の
は
た
せ
る
役
割
は
な
い
の
か
。
ぼ
く
の
関
心
は
そ
ち

ら
の
方
に
あ
り
ま
す
。

何
と
い
う
か
、
ぼ
く
た
ち
は
小
さ
な
時
か
ら
「
本
」
な
り

「
物
語
」
に
対
し
て
「
読
む
」
こ
と
と
「
創
る
」
こ
と
、「
聞

く
」
こ
と
と
「
話
す
」
こ
と
の
区
別
を
何
と
な
く
刷
り
込
ま

れ
ま
す
。
け
れ
ど
、
そ
の
中
間
の
、
ど
ち
ら
に
も
属
さ
ず
、

も
し
く
は
そ
の
双
方
に
足
場
の
あ
る
よ
う
な
、
人
と
「
お
は

な
し
」
の
関
わ
り
方
を
こ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
具
体
的
な
「
教

材
」
と
と
も
に
考
え
て
い
き
た
い
、
と
思
い
ま
す
。

も
の
が
た
り
の

た

い

そ

う

﹇
子
供
と
一
緒
篇
﹈
❶

大
塚
英
志

§
O

ts
u

k
a

 E
iji

58
年
生
。
ま
ん
が
原
作
者
。『
捨
て
子
た

ち
の
民
俗
学
』（『
怪
談
前
夜
』
改
題
）
が

11
月
末
に
刊
行
。
1
月
に
は『
怪
談
前
夜
』

も
や
っ
と
。

大
塚
英
志
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カ
ー
ド
の
使
い
方

こ
の
カ
ー
ド
は
内
田
伸
子
さ
ん
の
『
想
像
力
の
発
達
』
を
も
と
に
七
字
由
布
さ
ん
に
リ
ラ
イ
ト
し
て
も
ら
っ
た
も
の
で
、
何
枚
か
新
し
い
カ
ー
ド
を

追
加
し
て
あ
り
ま
す
。
カ
ー
ド
を
ハ
ガ
キ
大
に
拡
大
コ
ピ
ー
し
て
、
裏
に
厚
紙
を
は
っ
て
、
身
近
な
「
子
供
」
に
「
お
話
を
つ
く
っ
て
よ
」
と
頼
ん

で
み
て
下
さ
い
。
「
大
人
」
は
余
計
な
こ
と
を
言
わ
ず
、
聞
き
役
に
回
っ
て
下
さ
い
。
全
て
の
カ
ー
ド
を
同
時
に
示
さ
ず
「
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
」
「
男
の

子
の
カ
ー
ド
」
「
塔
の
カ
ー
ド
」
は
抜
い
て
お
い
て
、
子
供
が
行
き
詰
ま
っ
た
ら
「
こ
ん
な
の
も
あ
る
よ
」
と
示
す
、
と
い
う
や
り
方
も
あ
り
ま
す
。

七
字
由
布

§
S

h
ic

h
iji Y

u

83
年
生
。
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
青
山
塾
卒
業
後
、
早
川
タ
ケ
ジ
デ
ザ
イ
ン
事
務

所
で
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
を
経
て
、
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
と
し
て
活
動
中
。
06
年
「
ひ

と
つ
ぼ
展
」
入
選
。
秋
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
グ
ル
ー
プ
展
。
主
な
仕
事
に
、
03
〜

04
年aquagirl

コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
ウ
ェ
ア
、『
初
心
者
の
た
め
の
「
文
学
」』

カ
バ
ー
イ
ラ
ス
ト
な
ど
。

ヒヨコ舎
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いよいよ出たか、という喜びと、どのくらい続くかね、という懸念がいりま

じる感想を抱かせるのは、なかなかビッグなプロジェクトである「光文社古

典新訳文庫」だ。既訳のある外国の作品の新訳がこのところつぎつぎと出て

いるが、新訳をもっぱら売りにするのだから、とびきり意欲的な企画である。

何冊かが第 1回配本としてどっとまとめて出たが、まず際立つのはジョル

ジュ・バタイユの『目玉の話』だ。これってあの『眼球譚』のこと？　と本

屋で見かけたときは、うまい、座布団五枚だ、と目から玉、じゃない、ウロ

コが落ちた。訳者の中条省平は「解説」でこう書いている。

原題は Histoire de l'œil といい、ここに用いられている単語はすべてごく
普通のフランス語である。つまり、この表現は、日本語に直訳すれば「目の
話」ないしは「目の物語」となるのがふさわしい。それが訳題を変更した理
由のひとつである。「眼球譚」という生田耕作の名タイトルは、ホラー小説の
ような先入見をあたえかねず、また、いまとなっては、いささか大時代な感
じがしないでもない。
もうひとつは、こちらの方がもっと本質的な理由なのだが、本書の語り手
が作中で言及し、また、のちにロラン・バルトが「目の隠喩」のなかで分析し
たように、この小説は、眼球と玉子と睾丸という三つのオブジェが、楕円的
球体という形態上の類似と、音韻上の類似を介して結びつく無意識の連想
のドラマだということと関係がある。
形態上の類似についてはいうまでもないだろう。この三者は形も色もよく
似ている。いっぽう、音韻上の類似というのは、玉子と眼球と睾丸がフラン
ス語でそれぞれ œuf, œil, couilleといい、近似の発音をカタカナで示すならば、
「ウフ」「ウユ」「クユ」となって、きわめてよく似た音で表現されるからで
ある。これを、oeilを「眼球」と訳すことから始まって、ほかの二つの物体
も「玉子」「睾丸」と訳しわけてしまうと、音韻上の類似はあとかたもなく
消えてしまい、この三つのオブジェが心のなかでひそかに結びつくという無
意識のドラマも意味をもたなくなってしまうのだ。

そこで私は、本訳書ではあえて、œilに「目玉」、œufに「玉子」、couille
に「金玉」という訳語をあたえることで、この三つの言葉の音韻的共通性を
保持することにした。「目玉」と「玉子」はともかく「金玉」という表現は
いかがなものか、と危惧される読者には、couilleという言葉が、フランス語
でも人前で発することをはばかられる俗語であることをつけ加えておきたい。

　
かなり長い引用になったが、『目玉の話』という新しい訳題がただの思い

つきの産物ではないのがおわかりいただけるだろう。たかが題名、となめて

はいけない。そこに作者の思いがたっぷりこめられていることもあるのであ

る。

サン =テグジュペリの『ちいさな王子』も、作者の思いをみごとに汲んだ

新しい訳題で、座布団五枚だ。著作権が切れたためにそこいらじゅうの出版

社からごそごそとこの本の新訳が出たのはご承知の通りだが、そのほとんど

が、旧訳の訳者が考えた『星の王子さま』をつかっていた。なんて情けない、

と思っていたひとりとしては、拍手である。原題は Le Petit Princeで、直

訳すれば「小さい王子」である。訳者の野崎歓は「訳者あとがき」でこう書

いている。

ぼく自身は、（…）「小
プ チ

さい」という形容詞がタイトルから消えているのはま
ずい、とも考えてきた。なぜなら、「望遠鏡でも見え
ないくらいの」小さな星からやってきた、小さな王子
の、小さな物語、それが本書だからだ。「大

グ ラ ン ド

きな人」
つまり大人の考え方や発想の彼方で、子どもの心と再
会することが本書のテーマである。

まったく、題名をなめてはいけない。変な訳題は作

品に向かう視線の方向を狂わせるのだ。

光文社さん、ちゃんと出し続けてね。

『
マ
ダ
ム
・
エ
ド
ワ
ル
ダ
／
目
玉
の
話
』（
光
文
社
）

埴谷雄高と大西巨人、あるいは夢野久作と中井英夫といってもいいのだが、

通常とは違う時間の感覚を持った書き手が、なぜか日本には、たまに現れる。

何十年もかけて一作の小説を書いたり、それほどは時間をかけずとも、「こ

のなかに私のすべてがある」といえるような作品を残したりする。最近では

京極夏彦がそういった存在で、短い期間にまとまって起きた事件群を、すで

に 12年ほどもかけて書いている。

そういうものに私はなりたいのだが、いまのところ、執筆に時間がかかる

点以外では、比較の対象にすらならない。大体、百数十頁の薄い本を書くの

に、私の場合、10年ほどはかかるようで、その牛歩ぶりは大西巨人以上（以

下？）であろう。それは実人生にも言えて、「中年学生」を夏で切り上げ、

現在は「新人編集者（何の保証もない嘱託）」となって、出版の仕組みをい

まさら把握しなおしている。本当は 5年ほど前に「重力 01」という本を何

人かで創った時にやるべきだったことを、いまごろやっているわけである。

現在、同時に、江戸糸操り人形一座の人たちと、2009年にやる予定の芝

居を準備中なのだが、それは、1989年に書いた作品で、上演までに 20年

かかることになるわけだ。さらに海外公演のため、戯曲の英語版も用意して

ある（Webで公開中）。37歳にして二度目の上京をし、18歳での一度目の

上京時よりも、『成りあがり』の矢沢永吉の心境に近いものがある。われな

がら、呆れるほどの成長の遅さだ。

この連載で、「上演不可能な戯曲」と「台本なきパフォーマンス」との間

の亀裂や、「世界を変えること」と「世界の見方が変わること」との長い距

離について書いたが、それらの間を繋ぐものは「時間」であり、時間をかけ

て「自分が変わること」である（これまではできないと考えていた「文芸時

評」を、来年は、やってみることにした）。

『野田秀樹　赤鬼の挑戦』という本を読むと、早熟さを含む「スピード」を

身上としてきたように見える野田が、外国人とともに芝居を創ったり、外国

で上演したりという手間ひまかかる仕事に打ち込むことで自分を変えてきた

過程がわかり、興味深い。それは、日本で売れてしまったあとの矢沢永吉が、

海外で音楽活動をやり直すことで新しい自分を創っていったプロセスと、類

似したものである。あえて困難な状況に身を置くことで、「時間がかかる」

立場に自分を追い込むのだ。雨だれ石をうがつ、ということわざ通りのこと

が起こる（たとえば矢沢は、18歳ごろに作曲して、「これは世界レベルだ」

と思ったという曲を、それから 35年ほども後に全世界発売している）。20

代のころの野田は、自らを「早熟な大器晩成」だといっていたが、噓ではな

いのかもしれない。

一度だけ、大西巨人氏のお宅に某編集者とともにお伺いしたことがあるの

だが、そこで私が「大西さんの作品に出てくる道元の言葉を座右の銘として

おります」と言ったところ、額に収めてある自筆の「この心あながちに切な

るもの、とげずと云ふことなき也」というその言葉を見せてくださった。私

より 50歳年長である大西氏から、北斎のような「無限成長」への意志を感

じ取らせていただいた。

しかし、まあ、意図したことが実現するのは、予想しない時期、忘れたこ

ろであるのかもしれない。たとえば、私は、18歳で上京する時に、中井英

夫『虚無への供物』の舞台装置である東京の「五色不動」に全部行こうと企

図していたのだが、それが成し遂げられたのは、

15年後、三軒茶屋のあたりで「目青不動」を偶然

発見した時であった。中学生で『ドグラ・マグラ』

を読んで、精神病院を覗いてみたいと思ったこと

も、気がつけば実現している。引っ越してきたば

かりの調布は、秦氏の匂いのするところで（鷹は

いないが、鷺がいる）、念願の、秦氏の地霊との対

話パフォーマンスも、ここで上演できるかもしれ

ないのだった。

『
野
田
秀
樹　

赤
鬼
の
挑
戦
』

野
田
秀
樹
＋
鴻
英
良
（
青
土
社
）

生 と 死 の 幻 想
可 能 涼 介

可能涼介 § K a n o u  R y o u s u k e

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/

翻 訳 の ア レ か コ レ か青山 南❺ 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。

❻

A o y a m a

M i n a m i

［ 最 終 回 ］
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安倍内閣のウリが教育基本法の「改正」であることからも知られるように、

教育問題が政治の中心に浮上してしまう時代というのは、もちろん、「教育」

なるものをどうしてよいやら、誰も分からないということなのである。

「1968年」以降、さまざまな教育改革が試みられたが、そのことによって何

ごとも改善されはしなかった。むしろ、「教育」の場は悪くなる一方である。

68年のスローガンである「大学解体」は粛々として進行している。

たとえば、高校必修教科履修漏れの問題がクローズアップされている。主

に中堅進学校において、世界史など必修科目が履修漏れになっているという。

まあ、必死こいて進学率をあげなければならない上の下ランクの高校の苦肉

の策だと言われている。つまり、現場の高校や大学では、世界史は必要ない

ということだ。実際、これまで世界史を履修しない学生は膨大に存在してき

たはずだが、別段、何も問題はなかったのである。問題は、そんな誰もが知

っていたことが、どうして今ごろ焦点化されるのかということだろう。学生

が世界史を履修せずにいるらしいことは、大学で教えていれば必ずや気づく

はずのことではあった。

私が十数年前に早稲田大学第一文学部で非常勤をしていた時のことである。

講義でフランス革命にかかわる話をしていて、どうにも反応の鈍い者がいる

ので、「ナポレオンって、名前くらい知っているでしょう？」と聞くと、そ

の学生は「私は推薦で入ったので世界史はとっていないんです」としゃあし

ゃあと答えたから、こちらは返す言葉がなかったことを覚えている。高偏差

値で知られる早稲田の一文で、コレだから、他は推して知るべしだろう。こ

の例からも分かるように、事は世界史を履修させなければならないといった

ことをこえているのだ。世界史を履修させたとしても、ナポレオンは覚える

かも知れないが、今度は別の記憶喪失が露呈されるだけのはずである。

われわれは、今や、ナポレオンを知らなくても問題ないと居直りうる歴史

的世界を肯定できるかどうかという時代に生きている。そして、そのような

居直りが否応なく求められているにもかかわらず、誰もがそのことにためら

っているのが、現代だと言えよう。そのためらいが、教育問題への「国民的」

執着として表現されている。もはや、この事態は

「教育」によっては糊塗されえないと、誰もが知っ

ているにもかかわらず、である。ナポレオンを知ら

ない学生が膨大な層として存在する社会を想定して

みよう。言うまでもなく、それは「革命後の世界」

である。「自由の王国」においては、人類前史のこ

とを記憶している必要がないからだ。この意味で、

もはや革命は実現されている（あるいは、されつつ

ある）と言うべきだろう。

もちろん、私のこの文章は、ナポレオンを名前く

らいは知っている人間が読者であることを前提にし

て書かれている。

たの し い
革 命 ⑦
絓 秀 実 S u g a  H i d e m i

絓秀実 § S u g a  H i d e m i

49 年生。『革命的な、あまりに革命的な』で描いた 1968
年前後の学生運動史、思想史を、異なる視線・解釈で捉え、
自論を発展させるとともに反証可能性をみずから示した
『1968 年』（ちくま新書）が飛ぶように読まれている。

『
１
９
６
８
年
』
ち
く
ま
新
書
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戦
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は
起
る
ま
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寺
山
修
司

エ
レ
ー
ヌ
は
パ
リ
ス
を
本
当
に
愛
し
て
い
た
か
。
そ
れ
が
問
題
で
あ
る
。
ス
パ
ル
タ
の
宮
殿
で
退
屈
し
て
い
た
エ
レ
ー

ヌ
に
と
つ
て
、
風
の
よ
う
に
誘
拐
の
手
を
さ
し
の
べ
た
パ
リ
ス
は
た
し
か
に
英
雄
で
あ
つ
た
。
し
か
し
、
エ
レ
ー
ヌ
が
た

ま
た
ま
こ
の
冒
険
（
ア
ヴ
ア
ン
チ
ユ
ル
）
に
乗
つ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
ど
う
し
て
彼
女
の
愛
の
証
し
に
な
ろ
う
か
。 

La G
uerre de T

roie N
anra Pas lien

（
ト
ロ
イ
戦
争
は
起
る
ま
い
）
に
お
い
て
ジ
ヤ
ン
、
ジ
ロ
ド
オ
の
問
題
に
し
た
こ
と

は
こ
の
愛
が
は
た
し
て
情
熱
恋
愛
で
あ
つ
た
か
。
そ
れ
と
も
単
な
る
ギ
ヤ
ラ
ン
ト
リ
イ
に
過
ぎ
な
か
つ
た
と
い
う
一
事
の

み
に
か
ゝ
わ
つ
て
い
る
。

加
藤
道
夫
は
そ
れ
を
誤
解
し
た
。

そ
し
て
こ
の
作
品
を
「
国
家
間
、
個
人
間
に
介
在
す
る
不
条
理
な
悲
劇
的
な
関
係
に
対
す
る
深
い
理
解
と
悲
痛
な
抗
議

を
こ
め
た
問
題
作
と
し
、「
戦
争
と
は
偏
見
と
意
地
が
招
く
自
業
自
得
の
悲
劇
で
あ
り
、
自
殺
行
為
で
あ
る
。」
と
し
て
い

る
の
は
、
む
し
ろ
不
条
理
と
い
う
額
縁
を
も
つ
て
こ
の
シ
ニ
カ
ル
な
詩
劇
を
お
さ
え
こ
ん
だ
と
い
う
印
象
し
か
あ
た
え
て

こ
な
い
の
で
あ
る
。

話
は
進
展
す
る
。
エ
レ
ー
ヌ
を
奪
ら
れ
た
夫
メ
ネ
ラ
ー
ス
の
兄
ミ
ケ
ネ
エ
を
は
じ
め
ス
パ
ル
タ
の
軍
勢
は
、
こ
の
美
女

を
と
り
も
ど
す
た
め
に
進
軍
し
た
。
そ
う
し
て
十
年
に
わ
た
る
ト
ロ
イ
戦
争
は
起
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
ゝ
で
、
エ
レ
ー
ヌ

が
も
し
、
帰
つ
た
な
ら
ば
、
い
や
パ
リ
ス
が
エ
レ
ー
ヌ
を
彼
女
の
故
郷
の
ス
パ
ル
タ
へ
帰
し
た
な
ら
ば
戦
争
は
起
ら
な
か

つ
た
ゞ
ろ
う
と
し
、
そ
し
て
帰
さ
な
い
理
由
の
一
が
彼
女
の
美
貌
の
せ
い
で
あ
る
と
解
釈
し
、
そ
う
し
て
加
藤
道
夫
が

「
意
地
が
も
た
ら
し
た
不
条
理
の
悲
劇
」
と
早
計
に
断
じ
る
の
は
、
ジ
ロ
ド
オ
が
「
時
計
師
」
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
た
判

断
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

わ
れ
わ
れ
の
世
界
は
た
が
い
に
適
合
し
な
い
歯
車
装
置
で
で
き
て
い
る
。
そ
の
原
因
と
な
つ
て
い
る
の
は
材
料
で
は
な

く
て
「
時
計
師
」
な
の
だ
。（
サ
ン
テ
グ
ジ
ユ
ベ
リ
、
戦
う
操
従
士
。）
そ
う
し
て
こ
の
「
時
計
師
」
を
は
じ
め
に
世
界
へ

住
み
こ
ま
せ
て
小
さ
な
商
い
を
は
じ
め
さ
せ
た
の
は
他
で
は
な
い
、
ジ
ロ
ド
オ
で
あ
つ
た
で
は
な
い
か
。

彼
に
と
つ
て
は
戦
争
な
ど
問
題
で
は
な
い
。
泥
棒
は
拾
う
も
の
で
は
な
く
て
盗
む
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の

季
節
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
間
に
従
順
で
あ
る
こ
と
の
み
が
自
由
で
あ
る
。
と
彼
は
主
張
す
る
。「
彼
女
が
城
内
に
い
る
こ
と

で
ト
ロ
イ
に
何
の
益
が
あ
つ
た
か
、
と
い
う
と
何
も
な
い
」
と
更
に
加
藤
道
夫
は
追
求
し
た
。
し
か
し
、
人
間
と
世
界
の

連
載　

寺
山
修
司
、
十
九
歳
。
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溝
は
人
間
の
つ
く
り
だ
し
た
噓
で
あ
る
。
と
い
つ
た
ジ
ロ
ド
オ
に
と
つ
て
は
こ
の
場
合
、
調
和
が
必
要
だ
つ
た
の
だ
。
利

益
な
ど
は
問
題
で
は
な
い
。
そ
う
し
て
調
和
と
は
愛
の
建
築
に
ほ
か
な
ら
な
か
つ
た
。

エ
レ
ー
ヌ
「
そ
れ
で
ど
う
し
よ
う
と
仰
言
る
の
」

ア
ン
ド
ロ
マ
ツ
ク
「
そ
れ
で
あ
な
た
に
お
ね
が
い
し
た
い
の
よ
、
エ
レ
ー
ヌ
。
ほ
ら
斯
う
し
て
あ
た
し
は
あ
な
た
に
す

が
り
つ
い
て
、
ま
る
で
自
分
を
愛
し
て
呉
れ
つ
て
い
わ
ん
ば
か
り
に
頼
ん
で
い
る
わ
。
パ
リ
ス
を
愛
し
て
!　

じ
や

な
か
つ
た
ら
あ
た
し
の
思
い
違
い
だ
と
言
つ
て
!　

あ
の
ひ
と
が
死
ん
だ
ら
自
分
も
死
ぬ
わ
、
と
言
つ
て
!　

あ
の

ひ
と
が
生
き
る
為
な
ら
顔
が
傷
だ
ら
け
に
な
つ
て
も
構
わ
な
い
つ
て
言
つ
て
!
そ
う
す
れ
ば
戦
争
が
起
つ
た
つ
て
そ

れ
は
唯
の
災
害
だ
わ
、
不
正
で
は
な
く
な
る
わ
。
そ
う
言
う
戦
争
な
ら
あ
た
し
は
耐
え
忍
ぶ
わ
。

死
に
分
量
は
な
い
。
そ
う
し
て
無
論
、
ジ
ロ
ド
オ
に
と
つ
て
は
ひ
と
つ
の
愛
の
完
成
が
い
く
つ
の
戦
争
よ
り
も
重
大
で

あ
つ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
事
だ
。

エ
レ
ー
ヌ
と
パ
リ
ス
の
恋
の
真
偽
の
度
合
が
こ
の
ト
ロ
イ
戦
争
を
「
ア
ル
チ
ユ
ー
ル
（
悪
戯
坊
主
）」
の
せ
い
に
す
る

か
、
そ
れ
と
も
「
ア
ン
サ
ン
ブ
リ
エ
（
舞
台
監
督
）」
の
せ
い
に
す
る
か
を
決
め
る
。

ア
ン
ド
レ
マ
ツ
ク
「
エ
レ
ー
ヌ
ー　

そ
う
な
れ
ば
そ
う
い
う
戦
争
が
ど
ん
な
も
の
に
な
る
か
よ
く
お
わ
か
り
で
し
よ
う
。

運
命
は
あ
り
ふ
れ
た
つ
ま
ら
な
い
闘
争
な
ん
か
に
は
そ
れ
ほ
ど
心
遺
り
を
示
さ
な
い
わ
。
運
命
は
戦
争
の
上
に
未
来

を
築
こ
う
と
す
る
の
。
あ
た
し
達
の
民
族
の
、
国
民
達
の
、
あ
た
し
達
の
理
性
の
未
来
を
よ
。
そ
し
て
あ
た
し
達
の

理
想
や
、
あ
た
し
達
の
未
来
が
心
か
ら
愛
し
あ
つ
て
い
る
女
と
男
の
物
語
の
上
に
打
ち
立
て
ら
れ
る
つ
て
言
う
ん
な

ら
、
そ
ん
な
に
悪
い
も
ん
じ
や
な
い
わ
で
も
運
命
は
あ
な
た
方
二
人
は
唯
の
名
義
上
の
夫
婦
と
し
か
見
て
や
し
な
い

わ
│

│

│

│

│

。
考
え
て
も
ご
ら
ん
な
さ
い
。
唯
名
義
だ
け
の
夫
婦
の
た
め
に
あ
た
し
達
が
苦
し
み
死
に
、
寄
る
年

波
の
栄
光
や
不
幸
が
、
何
代
も
の
人
々
の
幾
世
紀
に
も
わ
た
る
習
慣
が
お
互
い
に
愛
し
合
つ
て
も
い
な
い
二
人
の
男

女
の
濡
れ
事
の
上
に
築
き
あ
げ
ら
れ
て
行
く
な
ん
て
、
考
え
て
も
ぞ
つ
と
す
る
わ
。

　

              

☆

と
こ
ろ
で
ト
ロ
イ
戦
争
は
起
つ
た
。
こ
れ
は
既
成
の
事
実
で
あ
つ
た
。
そ
れ
な
の
に
彼
が
「
起
る
ま
い
」
と
表
題
し
た

の
は
、
こ
れ
は
こ
の
愛
が
未
完
の
も
の
に
と
ゞ
ま
つ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
に
と
つ
て
の
「
ト
ロ
イ
戦

争
」
と
は
愛
の
代
償
で
あ
つ
た
が
愛
が
い
つ
わ
り
だ
つ
た
た
め
に
、
海
は
ア
ル
チ
ユ
ー
ル
に
よ
つ
て
騒
ぎ
、
人
は
風
の
せ

い
で
死
ん
だ
。

不
条
理
は
む
し
ろ
愛
の
形
に
あ
つ
た
。
そ
う
し
て
ぼ
く
の
指
摘
し
た
の
は
加
藤
道
夫
が
自
然
を
は
な
れ
た
人
間
の
角
度

で
ジ
ロ
ド
オ
を
見
つ
め
、
そ
う
し
て
「
ジ
ヤ
ン
、
ジ
ロ
ト
オ
の
世
界
」（
早
川
書
房
）
を
書
い
た
事
に
あ
る
の
だ
。

ト
ロ
イ
戦
争
は
つ
い
に
ウ
エ
イ
ド
レ
ー
の
い
わ
ゆ
る
「
芸
術
と
し
て
の
戦
争
」
で
な
く
て
「
人
ご
ろ
し
」
に
終
始
し
た
。

コ
ズ
モ
ス
に
ち
つ
ぼ
け
な
風
穴
が
あ
い
た
。
重
ね
て
い
う
が
、
恋
愛
㐧
一
。

         （
昭
和
二
十
九
年
七
月
）

﹇
寺
山
修
司
ら
の
ク
ラ
ス
誌
「
風
」
2
号
よ
り
再
録
。
な
お
、
誤
植
も
含
め
て
表
記
、
体
裁
は
「
風
」
で
の
も
の
に
準
じ
て
い
ま
す
﹈

寺山修司 § Te r a y a m a  S y u j i

1935-1983。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、1967 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」。
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［重松］で、そういう紙をわざ
わざ選んだと。ほか

に、「en-taxi」の目指したところ

はなんたったんで
すか？

［坪内］もともと「en-taxi」は、福田さんとイ
キさんの発案だから

ね。福田さんは、

江藤（淳）さんにお
ける「季刊藝術」を

作りたかったんだ。
江藤さんは、いわ

ゆる文芸誌とは違っ
た、好きなものを書

ける場所、とくに若
いひとが書ける場所

を

つくりたくて、遠山一
行さんや高階秀爾さ

んなんかと「季刊藝
術」をやった。柄

谷（行人）さんの「
批評空間」もそう。

福田さんも、そういう
ものをつくりたい

と

思って始めた……ん
だけど、同人が 4人の個性がバラバ

ラなうえに編集長が
イキ

さんだから、めちゃく
ちゃになっちゃった

んだよね（笑）。

［重松］なるほどね。じゃあ坪
内さんはどういう意識

を持って「en-taxi」に？

［坪内］僕は「雑誌」をつく
ろうと思ってた。俺、

昔「東京人」の編集
者だったじゃな

い？　過大評価するひ
ともいるけど、編集者

としてはぜんぜん
不完全燃焼でね。当

時の同僚は違うって
言うかもしれないけど

、自己主張の少ない
編集者だったんだよ

。

［重松］え、そうなんですか
（笑）。

［坪内］「東京の湾岸の再開
発」とか「地下鉄

12号線をめぐって」
とか、毎回言

われたとおりに、文
化的というよりも東京

都の広報に近いもの
をやってたから。「東

京人」のあとに、編
集者としてやりたいこ

とをやったのが「月
刊 Asahi」の「（日

本の）異能・偉才
100人」で、次が

文春「ノーサイド」
での「異色の『父と

子』100組」。どっ
ちも即日完売みたい

な売れ行きでね、雑
誌編集者としての手

ごたえがあったん
ですよ。

◉

［重松］「偉才 100人」とかの人選
は、坪内さんひとりで

したんですか？

［坪内］「月刊 Asahi」のほうは、山口昌
男さんや谷沢永一さ

んに選考してもらって
、

俺は調整役。でも「
ノーサイド」の特集

はけっこう自信作でさ
。もともと、文春の

細井さんって優秀な
編集者が提案してくれ

た企画なんだけど、
ふつう編集者は「こ

れをこのひとに書い
てもらって、これをこ

のひとに書いてもらっ
て」って考えるじゃ

ない？　でもあのとき
は、「これは俺がベ

ストなんじゃない
か」って、編集しな

がら

自分で書いてたから
ね。そうやって雑誌

つくるのって、すごい
楽しいですよ。「こう

いう記事を書いてもら
いたい」ってひとに

頼んでうまく伝わらな
いより、自分で書け

ば理想どおりにできる
（笑）。

［重松］すごくよく分かるな、
それ。

［坪内］「en-taxi」でも、僕は「書
き手」と「編集者

」なんだよね。イキ
さんに

「福田さんが演芸関
係の特集だから、文

学関係をやって」っ
て言われたら、特集

をつくりつつ「俺が
こういうこと書いてお

くと収まるな」って
書く。演劇でも、唐

（十郎）さんとかが
出た 60年代以降は

、「自分でつくって自
分で演じて」ってな

ったじゃない？　文学
の世界は、調べてみ

るとはるか昔はそうだ
ったんだけど、途

中からそうじゃなくな
ったんだけどね。そ

ういう意味では俺は
戦前の作家兼編集者

の平成バージョンだよ
。

［重松］そのあたりで、書き
手と編集のヘンな分

業制ができちゃいまし
たよね。ただ、

都筑道夫さんの『ひ
とり雑誌』みたいに

、書き手はエッセイ集
を編むとき雑誌的な

配列を考えることが出
来ますよね。坪内さ

んの『シブい本』とか
『古くさいぞ私は』

とかも、そうじゃない
ですか？

［坪内］もちろん。ただ、雑
誌とアンソロジーはち

ょっと違う。いちばん
雑誌的に作った

アンソロジーは、文
春の 80周年の時に頼ま

れた『八十年傑作選
』だけど、アン

ソロジーって基本的
に過去のものの再集

合でしょう？　雑誌は
基本的に現在形だか

ら、「ノーサイド」の
「異色の『父と子』

100組」みたいに、
過去のものであり

ながら現在でもある、
というのをつくりた

かった。
◉

［重松］僕なんか、主戦場が
週刊誌じゃないですか

。そうすると、毎週毎
週どう現在を

捉えるか、「女性自
身」だったらスクー

プをどう取るかの勝負
なんですよね。でも

、

インターネットが普及
して、もう情報では

勝負できなくなってき
た。そうなって逆に、

雑誌が感情をどんど
ん出すようになってき

てると思うんです。新
聞だったら社説なん

だけど、雑誌のそれ
は編集後記でね、集

団や組織でつくるもの
と、作り手個人が

見えることとの絶妙な
バランスが、雑誌の

おもしろみじゃない
かなと。

［坪内］だから、編集者のペ
ージをもっと増やして

もいいんだよね。ブ
ログとかしてるひ

といるけど、そんなこ
としないでそのま

ま本誌に持っていけ
ばいいのに。

［重松］中央公論社の文芸誌
だった「海」で宮田

毬栄さんが、江藤淳
と吉本隆明を

一方的にやっちゃった
り、ヤスケン（安原

顯）の「好き嫌いだ
けで斬っていく」よ

うなところが、多少あ
ってもいいのかも

しれないなって。

［坪内］たださ、ヤスケンが
問題なのは、自分の

ところのスタッフと
か、反論する媒体

を持っていないひとを
けちょんけちょん

に書いたことじゃない
？　物書きだったらそ

れ

なりに反論できるけど
……それがすごくアン

フェアだよね。

［重松］取次のひととかにもね
。反論の機会を保証

するのは、言論の基
本ですからね。

そうじゃないと一方的
な断罪になる。坪内

さんは必ず反論する
じゃないですか。野

口（悠紀夫）さんの
ときとか。

［坪内］あのとき、俺はほっ
たらかしにしてた

んだよ。そしたら、「
論座」の編集長が、

後記でちょっと反応し
ちゃったわけ。それ

で野口さんがヒートし
ちゃったから、じゃあ

俺が反応しないとな、
と。川村湊のときだ

って、彼が３回ぐらい
因縁つけてきたん

ですよ。だから、自
分としては「やむなく

」って感じがある（
笑）。

［重松］セメントじゃなくて
、アングルとして論争

をやってみる気持ちは
ないんですか。

［坪内］福田さんと違って、
俺にはないね。論争

は、若い世代の書き
手が出てくるた

めには必要ですよね
、前の世代をロール

オーバーするため
に。江藤淳にしても

柄

谷行人にしても、そ
ういうかたちで出てき

たわけじゃない？　伝
説的な編集者の野

野上慶一さんとお話し
たとき、「君も誰かを

わざと批判すべきだ
、小林秀雄もそうし

てきたから」って薦め
てくれたんだけど

ね。野野上さん、当
時 90歳くらいなんだ

けど（笑）。

［重松］ヤマッ気があるという
か。

［坪内］福田和也はその点で
、系譜をちゃんと継い

でいますよ。

［重松］今年の「書物復権プ
ロジェクト」で『現代

日本文学論争史』（
平野謙・小田

切秀雄・山本健吉編
　未來社）が出て、

評判になってるじゃな
いですか。言い

換えれば、文芸誌を
舞台にした論争が失

われてしまったこ
とでもあるんだけ

れど、

それはあってしか
るべきかそれとも

必要ないのか……。

［坪内］あったほうがいい
よね。でも、いまは

どうしても個人攻撃に
なっちゃったりして

、

「みせかた」が分か
らない。論争って、

プロレスしなくちゃ
いけないと思うわけ。

身

も蓋もないセメント・
ファイトじゃなくてさ

。プロレスできる物書
きが、昔みたいにい

な

いよね。大岡昇平と
篠田一士の論争にし

たって、セメントに見
えるけどちゃんとプ

ロ

レスしてる。 ◉

［重松］あとは、よく言われ
るけれど匿名時評で

すよね。あれも「み
せかた」の芸で

しょう？　文芸雑誌か
ら論争がなくなり、

匿名時評がなくなり
……「en-taxi」の

匿名コラムもたぶん、
坪内さんの発案であ

り執筆だと思うんだけ
ど（笑）。

［坪内］リニューアル前でいう
と、1冊につき4本

あってそれが 13冊だから、52本
。

そのうち40本以上
俺だったからね（笑

）。

［重松］最初から、半分以上
自分で書くのを前提

としてやっていた
んですか？

［坪内］違う違う、創刊号は
みんな 1本ずつ書いてます

よ。2号目から2人
になって、

やがて……（笑）。

［重松］ビートルズ晩年のポ
ール・マッカートニー

みたいじゃないで
すか。ベース弾いて

、

ギター弾いて、ドラム
叩いて、歌うのまで

ぜんぶ自分でって…
…書き手としての欲

求は満たされます？

［坪内］満たされないね、本
当の匿名じゃないから

。あの 4人の誰かなわけで
、しか

もこういうネタを書くの
は俺か福田さんのど

ちらかで……と限られ
てくるでしょう？　本

当の匿名コラムを書
きたいって気持ちは

あるよ、きっと毎日
1本ずつは書ける。

そ

れだと匿名の意味が
あんまりないけど

（笑）。
◉

［重松］ホームグラウンド
の「en-taxi」とは別に、他の

雑誌から「自由に特
集をお

任せします」と同じ3
2ページで依頼が来

たとして、どちらでど
うやるかの基準はあ

るんですか？

［坪内］ありますね、やっぱ
り雑誌の読者層とか

雰囲気ってあるから
。文芸誌でも、

「群像」「文學界」
「新潮」の連載はそ

れぞれ違ってきますよ
。書き下ろしもそう

だけど。
［重松］本にまとめるにしても

、晶文社か新潮社か
で色が変わる？

［坪内］ただ、そうはいっても
出版社のカラーが薄

れてきて、だんだん
似たような感じ

になってきました
ね。

［重松］昔だと、「群像」は
本多秋五や戦後派に

最後までつきあって
、開高健には

書かせない、とかあ
りましたよね。

［坪内］左翼作家とか近代文
学系とかって、「群

像」のひとつの伝統
でしたからね。

講談社は「大日本
雄弁会」時代の戦

犯のイメージを払拭
するために、文芸誌

「群像」を創刊した
し、だから中野重治

が欲しかった。で、
中野が書いたら他の

左翼作家も「中野さ
んが書くなら講談社

でも」ってことで、
近代文学系とか新日

本文学系のひとたち
が書いた。そういう歴

史があるんだよね。
だから「群像」って

、

講談社のなかでも左
翼っぽい感じだったし

。

［重松］いまは文芸誌を見て
も歴史や創刊の経緯

は見えなくて、かわ
りに新人賞が歴

史をつくってるような
ところがあります

よね。村上龍が出て
村上春樹が出た「群

像」

と、石原慎太郎が出
た「文學界」、「文藝

」は高橋和巳が第 1回、っていうような
。

［坪内］受賞者が、「文藝」
って若いですよね。

あれも田中康夫の「
なんとなく、ク

リスタル」の影響が
強い。受賞作発表の

号に載る、最終選考
に残ったひとの名

前と年齢を見てたら
、田中康夫が「な

んとなく、クリスタル
」で獲るまでは年齢

層が意外と高いんだ
よ。翌年から急に若

いひとたちになっ
ちゃう。「1980アイ

コ

十六歳」（堀田あけ
み）とか（山田）詠

美さん、平中（悠一
）さんとか……ほ

んとに変わりますよ。

［重松］「en-taxi」が歴史をつくって
いくとき、リリー・フ

ランキーさんの『東
京タワ

ー』を生んだというの
は、大きなトピックに

なると思うんです。そ
のような小説をもっ

と生み出す装置として
、「en-taxi」で新人賞をやるっ

ていうのは考えられま
すか？

［坪内］俺は別に必要ないと
思うね。リリーさんだ

けひとり選考委員で
、「リリー・フラ

ンキー賞」とかつくっ
たらおもしろいかも

しれない。

［重松］ひとりで（笑）。じゃ
あ、坪内祐三ひとり

が選考委員で、「坪
内祐三新人賞」

っていうのはない
んですか？

［坪内］まあ、応募が来ない
でしょう（笑）。
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い本出してるな」み
たいにさ。実際に内

容は読んでなくても
、勘とかアタリがつく

んだよね。そのあた
り、ネットで情報を集

めるいまの若いひとた
ちは、磨く場所が

ないから……。

［重松］そういうトレーニン
グができてない。資

質的にはあるんだけ
ど、場がなくなっち

ゃってるのかな。で
も、それで欲求不満

を感じないとしたら、
彼らのそういうニーズ

って、なにが満たし
てるんでしょうか？　や

っぱり、ネット？　

［坪内］いまは情報にとにかく
アクセスしやすい

よね。ネットだけじゃ
なく、たとえば音楽

にしても、昔だったら
歌謡曲から入ったで

しょう。それがロック
に行っても、最初は

ありきたりなヤツな
んだけど、だんだん

自分のなかでジャン
ルが深まっていって、

そ

れなりのレコード
屋に行かないと買え

ないのを探すとか、
どんどんどんどん

学習して

いく。でも、いまはそ
ういう学習をしなくて

も、直接かなりの深
いレベルに行っちゃう

じゃない？　だからそ
れが幸福なことか、

不幸なことかはわから
ないけど。

［重松］たとえばどんな？

［坪内］福田和也さんのゼミ
に、「すごくボブ・デ

ィラン好きな学生がい
て、彼のリクエ

ストで坪内さんに話し
てほしいんだけど

」って言われて授業
に行ったんだけど、

そ

の彼がものすごくディ
ープなわけ。オレな

んかよりずっと詳しい
の。僕らのころだと、

ディランってまずプ
ロテストソングの

ひととして知るじゃな
い？　それが次第に

ロックに

なり、エレクトロニック
になって……みたい

な。でも、彼らそうい
う段階を踏まないで

、

いきなりボブ・ディラ
ンと（アメリカン・）

ルーツ・ミュージック
の関係なんか語れち

ゃう。ロバート・ジョン
ソンからの影響にして

も、僕らのころはそ
のレコードが日本で

手に入るかどうかみた
いな感じだったから、

ディランとの関係なん
てグリル・マーカ

スあたりを読んでいか
ないと見えてこない。

でも、いまの若いひ
とたちだと、ディラ

ン好きになって3ヵ
月後にはディランとブ

ルースの関係とか、
ルーツ・ミュージック

の関係をコアに知って
るし、レコードも手に

入れられちゃうからね
。

［重松］「変遷」とか「変貌
」とかのプロセスを

、困惑したり意外に
感じながら受取っ

ていくんじゃなくて
、一気に「歴史」

にアクセスしちゃう
感じですよね。

［坪内］ちょっとかわいそう
ですよね、「発見す

る喜び」がないから
。映画でも、僕が

大学 3年か 4年ぐらいのときによ
うやく家庭用ビデオ

が普及してきたけど、
まだ高

くて買えない。しかも
ソフトの数は少ないし

、いわゆる古典的名
画、例えば 50年

代 60年代のヒッチコッ
クの映画なんか名画

座やシネマライクでも
上映されることは

なかった。だから『
めまい』とか『裏窓

』がすごいと蓮實（
重彥）さんとかが言

ってても、実際に観
ることができない

から、晶文社が出し
た『映画術　ヒッチ

コック

／トリュフォー』（19
81）っていうデカイ本

を読んで、妄想を膨
らまして観た気にな

る（笑）。いまはヒッ
チコックなんて序の口

で、なんでも簡単に
DVDで手に入る

でしょう？　小津安二
郎なんか、残されて

る作品がぜんぶDVDになって、次は成

瀬（巳喜男）で今度
は溝口（健二）だ、

みたいな。昔だった
ら「小津が好き」

とか言っても、5本
以上観るにはそれな

りに手間暇かけない
といけなかったん

だよ

ね。
［重松］ということは、「体験

」がなくなっちゃって
るのかな。映画館に

行くとか、雑誌

を探すとか、そういう
体験ぬきで知識が手

に入る。「頭でっかち
」という意味じゃな

いんだけど……。

［坪内］身体性がないよね。

［重松］それで思い出したん
ですが、80年代は

「雑誌の時代」とか
って、単行本よ

りおもしろいと言われ
てましたよね。で、リ

トルマガジンがミ
ニコミも含めていっぱ

いあ

った。そのときに、
僕らにとって皮膚感覚

であったのが「雑誌
は情報だ」ってイメ

ージ。でも、もう雑誌
には情報源としての

接点がなくなってるん
でしょうか。

［坪内］いまは、雑誌が供給
していた情報的な部

分をネットが担ってる
からね。逆に、

情報以外のものを伝
える媒体としての「雑

誌の可能性」がある
と思う。

◉

［重松］情報が淘汰されたあ
と、雑誌に残るもの

、残しておかなきゃな
らないものはな

んでしょう？
［坪内］「感情」じゃないか

って気がする。「感
情」というと、すぐ「

感動」に置き換

えられちゃうけれど
、「感動」は情報の

一種だと思うんだ。
単純だから。そうじゃ

な

い、「ざわつき」み
たいなものが「感情

」なんだよ。ちょっと
話が飛ぶけど、俺

が中原昌也さんの小
説をすごいと思うのは

、読むとなんか変な
感情が起きるから

なんだ。昔の村上春
樹も、世間がイメージ

するような「爽やか
小説」じゃなくて、

なんかちょっと変な感
情が刺激されるモノ

だった……ああいう
のは、活字でしか味

わえない世界なんだ
と思うな。

［重松］作中に出てくるバドワ
イザーを「爽やかで

お洒落で、都会的だ
」って情報とし

て捉えたひとにとって
は、村上春樹は「

BRUTUS」や「POPEYE」系の作家

だったんでしょうね
。で、その情報のも

っと奥を見たひとにと
っては、禍 し々さを持

った作家になった。

［坪内］そうそう。

［重松］同じように、情報が外
皮になって雑誌が動

いていく時代があった
。逆に言えば、

いろんなメッセー
ジとかが失われたとき

、雑誌は情報主導に
なるとも言える。その

情報がもういちど無力
化したときに、さっき

坪内さんが言った「
感情」が剝き出し

になるんじゃない
か̶̶それが「en-taxi」の同人性なんじゃ

ないですか。

［坪内］「en-taxi」って、4人でつく
ってるからビートル

ズのアルバムに譬え
てた時期

もあったんだ。「い
ま『サージェント・

ペパーズ（Sgt. Pepper's Lonely 

Hearts Club Band）』つくってるね」
とか「あ、もう『ホ

ワイトアルバム（The 

Beatles）』になっちゃったね
」とかいいながら。

［重松］『レット・イット・ビー
（Let It Be）』になっちゃたりし

て（笑）。ただ、さ
っき

のマスの話で言えば
、そういう同人性と、

マスメディアとして
の性格は……。

［坪内］僕のなかでどこかで
ポップに対する信仰

がまだ消えてないん
だと思う。「ポップ

であれば売れるんじ
ゃないか」というね

。「en-taxi」も、40代がつく
る「ポッ

プ」を出せば 10万部とか行くんじ
ゃないかと思ったの

（笑）。でも「ポップ
」と

「メロディアス」は違
うから、すごく気持ち

のいいメロディアス
なナンバーじゃな

くて、

昔だったら近田春夫
さんが楽曲提供した

歌謡曲みたいなやつ
。そういうのをつくれ

ば売れると思ったんだ
けど……「もうポップ

やっても売れないんだ
な」って。

◉

［重松］80年代のマスには
、いわゆる名物編集

者、「BRUTUS」の小黒（一三）

さんとか「写楽」の
島本（脩二）さんと

かがいましたよね
。「業界ブーム」だ

っ

たからというだけ
でなく、マスなもの

のなかにも誰の価値
観やヤンチャが反映

され

ているのかを、みん
な知りたがっていた。

［坪内］そういう名物編集者た
ちって、それぞれや

っぱりオタクです
よね。オタクといっ

ても狭い意味じゃなく
、「究極のオタクが

自分の好きな世界に
入ったら、それがポ

ップになった」みた
いな感じ。音楽で言

えば、細野（晴臣）
にしてもそうだった

し。

［重松］そのとき、読者の側
から言うと、マスに身

を委ねる安心感もほ
しいけれど、誰

が作っているのかを
知らないと不安になっ

たんじゃないかな
と思うんです。雑誌

って、

編集後記があるじゃ
ないですか？　よく考

えると、そういうメデ
ィアってあんまりほ

か

にないですよね。テ
レビの番組に、ディ

レクターやプロデ
ューサーが語るコー

ナー

ってあんまりない
でしょう？　そこに、

雑誌の持っている特
徴が象徴されてるんじ

ゃな

いかと。
［坪内］80年代のなかごろま

ではとくにそういう
感じだったよね。その

あと、バブルの

ころ、広告主導型に
なっちゃったでしょ

う？　僕も雑誌編集
者だったけど、ヘゲ

モニ

ーが編集者から広告
クライアント側に移っ

たんだよね。で、バ
ブルがはじけて以降

、

少ない広告を失いた
くないからよけい

クライアントのほう
に……。だから、い

ま本当

に編集者が好きにつ
くってる雑誌って、と

くに大手出版社には
あんまりない。

［重松］この 2、3年の「名物編
集長」は、それこそ

「LEON」の岸田一郎さん
ぐ

らい？　だけど、彼も
やっぱり広告収入で

名をあげて広告をめ
ぐる軋轢で退社する

っていう、広告主導
の話になっちゃった。

［坪内］80年代はじめは、「
BRUTUS」ってビジュアル誌

っぽく言われてたけど
、い

ま見るとものすごく活
字も多いんだよね。

あのころのひとた
ちって、なんだかん

だ

いってもじつは活字好
きですよね。

［重松］「中央公論」って誌
名がマスコミの基本だ

と思うんですよ。中
央からの公の論。

新聞があり、新聞社
系の週刊誌があり、

出版社系の週刊誌が
あり……とだんだん

やわらかく、またマイ
ナーになっていく

過程があるときは、
その途中にミニコミや

リト

ル・マガジンなんか
の「マスにいかない

メジャー」がありえた
んだと思う。

［坪内］ただ、「中央公論」
がマスだった時期は

ないんだよね。いつ
も「文藝春秋」

に負けてた。

［重松］あくまでも「誌名」
の話です（笑）。た

だ、「公」じゃないん
だったらその雑

誌を読む理由はなん
だろう、と。「R25」にしても、タ

ダだから何十万と出
るんで

あって、定価をつけ
たらどうなるだろう

？　まあ、永遠に正
解がないわけですが

。

［坪内］でも、この「WB」もタダだけど、い
ま300円なら買うよ

。

［重松］ホントに？

［坪内］うん。逆に、こういう
雑誌って定期的に送

られてくるより、自分
で買いたいよね。

本屋で「あっ新しい
の出たんだ」って。

もの書きになってつま
んないのは、雑誌

が送られてくるように
なっちゃったことで

さ。自分で買って読
むほうがぜんぜん

楽しい。

［重松］地方取材のときとか
、東京に帰ったら届

いてるはずの雑誌で
も、キヨスクで買

っちゃいますね。

［坪内］もともと小説誌って「
旅行用」だしね。昔

は付録で時刻表つい
てたもの（笑）。

◉

［重松］デザインも、紙質や
印刷も、「en-taxi」は意識的に下世

話で猥雑な感じを

やってますよね。

［坪内］ちょっとカストリ誌っぽ
い紙を使ったりね。

ネットでは「こんな安
い紙使いやがっ

て」なんて聞いたふ
うなこと書かれてたけ

ど、あれ、かえって
高いんですよ（笑）。

俺と福田さんで「絶
対この紙」って決め

てね。

［重松］それはなんで？

［坪内］いまどきのつるん
とした紙っていうのは

、すごく嫌だったん
だよね。時代はもう

平成 18年だけど、「昭和
」感を出したくて。

クレイジーケンバ
ンドの「昭和八十

何年」とかいう感じで
、昭和がひとつの過

去じゃなく、ずっと継
続してるものである

という意味で、この紙
は必要だった。

［重松］よくカルチャー誌が「
～年代」という言いか

たしますよね。「60
年代は平凡パ

ンチ」、「80年代は
マガジンハウス」み

たいに。でも「昭和
～年代」って言い

かたは、雑誌につい
てはあんまりしな

い。

［坪内］「昭和 30年代」という言い
かたはさいきん流行

りだけど、「昭和 40年代」

や「50年代」って
使わないよね。「30

年代」にしても実際
の 30年代じゃなく

て、「昔の懐かしいも
の」がぜんぶそこに

含まれちゃってる。も
うめちゃくちゃだね

。

昭和 30年代を売り物にし
てる居酒屋に、昭和

45年のキンチョール
の看板が置

いてあったりとか
（笑）。映画のポス

ターなんかもそう
。若いひとから見たら

、古い

ものはぜんぶ「昭和
30年代」ってことに

なっちゃう̶ ̶それがポストモダン
なんじ

ゃない？　そいつらに
「これが昭和なんだ

」と。
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。
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連載インタヴュー「作家の背骨──重松清の部屋」⑦

れ違うはず
だし、編集

長のイキさ
んの考えも

違うかもしれ
ない。僕は

個人的には
「マス・

マガジン
」を狙って

るんだけ
ど（笑）。

［重松］いまより
もっとマス

？

［坪内］うん、1
0万部くら

いの文芸誌
。

◉

［重松］それは
「文芸誌」

と「10万
部」って、

語義矛盾み
たいな感じ

が……（笑
）。

［坪内］時代との
ズレはあ

ったね。自
分の学生時

代、20年
前にああい

う雑誌があ
ったら

10万はい
くだろうと

思ったんだ
けど。逆に

、いまの若
いひとた

ちはああ
いうかた

ちで活

字を必要と
しないん

だなとも
思う。去年

、教育学
部で「雑誌

とは」みた
いな授業し

て

たんだけ
ど、ちょうど

「ユリイカ」
が雑誌の特

集やってた
んだ。僕も

四方田（犬
彦）さ

んと対談し
たやつ。で

、授業には
300人くら

い登録して
て、実際来

てるのは
40人、

さらにコア
になる学生

が 20人く
らいなん

だけど……
。

［重松］それが
、金城庵

（早稲田の
蕎麦屋）に

連れてくメ
ンバーな

んでしょう
？

［坪内］そう（笑
）。で、そ

のうち「ユ
リイカ」最

新号の特集
を知ってる

のが 10人、さ
ら

に読んでる
のは 4、5人な

わけ。昔だ
ったら信じ

られない
よね、「坪

内祐三」っ
てヤ

ツに興味持
って「雑誌

」の授業に
来てるわけ

だから、そ
んな特集や

ってたら
立ち読み

くらいは
するでしょ

う？　まあ
でも、読ん

でないヤ
ツでも話す

とけっこう
シブかっ

たりするか

ら、教育し
て開発でき

る部分はあ
るんだけ

れど。

［重松］その「シ
ブさ」って

、どこで培
えばいい

んでしょう
か。

［坪内］僕らのこ
ろだと、本

屋が情報を
キャッチす

る基地だっ
たよね。と

くに東京だ
と、普

通の街でも
それなり

にいい本屋
があって

……。

［重松］いろん
な雑誌があ

る。

［坪内］立ち読み
とかして

、センスも
磨かれてい

ったじゃな
い？　あと

は新刊の棚
を見て「あ

あ、こうい
うひとが

いま売れて
るのか」と

か、「ベス
トセラー

じゃない
けど、けっ

こうシブ

［重松］「早稲田
文学」がフ

リーペー
パー「WB」になっ

て1年なん
ですが、今

日ぜひ

坪内さんに
伺いたいの

は、雑誌
読みの視点

から「WB」はどう
なんだろ

う、そのう
え

で「雑誌っ
てなんだ

ろう」とい
うことなん

です。

［坪内］リニュー
アル後の「

WB」、おもし
ろいです

よね。すご
く雑誌的で

しょう、コラ
ムが

充実してる
とか、どこ

か埋め草っ
ぽいコー

ナーがあ
るとかね

。あと判型
がね。僕が

早稲

田に入った
ころ「早稲

田文学」
は週刊誌サ

イズつま
りB5判だっ

たんだけ
ど、あれも

すごく親し
みやすい

感じがしたし
。

［重松］でも、書
店で棚にさ

しちゃうと
背が見えな

いんです
よね（笑）

。

［坪内］そうそう
（笑）。あ

と、図書館
で保存しに

くい。文芸
誌って、発

行された月
だけじ

ゃなくて
歴史性を背

負う雑誌だ
から、図書

館で並びや
すい必要は

あるんだ
よ。

［重松］バックナ
ンバーを

見ることで
、文学史の

流れが見え
たりする役

目もある。

［坪内］だから
やっぱり

A5版、背
綴じになり

がちなん
だけど、図

書館でそこ
だけ凸と凹

で

出ちゃって
るのがよ

かったん
です。「WB」もいず

れそうな
るでしょう

？

［重松］でも、フ
リーペー

パーって
国会図書館

とかで収集
保存してく

れるのか
な。「早稲

田

文学」は以
前からの流

れがある
から大丈夫

なんでしょ
うけれど

。

［坪内］図書館っ
て、どれだ

け雑誌のバ
ックナン

バーが揃っ
てるところ

でも、出版
社の PR

誌は弱いん
だよね。岩

波書店の
「図書」と

か筑摩書房
の「ちくま

」って、じ
つはも

のすごく
資料性が高

いんだけ
ど、早稲田

の図書館に
も揃ってな

い。

［重松］PR誌とはち
ょっと違うけ

れど、僕が
学生スタッ

フで中上健
次さんが「

早稲田文学
」

の編集委員
だったとき

、「大手の
文芸誌では

ない、リト
ルマガジ

ンの復興だ
」ってさか

んに言って
たんです

。で、坪
内さんのか

かわって
いる雑誌「

en-taxi」なんで
すが、

これは「文
芸誌」とし

て見たほう
がいいの

か、「リトル
マガジン

」と見るほ
うが最初の

志に近いの
か、どっち

になるん
ですか？

［坪内］福田和也
と柳美里と

リリー・フラ
ンキーと

僕、4人の
感じかたや

考えかたは
それぞ

坪内祐三




