
¥0

ほ
ら
。
鳥
居
は
開
か
れ
て
い
る
。
そ
の
下
を
通
れ
ば
い
い
。
鳥
居
は
あ
き
ら
か
に
門
だ

が
、
そ
こ
に
は
錠
は
な
い
。
石
で
造
ら
れ
た
巨
大
な
門
だ
が
、
施
錠
な
ど
さ
れ
て
い
な
い
。

ほ
ら
。
一
基
の
巨
大
な
鳥
居
か
ら
、
参
道
が
ず
っ
と
の
び
て
い
る
。
子
供
が
そ
れ
を
眺
め

る
。
子
供
は
ま
だ
鳥
居
の
下
を
通
っ
て
い
な
い
。
通
っ
て
い
い
か
も
わ
か
ら
な
い
。
子
供

は
独
り
だ
。
そ
し
て
参
道
の
入
り
口
に
立
っ
て
い
る
。
男
の
子
だ
。
ほ
ら
。
そ
の
子
の
視

界
。
参
道
の
「
の
び
る
」
様さ
ま

を
眺
望
し
て
い
る
。
も
う
少
し
歩
け
ば
ま
た
鳥
居
が
あ
る
の

を
認
め
る
。
一
基
の
鳥
居
が
。
す
な
わ
ち
二
基
め
の
鳥
居
が
。
そ
こ
か
ら
歩
け
ば
ま
た
鳥

居
が
あ
る
。
こ
れ
も
一
基
の
鳥
居
が
。
す
な
わ
ち
三
基
め
の
鳥
居
が
。
そ
こ
で
子
供
は
首

を
傾
げ
る
。
た
ぶ
ん
同
じ
鳥
居
だ
、
と
認
識
し
て
い
る
。
大
き
さ
も
同
じ
だ
、
と
。
し
か

し
参
道
は
た
だ
一
つ
の
焦
点
に
む
か
っ
て
の
び
て
い
る
し
、
そ
の
よ
う
に
自
身
の
視
界
を

調
整
す
れ
ば
、
鳥
居
は
順
々
に
小
さ
い
存も

在の

と
化
す
。
距
離
と
大
き
さ
に
つ
い
て
子
供
は

考
え
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
、
考
え
る
。
そ
の
男
児
は
。
ほ
ら
。
そ
れ
か
ら
距
離
と
時
間
に

つ
い
て
。
か
つ
て
父
親
が
説
明
し
た
何
事
か
が
な
か
っ
た
か
？

「
お
前
に
と
っ
て
時
間
は
長
い
」
と
父
親
は
語
っ
た
。
ナ
ガ
イ
、
と
。「
子
供
の
一
年
は

長
い
。
大
人
の
一
年
は
短
い
。
生
き
れ
ば
生
き
る
ほ
ど
、
時
間
は
短
い
、
と
い
う
感
触
を

帯
び
は
じ
め
る
。
生
き
る
と
い
う
言
葉
は
成
長
す
る

0

0

0

0

と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え
も
可
能
だ
。

あ
る
時
点
ま
で
は
、
可
能
だ
。
わ
か
る
か
な
？　

こ
う
考
え
よ
う
。
あ
そ
こ
に
バ
ス
停
が

記

録

シ

リ

ー

ズ

・
鳥

居

古
川
日
出
男
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。



あ
る
ね
？　

一
匹
の
猫
が
あ
れ
を
め
ざ
す
と
す
る
。
結
果
、
到
着
ま

で
に
は
そ
れ
な
り
の
時
間
を
要
す
る
。
だ
が
お
前
な
ら
？　

お
前
が

め
ざ
す
と
す
る
だ
ろ
。
半
分
以
下
の
時
間
で
済
む
だ
ろ
。
そ
れ
か
ら
、

お
前
よ
り
年
長
の
人
間
な
ら
？　

お
前
よ
り
成
長
し
た

0

0

0

0

人
間
な

ら
？　

さ
ら
に
短
い
時
間
し
か
要
さ
な
い
は
ず
だ
。
な
ぜ
な
ら
ば
」

ナ
ゼ
ナ
ラ
バ
、
と
父
親
は
語
っ
た
。「
お
前
は
猫
よ
り
も
大
き
い
し
、

大
人
は
お
前
よ
り
も
大
き
い
か
ら
だ
。
こ
れ
が
結
論
だ
。
大
人
に
な

れ
ば
な
る
ほ
ど
、
世
界
は
お
前
に
と
っ
て
距
離
が
短
い
存も

在の

と
化
す
。

お
前
の
成
長
が
続
い
て
い
る
範
囲
内
な
ら
ば
、
と
い
う
但
し
書
き
付

き
だ
が
。
そ
し
て
、
こ
の
厳
然
と
し
た
事
実
の
善
し
悪
し
は
、
お
父

さ
ん
に
は
ま
だ
言
え
な
い
」

こ
れ
だ
、
と
子
供
は
思
う
。

距
離
と
時
間
に
つ
い
て
。

子
供
は
鳥
居
を
通
っ
た
。
ほ
ら
。
境
内
に
入
っ
た
。
何
事
か
の
実

証
が
必
要
な
気
が
し
た
の
だ
。
そ
れ
か
ら
子
供
は
一
つ
ひ
と
つ
、
視

界
に
入
る
も
の
を
丹
念
に
眺
め
て
検
証
す
る
。
そ
の
材
質
、
そ
の
色

彩
。
そ
れ
ら
は
不
均
質
で
あ
り
、
ま
た
は
均
質
で
あ
る
。
参
道
の
表

面
は
た
だ
の
石
で
は
な
い
し
、
境
内
に
繁
る
樹
々
は
一
種
類
の
植
物

の
集
ま
り
で
は
な
い
。
葉
む
ら
が
揺
れ
て
い
る
。「
軟
風
」
と
称
さ

れ
る
類
い
の
風
が
吹
い
て
い
る
。
ほ
ら
。
そ
れ
ぞ
れ
の
葉
む
ら
は
同

じ
葉
む
ら
で
は
な
い
。
色
彩
に
差
異
が
あ
る
。
一
つ
の
葉
の
形
状
と

葉
む
ら
と
な
っ
た
時
点
で
の
形
状
に
も
。
そ
ん
な
ふ
う
に
子
供
は
検

証
し
て
い
る
。
確
か
め
な
が
ら
歩
い
て
い
る
。
観
察
し
な
が
ら
、
し

か
し
対
象
物
に
は
不
用
意
に
近
づ
か
な
い
で
。
参
道
を
歩
み
つ
づ
け

な
が
ら
。

一
メ
ー
ト
ル
を
歩
む
の
に
三
分
は
か
か
る
。

時
間
は
や
は
り
そ
の
子
の
ま
わ
り
で
の
び
て
い
る
。
あ
る
い
は
そ

の
子
供
の
周
囲
で
。
視
線
が
ふ
ら
れ
て
い
る
四
方
八
方
で
。

そ
れ
か
ら
視
線
と
は
違
う
感
覚
の
方
位
も
。

あ
る
。

異
な
る
五
官
に
属
す
る
何
か
の
線ラ
イ
ンも
。

あ
る
。

ほ
ら
。
だ
か
ら
、
た
と
え
ば
耳
の
線ラ
イ
ン。
子
供
は
こ
の
瞬
間
に
も
何

か
を
聞
い
て
い
る
の
で
は
な
か
っ
た
か
？　

意
を
決
し
て
通
り
抜
け

た
鳥
居
の
、
置
き
去
り
に
さ
れ
た
む
こ
う

0

0

0

側
の
音
と
か
。
そ
こ
に
は

車
道
が
あ
っ
た
。
わ
ず
か
二
車
線
だ
が
車
道
は
車
道
だ
っ
た
。
そ
れ

な
り
の
通
行
量
を
誇
っ
た
。
一
分
間
に
三
台
か
、
四
台
か
。
そ
れ
は

男
の
子
に
と
っ
て
は
背
後
の
音
だ
。
だ
が
真
後
ろ
と
は
違
う
。
後
方

の
、
右
か
ら
左
、
あ
る
い
は
左
か
ら
右
に
移
動
す
る
。
す
な
わ
ち
耳

か
ら
耳
に
。
現
わ
れ
て
は
消
え
る
。
そ
う
し
た
音
響
の
、
線ラ
イ
ン。
聴
覚

の
た
め
の
方
位
。
あ
る
い
は
…
…
。
ほ
ら
。
今
度
は
瞬
時
に
し
て
方

位
が
奪
わ
れ
る
。
鳥
が
鳴
い
た
か
ら
。
そ
の
子
の
頭
上
で
。
正
確
に

は
頭
上
の
、
左
耳
の
勢
力
圏
で
。
そ
れ
も
前
方
に
二
十
度
、
よ
り
左

に
三
十
度
傾
い
た
箇
所
で
。
鳥
は
一
羽
だ
け
だ
、
と
子
供
は
検
証
す

る
。
チ
チ
ッ
タ
チ
ッ
と
鳴
い
て
る
、
と
子
供
は
検
証
す
る
。

姿
は
確
認
で
き
ず
。

す
な
わ
ち
視
覚
は
無
効
。

し
か
し
聴
覚
は
有
効
。
だ
か
ら
子
供
は
確
信
す
る
。
鳥
だ
、
と
。

続
い
て
思
う
、
文
脈
を
跳
躍
さ
せ
て
、
僕
の
お
母
さ
ん
は
鳥
だ
、
と
。

そ
の
男
児
は
幼
児
語
で
は
思
考
し
て
い
な
い
。

そ
し
て
考
え
る
。
目
と
耳
の
方
位
に
つ
い
て
。
ほ
ぼ
直
線
に
「
の

び
る
」
参
道
の
線ラ
イ
ン
に
対
し
て
、
方
向
は
い
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

か
？　

あ
る
い
は
。
二
基
め
の
鳥
居
と
三
基
め
の
鳥
居
は
、
視
野
に

お
い
て
大
き
さ
を
増
し
た
か
？　

ほ
ら
。
子
供
は
考
え
て
い
る
。
こ

の
境
内
に
た
だ
独
り
、
い
て
。
歩
い
て
い
て
。
こ
こ
が
名
前
の
な
い

土
地
だ
っ
た
ら
比
類
の
な
い
素
晴
し
さ
も
生
じ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し

な
が
ら
名
前
は
あ
る
。
こ
の
地
に
は
名
前
が
。
方
位
が
あ
れ
ば
そ
れ

は
存
在
し
て
し
ま
う
の
だ
。
あ
ら
ゆ
る
地
名
を
放
棄
し
、
あ
る
い
は

喪
失
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
土
地
に
は
最
後
に
大
き
な
名
前
が
残
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
こ
の
境
内
を
歩
い
て
い
る
男
の
子
は
日
本
語
で
思
考
し
、

つ
ま
り
日
本
語
で
記
憶
し
て
、
あ
き
ら
か
に
日
本
列
島
に
い
ま
現
在

い
る
か
ら
だ
。
こ
の
列
島
に
存あ

る
か
ら
だ
。
ほ
ら
。
日
本
。
こ
の
国

家
に
は
中
心

0

0

が
仮
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
心

0

0

に
対
し
て
、
こ
こ
は

東
北
の
位
置
に
あ
る
。
た
と
え
ば
南
西
に
位
置
し
て
い
る
島
々
は

「
南
西
諸
島
」
と
命
名
さ
れ
て
お
り
誰
も
疑
い
を
さ
し
は
さ
ま
な
い
。

そ
し
て
、
こ
こ
は
。
ほ
ら
。

東
北
。

名
前
は
付
い
た
。
方
位
か
ら
は
、
逃
れ
ら
れ
な
い
。

子
供
は
幼
児
語
で
は
思
考
し
な
い
が
、
幼
児
語
で
な
い
日
本
語
で

は
思
考
す
る
。
か
つ
日
本
語
の
東
北
弁
で
も
思
考
す
る
。
か
つ
日
本

語
の
東
北
弁
で
も
記
憶
す
る
。
思
考
の
記
憶
と
、
音
声
の
記
憶
と

…
…
。
そ
れ
に
照
ら
す
な
ら
ば
東
北
は
こ
の
よ
う
に
響
い
た
。

東と
う

北ほ
ぐ

。

濁
音
は
響
い
た
。
子
音
が
声
帯
の
振
動
を
と
も
な
っ
た
。
語
尾
に

お
け
る
、
そ
の
歪
み
。
語
尾
に
お
け
る
、
そ
の
太
さ
。
そ
れ
ら
の
、

記
憶
。
東と
う

北ほ
ぐ

。
ほ
ら
。
そ
し
て
子
供
は
記
憶
す
る
が
あ
ら
ゆ
る
記
憶

を
保
持
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
歳
の
頃
の
記
憶
は
？　

な
い
。

二
歳
の
頃
の
記
憶
は
？　

な
い
。
三
歳
の
記
憶
は
あ
る
。
四
歳
の
記

憶
は
あ
る
。
五
歳
の
記
憶
は
こ
こ
に
あ
る
。
ン
だ
っ
で
僕ぼ
ぐ

は
五
歳
だ

が
ら
、
一ひ
ど
り人
で
歩
げ
ッ
が
ら
。
そ
の
よ
う
な
思
考
と
、
こ
の
刹
那
に

観
察
さ
れ
た
事
象
の
も
ろ
も
ろ
の
記
憶
。
い
ま
、
こ
こ
で

│
こ
の

境
内
で

│
参
道
を
た
し
か
に
独
り
、
歩
み
な
が
ら
。
と
同
時
に
、

一
メ
ー
ト
ル
を
歩
む
の
に
三
分
を
か
け
な
が
ら
。
ほ
ら
。
検
証
す
な

わ
ち
観
察
を
続
け
て
い
る
子
供
を
そ
の
目0

の
外
側
か
ら
観
察
す
る
な

ら
ば
、
い
か
に
記
さ
れ
る
か
？　
そ
の
外
見
は
？　
一
。
頭
髪
が
長
い
。

日
本
の
「
現
在
」
の
文
化
の
基
準
に
照
ら
せ
ば
、
男
児
と
し
て
は
長

す
ぎ
る
。
肩
よ
り
も
下
に
の
び
て
い
る
。
肩
の
線ラ
イ
ンの

下
方
に
。
二
。

日
中
に
も
薄
暗
い
杜も
り

に
あ
っ
て
、
子
供
の
双
眸
は
ら
ん
ら
ん
と
輝
い

て
い
る
。
ま
る
で
真
夜
中
の
猫
の
、
小
判
の
よ
う
に
光
線
を
反
射
す

る
両
の
眼ま
な
この
よ
う
に
。
以
上
、
描
写
は
こ
の
二
点
で
終
了
す
る
だ
ろ

う
。
そ
れ
以
外
の
外
見
の
特
徴
は
、
こ
の
二
つ
の
前
で
は
、
霞
む
。

そ
し
て
子
供
の
目0

の
内
側
に
戻
る
。

参
道
の
両
側
に
子
供
は
灯
籠
を
認
め
る
。
子
供
は
灯
籠
の
間
隔
を

測
る
。

参
道
は
ほ
と
ん
ど
産
道
に
似
て
い
る
が
、そ
う
し
た
連
想
は
し
な
い
。

社
務
所
を
認
め
る
。
人
影
は
な
い
。
な
い
こ
と
を
認
め
る
。

こ
こ
に
は
僕
し
か
い
な
い
ん
だ
、
と
思
う
。
日
本
語
で
。
こ
ご
に

は
僕ぼ
ぐ

し
が
い
ね
ン
だ
な
い
、
と
も
思
う
。
日
本
語
の
東
北
弁
で
。
ほ

ら
。
言
語
に
す
ら
方
位
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
名
前
に
す
ら
方

角
が
刻
ま
れ
て
。
ほ
ら
。

東と
う

北ほ
ぐ

。

二
基
め
の
鳥
居
に
接
近
し
て
い
る
。
そ
の
巨
大
さ
に
息
を
呑
む
。

や
っ
ぱ
り
、
と
。
一
基
め
と
同
様
の
大
き
さ
を
有
し
て
い
た
の
で
。

や
っ
ぱ
り
、
と
。
そ
れ
か
ら
触
れ
る
。
鳥
居
の
柱
に
。
右
側
の
そ
れ

に
。
石
の
感
触
だ
。
冷
た
い
。
触
覚
が
め
ざ
め
る
。
そ
れ
か
ら
嗅
覚

が
。
匂
い
。
嗅
い
で
い
る
。
雨
の
匂
い
が
す
る
？　

こ
れ
は
ノ
ー
マ

ル
な
石
と
は
違
う
匂
い
だ
、
と
直
観
し
て
、
衝
撃
を
受
け
る
。
そ
の

事
実
は
あ
ま
り
に
大
き
い
。
大
き
い
。
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時
間
が
長
い
。

や
や
自
失
し
て
か
ら
、
男
の
子
は
や
っ
と
、
ど
う
し
て
自
分
が
鳥

居
に
惹
か
れ
た
か
を
了
解
し
た
。
そ
れ
は
妹
の
せ
い
だ
っ
た
。
男
の

子
の
き
ょ
う
だ
い

0

0

0

0

0

の
。
似
て
い
た
の
だ
。
だ
か
ら
、
こ
れ
が

│
鳥

居
が

│
参
道
に
建
ち
並
ん
で
い
る
鳥
居
が
。
こ
の
頃
、
気
が
つ
け

ば
い
つ
も
妹
の
作
っ
て
い
る
存も

在の

と
。
妹
が
建
材
に
し
て
い
る
の
は

マ
ッ
チ
棒
だ
。
あ
る
い
は
爪
楊
枝
だ
。
そ
れ
か
ら
ご
飯
粒
を
糊
み
た

い
に
利
用
し
て
。
で
き
あ
が
る
と
庭
に
植
え
る
。
違
う
。
建
て
る
。

列
に
し
て
。

ま
る
で
ア
リ
の
通
り
道
に
こ
れ
を
作
っ
て
い
る
み
た
い
に
、
と
男

の
子
は
思
う
。

思
っ
た
。

ア
リ
は
、
蟻
だ
。

こ
れ
と
は
、
鳥
居
だ
。

こ
れ
は
三
個
だ
け
だ
け
ど
、
と
そ
れ
か
ら
兄
で
あ
る
男
の
子
は
思

う
。
ン
だ
が
ら
三
個
だ
け
だ
げ
っ
ち
ょ
も
、
と
参
道
か
ら
二
基
め
の

鳥
居
を
見
上
げ
て
、
思
う
。
自
分
の
妹
の
は
そ
う
で
は
な
い
と
区
別

す
る
。
そ
の
よ
う
に
は
限
定
さ
れ
て
い
な
い
と
結
論
づ
け
る
。
つ
ね

に
二
桁
の
数
が
作
ら
れ
て
、
建
て
ら
れ
て
、
列
を
な
す
。
そ
だ
、
と

そ
の
子
は
思
う
。
仰
視
に
は
一
つ
の
驚
愕
が
と
も
な
わ
れ
る
。
真
下

か
ら
だ
と
ま
る
っ
き
り
違
う
形
に
映
る
の
だ
。
鳥
居
が
。
ほ
ら
。
そ

れ
は
穹そ
ら

を
区
切
る
線ラ

イ
ンで

あ
る
。
し
か
も
微
妙
に
二
重
に
ぶ
れ
て
い
る
。

貫ぬ
き

と
な
っ
て
い
る
柱
の
裏
側
は
、
石
の
色
が
新
し
い
。
新
し

い
？　

そ
の
子
は
自
分
が
い
ま
捕
ま
え
た
感
触
に
た
め
ら
う
。
新
し

い
っ
て
い
う
の
は
時
間
？　

だ
っ
た
ら
…
…
。
考
え
ざ
る
を
得
な
い

問
い
が
三
つ
、
順
々
に
現
わ
れ
た
。
ま
ず
は
時
間
と
距
離
。
そ
れ
か

ら
大
き
さ
と
距
離
、
そ
れ
か
ら
大
き
さ
と
時
間
。
男
の
子
は
三
つ
め

の
鳥
居
を
前ま

方え

に
見
て
、
後
ろ
に
あ
る
は
ず
の
一
基
め
の
鳥
居
を
ふ

り
返
る
こ
と
は
せ
ず
に
想
起
し
た
。
ど
ち
ら
が
小
さ
い
の
か

│
視

界
の
内な

部か

で
？　

そ
し
て

│
ど
ち
ら
の
時
間
が
長
い
の
か
？

境
内
に
ト
イ
レ
が
あ
る
。
そ
れ
を
目0

が
認
め
る
。
人
影
は
な
い
。

気
配
も
な
い
。
社
務
所
と
い
っ
し
ょ
だ
。

そ
れ
か
ら
手て

水み
ず

舎や

を
認
め
る
。

そ
う
、
あ
れ
は
、
と
子
供
は
思
う
。
水
を
手
に
か
け
た
り
、
飲
ん

だ
り
す
る
場
所
だ
、
と
思
う
。
そ
れ
か
ら
、
飲
む
？　

と
思
う
。
飲

む
ン
だ
っ
げ
が
？　

男
の
子
は
首
を
傾
げ
る
。
傾
げ
る
と
長
い
頭
髪

03

が
揺
れ
る
。
ザ
ワ
ッ
と
。
そ
れ
か
ら
男
の
子
は
、
違
う
、
と
結
論
づ

け
る
。
吐
ぎ
出
す
が
ら
、
違
う
べ
。
自
ら
の
記
憶
の
内
側
の
映
像
に

照
ら
し
て
、
そ
の
よ
う
に
答
え
を
出
し
た
。
あ
れ
は
飲
ん
で
は
い
な

い
、
と
。

ら
ん
ら
ん
と
輝
い
て
い
る
双
眸
の
奥
で
。
奥お
く

処か

で
、
映
像
を
確
認

し
て
。

そ
し
て
、
そ
の
思
考
に
は
濁
音
が
響
い
て
い
る
。

歪
み
と
太
さ
を
有
し
て
。

「
そ
だ
げ
っ
ち
ょ
も
、
お
水
が
あ
っ
で
お
ド
イ
レ

0

0

0

0

あ
ッ
だ
ら
、
他ほ
が

に

欲ほ
し

の
は
お
弁べ
ん

当と

だ
げ
だ
べ
」
と
言
う
。
声
に
出
し
て
。
独
り
、境
内
で
。

ね
え
お
母
さ
ん
？　

と
続
け
て
思
う
。
脳
裡
の
虚
像
と
し
て
の
母

親
に
、
同
意
を
求
め
る
。

独
り
、
境
内
で
、
し
か
し
子
供
は
歩
み
を
中
断
さ
せ
な
い
。
ほ
ら
。

歩
い
て
い
る
。
三
基
め
の
鳥
居
も
通
過
し
た
。
そ
こ
か
ら
先
に
は
建

っ
て
い
な
い
。
鳥
居
は
な
い
。
代
わ
り
に
あ
る
も
の
は

│
狛こ
ま
い
ぬ犬

、

そ
れ
か
ら
賽
銭
箱
、
そ
れ
か
ら
拝
殿
。
そ
れ
か
ら
、
さ
ら
に
後
方
に

建
て
ら
れ
て
い
る
見
え
な
い

0

0

0

0

神
殿
。
組
み
に
な
っ
た
狛
犬
の
あ
い
だ

を
通
る
時
に
は
一
メ
ー
ト
ル
を
七
分
の
速
度
で
歩
い
た
。
狛
犬
に
対

し
て
子
供
は
何
ら
含
む
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
犬
だ
と
は

認
め
な
い
。
食
肉
目
イ
ヌ
科
の
哺
乳
類
の
一
品
種
だ
と
は
。
た
だ
単

に
怪
し
い
動
物
だ
と
認
め
る
。
右
側
の
台
座
に
座
る
狛
犬
と
、
左
側

の
台
座
に
座
る
狛
犬
が
そ
れ
ぞ
れ
わ
ず
か
な
違
い
を
ポ
ー
ズ
に
孕
ま

せ
て
い
る
の
を
検
証
し
た
時
は
、
少
し
ば
か
り
苛
立
た
し
か
っ
た
が
。

賽
銭
箱
。

拝
殿
。

大
き
な
鈴
を
鳴
ら
す
も
の

0

0

。

拝
殿
に
は
階
段
が
あ
っ
た
。
の
ぼ
っ
た
。
い
ち
ば
ん
上
に
。
施
錠

さ
れ
た
扉
が
あ
り
、
そ
れ
は
あ
き
ら
か
に
「
こ
こ
か
ら
奥
に
は
、
入

る
な
」
と
厳
命
し
て
い
た
。
し
か
し
扉
に
は
格
子
窓
が
あ
る
。
し
か

も
ガ
ラ
ス
が
嵌
め
込
ま
れ
て
い
る
。
透
明
で
、
殿な

内か

を
覗
け
た
。
だ

か
ら
子
供
は
覗
い
た
。
そ
の
目0

で
。
い
ち
ば
ん
遠
い
中
心
点
を
最
初

に
見
た
。
参
道
が
た
だ
一
つ
の
焦
点
に
む
か
っ
て
「
の
び
る
」
様
を

思
い
返
し
て
。
む
し
ろ
、
そ
の
焦
点
を
め
ざ
し
て
自
分
は
歩
み
を
進

め
て
き
た
の
だ
、
と
確
信
し
て
。
す
る
と
そ
こ
に
は
鏡
が
あ
っ
た
。

円
い
鏡
が
。
一
面
の
。
大
き
な
鏡
が
。
そ
こ
に
は
そ
れ
が
飾
ら
れ
て

い
た
。
ま
わ
り
に
は
玉
串
を
侍
ら
せ
て
い
た
。
子
供
は
玉
串
を
玉
串

と
は
認
識
し
な
か
っ
た
。
葉
っ
ぱ
と
白
い
紙
、
と
み
な
し
た
。
そ
の

認
識
そ
の
も
の
に
は
誤
謬
は
な
い
。
葉
っ
ぱ
を
榊さ

か
きの

も
の
と
ま
で
は

分
別
で
き
な
か
っ
た
が
。
し
か
し
、
そ
の
子
に
は
玉
串
な
ど
、
ど
う

で
も
よ
か
っ
た
。
問
題
は
鏡
だ
っ
た
か
ら
。
参
道
の
焦
点
。
た
だ
一

つ
の
。
中
心
点
。
そ
の
表
面
は
温
度
を
感
じ
さ
せ
な
い
。
冷
た
い
は

ず
な
の
に
、
と
子
供
は
不
思
議
に
思
う
。
そ
れ
か
ら
視
界
の
絞
り
込

み
に
入
る
。
グ
ッ
と
そ
の
鏡
を
観
察
す
る
こ
と
に
だ
け
集
中
す
る
。

つ
ま
り
子
供
の
ら
ん
ら
ん
た
る
双
つ
の
瞳
も
焦
点
を
そ
こ
に
合
わ
せ

た
。
右
目
も
左
目
も
。
い
や
、
右
目
と
左
目
で
。
立
体
視
し
て
。
す

る
と
鏡
の
内な

側か

に
は
観
察
者
た
る
子
供
自
身
が
い
て
、
そ
の
背
後
に

は
、
延
々
と
の
び
て
い
る
参
道
が
あ
っ
た
。

参
道
が
映
っ
て
い
た
。

も
う
一
つ
の
参
道
が
。

そ
こ
に
は
三
基
の
鳥
居
が
あ
る
。
い
や
、
そ
こ
に
も
。

い
ち
ば
ん
遠
い
の
は
、
い
ち
ば
ん
小
さ
な
鳥
居
だ
。
ほ
ら
。
鳥
居

は
順
々
に
小
さ
い
存も

在の

と
化
し
て
。
現
実
の
参
道
の
お
終
い
、
涯は
て

と

し
て
の
拝
殿
の
内
部
に
飾
ら
れ
て
い
る
鏡
の
内
部
で
。
ほ
ら
。
そ
の

参
道
の
焦
点
と
し
て
の
一
面
の
鏡
の
内な

側か

の
世
界
の
い
ち
ば
ん
遠
い

と
こ
ろ
に
。
ほ
ら
。
あ
の
鳥
居
が
。

子
供
は
思
う
。
そ
れ
っ
て
通
れ
る
？

子
供
は
思
う
。
そ
れ
っ
て
遠
い
？

子
供
は
思
う
。
そ
れ
の

0

0

0

時
間
が
い
ち
ば
ん
長
い
の
？

ね
え
お
父
さ
ん
。
そ
れ
か
ら
、
ね
え
お
母
さ
ん
。
あ
そ
こ
に
は
僕

が
い
る
ね
。
鏡
の
い
ち
ば
ん
手
前
に
。
こ
れ
は
と
て
も
危
険
な
現
象

で
す
。
子
供
は
思
う
。
幼
児
語
か
ら
は
遥
か
に
遠
い
語
彙
で
。
し
か

し
そ
の
思
考
に
用
い
ら
れ
る
の
は
日
本
語
で
あ
り
、
か
つ
日
本
語
の

東
北
弁
に
も
柔
軟
に
変
化
し
た
。
ほ
ら
。
東と
う

北ほ
ぐ

。

子
供
は
言
う
。「
ン
だ
が
ら
離
れ
っ
ぺ
」

施
錠
さ
れ
た
扉
か
ら
離
れ
る
。
拝
殿
の
い
ち
ば
ん
上
の
階

き
ざ
は
しか

ら
、

降
り
る
。
賽
銭
箱
か
ら
も
離
れ
る
。
そ
れ
か
ら
拝
殿
の
側
面
に
回
っ

た
。
す
る
と
男
の
子
は
、
発
見
し
た
。
五
角
形
の
板
絵
に
ま
と
い
つ

か
れ
る
樹
木
の
よ
う
な
も
の
を
。
ま
る
で
ク
リ
ス
マ
ス
・
ツ
リ
ー
の

よ
う
で
…
…
異
様
な
具
合
に
大
量
の
板
絵
が
折
り
重
な
っ
て
い
る
。

た
ぶ
ん
数
百
枚
、
数
千
枚
の
板
絵
が
。
し
か
も
樹
木
は
一
本
だ
け
で

は
な
い
。
子
供
は
数
え
る
、
四
本
…
…
五
本
。
六
本
。
近
づ
い
て
い

る
。
そ
の
五
角
形
の
板
絵
は
、
絵
馬
だ
。
し
か
し
男
の
子
に
は
絵
馬



を
「
絵
馬
」
と
認
識
す
る
力
が
な
い
。
い
や
、
知
識
が
な
い
。
単
純

に
そ
れ
が
不
足
し
て
い
た
。
だ
か
ら
接
近
し
て
、
触
れ
て
、
読
む
。

今
度
は
五
官
と
は
つ
な
が
ら
な
い
力
を
発
揮
し
た
。
書
か
れ
て
い
る

望
み
を
読
む
こ
と
。
絵
馬
に
記
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
願
い
を
。

そ
の
子
は
読
め
た
。
平
仮
名
と
片
仮
名
は
む
ろ
ん
、
相
当
数
の
漢

字
ま
で
。
わ
ず
か
五
歳
だ
が
、
す
で
に
読
み
書
き
が
で
き
た
。
そ
の

レ
ベ
ル
ま
で
の
。

子
供
は
思
う
。
祈
り
？

子
供
は
思
う
。
こ
こ
に
祈
り
が
書
か
れ
て
い
る
の
？

子
供
は
思
う
。
い
ろ
い
ろ
な
祈
り
が
書
き
記
さ
れ
て
記
録
さ
れ
て

い
る
の
？

い
ろ
い
ろ
な
人
の
、
そ
れ
が
？　

そ
う
だ
よ
ね
。
い
ろ
い
ろ
な
人

だ
っ
て
い
う
こ
と
は
、
わ
か
る
。
い
ろ
い
ろ
な
名
前
が
あ
る
か
ら
。

祈
り
だ
っ
て
い
う
こ
と
は
、
わ
か
る
。
合
格
し
た
い
と
か
、
治
り
た

い
と
か
、
書
い
て
あ
る
か
ら
。
だ
と
し
た
ら
、
こ
の
い
ろ
い
ろ
な
人

た
ち
は
ま
だ
合
格
し
て
い
な
い
し
、
ま
だ
治
っ
て
い
ま
せ
ん
。
治
り

た
い
部
分
が
、
病
気
な
は
ず
で
す
。
子
供
は
思
う
。

思
っ
て
、
吊
ら
れ
た
絵
馬
を
手
に
す
る
。
一
枚
。
ま
た
一
枚
。
そ

こ
に
は
記
録
さ
れ
た
現
在
が
あ
る
。
合
格
を
め
ざ
し
て
い
る
現
在
や
、

治
癒
を
求
め
て
い
る
現
在
が
。

書
き
記
さ
れ
た
「
い
ま
現
在
」
の
記
憶
が
、
記
録
と
し
て
残
っ
て

い
る
。

そ
の
強
烈
な
、
記
憶
と
記
録
の
、
樹
木
。

書
け
ば
実
現
す
る
望
み

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
託
し
た
、
ツ
リ
ー
群
。

一
枚
の
絵
馬
を
裏
返
す
。
そ
こ
で
初
め
て
、
子
供
は
、
裏
側
が
表

側
で
、
そ
こ
に
は
鳥
居
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
す
る
。
そ
れ

は
そ
の
神
社
の
、
標し
る

し
だ
。

そ
れ
か
ら
子
供
は
、
ツ
リ
ー
群
の
か
た
わ
ら
に
、
用
意
さ
れ
た
ペ

ン
が
あ
る
こ
と
を
発
見
す
る
。
い
つ
で
も
そ
れ
を
使
用
し
ろ
、
と
油

性
の
黒
ペ
ン
が
。
何
本
か
。

子
供
は
言
う
。「
こ
れ
で
書
い
だ
ン
だ
な
い
？
」

ほ
ら
。
そ
れ
か
ら
そ
の
子
は
順
々
に
行
動
す
る
。
そ
の
男
の
子
は
。

一
。
ペ
ン
を
手
に
取
る
。
二
。
ペ
ン
の
蓋
を
外
す
。
三
。
い
ち
ば
ん

隙
間
が
空
い
て
い
そ
う
な
絵
馬
を
探
す
。
四
。
結
局
、
絵
馬
の
表
側

を
書
き
込
む
た
め
の
場
所
と
す
る
。
だ
か
ら
、
描
か
れ
た
鳥
居
の
そ

ば
を
。
五
。
ま
ず
は
自
分
の
名
前
を
記
し
は
じ
め
る
。
そ
こ
に
。
姓

と
名
を
続
け
て
。
ほ
ら
。
冠
木
秋
と
。

ま
ず
は
名
前
を
記
録
し
た
。
そ
の
五
歳
の
男
児
は
。

姓
が
冠
木
。
こ
れ
は
カ
ブ
キ
と
読
む
。
名
が
秋
。
こ
れ
は
ア
キ
と

読
む
。

姓
と
は
か
ば
ね

0

0

0

。

そ
し
て
名
に
は
、
意
味
が
。

「
お
前
は
春
に
生
ま
れ
た
か
ら
」
と
母
親
は
語
っ
た
。「
秋
っ
て
名

前
に
し
た
の
。
お
前
に
は
鳥
の
名
前
は
要
ら
な
い
の
よ
。
そ
れ
か
ら

お
前
の
妹
に
も
。
ね
？　

お
前
の
妹
は
冬
に
生
ま
れ
た
か
ら
、
夏
っ

て
名
前
に
し
た
の
。
だ
か
ら
あ
の
子
は
夏
で
、
お
前
は
秋
」
ナ
ツ
デ
、

と
母
親
は
語
っ
た
。
オ
マ
エ
ハ
、
ア
キ
、
と
母
親
は
語
っ
た
。「
冠

木
秋
と
、
冠
木
夏
」

そ
れ
で
僕
は
何
を
書
こ
う
？

こ
う
書
い
て
み
よ
う
か
？

時
間
の
長
さ
が
極
限
に
達
し
ま
す
よ
う
に
っ
て
。
書
い
で
み
ッ
が

い
？子

供
は
試
す
。
そ
の
願
い
を
ま
さ
に
書
き
記
す
。
そ
れ
は
「
い
ま

現
在
」
の
祈
り
の
記
憶
で
あ
り
、
記
録
さ
れ
る
。
す
で
に
描
か
れ
て

い
る
鳥
居
と
と
も
に
。
こ
れ
が
順
々
の
行
動
の
、
六
。
そ
れ
か
ら
、

七
。
子
供
は
「
そ
う
だ
、
鳥
居
は
？
」
と
声
に
出
し
な
が
ら
、
思
う
。

い
ち
ば
ん
最
初
の
鳥
居
で
あ
り
、
拝
殿
に
飾
ら
れ
た
鏡
の
内な

側か

で
は
、

い
ち
ば
ん
小
さ
い
鳥
居
の
こ
と
を
想
い
起
こ
す
。
そ
れ
で
、
ふ
り
返

る
。
参
道
の
は
じ
ま
り
を
。
起
点
を
。
子
供
は
拝
殿
の
側
面
に
回
っ

て
い
た
か
ら
、
参
道
の
線ラ
イ
ンか
ら
は
外
れ
て
い
る
。
線ラ
イ
ンに
対
し
て
角
度

が
つ
い
て
い
て
、
そ
の
現
実
が
、
一
基
め
の
鳥
居
を
完
全
に
開
か
れ

0

0

0

た
門

0

0

と
し
て
視
認
さ
せ
る
。
障
害
物
な
し
に
。
す
る
と
、
見
え
る
。

ほ
ら
。
第
一
の
鳥
居
の
む
こ
う
で
。
か
つ
て
は
車
道
が
存
在
し
て
い

た
そ
の
門
の
彼
方
で
。
ほ
ら
。
鳥
居
の
門
の
形
に
刳
り
貫
か
れ
た
よ

う
に
。

風
景
が
変
わ
る
。
ほ
ら
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

古
川
日
出
男§

F
u

ru
k

a
w

a
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e

o

66
年
生
。
小
説
家
。
06
年
に
も
っ
と
も
ブ
レ
イ
ク
し
た
男
。
刻
々

と
作
品
や
書
き
手
自
身
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
・
ア
ッ
プ
が
続
く（
現
在
は

G
5.5

）。
そ
の
圧
倒
的
な
速
度
を
追
う
の
は
、
読
み
手
に
と
っ
て
も

は
や
恍
惚
。
現
在
は
「
す
ば
る
」
「
青
春
と
読
書
」
ほ
か
で
二
千

枚
に
及
ぶ
東
北
サ
ー
ガ
を
発
表
中
、
各
所
で
行
わ
れ
る
朗
読
ギ
グ

も
圧
倒
的
。
期
間
限
定
公
式
サ
イ
ト
はhttp://w

w
w
.shueisha.

co.jp/furukaw
a/

04



わせだぶんがくゼロごうでません。

よんがつはうそです。

もうでなくていい。

だぶりゅうびーもあたらしくなる。

ろくがつだそうだ。

そんなさきのことわしらん。
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黒
沢
清
の
『
叫
（
さ
け
び
）』
は
、
昨
年
、
公
開
さ
れ
た
『LO

FT

』
以
上
の
傑
作
で
あ
る
。
わ
た
し
は
、
こ
れ

を
昨
秋
の
「
東
京
フ
ィ
ル
メ
ッ
ク
ス
」
で
見
て
、
い
た
く
感
動
し
た
の
だ
が
、
映
画
館
で
も
ぜ
ひ
見
た
い
と
思
っ

て
い
る
。
幽
霊
が
、
凄
い
悲
鳴
を
上
げ
な
が
ら
出
て
く
る
が
…
…
そ
ん
な
幽
霊
は
、
映
画
史
上
ほ
と
ん
ど
い
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
…
…
、
刑
事
の
役
所
広
司
が
、
そ
れ
に
負
け
な
い
く
ら
い
の
悲
鳴
を
上
げ
る
の
が
、
お
か
し
い
。  

　

こ
こ
で
は
、
映
画
を
論
じ
る
つ
も
り
は
な
い
の
で
、
あ
え
て
、
こ
う
い
う
言
い
方
を
し
て
し
ま
う
が
、
こ
の
作

品
の
テ
ー
マ
は
、
一
言
で
い
え
ば
、
記
憶
と
時
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
人
は
よ
く
、
思
い
出
し
た
く
も

な
い
こ
と
、
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
を
す
る
が
、
た
い
て
い
の
場
合
は
、
自
分
に
都
合
の
悪
い
過
去
は
忘
れ
て
し

ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
都
合
の
良
い
よ
う
に
変
形
し
て
し
ま
う
と
か
。

『
叫
（
さ
け
び
）』
で
は
、
そ
ん
な
ふ
う
に
し
て
、
記
憶
か
ら
消
し
去
っ
た
過
去
が
、
そ
う
は
さ
せ
じ
と
時
を
乗
り

越
え
て
や
っ
て
く
る
の
だ
。
こ
れ
は
、
む
ろ
ん
、
歴
史
問
題
な
ど
に
対
す
る
暗
喩
と
し
て
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
が
、

映
画
は
む
し
ろ
、
見
る
人
一
人
ひ
と
り
に
、
あ
な
た
に
も
、
そ
う
や
っ
て
忘
却
の
彼
方
に
押
し
や
っ
た
不
都
合
な

出
来
事
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
直
接
に
揺
さ
ぶ
り
か
け
て
く
る
よ
う
な
感
触
が
あ
る
。

　

だ
が
、
こ
う
い
う
作
品
で
も
、
人
に
よ
っ
て
は
、「
わ
か
ら
な
い
」
と
い
わ
れ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
。『LO

FT

』

の
宣
伝
を
や
っ
て
い
た
女
性
は
、
一
般
試
写
を
や
っ
た
あ
と
に
観
客
か
ら
ア
ン
ケ
ー
ト
を
と
っ
た
ら
、「
わ
か
ら
な

か
っ
た
」
と
い
う
回
答
が
ほ
と
ん
ど
で
、
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ん
て
と
ら
な
き
ゃ
よ
か
っ
た
と
腐
っ
て
い
た
が
、
こ
う

い
う
反
応
は
、
い
ま
で
は
常
態
化
し
て
い
る
。
そ
れ
も
、
一
般
観
客
な
ど
で
は
な
く
、
映
画
ラ
イ
タ
ー
を
自
称
す

る
連
中
で
も
、
平
気
で
「
わ
か
ら
な
い
」
と
い
い
、
し
か
も
、
そ
の
こ
と
に
平
然
と
居
直
っ
て
、
自
分
に
「
わ
か

ら
な
い
」
作
品
が
悪
い
と
で
も
い
い
た
げ
な
顔
を
す
る
。
こ
れ
は
別
の
友
人
の
話
だ
が
、
間
も
な
く
公
開
さ
れ
る

ロ
バ
ー
ト
・
ア
ル
ト
マ
ン
の
遺
作
『
今
宵
、
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
劇
場
で
』（
こ
れ
も
ア
ル
ト
マ
ン
ら
し
い
快
作

で
、
こ
う
い
う
作
品
を
遺
作
と
し
て
残
し
得
た
の
は
、
な
ん
と
幸
せ
な
こ
と
だ
ろ
う
）
の
よ
う
な
映
画
で
さ
え
も
、

「
よ
く
、
わ
か
ら
な
い
」
と
い
っ
て
き
た
り
す
る
と
い
う
か
ら
、
そ
う
な
る
と
、
も
う
、
返
す
言
葉
も
な
い
。
こ
う

い
う
現
象
が
目
に
つ
き
だ
し
た
の
は
、
十
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
だ
と
思
う
が
、
当
時
は
、
わ
か
ら
な
け
れ
ば
、
わ
か

る
ま
で
何
度
も
見
ろ
よ
、
と
い
っ
た
り
、
も
っ
と
勉
強
し
ろ
よ
、
な
ど
と
い
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
い
ま
や
、
そ

ん
な
言
い
方
は
通
用
し
な
い
。
彼
ら
は
、「
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
、
ま
る
で
勝
ち
誇
っ
た
よ
う
に
い
っ
て
、

切
り
捨
て
る
か
ら
で
あ
る
。　
　

　

こ
れ
は
、
し
か
し
、
映
画
や
小
説
に
対
し
た
と
き
に
限
ら
な
い
、
あ
る
種
の
心
的
な
傾
向
と
し
て
一
般
化
し
て

い
る
よ
う
な
の
だ
。
な
ぜ
、
そ
ん
な
ふ
う
に
な
っ
た
の
か
、
い
ろ
い
ろ
な
要
因
を
考
え
て
き
た
の
だ
が
、
内
田
樹

の
『
下
流
志
向
』
を
読
ん
で
、
な
る
ほ
ど
そ
う
だ
っ
た
の
か
と
、「
わ
か
っ
た
」。
内
田
は
、
何
年
か
前
に
、
自
分

の
ゼ
ミ
で
実
験
し
た
結
果
、
学
生
た
ち
が
、
幾
つ
も
の
知
ら
な
い
言
葉
を
ス
キ
ッ
プ
し
な
が
ら
読
ん
で
い
る
こ
と

に
気
づ
い
た
よ
う
な
の
だ
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
は
、「『
自
分
の
知
ら
な
い
こ
と
』
は
『
存
在
し
な
い
』
こ

と
に
し
て
い
る
」
ら
し
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
ど
こ
か
の
段
階
で
、『
意
味
の
わ
か
ら
な
い
も
の
』
が
彼
ら
の

世
界
で
意
味
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

　

だ
か
ら
、
学
生
た
ち
は
、
平
然
と
と
い
う
か
、
む
し
ろ
当
然
の
権
利
の
よ
う
な
顔
を
し
て
、「
現
代
思
想
を
学
ぶ

こ
と
の
意
味
は
何
で
す
か
？
」
な
ど
と
問
い
か
け
て
く
る
の
だ
。
そ
れ
が
小
学
生
な
ら
ば
、
教
師
が
文
字
を
教
え

戯
言
人
生

上
野
昻
志
の

③「
わ
か
ら
な
い
」
も
の
は
い
ら
な
い
、
あ
る
い
は
空
無
化
す
る
時
間
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少
子
化
問
題
に
取
り
組
む
と
称
す
る
大
臣
が
「
女
性
は
産
む
機
械
」
と
発
言
し
た
と
い
う
の
で
物
議
を
か

も
し
た
が
、
こ
の
発
言
が
「
女
性
は
産
む
動
物
」
だ
と
し
て
も
や
は
り
反
応
は
同
じ
だ
っ
た
ろ
う
か
。
東
浩

紀
と
北
田
暁
大
の
対
談
『
東
京
か
ら
考
え
る
』
を
読
ん
で
そ
ん
な
連
想
が
起
き
た
。
こ
の
本
は
世
代

（
1
9
7
1
年
生
）
も
育
ち
（
東
京
の
南
西
の
郊
外
）
も
大
学
（
東
京
大
学
）
も
同
じ
哲
学
者
と
社
会
学
者

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
体
験
を
踏
ま
え
つ
つ
東
京
と
い
う
都
市
の
現
状
を
語
り
合
い
、
そ
こ
か
ら
現
代
思
想
を
考

え
る
と
い
う
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
東
京
が
経
済
的
文
化
的
に
西
高
東
低
的
構
造
を
持
つ
こ
と
は
、
磯
田
光

一
の
東
京
論
な
ど
昔
か
ら
指
摘
さ
れ
て
来
た
こ
と
だ
が
、
こ
の
東
西
の
格
差
構
造
が
現
在
も
続
い
て
お
り
、

強
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
が
、
こ
の
本
で
も
具
体
的
な
資
料
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
共

に
豊
か
な
「
西
」
側
の
出
身
で
格
差
の
上
位
に
位
置
し
な
が
ら
、
東
が
「
西
」
側
の
感
性
を
擁
護
し
、
グ
ロ

ー
バ
リ
ズ
ム
的
な
東
京
の
均
質
化
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
の
に
対
し
、
北
田
は
「
東
」
側
の
感
性
を
代
行
し
、

東
京
の
多
様
性
・
複
数
性
を
保
存
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
。

両
者
を
比
較
す
る
と
、
東
の
方
が
論
理
的
に
首
尾
一
貫
し
て
明
快
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
北
田
の
方
は
自

身
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
「
東
」
側
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
身
振
り
が
サ
ブ
カ
ル
チ
ヤ
ー
的
な
美
的

鑑
賞
の
対
象
と
し
て
の
「
下
町
」
的
イ
メ
ー
ジ
へ
の
感
傷
的
な
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か

と
受
け
取
ら
れ
そ
う
な
弱
さ
と
曖
昧
さ
が
あ
る
。
た
と
え
ば
争
点
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
下
北
沢
の
再
開
発

問
題
に
し
て
も
、
再
開
発
反
対
派
の
論
理
が
「
サ
ブ
カ
ル
都
市
下
北
沢
を
守
れ
」
と
い
っ
た
あ
る
種
の
オ
リ

エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
変
奏
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
に
北
田
が
説
得
的
に
答
え
て

い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
か
つ
て
坂
口
安
吾
は
日
本
の
伝
統
美
を
賛
美
す
る
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
の
日
本

文
化
論
を
徹
底
的
に
批
判
し
、
現
前
す
る
生
活
に
必
要
な
も
の
だ
け
が
意
味
が
あ
る
と
主
張
し
た
が
、
東
の

北
田
に
対
す
る
態
度
は
、
よ
り
友
好
的
で
あ
る
と
は
い
え
基
本
的
に
は
安
吾
の
タ
ウ
ト
に
対
す
る
態
度
を
反

復
す
る
。

し
か
し
そ
れ
を
確
認
し
た
上
で
東
の
次
の
よ
う
な
発
言
は
問
題
で
あ
る
。「
人
間
は
動
物
で
あ
り
、
快
楽

と
暴
力
に
弱
く
、
男
女
が
セ
ッ
ク
ス
し
て
子
ど
も
を
作
る
。
子
ど
も
は
女
性
し
か
産
め
ず
、
知
能
に
は
一
定

の
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
合
理
的
判
断
に
限
界
が
あ
る
。
こ
れ
は
も
う
ど
う
し
よ
う
も
な
い
こ
と
で
す
」。

こ
こ
に
現
れ
る
「
動
物
」
と
い
う
言
葉
は
、
東
の
言
説
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
も
そ

も
デ
リ
ダ
に
よ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
読
解
（『
精
神
に
つ
い
て
』）
に
由
来
す
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
あ
る
講
義
録
で
、

「
世
界
が
な
い
」
存
在
と
し
て
の
「
石
」
と
「
世
界
を
形
成
す
る
」
存
在
と
し
て
の
「
人
間
」
の
中
間
形
態

と
し
て
「
世
界
が
貧
し
い
」
存
在
と
し
て
の
「
動
物
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
が
、
デ
リ
ダ
は
こ
の
言
説
に

お
い
て
「
動
物
」
が
「
人
間
」
の
下
位
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
と
ら
え
て
、
そ
こ
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
批
判

し
て
い
た
は
ず
の
人
間
中
心
主
義
へ
の
回
帰
を
見
た
。
デ
リ
ダ
に
よ
れ
ば
ハ
イ
デ
ガ
ー
思
想
が
ナ
チ
ズ
ム
的

優
生
思
想
に
取
り
込
ま
れ
た
の
は
そ
れ
が
ア
ン
チ
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
か
ら
の
離
脱
が
徹
底
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
初
期
の
東
は
こ
の
「
人
間
」「
動
物
」「
石
」
の
区

別
を
ラ
カ
ン
の
「
象
徴
界
」「
想
像
界
」「
現
実
界
」
の
三
分
法
に
対
応
さ
せ
て
理
論
を
展
開
さ
せ
よ
う
と
し

た
が
（「
想
像
界
と
動
物
的
通
路
」）、
そ
の
後
萌
え
画
像
に
自
動
的
に
発
情
す
る
オ
タ
ク
的
動
物
（『
動
物
化

大
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築
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す
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
』）
か
ら
郊
外
で
生
殖
の
た
め
に
発
情
す
る
ヤ
ン
キ
ー
的
動
物
（
本
書
）
へ
と
関
心
が

移
る
中
で
、
い
つ
の
ま
に
か
「
動
物
」
と
い
う
概
念
を
実
体
化
し
、
デ
リ
ダ
か
ら
ハ
イ
デ
ガ
ー
へ
退
行
し
て

行
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
時
東
は
「
動
物
」
の
側
に
共
感
を
表
明
す
る
が
、
同
時
に
侮
蔑
的

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
そ
こ
に
込
め
る
の
で
、
北
田
か
ら
無
用
の
人
間
主
義
的
反
発
を
引
き
出
し
て
不
毛
な
対
立
を

引
き
起
こ
し
て
い
る
。

こ
の
本
で
は
「
脱
構
築
」
が
見
く
び
ら
れ
過
ぎ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
「
土
地
が
い
く
ら
脱
構
築
さ
れ
て

も
、
誕
生
は
脱
構
築
さ
れ
な
い
」
と
い
っ
た
発
言
に
は
同
じ
が
た
い
。
日
本
人
が
子
供
を
産
ま
な
く
な
っ
て

も
そ
の
欠
落
は
外
国
人
の
子
が
代
補
す
る
だ
ろ
う
し
、
人
類
が
子
供
を
作
ら
な
く
な
っ
て
も
、
そ
れ
こ
そ
他

の
本
当
の
動
物
が
代
補
す
る
だ
ろ
う
。
土
地
と
の
比
較
で
考
え
て
も
、「
人
間
工
学
的
」
に
快
適
な
ヤ
ン
キ

ー
的
生
殖
空
間
は
「
街
の
記
憶
」
が
「
犠
牲
」
に
な
る
こ
と
で
作
り
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味

で
は
生
殖
に
よ
る
血
の
継
承
は
「
街
の
記
憶
」
の
代
補
と
考
え
ら
れ
も
す
る
。
そ
れ
に
広
い
道
路
が
で
き
、

高
い
ビ
ル
が
乱
立
し
た
か
ら
と
い
っ
て
「
街
の
記
憶
」
が
簡
単
に
な
く
な
る
と
も
思
わ
な
い
。
私
は
東
京
の

大
塚
に
生
ま
れ
育
っ
た
の
で
池
袋
に
行
く
時
よ
く
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
60
ビ
ル
を
通
っ
た
が
、
か
つ
て
の
巣
鴨
拘

置
所
の
痕
跡
は
何
も
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
荒
涼
殺
伐
と
し
た
空
気
は
変
わ
ら
ず
立
ち
こ
め
て
い
た
。
そ

し
て
何
よ
り
東
京
の
中
心
に
あ
る
皇
居
、
本
書
で
は
言
及
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
こ
の
豊
か
な
「
自
然
」
が
残

さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
空
間
が
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
で
均
さ
れ
、
ビ
ル
の
群
に
埋
め
尽
く
さ
れ
な
い
限
り
、
他
の

場
所
が
ど
の
よ
う
に
壊
さ
れ
て
も
土
地
が
脱
構
築
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

大
杉
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男
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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
』
。
最
近
『
ハ
ヤ
テ
の
ご
と

く
！
』
に
は
ま
っ
て
い
る
。
フ
ァ
ン
の
ブ
ロ
グ
に
よ
れ
ば
「
ス
ー

パ
ー
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
コ
ミ
ッ
ク
」
だ
そ
う
だ
。

よ
う
と
す
る
と
、「
先
生
、
こ
れ
は
何
の
役
に
立
つ
の
で
す
か
？
」
と
い
う
質
問
に
な
る
。
つ
ま
り
、
意
味
が
な
け

れ
ば
、
あ
る
い
は
、
何
の
役
に
立
つ
か
は
っ
き
り
し
な
け
れ
ば
、
学
ぶ
必
要
は
な
い
、
と
い
う
わ
け
だ
。
そ
う
な

っ
た
原
因
を
、
内
田
は
、
諏
訪
哲
二
の
『
オ
レ
様
化
す
る
子
ど
も
た
ち
』
な
ど
を
援
用
し
な
が
ら
、
現
代
に
お
い

て
は
、「
子
ど
も
た
ち
は
就
学
以
前
に
消
費
主
体
と
し
て
す
で
に
自
己
を
確
立
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
求
め
て

い
る
が
、「
消
費
主
体
」
で
あ
れ
ば
（
消
費
者
は
王
様
！
）、
自
分
に
と
っ
て
意
味
の
な
い
も
の
、
役
に
立
た
な
い

も
の
は
、
買
っ
て
や
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
わ
か
ら
な
い
」
こ
と
が
、
畏
れ
や
興
味
を
か
き
立
て
る
も

の
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
た
ん
に
価
値
の
な
い
も
の
と
し
て
切
り
捨
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

内
田
樹
の
こ
の
本
は
、
学
ぶ
と
は
何
か
と
い
う
教
育
論
で
あ
り
、
ま
た
、
働
く
と
は
何
か
と
い
う
労
働
論
で
も

あ
る
が
、
そ
こ
に
通
底
し
て
い
る
の
は
、
消
費
と
い
う
「
無
時
間
的
な
行
為
」
か
ら
、
い
か
に
時
間
を
取
り
戻
す

か
と
い
う
問
題
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
、
や
や
強
引
に
い
え
ば
、
黒
沢
清
の
『
叫
（
さ
け
び
）』
の
テ
ー
マ

と
も
重
な
っ
て
く
る
。
幽
霊
は
、
時
間
を
超
え
て
や
っ
て
く
る
が
、
幽
霊
の
正
体
を
知
る
に
は
、
時
間
を
遡
行
す

る
し
か
な
い
か
ら
だ
。
し
か
し
、
幽
霊
に
は
、
わ
か
ら
な
い
な
り
に
人
を
脅
か
す
力
が
あ
る
の
が
羨
ま
し
い
。
と

こ
ろ
で
、
先
日
、
日
本
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
専
門
学
校
で
や
っ
た
説
明
会
に
、
高
校
二
年
生
の
女
子
が
二
人
で
来
た

の
で
、
二
年
生
な
の
に
、
ず
い
ぶ
ん
早
い
ね
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
、
彼
女
た
ち
の
学
校
で
は
、
入
学
早
々
か
ら
、

早
く
進
路
を
考
え
な
さ
い
と
い
わ
れ
、
三
年
生
の
学
期
は
じ
め
に
は
、
ど
こ
に
進
む
か
決
め
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
い
ま
さ
ら
高
校
教
育
が
空
洞
化
し
て
い
る
な
ど
と
い
う
つ
も
り
は
な
い
が
（
そ
れ
を
い
う
な
ら
、
小

学
校
か
ら
だ
ろ
う
）、
そ
こ
で
も
、
時
間
は
た
だ
、
次
の
ス
テ
ッ
プ
の
た
め
の
踏
み
台
と
し
て
消
費
さ
れ
る
だ
け
な

の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の

あ
と
の
大
学
や
専
門
学

校
は
、
次
な
る
就
職
の

た
め
の
ス
テ
ッ
プ
で
し

か
な
い
。

上
野
昻
志

§
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e
n
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41
年
生
。
批
評
家
。
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/

07

『東京から考える
―格差・郊外・ナショナリズム』
（日本放送出版協会）
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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（2007 年 3月現在）。

▼雑誌「早稲田文学」が「WB」に生まれ変わって１
年半、最後の雑誌版からちょうど２年を経て、この春、
あたらしい雑誌「早稲田文学」第十次（ぐらい）０号
をつくることになりました。「復刊できてよかったね」
的なめでたさよりも、近い将来の定期刊行にむけての
実験航海的な意味合いのつよい０号ですが、「WB」の
誌面の制限を超えた強度の創作・評論を準備していま
す。以前の雑誌「早稲田文学」を愛読してくださった
方々も、「WB」で初めて出会えた方々も、どうぞこの
春うまれる「０号」を手にとって見てください。全国
書店、および通信販売にて発売予定です。
▼雑誌が復刊すると「WB」はどうなるの？ とよく訊

かれるのですが、設置場所を提供してくださる方々や、
手にとってくださる皆様に支えられて、「WB」は今後
も続きます。区切りの 10号は、デザインや一部連載
をリニューアルして、６月下旬の発行予定です。
▼両表紙と奥付対向の写真を担当してくれた、松蔭浩
之氏とのコラボも、この 9号でひと区切り。今号は、
師・森村泰昌氏ゆずりのセルフポートレイトの大集合
です。表紙の「美人画シリーズ」のトリを飾る迫力美
女は……。しげしげとご覧ください。重松清氏の巻頭
インタビューもひとまず今回で最終回。粉骨砕身、両
表紙を飾り続けてくださったおふたりに、深い感謝を
お伝えしつつ、遠からぬ再登板をお願いします。（Ic）
▼モブ・ノリオ氏の「絶対兵役拒否宣言」はお休みです。
▼雑誌「早稲田文学」０号、および「WB」第 2期の

予定や進行状況は、www.bungaku.net/wasebunにて。
広告のご出稿や配布場所のご提供も、かわらず募集し
ております。よろしくお願いいたします。
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Waseda Bungaku Free Paper

WB
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Published by 田島照久
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　　　　　TEL　03-3968-5188
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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皆様からの広告出稿や配布場所提

供等によるご助力を求めています（広告収入は部数と

配布箇所拡大に用いられます）。関心をお持ちになっ

た方は小誌編集室までご一報頂ければさいわいです。

「WB」バックナンバーは小誌サイト www.bungaku.net/

wasebunで公開中。定期購読もお申し込みいただけます。

村田知嘉子

佐伯悠

小倉潤也

島福沙都美

寺井ゆみ

木村安希子

下田桃子

武川葉月

近藤景亮

◎設置協力……【北海道】ブックオフ網走店／代々木ゼミナールライブラリー札幌店／DOZE／ブックオフ伏古店／北海道大学生協／北海道大学生協書籍部
北部店／札幌大学生協／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／喜久屋書店小樽店／いわた書店／ oasisZO【青森】成田本店しんまち
店／ブックスアメリカン浪館店【岩手】ブックオフ岩手花巻店／ブックスアメリカン北上店／東山堂三ッ割店／ LIFE&ART青空【宮城】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／ジュンク堂書店仙台ロフト店／あゆみブックス仙台店／金港堂石巻店／紀伊国屋書店仙台店／ジュンク堂書店仙
台店【秋田】秋田県立図書館【福島】ブックオフ郡山桜通り店／宮脇書店ヨークタウン野田店／福島県立図書館【茨城】ゆうき図書館／潮来市立図書館【栃木】
宇都宮ビジネス電子専門学校・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】シネマテークたかさき／戸田書店前
橋本店【埼玉】埼玉県立久喜図書館／早稲田大学生協所沢キャンパス店／ジュンク堂書店大宮ロフト店／さいたま文学館／寄居町立図書館【千葉】浦安市立
中央図書館／紀伊国屋書店松戸伊勢丹店／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／ときわ書房本八幡店／千葉市立中央図書館／佐倉市立
佐倉図書館／千葉県立東部図書館【東京】武蔵野美術大学／古書往来座／日本近代文学館／東京都江戸東京博物館／東京堂書店／有隣堂書店目黒店／有隣堂
書店アトレ恵比寿店／有隣堂書店亀戸エルナード店／有隣堂書店ルミネ町田店／早稲田大学コーププラザブックセンター／風花／文鳥舎／青山ブックセンタ
ー青山本店／青山ブックセンター六本木店／青山ブックセンター自由が丘店／早稲田大学エクステンションセンター／丸善丸の内 本店／竹隆庵岡埜

41

／早稲田大学大隈会館 1F ／ブックオフ福生店／代々木ゼミナールライブラリー本店／ハートランド／ CAFE SEE MORE 
GRASS ／ combine ／ cafe retro ／トリックスター／ BERG ／アップリンクファクトリー／中野書店／ JAKE HOUSE ／
JAKE'S GALLERY銀座店／町田市立中央図書館／成文堂早稲田駅前店／犀門／古書ほうろう／早稲田大学生協戸山キャンパ
ス店／三省堂書店神田本店／ブックファーストルミネ 2店／HAGA／紀伊国屋書店新宿本店／ am/pm 豊島要町店／早
稲田松竹／信愛書店／高円寺文庫センター／下板書房／喇嘛舎／セッションハウス／都立多摩図書館／青年劇場／ブ
ックファースト大井町店／文鳥堂書店牛込本店／リブロ池袋パルコ店／㈱金港堂書店／オリオン書房ノルテ店／
三晃堂本店北野店／ジュンク堂書店池袋店／あおい書店高田馬場店／模索舎／書原杉並店／中目黒ブックセン
ター／有隣堂書店新宿店／増田書店北口店／政文堂／ブックファーストルミネ新宿 1店／リブロ池袋本店／紀
伊国屋書店新宿南店／文教堂書店渋谷店／リブロ光が丘店／近藤書店朝日店／文教堂書店霞ヶ関店／東京ラン
ダムウォーク赤坂店／東京大学消費生協本郷書籍部／あおい書店新宿店／ジュンク堂書店プレスセンター店／
東京学芸大学生活協同組合／放文社／あゆみ Books 八王子店／くまざわ書店錦糸町店／オリオン書房ルミ
ネ店／三省堂書店八王子店／ジュンク堂書店新宿店／東京旭屋書店水道橋店／有隣堂アトレ大井町店／往
来堂書店／紀伊国屋書店玉川高島屋店／オリオン書房アレア店／ブックガーデンディラ上野店／リブロ

渋谷店／芳林堂書店／駒草書林／紀伊国屋書店国分寺店／こまばアゴラ劇場／ JAZZ ぺーぱーむーん／書
肆アクセス／西秋書店／Pois e’／システム販売株式会社／二松学舎大学付属図書館／流水書房／フィ
クショネス／紀伊国屋書店成蹊学園ブックセンター店／宮本スタジオ／武蔵野大学学生生活
課／寿司・磯料理西川／文化学院図書室／日本大学藝術学部文芸学科資料室／カ
フェダス／旭屋書店池袋店／三省堂書店町田店／BOOKS隆文堂／八重洲ブッ
クセンター／ユーロスペース／くり
っくチケットセンター／創英社／武
者小路実篤記念館／ウッディシ
アター中目黒／Ｙショ
ップひまわり／オ
フィス然 nature ／
丸善立教学院店

【神奈川】有隣堂書店本
店／有隣堂書店横浜駅西
口店／有隣堂書店ルミネ
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／
代々木ゼミナールライブ

ラリー横浜店／藤沢市南市民図書館
／葉祥明美術館／神奈川近代文学館／

丸善横浜ポルタ店／栄松堂書店ジョイナ
ス店／啓文堂書店相模原店／紀伊国屋書店

横浜店／藤沢市湘南大庭市民図書館／藤沢市
辻堂市民図書館／藤沢市総合市民図書館／有
隣堂書店厚木店／栄松堂書店ジョイナス店／

横浜市中央図書館／鎌倉文学館【新潟】代々木ゼ
ミナールライブラリー新潟店／知遊堂赤道店／知遊

堂三条店／本の店英進堂／戸田書店新潟南店／北光社／新潟県立図書館／ジュンク
堂書店新潟店【石川】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
や柿木畠店【福井】仁愛女子短期大学附属図書館【山梨】山梨県立文学館【長野】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【静岡】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／戸田書店静岡本店／佐塚書店／谷島屋書店新流通店／魚膳【愛知】kinder book ／代々木ゼミナールライブラリ

ー名古屋店／三省堂書店名古屋高島屋店／ちくさ正文館／名古屋シネマテーク／ジュンク堂書店名古屋店／安藤書店／らくだ書店東郷店／ブックセンター名
豊緑店／いまじん南陽通り店／鎌倉文庫第三店／カルコス小牧店／ウニタ書店／愛知淑徳大学図書館星が丘分館／ブックセンター名豊刈谷店／紀伊国屋書店
ロフト名古屋店／愛知県立大学生協書籍店／名古屋大学生協書籍部南部店／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／愛知淑徳大学図書館長久手本館／旭丘高等学校図書館／シマウマ書房東郷店／創宣／スペース樂游館【岐阜】カルコス本店【三重】宮脇書店四日市本店
／宮脇書店鈴鹿店／宮脇書店久居店／三重大学生協翠陵店／白揚津松菱店【滋賀】滋賀県立図書館【京都】代々木ゼミナールライブラリー京都店／オパール
／京都みなみ会館／はせいち新田辺店／京都芸術センターアートスペース／ニュートロン／ギャラリーそわか／三月書房／ジュンク堂書店京都店／立命館生
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問
を
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ザ
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。
リ
ス
ト
ラ
の
憂
き
目
に
あ
い
、
老
い
た
母
を
呼
び
寄
せ
る
計
画
も
頓

挫
し
た
の
に
、
こ
い
つ
っ
た
ら
、
新
し
い
職
を
探
す
で
も
な
く
、
復
職
の
口
添
え
を
し

て
や
ろ
う
か
と
い
う
昇
の
打
診
さ
え
拒
否
す
る
始
末
で
あ
る
。
彼
が
気
に
病
ん
で
い
る

こ
と
と
い
っ
た
ら
、
お
勢
の
一
挙
一
動
だ
け
と
き
て
い
る
の
だ
。

一
方
、「
根
が
お
茶
ッ
ぴ
い
」
と
記
さ
れ
る
お
勢
は
、
後
世
の
批
評
を
読
む
と
世
俗
的

な
女
と
い
う
悪
評
が
も
っ
ぱ
ら
だ
が
、
教
育
を
受
け
た
だ
け
あ
り
、
母
の
意
見
に
は
逆

ら
う
わ
、
文
三
や
昇
と
も
対
等
に
や
り
合
う
わ
、
こ
の
種
の
小
説
に
は
珍
し
い
意
思
を

持
っ
た
娘
で
あ
る
。〈
本
田
は
貴あ

な

た嬢
の
気
に
入
ッ
た
と
云
う
ん
で
す
か
〉
と
い
や
み
っ
た

ら
し
く
問
い
つ
め
る
文
三
に
は
、
売
り
言
葉
に
買
い
言
葉
で
〈
ハ
イ
本
田
さ
ん
は

私
わ
た
く
し

の
気
に
入
り
ま
し
た
…
…
そ
れ
が
如ど

何う

し
ま
し
た
〉
と
答
え
、
彼
の
失
礼
な
態
度
に
は

〈
畜
生
…
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馬
鹿
…
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口
な
ん
ぞ
聞
い
て
く
れ
な
く
ッ
た
ッ
て
些ち
ツ

と
も
困
り
ゃ
し
な
い
ぞ

…
…
馬
鹿
〉
と
ム
カ
つ
き
を
隠
さ
な
い
。
明
治
も
三
十
年
代
に
な
る
と
良
妻
賢
母
教
育

の
時
代
に
な
っ
て
、
女
も
つ
ま
ら
な
く
な
っ
て
い
く
が
、『
浮
雲
』
の
舞
台
で
あ
る
明
治

十
年
代
の
、
教
育
を
受
け
た
娘
は
こ
の
く
ら
い
生
意
気
だ
っ
た
の
だ
。

さ
て
、
こ
ん
な
二
人
で
は
あ
る
の
だ
が
、
内
海
文
三
は
そ
の
後
の
日
本
文
学
に
続
々

と
登
場
し
て
く
る
「
悩
め
る
青
年
」
た
ち
と
一
線
を
画
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
は

「
文
学
」
と
い
う
逃
げ
場
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

世
俗
で
の
立
身
出
世
に
は
興
味
が
な
い
、
文
学
で
身
を
立
て
た
い
。
あ
る
い
は
世
俗

で
の
立
身
出
世
と
文
学
へ
の
道
の
間
で
思
い
悩
む
。

│
漱
石
『
三
四
郎
』、
鷗
外
『
青

年
』
以
下
、
近
代
文
学
の
中
心
に
居
座
る
若
者
た
ち
は
、
み
な
こ
の
二
つ
の
選
択
肢
の

間
で
揺
れ
動
い
て
き
た
。
三
四
郎
の
場
合
は
「
文
学
」
で
は
な
く
「
学
問
」
だ
っ
た
け

れ
ど
も
、
あ
と
は
ほ
と
ん
ど
み
ん
な
、
文
学
、
文
学
、
文
学
、
だ
。

と
こ
ろ
が
内
海
文
三
に
限
っ
て
は
、
そ
の
種
の
逃
避
、
あ
る
い
は
別
の
道
で
の
上
昇

志
向
が
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
ら
そ
う
だ
ろ
う
。
だ
っ
て
文
三
の
前
に
、
ま
だ
人

生
を
か
け
る
ほ
ど
の
「
文
学
」
は
な
い
ん
だ
か
ら
。『
浮
雲
』
自
身
が
近
代
文
学
の
開
祖

な
ん
だ
か
ら
。「
負
け
組
」
の
敗
者
復
活
戦
と
し
て
の
文
学
が
な
い
！　

だ
か
ら
文
三
は

プ
ラ
イ
ド
を
持
て
余
し
て
、
ひ
と
り
で
イ
ラ
イ
ラ
し
て
い
る
の
だ
。

先
駆
者
は
辛
い
よ
。
っ
て
い
う
か
先
駆
者
が
こ
ん
な
や
つ
だ
っ
た
か
ら
、
近
代
文
学
は

あ
あ
な
っ
ち
ゃ
っ
た
の
か
も
。
二
葉
亭
四
迷
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途
中
で
『
浮
雲
』
を
放
り
出
し
、「
こ
ん

な
小
説
、
べ
つ
に
お
も
し
ろ
か
ね
ー
よ
」
み
た
い
な
言
葉
を
残
し
て
二
十
年
も
筆
を
断
っ

て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
に
、
そ
の
彼
が
「
負
け
組
」
に
逃
げ
道
と
し
て
文
学
を
与
え
、
ま

す
ま
す
ウ
ザ
い
男
た
ち
が
出
現
し
て
く
る
の
だ
か
ら
…
… 

も
ー
、
歴
史
っ
て
不
条
理
！

と
い
う
わ
け
で
、
二
葉
亭
四
迷
『
浮
雲
』
で
あ
る
。

一
八
八
七
〜
八
九
（
明
治
十
九
〜
二
十
一
）
年
の
刊
行
。
言
文
一
致
体
に
よ
る
本
邦

初
の
小
説
、
近
代
文
学
の
夜
明
け
を
告
げ
た
作
品
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、「
読
ん
だ
こ
と

は
ね
え
な
」
っ
て
人
が
じ
つ
は
多
い
か
も
し
れ
な
い
。

主
人
公
の
内
海
文
三
は
静
岡
の
出
身
、
父
の
死
後
、
東
京
の
叔
父
の
家
に
居
候
し
な

が
ら
学
校
を
出
、
官
吏
の
職
も
得
た
。
が
、
国
も
と
の
母
を
引
き
取
ろ
う
と
考
え
て
い

た
矢
先
、
役
所
を
諭
旨
免
職
に
な
る
。
人
減
ら
し
が
目
的
の
リ
ス
ト
ラ
で
あ
る
。
娘
の

お
勢
と
文
三
の
結
婚
を
望
ん
で
い
た
ら
し
い
叔
母
の
お
政
は
と
た
ん
に
態
度
を
一
変
さ

せ
、
自
分
に
好
意
を
持
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
お
勢
ま
で
が
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た
く
な
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。
母
娘
が

元
同
僚
の
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田
昇
に
急
接
近
す
る
の
を
見
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に
つ
け
、
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気
が
気
で
は
な
い
。

「
負
け
組
」
の
文
三
と
「
勝
ち
組
」
の
昇
。
元
祖
「
悩
め
る
青
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」
で
あ
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と
、
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課
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の
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で
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昇
。
そ
し
て
二
人
の
男
の
間
を
ひ

ら
ひ
ら
と
舞
う
十
八
歳
の
ギ
ャ
ル
、
お
勢
。
わ
か
り
や
す
い
お
話
で
あ
る
。
二
十
一
世

紀
の
東
京
を
舞
台
に
し
た
Ｔ
Ｖ
ド
ラ
マ
に
焼
き
直
し
て
も
、
十
分
に
も
つ
だ
ろ
う
。
と

い
う
よ
り
仕
事
と
三
角
関
係
が
か
ら
ん
だ
こ
の
図
式
は
、
韓
流
ド
ラ
マ
っ
ぽ
い
か
な
。

そ
れ
に
し
て
も
気
に
な
る
の
は
、
文
三
が
な
ぜ
こ
こ
ま
で
イ
ラ
イ
ラ
、
イ
ジ
イ
ジ
し

て
い
る
の
か
だ
。
お
政
、
お
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、
そ
れ
に
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加
え
て
団
子
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に
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に
行
こ
う
と
誘

わ
れ
、
自
分
か
ら
断
っ
た
く
せ
に
彼
は
思
う
。

ヤ
面
白
か
ら
ぬ
、
文
三
に
は
昨き
の
う日

お
勢せ
い

が
「
貴あ
な
た君

も
お
出い
で

な
さ
る
か
」
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尋
ね
た
時
、

行
か
ぬ
と
答
え
た
ら
「
ヘ
ー
そ
う
で
す
か
」
ト
平
気
で
澄
ま
し
て
落お
ち

着つ
き

払は
ら

ッ
て
い
た
の

が
面
白
か
ら
ぬ
、
文
三
の
心
持
で
は
な
ろ
う
事
な
ら
行
け
と
勧
め
て
も
ら
い
た
か
ッ
た

そ
れ
で
も
な
お
強
情
を
張
ッ
て
行
か
な
け
れ
ば　
「
貴あ
な
た君

と
御
一
所
で
な
き
ゃ
ア
私わ
た
し

も

罷よ

し
ま
し
ょ
う
」
と
か
何
と
か
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も
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い
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…
…

っ
て
、
お
い
お
い
、
そ
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ろ
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コ
ド
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な
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だ
か
ら
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。

か
と
思
え
ば
、
お
勢
が
女
中
の
お
鍋
や
昇
と
ふ
ざ
け
て
い
る
声
を
聞
い
て
憤
慨
す
る
。

旧
作
異
聞
❾

斎
藤
美
奈
子
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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
『
た
ま
に
は
、
時

事
ネ
タ
』『
そ
れ
っ
て
ど
う
な
の
主
義
』
な
ど
。

『浮雲』　（岩波文庫）
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盾月がバンドに加わる以前から親しかった私はメン
バーと時間をともにすることも多かった。アーティスト
ぶった話ばかりしていた。

やってみないか、と言われ、調子に乗っていくつか
歌詞を書いた。中からいくらかましに思える断片だけ
を記す。他はもっとひどい。

血薔薇、青薔薇、わが一族は、幼児焼死の知らせに
華やぐばかり。

永劫にゆれる金色の木の葉、森の奥の泉に浮かぶ死
体。

見るともない、おまえの、水底色の眼に映す、下が
り飾りのような日々。

いつか胸くるしい硝子のかけらを身に秘めた憶えは
ないか。

そのとき語りあったことが現在の私の考え方と感じ
方のいくつかを決めている。最初の頃は皆、自分の偏
狭さばかりを競いあって、眼をおおわんばかりに幼稚
だった。少しましになったのは「俺たちパンピーじゃな
いから」と話す客の言葉を聞いてからだったかと思う、
「やっぱり恥を知るべきだ」と、そう、井川が言った。
パンピーは「一般ピープル」すなわち一般人の意味、
聞かなくなった語だが今も言う者はいるのだろうか。

ちょうどその頃、「ポジパン」は「ゴス」と言い換え
られた。ゴシックロマンスの由来に詳しい怪奇好みの
小田原がその呼び方を歓迎した。ゴスは生き方である
と小田原は言った。

記憶する、私の、そして彼らの、言葉のいくつかを
以下に記す。もはや最初に誰が口にしたのか、正確に
は憶えていない。

人は説得されない。しかし魅惑される。
ゴシックは解決を信じない。ゴシックはただ今を耐

えるための心の装いである。
もうじきだ、もうすぐ生き終える。
多くに好まれるのは姿を凌駕した行動の強さだ、し

かし形だけに魅せられてしまう心から耽美は始まる。
われわれが個性と考えているものなどごくごく僅か

な差である。微差を拡大して愛憎することに生の喜び
がある。生を歓迎する人ほど差別意識が強い。

私が私であるという罪。たとえ死んで見せても罪は
消えない。

あいつのせいでうまくゆかない、と言っている間は
幸せである。
ゴスな好み振る舞いを、趣味、と言われると怒る。
ゴシックは耽美と反抗の間で引き裂かれている。

これだけでも与えられた紙数を遥かに超えた。ひと
まず終わりとする。いつか続きを記すこともあるだろ
う。念のため申し添えておけば前回［08］と今回［09］
に記したことはフィクションである。

なお、連載してきた「リテラリー・ゴシック」（内、
［01］～［07］の回）は、大幅に増補訂正して朝日新聞
社から刊行されることとなりました。刊行時期未定。
仮題『ゴシックスピリット』。

次はそちらでお会いしましょう。ごきげんよう。

（承前）
盾月の通称リヴィ・アティ（Livi Aty） は Living Dead 

Atsushi という最初の呼び名がつづまったもので、そも
そもは「生ける屍の敦史」のはずであったのに、略さ
れてみれば Dead が抜けて「生きている敦史」という
当り前のあるいは真逆の意味となっていた。
とはいえ、鈴木泉三郎作として知られ映画にもなっ

た例の薄気味悪い芝居のように旧仮名で『生きてゐる
敦史』と記せば、殺しても殺しても後ろからついて来る、
陰気で厭な死人を思わせもする。

そんな盾月の眼を覗き込んでいると、不吉な、世に
最悪のことどもが思われたものだ、などと語ればいか
にもそれらしいが、噓だ。どこか抜けた、袖に火がつ
いていても気づかないぼんくら野郎だった。よくグラス
を倒した。

あるとき、盾月が眼の大きな、細身の若い女を連れ
てきた。
「こいつと死のうと思う」

私は笑った。「似合いだな」
「この女、すぐ手首切んだ、見ろよ」と女の左手を摑
んで差し出すと縦横に傷が走っている。
「そっちは本物か」そう言うと
「お前なんにも知らねえな。こいつは生きてえからや
るんだよ。最初から本当に死ぬつもりなら青木が原で
首つってるって」
「知るわけねえだろ。俺は自殺したことないし」
「自殺じゃねえんだってさ、わかってねえな」
「じゃなんだよ」
「ロシアンルーレットやるときみたいなさ、充実感だよ」

盾月はその後を言わなかった。女は三か月後に死ん
だ。自殺ではなかった。なにやら薬、といっても睡眠
薬とか鬱病の薬とかだが、それを大量に飲んだため嘔
吐し、吐瀉物が喉に詰まって死んだという。薬はいく
ら飲んでも自殺できるものではなかったという。

盾月は説明が苦手でユーモアを欠いていた。もとも
とひどく内気で社交下手、しかし長身で容姿に優れて
いたから相手を楽しませる風の態度も必要はなかった
のか、特にバンドを始めてからはそこにいるだけで人
は寄ってきた。そして面白いことに、つきあう女いずれ
も、数週間で破局となる。

ギターの河合も一時、盾月の愛人だったが、すぐ別
れたと聞く。しかしその後も以前と変わらない様子の
付き合いが続いていた。河合はそういう女だった。頭
はよいのに昨日のこともよく憶えない。だからか、恨
みを持続できない。今だけが大事だから、とよく言っ
た。ときおり発作だと言っては口に器具をあてた。喘
息が持病だった。ギターは実に下手だった。

小田原も温厚だった。怒っているのを見たことがな
い。低劣な悩み事を口にしても朝まで聞いてくれた。
「敦史、どう思う？」と尋ねると「子に持ちたくないわ
あ」と言った。ホラー映画が好きで、時間があると映
画館にいた。ゾンビ系の映画にとりわけ詳しかった。

最も小柄な井川は見かけによらず気性が激しく、何
度か客とトラブルを起こした。その都度小田原が話を
つけた。

本当にテクニックがあったのは井川だけだった。当時
ダンダンドタドタ単調な繰り返しばかりのポジパンバン
ドの中、バイロン・ビスはリズムだけはシャープだった。

リテラリー・ゴシック［09］
高 原 英 理 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」。Takahara Eiri

［
最
終
回
］
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（
後
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引
用
出
典
・『
軽
蔑
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至
誠
堂
新
書
）
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﹇
解
説
﹈

軽
蔑
、
侮
蔑　
　
　
　
　
　

金
原
ひ
と
み

ゴ
ダ
ー
ル
の
「
軽
蔑
」
を
観
て
、
い
た
く
感
動
し
た
。
一
緒
に
観
て
い

た
彼
氏
は
、
観
て
い
る
間
ひ
ど
く
憂
鬱
そ
う
な
顔
を
し
て
い
た
け
れ
ど
、

そ
ん
な
彼
に
構
わ
ず
、
私
は
素
晴
ら
し
い
感
動
だ
革
命
だ
と
喚
い
て
い
た
。

そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、
私
は
一
人
で
何
度
も
何
度
も
繰
り
返
し
「
軽
蔑
」

を
観
た
。
彼
氏
が
部
屋
に
籠
も
っ
て
は
「
軽
蔑
」
。
彼
氏
が
夜
遅
く
な
っ
て

は
「
軽
蔑
」
。
彼
氏
が
上
司
と
ゴ
ル
フ
に
行
っ
て
は
「
軽
蔑
」
。
そ
ん
な
事

を
し
て
い
る
も
の
だ
か
ら
、
入
る
た
び
「
軽
蔑
」
が
流
れ
て
い
る
リ
ビ
ン

グ
に
彼
は
少
々
嫌
な
顔
を
し
て
い
た
し
、
当
て
つ
け
な
の
か
と
も
言
わ
れ

た
け
れ
ど
、
お
構
い
な
し
に
見
続
け
た
。
何
故
自
分
が
そ
こ
ま
で
「
軽
蔑
」

に
惹
か
れ
る
の
か
、
分
か
る
よ
う
な
分
か
ら
な
い
よ
う
な
、
と
い
っ
た
具

合
の
あ
る
日
、
「
軽
蔑
」
に
原
作
が
あ
る
と
人
づ
て
に
知
り
、
こ
り
ゃ
あ
う

か
つ
だ
っ
た
ぜ
と
大
慌
て
で
「
軽
蔑
」
の
原
作
、「
侮
蔑
」
を
手
に
入
れ
た
。

そ
し
て
、
モ
ラ
ヴ
ィ
ア
の
「
侮
蔑
」
！　

ま
た
こ
の
何
と
、
美
し
い
事
。

私
は
読
ん
で
い
る
間
ま
る
で
腑
抜
け
の
よ
う
に
恍
惚
と
し
て
い
た
。
感
動

し
て
、
時
に
は
泣
き
、
時
に
は
笑
い
、
時
に
は
死
に
た
い
と
す
ら
思
っ
た
。

そ
ん
な
、
人
生
の
よ
う
な
読
書
を
経
験
し
た
私
は
、
や
は
り
例
の
如
く
彼

氏
に
薦
め
た
挙
げ
句
、
「
あ
な
た
に
は
分
か
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
ど
」

と
付
け
加
え
た
。
し
か
し
、
目
の
前
で
彼
が
渋
々
「
侮
蔑
」
を
読
ん
で
い

る
最
中
、
私
は
少
し
ず
つ
、
自
分
が
何
故
こ
こ
ま
で
「
侮
蔑
」
に
惹
か
れ

る
の
か
、
そ
の
理
由
が
分
か
っ
て
い
っ
た
。
私
が
モ
ラ
ヴ
ィ
ア
に
惹
か
れ

る
の
は
、
著
者
自
身
が
女
性
を
理
解
し
た
い
と
望
ん
で
い
る
か
ら
だ
。
私

が
「
侮
蔑
」
を
読
ん
で
い
る
間
感
じ
て
い
た
恍
惚
は
、
女
性
を
理
解
し
た

い
と
い
う
男
の
欲
望
へ
の
恍
惚
だ
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
、
私
が
彼
に
モ
ラ

ヴ
ィ
ア
を
勧
め
る
の
は
、
彼
に
も
そ
の
欲
望
を
持
っ
て
も
ら
い
た
い
か
ら

だ
。
そ
し
て
、
彼
が
「
軽
蔑
」
や
「
侮
蔑
」
を
快
く
思
っ
て
い
な
い
の
は
、

彼
は
既
に
女
を
理
解
し
て
い
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
か
ら
だ
。
「
侮
蔑
」
の

ペ
ー
ジ
を
め
く
る
彼
は
、
私
の
視
線
か
ら
逃
げ
る
よ
う
に
手
で
顔
を
覆
う
。

金
原
ひ
と
み§

K
a

n
e

h
a

ra
 H

ito
m

i

83
年
東
京
生
。
デ
ビ
ュ
ー
作
『
蛇
に
ピ
ア
ス
』
で
す
ば
る
文
学
賞

と
芥
川
賞
を
受
賞
。
翻
訳
家
の
父
を
持
っ
て
過
ご
し
た
デ
ビ
ュ
ー

以
前
や
、
同
作
の
過
激
な
物
語
や
文
体
が
話
題
と
な
る
が
、
そ
う

し
た
表
面
に
隠
さ
れ
た
、
き
わ
め
て
豊
か
な
詩
情
と
技
巧
と
が
、

二
作
目
以
降
次
第
に
露
わ
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
著
書
『
ア
ッ
シ
ュ

ベ
イ
ビ
ー
』『A

M
EB

IC

』。

©
R

o
m

ain S
lo

co
m

b
e

ア
ル
ベ
ル
ト
・
モ
ラ
ヴ
ィ
ア§

A
lb

e
rto

 M
o

ra
v

ia

一
九
〇
七
ー
一
九
九
〇
。
イ
タ
リ
ア
の
小
説
家
。
21
歳
で
自
費
出

版
し
た
長
篇
『
無
関
心
な
人
び
と
』
は
、
ブ
ル
ジ
ュ
ア
社
会
の
頽

廃
を
描
い
て
話
題
を
呼
ん
だ
が
、
の
ち
に
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
ら
の

フ
ァ
シ
ズ
ム
政
権
に
よ
り
、
ま
た
戦
後
は
教
皇
庁
か
ら
、
そ
れ
ぞ

れ
禁
書
と
し
て
抑
圧
を
受
け
た
。
主
な
作
品
に
『
ア
ゴ
ス
テ
ィ
ー

ノ
』『
ロ
ー
マ
の
女
』『
コ
ン
フ
ォ
ー
ミ
ス
ト
』
な
ど
。
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■ゲブレセラシエ■それにしても、まさか本当に 3 万人規模の都市マラソンや
るとは思わなかったよね。
■エルゲルージ■そのために、ボランティアが 1 万人、警察官が 5 千人ほど
動員されて、都心部の道路が６百本あまりも封鎖されたらしい。3 万人の参加
者のために、都心部が 7 時間あまりにわたって交通規制されたんだからな。石
原慎太郎個人の選挙向けのパフォーマンスだという批判もけっこうあるけど、
じっさいにテレビみてると、慎太郎は優勝した「ヤクルト」のダニエル・ジェ
ンガのとなりに例のコワい笑顔でずっとはりついているし、反対側には息子の
石原良純がいてジェンガに小学生みたいにへたくそなインタビューしてるし、
これってホントにプロモーションになるんだろうか ?
■ゲブレセラシエ■いや、そんな心配されても。そういえば都心部を走らせろ
という要求は、数年前から民間レベルで出ていて、たとえば NPOが主催して
いる「東京夢舞いマラソン」っていう、タイトル的にはかなり痛い感じのイベ
ントが 2001 年から開催されているんだけど、これは「3 万人で銀座を走ろう」
を合い言葉にしたデモ・マラソンのようなものらしい。いちおうマラソン大会
らしいんだけど、走るのは歩道で信号遵守（笑）。こんなんじゃふだんの練習と
いっしょだって。ところがこれが最終的には参加者 3 千人規模のイベントにま
で成長したらしい。千人以上の人間が、歩道を信号守りながら走ってるわけだ
から、ある意味東京マラソンよりすごいよね。このような地道な努力が実を結
んだと解釈すべきか、まんまと石原慎太郎に利用されたと判断すべきか迷うと
ころだよね。「東京夢舞い」じゃなくて「石原慎太郎三選の夢舞いマラソン」っ
てことだよね。
■エルゲルージ■いや笑えないって。だけど「夢舞い」の方は、考え方とし
てはサウンドデモにでてきた「路上解放」というスローガンとたいしてかわり
なかったわけだ。いざ東京マラソンとして実現されてみると印象がずいぶんち
がうな。テレビ中継でフジのアナウンサーが「この東京の道路が使えることに

感謝して」とか言ってたけど、何でお前が言うかって思わない ?
■ゲブレセラシエ■たとえば戦争でもいいけど、なにかある状況をつくりあげ
る者っていうのは、財とか行為、あるいは身柄そのものをいったん人民からす
いあげてからまた配りなおすわけだよね。柄谷行人に言わせればそれは国家に
よる略取と再分配ということになるよね。わかりやすいのは、これまた石原慎
太郎によってできちゃった大道芸人のライセンス制度だよね。たしか「 ヘブン
アーティスト」っていう、恥ずかしい名前がついていたと思うけど。これも路
上パフォーマンスという行為をする資格、ていうか行為そのものをいったん取
りあげたうえで都が認めたパフォーマーにのみ分配している。こういった場合
に気になるのは、取りあげられた行為を取り戻すために主張する、というベク
トルと、取りあげた側が、ふたたび与えるというベクトルがぜんぜん逆だとい
うことだよね。デモなんかと同じく都市マラソンには、自分が立っているこの
場所は、いったい何のためにあるのかという危険な問いが隠されているはずな
んだけど、東京マラソンにおける「感謝」発言というのは、完全に再分配をと
おりこして「贈与」のイメージで語られているということだよね。
■エルゲルージ■そう考えていくと、ベーシックインカムなんかも、もともと
持っていたものを取り返す権利として語るのか、それとも親方からの配りなお
しとして語るのかによってまるで意味あいがちがってくるよな。そして統治者
側は取り戻しの物語に対しては抑圧するんだよ。今回の慎太郎のエビちゃんス
マイルと、去年のプレカリアートのデモに対する法を超えた弾圧ぶりっていう
のは同じことの裏表だよな。それにしても、皇居のまわりをグルグルまわるの
がランニングコースの定番だというのは悲しすぎるぜ。だれか皇居のなかでク
ロスカントリーやらせろという気骨のあるランナーはいないのかね。
■ゲブレセラシエ■北の丸公園はふつうに走れるんだけどね。

※登場する人物名は実在の人物とは関係ありません

IKEDA YUICHI俺の人生に時給くれ！連載③こんどは皇居を走らせろ!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』。



我輩は動物である。名前はまだない。というか、種類も住所も仕事もなん
にもわからない。ただただきもちよく安穏と日々を過ごしている。昨日何を食
べたかさえもわからないほどのきもちよさなのだが、どこから来たのかだけ
はなんとなく記憶にある。ような気がする。我輩はおそらくマルクスの『資
本論』のなかからやってきた。んじゃないかなあ。そう、メタ商品としての
貨幣というやつだ。精神分析的に言えば、対

オブジエクト

象 aともいうのかもしらん。な
んであれ、個物でありながら全体でもあり、系全体をまわしていく唯一にし
て無二の至高のフェティッシュなのだから、我輩のえらさもおのずから知れ
ようというものだ。といま我輩も知って驚いている。はやく慣れようと思う。

いっぽうで昨今あちこちで「動物」という言葉を目にする。「オタク」や
「ファスト風土」や「アメリカ人」などなどと絡めて動物が僭称されることが
多いようだ。先にも述べたように、動物は唯一にして無二のえらいものなの
であるから（順応性の高さは我輩のあまたある長所のひとつである）、おそら
く他の動物たちは光輝ある真の動物というものを知らないのではないだろう
か。であるがゆえに、無邪気に動物を名乗り、我輩だけに許されてあるはず
ののんべんだらりとした生活を満喫などしくさっていることと思われる。いや、
待て、それであるばかりかあまつさえ僭王らの誰もが自分だけは唯一にして
高貴な真の動物だと思っているとしたら……諸君、これは大変に遺憾な事態
だ !　我輩は高貴なるもののみが持つことが可能な純粋な怒りにしばらく震え
た。こころあるものには我輩の体毛がいとも優雅にたなびくのが見えたとい
う。この状態はしかるべく是正されねばならん。よって余は（かなりえらさ
に慣れてきたので人称はやはりこれでいきたい）世間に討ってでようと思う。
どちらが真の動物（偽の動物）であるのかはっきり白黒つけねばならん。と
いうわけで、以下しばらく我輩と他の動物たちとの熾烈なバトルが繰り広げ
られることになると思うが、そのような発想自体が春の雲のようにふわふわ
と長閑に生きてきた（坂の上の雲自身はけっしてそれを追うことはない）動
物のものではない気がする（豹変するのも我輩の長所のひとつだ）。なので、
結局どっちが真の動物だろうとかまわないという腰くだけな結論もはや見え
ている気もするが、読者諸兄にはどうかご寛恕ねがいたい。

さて、世間へとまろびでた我輩がでくわしたのは綿矢りさ『夢を与える』
である。動物は美形と大きな数字が好きだ。主人公の父母の来歴にはじまり、
必ずしも望まれて生まれたとは言いにくい主人公（しかし決定的な負性とい
うわけでもない、微妙で巧妙な描き方になっている）がＴＶや雑誌といった
メディアの世界と学校や交遊といったリアルの世界がめまぐるしく交錯して
いく中で成長していく、ごく短かな（ゆえにどちらかと言えばアンチとなる
が）ビルドゥングスロマンである。

簡にして要を得た構成・描写と書き割り的な事実を加速度的に畳み込んで
いく乾いた迫力で描いた傑作というほかない。動物にしか許されないドライ
さ、空虚さ、そして何よりも速度があり、これは真の動物なのではあるまい
かと、最初にしていきなり我輩の心胆は恐怖と歓喜に震え上がった。

しかし、最後まで読み終えたとき、それが杞憂であったことがわかり、お
おいに安堵し、また一抹の寂しさを禁じ得なかった。本人の意図がどうであれ、
どうもその結末がパセティックに見えてしまうのだ。メディアの中の空間とリ
アルの空間、しかしその敷居はいまや極薄であり、回転扉のようにその表裏
はくるくると回り続けることで、世界（＝セカイ）はほぼメディア＝リアルと
いってよい、のぺっとした一元的な環境に覆われている。その距離を喪失し
た世界の中で、特権的な誰か（同時にアトランダムな誰か）が世界を回す回
転扉に触れてしまい、極薄の層の内に距離を創り出す（夢を与える……）。そ
のとき「誰か」はいっさいの世界から放逐され、同じことだが世界そのもの
となってしまう。そのことはもちろん悲劇的なことだが、同時に喜劇的なこと
でもある。世界から「わたし」は放逐されるわけだが、同時に「わたし」は

「わたし」をも含む世界にもなるわけだから。最後の完全に空虚になった場所
で発せられる呪言めいた妖しい言葉。それは「わたし」が極限まで擦りきれ
た状態でどこからか響く悲鳴でありながら、同時にそれを内面とすることで
辛うじて人間として「わたし」を世界に繋ぎとめる。少なくとも、そのように
読めてしまうのはやはり動物としてはいまだしと言わざるをえない。

残念ながら、動物の旅は終わらなかった。はやくだらだらときもちのよい
生活に戻りたい……（くじけやすいのは我輩のおそらく唯一の短所である）。

❶
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1973 年東京都生まれ。85 年頃ふとものごころがつく。
以来ずっと動物。それ以前のことはよくわかりません。動物。徘徊す山本動物
Y a m a m o t o  D o u b u t s u



さ
て
、
前
回
は
子
供
た
ち
に
「
好
き
な
ど
う
ぶ
つ
や
の
り
も
の
」
な
ど
の
絵
を
た

く
さ
ん
描
い
て
ね
、
と
言
っ
た
と
こ
ろ
、
電
車
少
年
が
一
人
混
ざ
っ
て
い
て
東
武
東

上
線
や
総
武
線
と
、
十
数
種
類
の
電
車
が
そ
の
車
両
ま
で
し
っ
か
り
描
き
分
け
ら
れ

た
絵
を
ひ
た
す
ら
描
い
て
く
れ
た
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
で
す
。
こ
ち
ら
と
し
て
は

「
電
車
」
と
か
「
バ
ス
」
と
か
「
飛
行
機
」
と
か
適
当
に
色
々
と
出
て
く
る
と
思
い
込

ん
で
い
た
の
で
す
が
「
の
り
も
の
」
の
中
で
「
電
車
が
好
き
」
な
ら
こ
の
結
果
は
当

然
で
す
。
そ
し
て
こ
う
い
う
想
定
外
の
事
態
が
起
き
る
と
ぼ
く
は
「
あ
あ
、
お
は
な

し
の
神
様
が
降
り
て
き
て
く
れ
た
」
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
二
時
間
で
絵
本
を
つ
く
る
方
法
の
説
明
を
簡
単
に
し
ま
す
。
子
供
た
ち
の

描
い
た
絵
、
プ
ラ
ス
七
字
さ
ん
の
「
男
の
子
」
や
「
女
の
子
」、
あ
る
い
は
「
塔
」
や

「
森
」
と
い
っ
た
、
な
ん
と
な
く
物
語
の
イ
メ
ー
ジ
が
わ
き
そ
う
な
絵
を
混
入
さ
せ
、

数
十
枚
の
絵
が
揃
っ
た
と
こ
ろ
で
、
絵
を
裏
返
し
に
し
て
シ
ャ
ッ
フ
ル
し
ま
す
。
そ

し
て
、
何
も
考
え
ず
に
順
番
に
八
枚
の
絵
を
裏
返
し
の
ま
ま
と
っ
て
い
っ
て
そ
れ
ぞ

れ
に
番
号
を
ふ
っ
て
お
き
ま
す
。
こ
れ
で
絵
本
は
ほ
ぼ
、
出
来
上
が
り
で
す
。
絵
を

引
い
た
順
番
に
は
こ
う
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。

１
の
絵
は
主
人
公
で
す
。
こ
こ
に
人
が
来
よ
う
が
人
以
外
が
来
よ
う
が
、
そ
れ
が

主
人
公
と
い
う
決
ま
り
で
す
。
つ
ま
り
、
「
電
車
」
の
絵
が
大
量
に
混
入
し
て
い
る
以

上
、
か
な
り
の
確
率
で
主
人
公
が
「
電
車
」
、
し
か
も
、
鶴
見
線
と
か
車
両
が
具
体
的

な
電
車
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
「
機
関
車
ト
ー
マ
ス
」
状
態
と
い
う
と
こ
ろ

で
す
。
２
は
１
の
主
人
公
の
「
前
」
が
こ
う
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。「
前
」
と

は
「
昔
」
で
も
「
前
世
」
で
も
「
正
体
」
で
も
い
い
の
で
す
。
３
、
４
、
５
は
一
つ
の

セ
ッ
ト
で
１
は
３
に
頼
ま
れ
て
４
を
５
の
と
こ
ろ
に
届
け
る
、
と
い
う
「
お
は
な
し
」

に
し
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。「
赤
頭
巾
」
は
「
お
か
あ
さ
ん
」
に
頼
ま
れ
て
「
パ
ン
」

を
届
け
る
、
と
い
う
の
と
同
じ
パ
タ
ー
ン
で
す
が
、
何
し
ろ
、
ど
ん
な
カ
ー
ド
が
出

て
く
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
６
は
と
り
あ
え
ず
１
が
出
発
す
る
な
り
行
動
を
起
こ
し

た
直
後
に
起
き
る
こ
と
で
す
。
主
人
公
が
６
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
６
と
出
会
っ
て

何
か
が
起
き
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
１
の
お
つ
か
い
を
邪
魔
し
よ
う
と
す
る
７
の
仕

業
で
す
。
け
れ
ど
都
合
良
く
８
が
助
け
て
く
れ
て
、
無
事
、
お
つ
か
い
は
成
功
。
す

る
と
最
後
に
ど
う
な
る
か
は
自
分
で
考
え
て
ね
、
と
い
う
も
の
で
す
。

白
紙
を
ホ
チ
キ
ス
で
閉
じ
た
「
白
い
絵
本
」
の
見
開
き
の
左
ペ
ー
ジ
に
１
か
ら
８

を
ま
ず
、
順
番
に
貼
り
込
ん
で
し
ま
っ
て
、
そ
の
上
で
、
親
子
で
、
も
し
く
は
子
供

を
ま
じ
え
た
大
人
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
で
、
以
上
の
ル
ー
ル
で
「
お
話
」
を
つ
く
り
ま

す
。
も
う
お
わ
か
り
だ
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
『
物
語
の
体
操
』
な
ど
で
ぼ
く
が

よ
く
使
う
「
行
為
者
モ
デ
ル
」
を
ベ
ー
ス
に
絵
を
並
べ
て
「
お
話
」
の
構
造
を
決
め

て
し
ま
っ
た
上
で
、
つ
じ
つ
ま
を
あ
わ
せ
て
い
く
、
と
い
う
も
の
で
す
。

さ
て
、
一
体
ど
う
な
る
の
か
。

例
え
ば
あ
る
グ
ル
ー
プ
で
は
１
は
女
の
子
が
出
た
も
の
の
、
２
は
寝
台
特
急
北
斗

星
で
す
。
早
く
も
「
電
車
」
出
現
で
す
。
さ
て
女
の
子
が
「
前
」
は
こ
の
「
電
車
」

だ
っ
た
、
と
い
う
「
神
様
の
お
告
げ
」
を
ど
う
つ
じ
つ
ま
を
あ
わ
せ
る
か
。

こ
ん
な
「
答
え
」
を
用
意
し
た
グ
ル
ー
プ
が
い
ま
し
た
。「
私
は
人
形
の
女
の
子
で

す
」「
私
の
体
は
寝
台
特
急
〝
北
斗
星
〞
の
シ
ー
ト
の
布
で
で
き
て
い
ま
す
」（
図
１
）

う
ま
い
で
す
ね
。
電
車
の
シ
ー
ト
で
作
ら
せ
た
人
形
が
主
人
公
。
そ
う
そ
う
考
え

て
思
い
つ
く
主
人
公
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

あ
る
い
は
Ｊ
Ｒ
鶴
見
線
が
主
人
公
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
グ
ル
ー
プ
で
は
池
袋
線

２
０
０
０
０
系
の
と
こ
ろ
に
仲
間
の
タ
イ
コ
を
届
け
る
と
船
が
現
れ
、
そ
れ
は
丸
の

内
線
の
仕
業
で
、
そ
れ
を
池
袋
線
普
通
車
が
助
け
て
く
れ
る
、
と
カ
ー
ド
の
神
様
に

言
い
渡
さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
が
ど
ん
な
「
結
末
」
に
な
っ
た
か
は
図
２
の
通
り
で
す
。
新
し
い
車
両

２
０
０
０
０
系
が
で
き
て
「
電
車
音
楽
会
」
を
開
く
の
で
タ
イ
コ
は
池
袋
線
の
と
こ

ろ
に
行
き
た
い
、
け
れ
ど
、
池
袋
の
手
前
に
は
船
が
浮
か
ん
で
い
て
巨
大
な
池
が
で

き
て
い
る
。
丸
の
内
線
は
一
種
類
し
か
車
両
が
な
い
の
で
新
型
車
両
が
で
き
た
池
袋

線
を
う
ら
や
ま
し
か
っ
た
。
し
か
し
そ
こ
に
な
ん
と
空
飛
ぶ
池
袋
線
の
普
通
車
の
方

が
現
れ
て
…
…
。

と
、
こ
ん
な
感
じ
で
す
。
電
車
だ
ら
け
で
す
が
、
ち
ゃ
ん
と
「
お
は
な
し
」
は
成

り
立
ち
ま
す
。

こ
う
や
っ
て
で
き
あ
が
っ
た
お
話
を
右
ペ
ー
ジ
に
ク
レ
ヨ
ン
で
書
き
込
ん
で
、「
絵

本
」
の
完
成
で
す
。
子
供
に
絵
を
描
い
て
も
ら
う
と
こ
ろ
か
ら
完
成
ま
で
、
指
導
す

る
人
が
コ
ツ
を
飲
み
込
ん
で
い
る
と
だ
い
た
い
二
時
間
で
、
つ
く
れ
ま
す
。

ぼ
く
が
今
、
考
え
て
い
る
の
は
こ
ん
な
形
で
「
お
は
な
し
」
を
親
子
で
つ
く
る
プ

ロ
セ
ス
を
指
導
し
て
く
れ
る
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
の
よ
う
な
人
た
ち
を
つ
く
れ
な
い

か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
の
話
は
次
回
。 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
つ
づ
く
）
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も
の
が
た
り
の

た
い
そ
う第

三
回
◉
お
は
な
し
の
神
様
降
臨

子
供
と
一
緒
篇

大
塚
英
志

太田出版

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
後
』、『
公
民
の
民

俗
学
』（『
伝
統
と
は
何
か
』
改
訂
版
）、『
偽
史
と
し
て
の
民
俗
学
』
と
民
俗
学
４
部

作
が
春
ま
で
に
刊
行
。
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◉
絵
（
船
／
女
の
子
）　

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
。

★図１

★図 2

◉絵（電車 4 点）　
こばやしともき
この絵は、06 年 9 月に行われた「ＣＷＳ創作学校絵本セミナー」
で制作された絵本「でんしゃおんがくかい」からの引用です。
ほかに、「電車にたすけられたセミ」（絵・ならはらあゆみ）、「く
もとかわ」（絵・やまもとけんと）の２作品が制作されました。
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たの し い 革 命 ⑨絓 秀 実 S u g a  H i d e m i
柳澤が今なおその線を押さえていれば、サイバネティクスもフェミニズムも
ポスト構造主義もSFも踏まえて、「女は産む機械」であると確信を持って言
いえたかもしれない。柳澤発言は単なる放言でしかなかったが、彼が、その
高校生時代のような知的探究心を維持していて確信的に「女は産む機械」と
言ったとすれば、事態はまったく別の方向に進んでいただろう。そのことが
惜しまれる。

今回の出来事で危惧すべきなのは、日本の政治家の PC 感覚の欠落ではな
い。そんなものは、時がたてば浸透していくだろう。問題は、支離滅裂なPC
が何の抵抗もなく流通してしまう、ポストポリティカルな環境なのである。

すでに報道がなされているが、外山恒一（90 年代高校生反管理闘争活動家、
革命家、元福岡刑務所囚人、ファシスト、前衛政治家、ストリートミュージ
シャン etc）が、「政府転覆」をスローガンに、今度の東京都知事選に立候補
を表明している。彼は PC がもたらしたポストポリティカルな状況に対して
一貫して批判してきた人間であり、今回の立候補もその文脈にある（彼の下
獄も多くは、その問題にかかわっていた）。その一点だけで、外山の立候補を
支持する。都知事選には、かつて内田裕也や秋山祐徳太子（前衛芸術家）と
いう、それなりに意義のあるホーマツ候補がいた。外山は彼ら以上の超ホー
マツだが、超ホーマツ以外には現在のポストポリティカルな状況に「政治」
を導入しようという者など、いはしないだろうからである。

柳澤伯夫厚生労働大臣が 1月 27 日の松江の講演会で「女は産む機械」と
発言したことが、ジャーナリズムで大きく取り上げられることで、PC（ポリ
ティカル・コレクトネス）と俗流フェミニズムによる非難の大合唱が起こった。
これは、政府の少子化対策にかかわる発言であり、それ自体はいかようにも
批判できる。しかし、柳澤発言への批判は、概して納得できないものが多か
った。たとえば、ジャーナリズムでは好意的に報道されて TVドラマにまで
なった向井亜紀（髙田延彦の妻）の「代理母」問題にしても、それは、自分
たちは「人間」だが、代理母は「産む機械」と見なしていることではないのか。
柳澤の「女は産む機械」はダメで向井＝髙田は良いというのでは理屈に合わ
ないだろう。

人間は機械ではないという相も変らぬ反発についてだが、ラ・メトリーや
ノーバート・ウィナーを想起するまでもなく、人間機械論は、それ自体とし
ては単純にしりぞけることができないものである。SF や生命倫理問題を参照
するまでもなく、われわれは、ほとんど人間機械論的な環境にいるのではな
いか。難しく考える必要はない。向井亜紀にホロリとしてしまうジャーナリ
ズムも、そのためには人間機械論を杜撰に密輸入せざるをえないということ
だ。また、80 年代フェミニズムの一部には、「女は産む性」といった発想が
有力に存在した。エコロジカル・フェミニズムと言われる潮流がそう主張し
ていたし、ジュリア・クリステヴァの理論も「産む性」的な発想が潜在して
いる。「女は産む機械」と言ったからとて、無下に却下できるものでもあるま
い。丁寧な議論が必要なはずではないか。

その後の柳澤伯夫の弁明に、人間機械論もエコ・フェミも念頭になかった
ことは明らかである。しかし仄聞するところ、彼は赤貧の高校時代にマルク
ス主義者であったという。彼の近傍には、安保ブント創設者の一人であり、
後に留学先のアメリカで火災に遭って死亡した生田浩二（経済学者）もいた。

絓秀実 § S u g a  H i d e m i

49年生。批評家として革命の思考と運動に精魂を傾けつつも
「そんなもの来ませんよ」と笑い飛ばしもする実践アナーキス
ト。主演のドキュメンタリー映画『LEFT ALONE』（井土紀州
監督）が、ロングラン巡回上映中。
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「東のアキバ、西のポンバシ」とも言われる日本橋でんでんタウン（大阪市
浪速区）は日本第二の電気店街だ。森川嘉一郎の『趣都の誕生　萌える都市
アキハバラ』（幻冬舎）はオタクの個室が都市空間へと拡張した街として秋
葉原の変容を描き出したが、日本橋も最近その傾向が強まった。同人誌やま
んが専門店、ガンダム系の専門店、フィギュア専門店などが続々と誕生し、
ここ 1 ～ 2 年はメイド喫茶がボコボコ開店している。
　ところで、その日本橋が貧困問題を抱える街であることはあまり知られて
いない。地元の学校の校長先生と何度か話をしたが、生徒たちの家庭の貧困
問題はかなり深刻で、生活保護受給の比率は高く、家庭環境に様々な問題を
抱える生徒がかなりいる。また、日本橋近辺にはダンボール等の回収業者
（よせ屋）が幾つかあり、リヤカーでダンボールを集める野宿者がこの地域
に集中する。それもあって、夜になるとでんでんタウンでダンボールハウス
を作って寝る野宿者の姿が毎日多数見られる。
　そもそも、日本橋は江戸時代から明治まで日本有数のスラム街（通称「名護
町」）だった。1886 年の行政文書ではその光景が「住民は裸体で生活すること
も意に介さず、その妻子はボロをまとって紙屑拾いや乞食をなし」などと語
られている（現在の日本橋の紙回収業はこの「紙屑拾い」の名残りだろうか）。
　名護町は 1885 年～ 91 年、大阪初の「スラムクリアランス」によって解体
させられた。それは、「数多くの貧民を立ち退かせた上で不潔家屋を改造し、
改築・新築した家屋には貧民を戻らせないという、きわめて効果的な」街の
美化事業だった。移転させられた「不潔長屋」の数は、新聞報道によると
4930 戸（！）。つまり、それ以上の数の住人が立ち退かされたのだ。人々は
周辺の村に移り、「六畳一間位の家に夫婦三組も居住」あるいは「狭き小家
に 4 ～ 50 名の老若男女が大抵は裸体の儘にてごろごろ寝ころぶ」（！）とい

う有様だったという。おまけに、その先々で警察が再び「退去」を命じてきた。
　驚くのは、こうした情け容赦のない排除に対して新聞がむしろ賛成してい
たことだ。大阪朝日新聞によれば「大坂の犯罪人を云ば先づ名護町の住民を
指し大坂の流行病を云ば先づ名護町の住民を指し大坂の貧民を云ば先づ名護
町の住民を指し荀しくも大坂に在りて有害なものは悉く名護町より発生せざ
るはなきが如く実に名護町は大坂の疾病と謂ふべきなり」（以上引用は加藤
政洋『大阪のスラムと盛り場』［創元社］より）。
　言うまでもなく、こんなことは人権を無視した暴挙として今では絶対に許
されないと思うだろう。しかし、そうだろうか。昨年 1 月と今年 2 月、大阪
市は靱公園・大阪城公園そして長居公園で野宿者のテントを強制排除（行政
代執行）した。貧困の結果として住む家を失った人々を、居住していた公園
から情け容赦なく強制排除したのだ。120 年前に日本橋の住民が「この上は
手をもって引きずり出さるるとも立ち退くまじ」と反発したように、去年も
今年も野宿当事者と支援者が非暴力抵抗で座り込んだが、大阪市によって

「引きずり出さ」れて排除された。去年、大阪城公園から追い出され長居公
園に移った人もいたが、120 年前と同じように再び「退
去」を命じられた。排除の理由は、120年前と同じく「街
の美化」であるようだ。新聞も「行政もホームレスも
歩み寄りを」（すなわち「追い出される方も悪い」）「『野
宿が気楽』 施設敬遠」（いずれも朝日新聞）と報道した。
　この排除も、やがては「こんなことは今では絶対に
許されない」と感じられるのだろうか。それとも、わ
れわれの社会は同じ事を（柄谷行人がよく言うように）
120 年周期で反復し続けていくのだろうか。

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。プアプア批評③ 生田武志

『
大
阪
の
ス
ラ
ム
と
盛
り
場
』（
創
元
社
）





［重松］巧いなあ、その比喩
（笑）。

［中森］あれに、慎太郎が他
人の小説の筋を喋っ

てるときと同じ誠実を
感じる（笑）。

今回のあれ、村上龍
と石原慎太郎と綿矢

りさの「文藝春秋」
の対談もね。傑作

だったよ。村上龍が
、「三人とも、ルック

スが悪い方じゃない」
って（笑）。

［重松］「自分で言うかね」
とか石原慎太郎さん

にツッこまれて（笑）
。

［中森］慎太郎、ぼくは買っ
てるんだけどなぁ

。政治家としてはどう
かと思うけど、文学

に関しては彼は相変
わらず才能のある若

者ですよ（笑）。中
原昌也に「どこがい

いんですか」って言
われたけど、「完全な

遊戯」なんてねイイ
よね。才能だけで

書いてる。「月刊　石
原慎太郎」（サン出

版）で慎太郎が福田
和也と対談したとき、

福田が「完全なる遊
戯」ってタイトルまち

がえるのに、本人も
そのまま訂正しないの

（笑）。もはや自分
の小説のタイトルもわ

かんなくなってる
のかな（笑）。

　でも、今日（こん
にち）のポリティカル

・コレクトネスの感覚
で言って、「完全な

遊戯」と、大江の「
政治少年死す」はす

ごいですよ。あれは
、右翼のひともちょ

っと考えてもらいたい
ね。大江は完全に右

翼に感応してて、アイ
ロニーじゃないん

だ

よ。福田和也なんか
より、よっぽど本物の

 “パンク右翼 ”だと思うな！　こな
いだ

の『さようなら、私の
本よ！』にしても、最

後どうなるかっていっ
たら、六本木ヒル

ズと思しき場所でテロ
を起こして、古義人

が NHK行って声明を発表
しようとする話

だよね。よく思いつく
と思わない？

　それだけじゃなくて
、「もし三島があのと

き死ななかったら」
という仮定もしていて

、

たぶん懲役 10年ぐらいかな、8
0年ごろに 55歳の

、半白髪でまだ壮健
な三島

が出てきて、おらそ
く90年代のオウム

につながっただろ
う、と書いている。

俺、

大江さんはホントにそ
う考えたんだなって思

うよ。彼にとって三島
由紀夫はまさに生

涯の抑圧で、「死な
なかったらどうなっ

たか」を身体的恐怖
としてマジで捉えてる

、

そのことに感心した。

［重松］中森さん、やっぱり読
んでるし、好きですよ

ね、文学。

［中森］でもね、まだ江藤（
淳）さんが生きてた

ころ、町田康の野間
文芸新人賞の授

賞式で、壇上で大江
と江藤が並んで坐っ

てたんですよ。それ
で、町田のギャグに

二人一緒に笑ってた
。あれはいい光景だ

ったね。そこに見沢
知廉が現れてね。

あいつ文壇の「林家
ペー」だったから、

「さっき大江と江藤が
居たよ」と言ったら、

「しまった、もう一生
ツーショット撮れない！

」ってすげえ悔しそう
な顔してたの。そん

な気のいい見沢が三
島賞候補になったと

き、鈴木邦男が「SPA!」でヘンな風に

書いたって激怒したん
だよね。「賞の選考に

影響がある」とかっ
て（笑）。

　死んだから言うんじ
ゃないし彼の努力は

認めるけど、たとえば
「調律の帝国」は、

大江がノーベル賞獲
ったあとでさえ書き直

しさせたという「新潮
」の名編集長・坂

本さんが何十回と書
き直させてあのとん

でもない文章でしょ。
見沢がかわいそうだ

よ。ホント、ちゃうと
か、そういうのの気持

ちはわかるけど、文
学はひどいと思ったね

。

文学っていう「異性」
がひとを狂わせるとい

うか、よりによって向
いてないひとこそ

が好きになったりする
でしょう。

［重松］「好きになる」のと
「やってしまう」のは

同じなのかな……。

［中森］よく冗談で 「ぼくは
文学なんて愛してな

い、文学に愛されて
るんだから」と

か吹聴してるんだけ
ど（笑）、愛されてな

いひとに対して文学
は酷薄ですよね。映

画もそうでしょ？　（北
野）たけしさんと会っ

たとき喋ったけど、み
んな映画が好きで

ひれ伏しちゃうから、
映画にひどい目に遭

ってるわけですよ
。文学もそうじゃない

で

すか。誰とは言わな
いけど、文学に片思

いなひとの満を持して
書いた小説のなん

と無惨なことか。 ◉

［中森］逆のことを感じたのは
「yom yom」と、それについ

て「波」で松田（哲
夫）

さんが書いた文章。
あれでなにか感じな

いひとはおかしい
よ。アイドルの世界だ

と、

新垣結衣っていう娘
がポッキーの CMで踊ってるのがす

ごくて、ただ踊ってる
だけ

なの。ポッキーという
と、山口百恵と三浦

友和、あるいは松田
聖子と田原俊彦の、

ストーリーや歌がある
のが定番だったのに

、演技もなければ本
人の声ない。ここま

できたか、とね。

［重松］物語がないんですよ
ね、ぜんぜん。

［中森］それって松田さんの
「yom yom」論で、オーディ

オからあれこれぜ
んぶ引

いたらウォークマ
ンや iPodになったのと同じで

、ぜんぶ引き算した
結果なんだよ。

文学それ自体から文
学的な「物語」や「

神話」を引き算した
のが「yom yom」

なんだなって。小説
誌も個人的には好き

なんだけど、考えて
みれば、江國香織

以降の「売れる女性
作家」がいても、み

んな単行本で買うん
だよね。「オール讀

物」や「小説現代
」では買わない。

純文芸誌だってたぶ
ん、同じことだよね

。

でも、引き算した「yom yom」なら買う、ってこ
とになっちゃう。

［重松］しかし、それでよか
ったんじゃないで

すか？　大衆小説誌
で作家がグラビアで

ラーメン食わなくても
、作品が載ってれば

いい。作家が旅行し
て、写真一緒に撮

ったからといって
さ、それを羨ましい

とも思わないし、す
ごいとも思わないで

しょ

う？　その面では、「
作品があってナンボ

」ってとこまで、やっ
と落ちてきたんじゃ

ないですか、正当な
ものに。

［中森］それで思い出したの
が、「彷書月刊」で

連載してるnanakikaeっていう広島

の女子高生。岡本か
の子の「呼ばれし乙

女」を模擬試験で読
んで感動して、図

書館で取り寄せて、
それを全文印字して

、自分で製本して本
、つくっちゃったんで

す。「若いやつは本読
まない」っていうけど

、つくっちゃうんだから
。最新の号ではね、

谷崎の「刺青」に自
分なりのカバーを付

けてみました、って。
カバーにトレーシ

ン

グペーパー使って、
刺青が入ったようにし

てさ……。

［重松］ほんとに「本」が好
きなんですね。

［中森］「妄想一箱古本市」
って回なんかは、竹

久夢二の「秘密」、
芥川龍之介「舞

踏会」「蜜柑」の豆
本をつくったり、中島

敦の「弟子」なんて
一巻ずつ巻物にし

て箱に入れてたり、
16巻セットをつくって

るの。こういうのは逆
にパソコンがある

時

代ならではでしょう。

［重松］どう加工するかの楽し
みがありますよね

、テキストって。

［中森］たとえば「重松清 vs獅子文六」みたい
なことが日常的に起

こるようになる（笑）。

［重松］安売りしてるCDは、アルファベット
順だから、一枚の中

に T-REXとトム・ジ

ョーンズが入ってたり
する（笑）。でもそれ

をシャッフルして聴くと
またおもしろいん

で

すよ。
［中森］逆転があってね、「

ブライアン・デ・パル
マに影響を受けてる

新しい映像作家

を発見した、アルフレ
ッド・ヒッチコックだ」

とかね（笑）。でも、
重松さんが言った

みたいな並列の感覚
からすれば、そうなる

んだよね。それが文
学にも現れた。ひ

とりいるってことは
、何十人もいるってこ

とですよ。
◉

［中森］作家は生き延びると
思うんですよ、メディ

アがどう変わろうと。
アナログレコード

が CDになるときにい
ちばん売れたのはビ

ートルズだったよ
うに、結局はアーカ

イ

ヴを持ってる者が強
い。だから、出版社

にとっていちばん
大きな選択は、上場

し

なかったことだと
思う。もししてたら、

いちばん狙われやす
いですよ。ホリエモン

騒

動を思い出せば、わ
かるよね。コンテン

ツいっぱい持ってる、
資産持ってる、社

員の給料やたらに高
い（笑）。

［重松］村上ファンドが角川を
狙いましたよね。

［中森］新潮社とか文春は、
上場してたらまっさき

にねらわれますよ
。テレビ局だって

買われるんだから。
出版社の上場を阻ん

でいるのは、じつは
「作家の前借り」と

いう制度だとぼくは思
うんだ（笑）。だって

、株主に説明できな
いじゃない？　誰と

は言いませんが、前
借りで家建てて、死

んだ途端に更地にな
っちゃった埴谷雄高

とかね（笑）。あれ
ほど自作を文庫化し

ないってかたくな
だったのに、死後す

ぐに

講談社文芸文庫にさ
れちゃうし。でも、そ

の文庫化した『死霊
』を宇多田ヒカルが

読んでるわけだから
……。埴谷の “死霊 ”があの世で「ぷ

ぷい !」って笑って

んじゃないかな（爆笑
）。

　物語は生き延びて
いきますからね。だ

から近い将来、出版
社はなくなって、物

語を売る会社になる
かもしれない。本は

、そのうちの紙部門
でつくる。百科事典

がぜんぶ ROM化したじゃないです
か、あれと同じで、

出版社はコンテンツ
を管理

する会社になるんじゃ
ないかな。でも、編

集者って絶対必要だ
と思うんですよ。編

集者の数はいまの十
分の一になり、一人

が十倍の給料をもらう
ようになる、と。

［重松］編集者が個人的に作
家と契約するかもしれ

ない。

［中森］エージェント的な感じ
ね。いまの時代「カ

リスマ」と呼ばれて
るのは、ほとん

ど編集者的な仕事の
ひとたちなんです

よ。本屋もそれに気
付いて、本屋大賞を

、「本

のソムリエ」っていう
言いかたしましたけど

、そういう感じ。ワイ
ンをつくるわけじ

ゃな

いけど、お薦めする
。DJもそうだし、スタイリ

ストもそうですよね
、服をつくるわけ

じゃないんだから
。

［重松］本当は批評家がそう
いう役目をやるはずで

すね。

［中森］批評家にぜひやって
もらいたいのは、講

談社文芸文庫の『戦
後短篇小説再

発見』みたいな仕事
だよね。アンソロジー

の編纂。ああいうこ
とは批評家で建設

的にやってほしい。本
を歴史性のなかに位

置づけることね。あと
世界性のなかにも。

作家に対しても読者
に対しても、「あなた

がたがいまやって
ることっていうのは

、実

はこういうひとがや
ってたんだ」というリ

ンクづけだよね。そ
れは、未来の書き手

や

読者を組織することに
なるわけだし。ま、

歴史なんか関係なく
ても少なくともリンク

のための字引をつく
る、批評家は “文学検索エンジン

”になるべきじゃない
？

　たとえば、『嫌われ
松子の一生』は、「

冒頭で女性が死んで
その過去を追う」

って物語だよね。リン
クすると、近年でい

えば宮部みゆきの『
火車』がある。とこ

ろであれは、「死んだ
人間が入れ替わって

る」というトリックだけ
ど、そういう小説の

代表作にグレアム・
グリーン『第三の男

』があった。さらに
はレイモンド・チャンド

ラーの『長いお別れ
』、友人が死んで探

しに行ったら生きてた
からそれを殺す、っ

て話があるんだけど
、それを裏返してる

のが村上春樹の『羊
をめぐる冒険』です

よね。メキシコを北海
道にして、生きてたと

思ってた鼠が死んで
た、となる。

　もっと言えば「女性
が死んだってところか

ら始まって過去を探す
」っていう作品に

は、有吉佐和子の『
悪女について』があ

りますよね。二十何
人の証言で死んだ

女の肖像が浮かび上
がる。あの小説が長

すぎるという『女流』
における関川夏央

の批判は明らかな不
当評価です。同じス

タイルの渡辺淳一『
阿寒に果つ』と比べ

てみればわかる。た
だ『阿寒～』の時任

純子ってモデルがい
て、若き日の作者は

本当に彼女と恋をし
ていたと。やはり渡

辺淳一センセイは若
いころから恋愛の才

能

だけはある（笑）。
片岡義男が訳した『

チャーリー・パーカー
の伝説』ね、あれ

も実話だけど多様な
オーラル・ヒストリー

ズで、証言者によっ
て生まれた年も性格

も

まるで違う。ジョージ
・プリンプトンの『イ

ーディー』とか『トル
ーマン・カポーティ』

とかみんなそうで
しょ。まあノンフィクシ

ョンは置くとして、少
なくとも第 2次世界大

戦以後の小説で、冒
頭で誰かが死んでそ

の過去を追うって物
語では、死者が入

れ替わってるとか、
多様な証言者の語り

による多面体になる
とか、それはトリック

と

いうより作者の倫理…
…というか、まあ最低

限のモラル（節度）
だよね。なのに、

死んだ女がただひた
すら一直線に落っこ

ってくだけの『嫌わ
れ松子の一生』が、

モラルとして許される
のかどうか。映像的ト

リックをふんだん
に使った『嫌われ松

子』

の映画化作品って、
明らかに原作小説へ

の批判でしょ？　宮部
みゆき、グレアム・

グリーン、レイモンド
・チャンドラー、村上

春樹、有吉佐和子
、渡辺淳一……こ

のクラスの “大衆作家 ”でさえ、みんなち
ゃんとマジメに小説の

モラルを守ってる

んだからさ。
［重松］ほんとに好きですよね

、文学（笑）。

ぼ
く
の
十
代
は「
や
あ
、庄
野
潤
三
」と
か
で
…
…
（
重
松
）

滑
稽
だ
け
ど
、「
や
あ
、ジ
ュ
ネ
」っ
て
感
じ
だ
っ
た
か
ら
（
中
森
）



　その対談で大江が
、「いまは細部にこ

だわる小説ばかりで
だめだ」みたいなこ

とを言うんだけど、三
島に「細部のない全

体もなければ、全体
のない細部もない」

って、理路整然と論
破されちゃうんですよ

。「われわれ作家っ
ていうのは、作家と

いう役所であると同時
に、窓口でもなけれ

ばならない」って。
なかなかすごいな

あ、

と。つまり、長い小
説の全体も、一行一

行でできてるじゃない
か、と。のちに大江

と中上の対談でも同
じように論理対立して

、今度は中上が論破
されるんだけど、若

い作家に対する態度
としては、圧倒的に

三島由紀夫のほうが
親切ですよ。

◉

［重松］昔ね、絓（秀実）さ
んと渡部直己さんが『

それでも作家になりた
い人のための

ブックガイド』をつくっ
たときに構成を担当し

たんですけど、二人
が「村上龍で歴史

性が分断された」と
言ってたのをよく覚え

ています。たしかに、
龍さん春樹さんま

ではみんなよく知って
いるけれど、その前

の時代に対して目が
行かなくなってるひ

とが多い。でも、中
森さんはそうじゃない

んですよね、解説の
仕事なんか見てても

、

邦訳が 60年代 70年代のものからい
ろいろ持ってくるし、

よく考えると『東京ト
ン

ガリキッズ』自体が堀
川正美でしょう？

［中森］よく考えたら恥ずかし
いよね。でも、いまは

「堀川正美」をみん
な知らないから、

「恥ずかしい」理由
もそのカッコよさも

、わかんないんだろ
うね（笑）。『太平洋

』と

か、すごくカッコイイ詩
集があって、「明日が

あるとおもえなけ
れば子供ら夜になっ

て

も遊びつづけろ！」
とか、「時代は感受性

に運命をもたらす」と
かってフレーズが

あ

ったりしてね。
［重松］中森さんはホント、そ

ういう古いのよく知っ
てる。それなのに、当

時「パソコン」

ではなく「マイコン」
が流行りだしてたこと

もあって、「歴史性を
否定して始まった」

という誤解と偏見が新
人類につきまとったん

ですよね。たしかに
、現代思想とかもよ

く使ってたけど……。

［中森］横文字をバーッと、
デジタルに。歴史性

抜きで。

［重松］そう、でも、そういう
歴史性のなさからす

れば、新人類がいち
ばん否定しそう

な昭和 30年代、40年代
の日本が、中森さん

の仕事のベースにあ
る。「高校中

退して団塊の世代の
本棚を読んでしまった

男」らしさが。

［中森］それって15歳で、
75年に上京したこと

が非常にデカいんだ
よね。あとづけ

的には「中島みゆき
が 「時代」 を出した年」

ってことになるん
だけど、75年の

東京のリアリティって、
なにもなかったん

ですよ。学生運動も
ただ残滓だけがあっ

て、

当時の無職は「フリ
ーター」という言葉も

なければ「ニート」
もないから、適当に

バイトやって、できた
てのゲーセンとか

深夜の映画館とか、
オールナイトのデ

ィスコ

行くしかない。よく補
導されましたね（笑）

。でもほんと、ほか
に行くところなかった

。

［重松］そこで堀川正美のあ
のフレーズが生きてく

るじゃない？　「夜に
なっても遊び続

けろ」と。
［中森］でも、ちゃちで恥ず

かしい話なんだけど
、いま考えると、け

っこうキツかった
と

思うんですよ。16で
学校やめたとき、ま

わりでやっぱり家出し
てきた連中は本当の

不良たちで、ぼくは
自分は不良じゃなくて

インテリだと思ってた
から（笑）。あとから

、

ひとつ上の卓球部の
先輩が「フォーライフ

レコードでデビュ
ーしたい」って、ギ

タ

ーひとつ持って上京
してたんだけど、彼

らは本当に身軽で、
すぐに住みこみの仕

事をしちゃうんですよ
。15なんだけど「2

0歳だ」とか言って
小岩の炉辺焼き屋に

飛び込みで働いて、
ハチマキ巻いて焼酎

飲んで、顔真っ赤に
して店頭で呼びこみ

やってたり……。

［重松］夜の世界って、「若者
の」というより「大人

の」世界でしたよね
。

◉

［中森］でもね、いいエピソ
ードがあって。まだカ

ラオケがなかった
ころ、その 1コ上

の歌手志望の先輩が
17歳なのにやっぱり

20歳ってサバ読んで
、清瀬のお店で

弾き語りやってたんで
すよ。彼の仕事の終

わりを待って店の端っ
こで飲んでたりす

ると、「わあ、かわい
いわね、ボク」とかっ

て、おばちゃんとダン
ス踊らされたり（笑）。

　そこは、25歳で
アフロ・ヘアーの、ビ

ルの持ち主の息子の
店で、そのカノジョ

で 20歳の女の子も
働いてて、お店が終

わると四人で遊んだり
してたの。ところが

その店で、客が暴れ
て灰皿で別の客を殴

る、みたいな流血事
件があったんです。

で、通報されて警察
が来るんだけど、そ

うすると弾き語りやっ
てたヤツが 17歳っ

てバレるじゃない
ですか？　

　ところが、そのアフ
ロがじつは 16で、女の子のほ

うは 15（笑）。親が黙認
して

やらせてたんです
ね。じつは「コドモの

店」だった（爆笑）。

［重松］それが清瀬じゃなくて
福生だったら、龍さ

んとほぼ同時期でしょ
う？　深夜徘徊

の「ブルーの龍」と
同時代にいたんです

よ。

［中森］『限りなく透明に近い
ブルー』は 76年だね。柳美里

や内田春菊とかと話し
て

ても、当時の彼女た
ちが家出してベンチ

で夜明かししながら「
限りなく透明に近い

ブルー」を見てた感
じがよくわかる。そ

れから「灰色のコカ
コーラ」だっけ、「一

錠は僕のために、一
錠はマイルスのために

」なんて感じも。

　春菊さんの「物陰
に足拍子」のラスト

は、みどりが家を出
るところで終わるんだ

けど、あの、「ほん
とにもう駄目だ、家に

はいられない」って
夜明けに家を出る感

じもよくわかる。前に
、青山真治の「ユリ

イカ」で起きるバスジ
ャックについて書い

たことがあった。ぼく
が 17でそうやって家出

したときに乗ったバス
が三重交通のバ

スだったんだ。その
とき自分はナイフとか

持ってなかったけど「
言葉が武器」だと思

ったこと、つまり「言
葉でジャックする」ん

だってことを書いたけ
ど、10代はそうい

う気分が強かった。

　あと、こんなオッサ
ンになって言うのもな

んだけど、やっぱりナ
ルシストだったんじ

ゃないかな。たとえ
ばジュネの『泥棒日

記』を読んで、大島
渚の「新宿泥棒日記

」

じゃないけど、万引き
したりさ。朝吹三吉

先生の訳によれば、
フランスの囚人服は

薔薇（赤）と白の縞
でできている、「これ

から私は罪を犯した
男たちについて書く

とき、彼を花で飾っ
てやるだろう。そのと

き彼は一個の花にな
る」。「ほう！」って

思うじゃん？　それで
18くらいのころ、渋

谷のハンズの近くに
ある喫茶店の名前が

「花泥棒　ヴォルー
ル・ドゥ・フルール」

だって気づいて、「泥
棒」と「花」とが

韻を踏んでるから、「
泥棒日記」は花泥棒

だったのか、あのと
きぼくがジュネか

ら

手渡されたのは「花
」だったんだ、と思

ったりする……そうい
う子供っぽいナルシ

シズムが自分を支え
てたりもしたんだよ

ね。

［重松］でも、支えながらそ
れをぜったい自分に

向けなかったでしょう
？　「私の物語」

にしなかったじゃな
い、『トンガリキッズ』

を。

［中森］滑稽だけど、当時は
すごく「やあ、ジュネ

」って感じだったから
（笑）。「やあ、

セリーヌ、やあ、ロ
ートレアモン」って。

なかった？

［重松］ぼくの 10代は「やあ、庄
野潤三」とか「やあ

、安岡章太郎」とか
で……

ようやく歳が追いつい
てきた感じです（笑）

。
◉

［重松］そういうナルシシ
ズムが、40過ぎると

スキルも上がり自意
識も鍛えられて……

そろそろ、1985年
の初対面のときの台

詞を繰り返したくなり
ます。中森さん、小

説はお書きにならな
いんですか？

［中森］作家だったら書くこと
いっぱいあるけど

、ぼくはやっぱ作家
じゃないと思うんだよ

ね。書けないもん、
絶対に。尊敬するよ

、マジで、作家のひ
とたちを。

［重松］『オシャレ泥棒』で
もそうだけど、最後に

「屋台崩し」するで
しょう？　せっかく

物語をつくっても、そ
の外に出ようとしちゃ

う。新人類前夜の話
からさかのぼれば

、

物語から撤退したくな
る自意識が、中森さ

んにあるんじゃな
いか。だから、あの

こ

ろ「知と戯れる」と
か「時代を遊泳する

」とか言われてたけ
れど、中森明夫は戯

れても遊泳してもいな
くて、必死に泳いで

たんだと思う。

［中森］そうかもしれない
ね。あ、いい言葉思

いついた……「必死
の余裕」ってどう？

［重松］わかる。なのに、新
人類を評するオヤジ

たちが、「余裕」の
部分を拡大解釈

しちゃって……。

［中森］でもさ、なんかカッコ
悪くない？　ぼくは関

西出身だけど、藤山
寛美の「泣き

笑い劇場」みたいの
は嫌だった。やっぱド

ライな、吉本の「モ
ーレツ !!　しごき教

室」みたいなのが好
きだったわけ（笑）。

［重松］土曜の午後に、松竹
新喜劇を観るか吉本

新喜劇を観るか……
松竹の「一姫

二太郎三かぼちゃ」
とかさ、正月には絶

対観てたな（笑）。
そうか、松竹新喜劇

が好きだったぼくが大
衆作家への道を進ん

だのに対して、中森
明夫は吉本だから、

メッセージが物語だけ
で伝わったと思った瞬

間、わざわざ「……
というメッセージで

した」って言っちゃう
んですね。司会者に

なるんですよ、最後
で。「ザ・ビートル

ズでしたー！」みたい
な（笑）。

［中森］ああいうひと好きだも
ん。NHKの「アク

ターズ・スタジオ・イ
ンタビュー」の

司会（ジェームズ・リ
プトン）が、「○○年

卒業の、ロバート・デ
・ニーロさんです、

どうぞ」みたいな紹
介したあと、調べつ

くしたことをあれ
これ言って、最後に

立ち

あがって拍手するん
ですよね、半身で。

［重松］そう！　それ！

［中森］スティーブン・スピル
バーグ、何度オファ

ーしても来てくれなか
ったんだって。

ところが地元の映画
館で、家族と次回待

ちの列にスピルバー
グがポップコーン

買

って並んでた̶それで声かけて出て
もらったんだという

回のシメであのオヤジ
が言

うのは、「スピルバー
グは興行的にも内容

でも、世界的に優れ
た映画監督だ。で

も私にとって彼は、
週末に家族と並んで

ポップコーン買って映
画見る監督です」と

。

［重松］カッコいい！　それっ
て批評家とか編集者

の仕事でもありますよ
ね。中森さんは

そっちまでやっち
ゃうんでしょう、一冊

の中で。だけど、ぼ
くはいまだからこ

そ中森さ

んに、物語からすっと
身を引かないで、歌

い終わったあとも黙っ
てマイク握っててほ

しい。20代だったら
イヤだったろうけど

、いまならできる。
拍手はぼくがやります

よ、

横から（笑）。「中森
明夫のデビュー作で

す！」って（笑）。

［中森］重松さんはそれがで
きるんだよね。理論

的なひとなのに、歌
い終わったあとも

ステージに残れる。

［重松］もしかしたら石が飛ぶ
かもしれないけど

喝采もくるかもしれな
い、書き手はそれ

を確かめないといけ
ないと思うから。そこ

で「な～んちゃって、
こんなこと歌ってみ

ました」っていったら
、外部に逃げちゃう

気がするんです。中
森さんの「オシャレ

泥棒」でも、最後に
物語から書き手が逃

げるでしょう？　その「
逃げ」がカッコい

いんだけど、一回し
か使えないんじゃない

か。

［中森］「オシャレ泥棒」の
あとで悩んでるときだ

よね、重松さんから
二度目の小説の

依頼もらったのは。で
も、結局書けなかっ

た。ああいう手は一
回しか駄目なんだっ

て、自分でもわかっ
たんだよね。

◉

［中森］ちょっと「早稲田文学
」的な話をすると、「

作家の誠実」を感じ
る瞬間ってな

い？　ぼくがいちばん
それを感じるのは、「

群像」の創作合評な
んですよ。

［重松］最近の小説について
、小説家と批評家、

三人で話すヤツ。

［中森］いちばんおもしろ
いのは、筋を紹介し

て延々と語るとき。俺
、豊﨑由美がイケ

ナイと思うのは、「これ
はあらすじを思い切っ

て略してみました」と
か言うでしょ？　略

しちゃダメだよ、延
々と紹介しなきゃ。

なにやってんだ、ト
ヨサキと。それじゃあ

、

あんたが口悪く言う
芥川賞や直木賞の選

考委員と同じじゃない
か、と。あの選考

委員のカタガタが、
読んでないとは言わ

ない、ええ、決して
口が裂けても読んで

ないなんて言いませ
んよ（笑）、でも筋を

延々と話すわけない
。それと同じ。

［重松］筋を話すのが、読ん
だ証で、すでに批評

が始まっているわけで
すね。

［中森］うろ覚えだけど、たし
か 70～80年代に石

原慎太郎が何か創作
合評的な座

談会に出ていてね、
そこで慎太郎が、誰

かの小説の筋を延々
と喋ってたの（笑）。

大爆笑で、でも少し
好きになった。ぼくが

アイドル評論家として
、ほとんどそれに近

い感触を味わうのは
、「めざましテレビ」

でアヤパン（高島彩
）とかナカミー（中野

美奈子）とかが、も
うアイドルもやらな

いようなベタなね
、「ちょっとそこまで！

」とか

「ニュースのミナもと！
」とか、ポーズつき

でやってるじゃな
いですか。それなの

に、

惨殺事件とかマジな
ニュースになると

一転して、横で大塚
（範一）さんがニュ

ース

読んでるとき、黙った
犬みたいな神妙な顔

でジッとしてるんだ
よね。それ見ると、

も

う、おかしくておかし
くて。

愛
さ
れ
て
い
な
い
ひ
と
に
対
し
て
文
学
は
酷
薄
で
す
よ
ね
（
中
森
）
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なぁ、この子。後藤
さんに騙されてなきゃ

いいけど……」と。
オヤジに転がされて

る、って言われてた
ぼくらにすら心配され

ちゃってたんだよ
ね。

［重松］その当時、やっぱり
中森さん自身にも「

転がされる」っていう
意識が？

［中森］転がされたんだけど
、「転がしてる」と思

ってた。だいたい誰
でも、「手玉にと

ってる」と思って、と
られてるんですよ

ね。「新人類」の最
初だって、朝日新聞

社

が有楽町マリオンで
「パフォーマンス・ナ

ウ」とかいうめちゃ恥
ずかしいタイトルの

イ

ベントやってて、そこ
に浅田彰を取材しに

行ったんだよね。そ
のときのほかのメ

ン

ツが、山口昌男に高
橋悠治に、ねじめ正

一、如月小春だった
んだけど、そのこ

ろは浅田彰が「新人
類」だったし、実際

、記事でそう書いた
。でも、筑紫哲也の

「若者たちの神々」
が終わるころ、野々

村（文宏）と一緒に編
集部に呼ばれたとき

、

朝日のオジサンたち
がぼくらにやたら

あれこれ聞くんですよ
。新人類の一種の見

本

として聞かれてたんだ
ね。

　帰り道、まだ大江
戸線はなかったから

、野々村と築地まで
歩きながら、「あのひ

とたち、なに考えて
るのかな？」「中森さ

ん、なるべくわけわ
かんないこと言ったほ

うがいいんじゃな
い」とか大爆笑して（

笑）。
◉

［重松］そのころ、（中野）幹
隆さんとも出会ったん

ですよね。

［中森］そうそう、『華麗なる
一族』の北大路欣也

みたいな感じのでアタ
ッシュケース持

ってね、「野々村先
生、中森先生、ちょ

っとお聞きしたいこと
がありまして。「ノリ」

というのはなんで
しょう？」とかって（

笑）。

［重松］聞かれても、ねえ。

［中森］こっちもまだ 24､ 5
だから、フツウに戸

惑っちゃったけどね。
野々村は真面目

だから、「縦ノリと横ノ
リがありまして、パン

クとかは縦ノリです」
とか言って。そうす

ると、中野さんが手帖
に「縦ノリ」とか書く

んですよ（笑）。「な
んかすごいことに

な

ったなあ」って感じで
すよね。広告代理店

がばしばし来るように
もなったし。

［重松］その、ある種のお祭
り騒ぎのような状況の

なかで、85年の岡
田由希子の自

殺もありましたよね。

［中森］「鬱」って言葉がブ
ームじゃなかった

からわかんなかっ
たけど、いま考えれ

ば、

そのころぼくも鬱でし
たよね。26ぐらいま

で、落ち込んだことな
かったんですよ。「落

ち込む」って意味が
わかんなかった。「落

ち込まなきゃいいじゃ
ん」とか言ってたん

ですね。
　でも、やっぱりそ

れは無理だった。だ
って、毎日「コメン

トもらえますか」って

電話で叩き起こされ
る生活だったもの。

それで、いま考える
とひどいんだけど

、適

当な思いつきを言う
わけですよ。女性週

刊誌から「ジュリー（
沢田研二）が、最

近調子悪いんですけ
ど、どうですか」って

聞かれて、「エイズっ
ていう病気がはや

ってるらしいから、「ジ
ュリーはエイズ」 だっ

て噂をジュリーが自分
で流したらどうです

かね」とかって。で
、その雑誌が出たら

、表紙に「ジュリー
はエイズ」って書い

てある……これはダ
メだ、と（笑）。あの

半年間はひどかった
な。

　でも、そのころ書
いたアイドル論の原稿

が出てきたんで、こ
んど出す本『アイド

ルにっぽん』（新潮社
）に入れるつもりな

んですが、われなが
ら恐ろしいと思った

のは、86年の春に
「小説現代」に書

いた本田美奈子論
のタイトルなんだ

けど

……ほら（「世界の
中心で愛を叫んだ本

田美奈子」）。

［重松］！　セカチュウじゃん！！ ◉

［重松］80年代って、本で
いろんなことをや

ろうとしてた時代でし
たよね。ミニコミもそ

うだけど、本を使って
いろんなことをや

ってた。

［中森］林真理子の『ルンル
ン（を買っておうちに

帰ろう）』もあのころ
。

［重松］林さんの担当編集だ
った、主婦の友社の

松川邦生さんがつく
った本もイイんで

すよね。ぼくの最初
のエッセイ集（『セカ

ンド・ライン』）って
、完全にあのひとの

本へのオマージュな
んですよ、ザラ紙で

分厚くって。

［中森］紙の色も変えてあっ
たりね。『チューサン

階級の友』とかもあ
あいう感じ。

［重松］嵐山光三郎さんの『
口笛の歌が聴こえる

』は？

［中森］あれはザラ紙じゃな
かったけど、出版パ

ーティーがすごか
った（笑）。司会が

糸井さんで、当時の
出版文化人が勢揃い

、篠山（紀信）さん
と荒木（経惟）さ

んが両側からみんな
の写真撮ったりとかし

て……ぼくと泉麻人
がいちばんペーペ

ー

でね。
［重松］糸井さんはじめ団塊

の世代たちがハジケ
た 80年代を、中森

さんは目撃して

るんですよね。
［中森］秋元康もまだ裏方だ

ったし、テリー伊藤も
「伊藤輝夫」だった

からね。でも、

ずっと年下のぼくら「
新人類」のほうが早

く有名になったんで
すよ。で、おもしろい

からアイツラ対談に呼
ぼうか、みたいな感

じで、考えてみれば
ひどい生意気だよね

（笑）。
［重松］早熟なひとの特権っ

て、そこですよね。
島田雅彦が、島尾

敏雄とか大岡昇

平の生前に対談でき
てる、みたいなの。

あれが 30代のデビューだっ
たら間に合

ってないですから
ね。

［中森］磯田光一とか埴谷（
雄高）とか、すごい

特権だよね。それを
うまく活用してな

いように思うけど（笑
）。大江健三郎が、

三島由紀夫と中上健
次それぞれと対談し

ている、おそらく現
存する数少ない作家

なんだよね。両方と
も安部公房について

話すんだけど、三島
も中上も安部に否定

的で、大江だけが肯
定してるから、うまく

シャッフルすると座談
会ができる（笑）。

［重松］リミックスしちゃうん
だ。

［中森］大江と三島の対談と
か、むちゃくちゃおも

しろいですよ。2人
ともまだバリバリ、

20いくつの大江と3
0いくつの三島で、

犯罪の話をしてるんで
すよね。西洋の犯

罪者はすごい体力が
あって、大文学みた

いだ、とかって。三
島はコリン・ウィルソ

ンの『殺人百科』で
ペーター・キュルテン

の話が好きだと言っ
て、大江は大江で、

カミソリで女子のスカ
ートを切る痴漢がつ

かまった時に、自分
の手が血まみれにな

ってたことに感動した
な、とかって。まさに

「性的人間」（笑）。



［重松］生身の「日本文学」
？

［中森］うん、生身の。「新
人類」になって直後

だったから、中上健
次はぼくがはじめ

て会った作家だったな
あ。

［重松］いわゆる「（村上）
龍・（村上）春樹」

は、生身の日本文学
って感じじゃなか

ったんですか？
［中森］「おとなクラブ」で

彼らにインタビューし
たいとは思わなかっ

たね、ぜんぜん。

ピンとこなかった
としか言いようがない

けど……やっぱり糸井
（重里）さんとか浅田

彰

とか坂本龍一とかの
ほうが、カッコイイ、

会いたいって感じがし
たんですよ、80年

代前半は。
［重松］それから20年以上

たって、「龍・春樹的
なもの」はどうです？

［中森］村上龍にはね、わり
と好意はありますね

。春樹は文章があん
まり好きじゃない

んだけど、ぼくも年と
ってきたから、ちゃん

と「すごいなあ」と
思うようになりましたね

。

芥川賞の選考委員は
、いまからでも村上

春樹の家の前に、芥
川賞を置いてくれ

ばいいんだよ。
［重松］勝手に置いちゃうんだ

！（笑）

［中森］捨て犬みたいに「も
らってください」って

書いて（笑）。いまか
らでも遅くない

じゃないですか。80
年代はいろんなひと

が芥川賞を獲れなか
ったけど、やっぱり

間違ってましたよね。
山田詠美ももらうべき

だったし、もちろん島
田雅彦も高橋源一

郎も。よしもとばなな
だってもらってよか

った。とりわけ村上春
樹がもらわなかったの

は、おかしなことです
よね。

◉

［重松］中森さんの 10代って、どんな本
読んでました？

［中森］高校中退して家出し
て転がり込んだ千葉

のアパートで世話に
なってたひとが、

たぶん全共闘世代だ
ったんですけど、実

家の近所の旅館のボ
ンボンでいま思うと

24歳ぐらいなんだけ
ど、彼の本棚に、バ

タイユでも大江でもな
んでもありましたね

。

で、ドストエフスキー
も雑駁に読んでたな

あ。それと、いちど
家出から引き戻され

た 17のとき、三重
県の実家で半年ぐら

いヒキコモリやっ
てたら、これも全共

闘世

代だった姉のダンナ
が、学生時代に読ん

でた本を一箱くれた
んですよ。倉田百三

の『出家とその弟子
』とか、あと河上肇

の『貧乏物語』とか
、阿部次郎の『三太

郎の日記』とか。

［重松］教養主義全開（笑）
。中上健次が、家

に本がなくて医者の
友達の本棚で読

んでたみたいに、ひ
との家の本棚で育つ

、ってのありますよね
。

［中森］まだその旅館の先輩
の本棚、夢で見ます

よ。そのひとは橋の
設計者だったか

ら下が二段分、コン
クリート工学の基礎書

でね、その上がたし
か二見書房のバタイ

ユ全集。人文書院の
サルトルと新潮社のカ

ミュが左側にあって、
上のほうが文庫で

……。
［重松］ぼくらにとって団塊っ

て、親の世代じゃな
くて、兄貴の世代。

［中森］育てられましたね。ど
こいっても、吉本（隆

明）の『共同幻想論
』と、高橋和

巳の『わが解体』が
あって。

［重松］でも、そこから入った
中森さんは、新人類

として教養主義をから
かう方向に行

った。
［中森］いわゆる「団塊バッシ

ング」ね、それはコ
ミュニケーションで

すよ。トムとジェリ

ーが仲良く喧嘩したじ
ゃないですか（笑）。

［重松］本気で中森さんに激
怒したのは猪瀬直樹

ぐらい？

［中森］言っちゃうとプロレスじ
ゃなくなっちゃうけ

ど、憎しみはぜんぜ
んないですよ。どち

らかというと同世代と
仲が悪い（笑）。でも

、さいきん島田雅彦
のこと酒場とかで「マ

チャヒコ」って呼んで
るんだけど、好きで

すよ。小説はちゃん
と読んだことないけど

（笑）。考えてみた
ら、同世代にはすご

いひとがいっぱい
いるんだよね。新井

素子

にしても、村上春樹
が現在受けている栄

誉をわけてあげたい
くらい。文学のアプロ

ーチとして画期的だっ
たよね。

［重松］ブログの文体って、
新井素子ですよね。

［中森］だって中沢けいと同世
代で村上春樹よりデ

ビューが早いんだよ
、新井素子って！

（笑）。 ◉

［中森］「新人類」世代の有
名人でデビューの早

かったひとから挙げて
いくと……まず

皇太子殿下（笑）。
昭和 35年早生まれなん

だよね。それから吉
展ちゃん（吉展

ちゃん誘拐殺人事件
）。ぼくみたいな貧乏

人の子倅までが、「知
らない大人につい

て行っちゃいけません
」って言われた。そ

れからケンちゃん
チャコちゃんだけ

ど、ス

ゴかったのは金雄鎔
（キム・ウンヨン）ね

。「万国ビックリショー
」って番組の第 1

回で来日した、韓国の
知能指数 210の天才少年なん

だけど、「解法のテク
ニック」

を書いた数学者の矢
野健太郎が書く数式

を、自分と同い年くら
いの金雄鎔がサー

ッと解くんだよね。「
あ、俺は天才じゃな

いんだ」とショック受
けたね、5歳か 6

歳で（笑）。そのあ
とが誰だろうな……

。やっぱり10代な
かばで新井素子、中

沢けいなのかな。

［重松］ミニコミの杉森（昌武
）さんとか、えのきど

いちろうさんとか。

［中森］あと、『ANO・ANO』ね。下森真澄と
宮村優子。宮村な

んか、NHK朝ド

ラの脚本を書くところ
まで行ったじゃないで

すか。あのころ「ANO・ANO族 VSク

リスタル族」なんて
言われて……それが

ハタチ前後でしょう？
　だから「新人類」

なんてデビューが
遅かったんですよ。

蘭ちゃんがいて、新
井・中沢がいて、そ

の

あと島田雅彦が出て
きた。峰原緑子もど

うしてるのかな。「風
のけはい」って小説

で文學界新人賞とっ
てたんだ。夭折でき

なかった特殊歌人の
枡野浩一が「消えた

10代作家」みたい
なことよく言うけど、

その代表だよね。あ
とは平中悠一とかね

。

［重松］ちょうどぼくが「新人
類」を知った年の「

文藝賞」が、平中さ
んの「“She's 

Rain”」でしたね。

［中森］当時、『活人』という
雑誌を編集していた

後藤繁雄がすごいワ
ルくて、19歳く

らいの平中を山の上
ホテルで缶詰めにし

てるの（笑）。俺とか
田口が陣中見舞い

に行ったら、平中が
自分の出た雑誌記事

をファイルして持って
てさ、「かわいそうだ

なぁ、この子。後藤
さんに騙されてなきゃ

いいけど……」と。
オヤジに転がされて

る、って言われてた
ぼくらにすら心配され

ちゃってたんだよ
ね。

［重松］その当時、やっぱり
中森さん自身にも「

転がされる」っていう
意識が？

［中森］転がされたんだけど
、「転がしてる」と思

ってた。だいたい誰
でも、「手玉にと

ってる」と思って、と
られてるんですよ

ね。「新人類」の最
初だって、朝日新聞

社

が有楽町マリオンで
「パフォーマンス・ナ

ウ」とかいうめちゃ恥
ずかしいタイトルの

イ

ベントやってて、そこ
に浅田彰を取材しに

行ったんだよね。そ
のときのほかのメ

ン

ツが、山口昌男に高
橋悠治に、ねじめ正

一、如月小春だった
んだけど、そのこ

ろは浅田彰が「新人
類」だったし、実際

、記事でそう書いた
。でも、筑紫哲也の

「若者たちの神々」
が終わるころ、野々

村（文宏）と一緒に編
集部に呼ばれたとき

、

朝日のオジサンたち
がぼくらにやたら

あれこれ聞くんですよ
。新人類の一種の見

本

として聞かれてたんだ
ね。

　帰り道、まだ大江
戸線はなかったから

、野々村と築地まで
歩きながら、「あのひ

とたち、なに考えて
るのかな？」「中森さ

ん、なるべくわけわ
かんないこと言ったほ

うがいいんじゃな
い」とか大爆笑して（

笑）。
◉
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だから、「縦ノリと横ノ
リがありまして、パン

クとかは縦ノリです」
とか言って。そうす

ると、中野さんが手帖
に「縦ノリ」とか書く

んですよ（笑）。「な
んかすごいことに

な

ったなあ」って感じで
すよね。広告代理店

がばしばし来るように
もなったし。

［重松］その、ある種のお祭
り騒ぎのような状況の

なかで、85年の岡
田由希子の自

殺もありましたよね。

［中森］「鬱」って言葉がブ
ームじゃなかった

からわかんなかっ
たけど、いま考えれ

ば、

そのころぼくも鬱でし
たよね。26ぐらいま

で、落ち込んだことな
かったんですよ。「落

ち込む」って意味が
わかんなかった。「落

ち込まなきゃいいじゃ
ん」とか言ってたん

ですね。
　でも、やっぱりそ

れは無理だった。だ
って、毎日「コメン

トもらえますか」って

電話で叩き起こされ
る生活だったもの。

それで、いま考える
とひどいんだけど

、適

当な思いつきを言う
わけですよ。女性週

刊誌から「ジュリー（
沢田研二）が、最

近調子悪いんですけ
ど、どうですか」って

聞かれて、「エイズっ
ていう病気がはや

ってるらしいから、「ジ
ュリーはエイズ」 だっ

て噂をジュリーが自分
で流したらどうです

かね」とかって。で
、その雑誌が出たら

、表紙に「ジュリー
はエイズ」って書い

てある……これはダ
メだ、と（笑）。あの

半年間はひどかった
な。

　でも、そのころ書
いたアイドル論の原稿

が出てきたんで、こ
んど出す本『アイド

ルにっぽん』（新潮社
）に入れるつもりな

んですが、われなが
ら恐ろしいと思った

のは、86年の春に
「小説現代」に書

いた本田美奈子論
のタイトルなんだ

けど

……ほら（「世界の
中心で愛を叫んだ本

田美奈子」）。

［重松］！　セカチュウじゃん！！ ◉

［重松］80年代って、本で
いろんなことをや

ろうとしてた時代でし
たよね。ミニコミもそ

うだけど、本を使って
いろんなことをや

ってた。

［中森］林真理子の『ルンル
ン（を買っておうちに

帰ろう）』もあのころ
。

［重松］林さんの担当編集だ
った、主婦の友社の

松川邦生さんがつく
った本もイイんで

すよね。ぼくの最初
のエッセイ集（『セカ

ンド・ライン』）って
、完全にあのひとの

本へのオマージュな
んですよ、ザラ紙で

分厚くって。

［中森］紙の色も変えてあっ
たりね。『チューサン

階級の友』とかもあ
あいう感じ。

［重松］嵐山光三郎さんの『
口笛の歌が聴こえる

』は？

［中森］あれはザラ紙じゃな
かったけど、出版パ

ーティーがすごか
った（笑）。司会が

糸井さんで、当時の
出版文化人が勢揃い

、篠山（紀信）さん
と荒木（経惟）さ

んが両側からみんな
の写真撮ったりとかし

て……ぼくと泉麻人
がいちばんペーペ

ー

でね。
［重松］糸井さんはじめ団塊

の世代たちがハジケ
た 80年代を、中森

さんは目撃して

るんですよね。
［中森］秋元康もまだ裏方だ

ったし、テリー伊藤も
「伊藤輝夫」だった

からね。でも、

ずっと年下のぼくら「
新人類」のほうが早

く有名になったんで
すよ。で、おもしろい

からアイツラ対談に呼
ぼうか、みたいな感

じで、考えてみれば
ひどい生意気だよね

（笑）。
［重松］早熟なひとの特権っ

て、そこですよね。
島田雅彦が、島尾

敏雄とか大岡昇

平の生前に対談でき
てる、みたいなの。

あれが 30代のデビューだっ
たら間に合

ってないですから
ね。

［中森］磯田光一とか埴谷（
雄高）とか、すごい

特権だよね。それを
うまく活用してな

いように思うけど（笑
）。大江健三郎が、

三島由紀夫と中上健
次それぞれと対談し

ている、おそらく現
存する数少ない作家

なんだよね。両方と
も安部公房について

話すんだけど、三島
も中上も安部に否定

的で、大江だけが肯
定してるから、うまく

シャッフルすると座談
会ができる（笑）。

［重松］リミックスしちゃうん
だ。

［中森］大江と三島の対談と
か、むちゃくちゃおも

しろいですよ。2人
ともまだバリバリ、

20いくつの大江と3
0いくつの三島で、

犯罪の話をしてるんで
すよね。西洋の犯

罪者はすごい体力が
あって、大文学みた

いだ、とかって。三
島はコリン・ウィルソ

ンの『殺人百科』で
ペーター・キュルテン

の話が好きだと言っ
て、大江は大江で、

カミソリで女子のスカ
ートを切る痴漢がつ

かまった時に、自分
の手が血まみれにな

ってたことに感動した
な、とかって。まさに

「性的人間」（笑）。

「
好
き
に
な
る
」の
と「
や
っ
て
し
ま
う
」の
は
同
じ
な
の
か
な
（
重
松
）

中
森
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夫
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し
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々
な
ベ
ク
ト
ル
で
活
躍
す
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も
、
そ
の
記
憶
力
と
博
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、
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批
評
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ズ
』
な
ど
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［中森］今日は、こんな本も

ってきたんですよ
。

［重松］おお、「卒業」！（「
週刊本 28　卒業　Kyon2に向か

って」）　
［中森］見てよこの若者を、

いまのこのオジサ
ンと比べて（笑）。

若くて生意気だった
よね、そこに、22

歳で早稲田卒のなん

か吃ったひとが現れ
て、「し、し、新人

類はね。ぜんぜん文

学をおそれてる」と（
笑）。

［重松］「小説書いてくれ」
って言ったんですよ

！（笑）

［中森］「新人類はなにも書
かない！」「しゃべっ

てばかりいるじゃ

ないか！」とか重松
さんに言われて激怒

ってね。当時（85

年）、若い男の書き
手と言えばぼくや野

々村宏、田口賢司

のほかは、島田雅彦
ぐらいだったよね

。

［重松］あとは川西蘭さん（現
在は政明）。

［中森］前に新宿のバーの
20周年パーティーで

一緒だったじゃ

ん？　あのとき、移
動したタクシーに同乗

したのが、たまたま

蘭ちゃんに中沢けい
に、亡くなった鷺沢

萠だったの。彼らに

比べると、ぼくはデビ
ュー遅かったな、っ

て。全員「10代作

家」だもん。
［重松］あのとき、中森さん

が鷺沢さんに柳美里
さんとの比較を

えんえん言いつづけ
て（笑）。

［中森］そういえば、柳美里
の『八月の光』の文

庫、解説を許

永中が書いてるんだ
よね。新潮社の編集

者に聞いたら、許

永中が柳のファンだと
知って頼んだらしいん

だ。拘置所に手紙

を書いて、しつこく頼
んで。

［重松］そのセンスって、「中
森文化新聞」のセン

スですよね（笑）。

［中森］許永中、名文じゃな
いけど文章すごくいい

んだ。で、そ

のなかで柳美里のこ
とを「典型的朝鮮美

人」と言ってるの。

褒め言葉でしょ？　
なのに、「週刊朝日

」のぼくの連載でそ

のセリフを紹介して「
並みのポンニチには

吐けない」って書い

たら編集部に訂正を
求められて、「「並の

日本人」 でどうです

か」とデスクが言って
ます、って。

［重松］ぜんぜん違うじゃない
ですか。　

［中森］「並みの日本人には
吐けない」じゃ、ぜ

んぜんリズムも違

うしつまんなくな
っちゃうでしょう？　そ

れで怒って、「ポン
ニチ

新聞社の、ポンニチ
週刊誌のポンニチデ

スクに言っとけ！　連

載はもう中止だ！」っ
て。そのまま「週刊新

潮」か「週刊文春」

にその原稿をもってこ
うかなあ……と思った

んだけど、ぼくもオ

トナになったんで
、まあそういうことは

やめようかなと（笑）
。

◉

［重松］それにしても、「東京
おとなクラブ」創刊

25周年ですね。

つまり、中森明夫 25周年。

［中森］中森明菜と同じです
からね（笑）。25年

って長いよね、さ

っきの「週刊本」つ
くってくれた（中野）

幹隆さんも先頃亡く

なられたし。伝説の
編集者なのにヤスケ

ン（安原顯）みたい

に前へ出るひとじゃな
かったから、若い子

たちはみんな知らな

いんだけど。浅田彰
に「中野さんがいな

きゃ、新人類もなか

ったよね」ってメール
したら、「蓮實（重彥

）さんだっていまみた

いになってなかっ
た」って返信が来た

けどさ。

［重松］ぼく、じつは幹隆さん
のいた朝日出版社に

入社してたかも

しれないんです。ツテ
があって会いに行った

ら、学生時代に『早

稲田文学』に書いた
島田雅彦論をめちゃ

くちゃ褒めてくれて、

でも「フランス語が
できない奴はいらな

い」って（笑）。「エピ

ステーメー」も彼です
もんね。あと「角本

HEAD'S」とか。1

回目の配本、ねじめ
正一（「ねじめ正一

・竹中直人　芸の無

原理」）だった。「朝
日レクチャーブックス

」だって、いまこそ

必要でしょう。
［中森］坂本龍一が大森荘蔵

に聞くとか、五木寛
之と今西錦司の

対話、とか。なによ
り、80年代相対主

義を準備した、伊丹

十三→岸田秀（『哺
育器の中の大人̶精

神分析講義』）だよ

ね。
［重松］養老（孟司）さんと島

田（雅彦）さんが解
剖学をやり、小

松和彦さんと（立松
）和平さんが妖怪学

をやって、中上さん
と

梅原猛さんの『君は
縄文人か弥生人か』

もそう……。

［中森］それが「mon oncle」にも繋がって、8
0年代の「ニュー・

アカデミズム」を完全
に準備しましたよね。

ぼくにとって中野幹

隆さんとの出会いは
猛烈にデカかったで

すよ……そこに、「し
、

し、新人類はね。ぜ
んぜん文学をおそれ

てる」と（笑）。

［重松］まだ言ってる（笑）。

［中森］ぼくが「平凡パンチ
」で中上健次と対談

したあとくらいだっ

たよね。
［重松］ちょうど中上さんが「

早稲田文学」の編集
委員だったころ

で、角川書店に入っ
たばかりのぼくに

「中森明夫から書下
ろし

を取れ！」って。

［中森］最初に文学を感じた
のが、あのときだっ

たんだよね。中

上の小説は読んでた
けどそれで「文学」

って思ったんじゃなく

て、会ってみてはじ
めて感じたの。

連載インタヴュー「作家の背骨──重松清の部屋」⑨
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