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タ
キ
シ
ー
ド
の
男

あ
た
か
も
そ
れ
が
自
分
に
と
っ
て
の
悦
ば
し
き
権
利
だ
と
い
う
か

の
よ
う
に
、
ア
ラ
ン
・
ロ
ブ
=
グ
リ
エ
は
、
そ
の
生
涯
の
終
わ
り
に
、

一
篇
の
「
笑フ
ァ
劇ル
ス
」
を
自
作
自
演
し
て
み
せ
る
。
自
作
自
演
と
は
い
え
、

多
く
の
人
々
が
思
い
も
か
け
ぬ
登
場
人
物
と
し
て
そ
の
上
演
に
巻
き

込
ま
れ
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
、「
不
死
の
人
」
と
し

て
の
特
権
な
ど
何
ひ
と
つ
行
使
せ
ず
に
「
死
者
」
と
な
る
と
い
う
、

い
か
に
も
『
不
滅
の
女
』（「
不
死
の
女
」
と
同
語
で
あ
る
）
の
作
者

に
ふ
さ
わ
し
い
「
笑
劇
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
不
死
の
人
」
と
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
の
四
〇
人
の

終
身
会
員
を
比
喩
的
に
指
示
す
る
伝
統
的
な
呼
称
な
の
だ
が
、
彼
は
、

「
不
死
の
人
」
と
し
て
自
分
を
受
け
入
れ
る
べ
く
口
に
さ
れ
る
歓
迎
の

辞
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
も
、
死
に
よ
っ
て
「
不
死
の
人
」
で
あ
る
こ

と
を
や
め
た
前
任
者
モ
ー
リ
ス
・
ラ
ン
ス
氏
へ
の
賛
辞
を
捧
げ
る
こ

と
も
し
な
か
っ
た
。
あ
た
か
も
、
そ
ん
な
時
代
錯
誤
の
儀
式
に
つ
き

あ
っ
て
い
る
暇
は
な
い
と
い
う
か
の
よ
う
に
、
就
任
式
へ
の
出
席
を

回
避
し
つ
づ
け
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
彼
は
、
ア
カ
デ
ミ

ー
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
の
会
員
で
あ
り

0

0

0

、
同
時
に
そ
の
会
員
で
は
な
い

0

0

0

0

と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
じ
み
た
曖
昧
な
自
己
同
一
性
を
手
に
す
る
こ

と
に
な
る
。

ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
に
な
ろ
う
と
し
な
が
ら
も
は
た
せ
ず
、
栄
誉
あ

る
「
不
死
の
人
」
と
し
て
の
権
利
す
ら
行
使
し
え
ず
に
「
死
者
」
と

な
る
人
の
ほ
う
が
遥
か
に
多
い
の
だ
か
ら
、
こ
の
曖
昧
さ
は
あ
く
ま

で
特
権
的
な
振
る
舞
い
で
あ
り
、
児
戯
め
い
て
い
る
と
い
え
ば
い
か

に
も
児
戯
め
い
て
い
る
が
、
こ
ん
に
ち
の
い
さ
さ
か
退
屈
な
人
類
社

会
で
は
、
あ
え
て
児
戯
を
演
じ
て
み
せ
る
者
さ
え
ほ
と
ん
ど
見
あ
た

ら
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
の
特
権
的
な
「
笑
劇
」
は
演
じ
ら
れ
る
価
値

が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

ロ
ブ
=
グ
リ
エ
が
そ
の
大
柄
な
か
ら
だ
を
滑
り
こ
ま
せ
る
は
ず
だ

っ
た
「
肘
掛
け
椅
子
」
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
創
設
時
に
は
文
法
学
者
の

ヴ
ォ
ー
ジ
ュ
ラ
（1585-1650

）
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
も
の

で
、
美
術
評
論
家
ラ
ン
ス―

と
き
お
り
、
レ
イ
ム
ス
と
い
う
表
記

も
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
ラ
ン
ス
と
読
む
の
が
正
し
か
ろ
う―

の
前

任
は
社
会
学
者
の
レ
ー
モ
ン
・
ア
ロ
ン
で
あ
り
、
彼
は
そ
れ
な
り
の

由
緒
あ
る
系
譜
に
つ
ら
な
る
べ
き
人
だ
っ
た
と
い
え
る
。
だ
が
、

二
〇
〇
四
年
三
月
に
会
員
と
し
て
選
出
さ
れ
て
か
ら
二
〇
〇
八
年
二

月
一
八
日
に
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
の
大
学
病
院
で
他
界
す
る
ま
で
の
ほ

ぼ
四
年
間
に
、
ロ
ブ
=
グ
リ
エ
は
、
パ
リ
の
コ
ン
テ
ィ
河
岸
に
そ
び

え
る
フ
ラ
ン
ス
学
士
院
の
丸
屋
根
の
建
物
に
、
一
度
と
し
て
足
を
踏

み
入
れ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
就
任
の
儀
式
な
ど
断
固
拒
否
す
る

と
で
も
い
っ
て
く
れ
れ
ば
こ
と
は
簡
単
だ
ろ
う
に
、
彼
は
言
を
左
右

追
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に
し
て
出
る
と
も
出
な
い
と
も
断
言
せ
ず
、
い
つ
か
、
そ
の
と
き

が
来
た
ら
や
る
と
さ
え
も
ら
し
て
い
た
か
に
み
え
る
。
こ
れ
が

「
笑
劇
」
の
い
か
に
も
ロ
ブ
=
グ
リ
エ
的
な
シ
ナ
リ
オ
で
あ
る
。

理
由
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
本
来
な
ら
選
ば
れ
た

こ
と
の
名
誉
を
口
に
し
て
し
か
る
べ
き
新
会
員
が
、
ひ
た
す
ら
曖

昧
な
言
辞
を
弄
し
て
就
任
式
を
遅
延
さ
せ
る
こ
と
な
ど
ア
カ
デ
ミ

ー
の
歴
史
に
前
例
は
な
く
、
四
〇
人
の
終
身
会
員
た
ち―

現
在

は
欠
員
が
あ
り
三
十
三
人
し
か
い
な
い
よ
う
だ
が―

は
、
前
代

未
聞
の
事
態
に
す
っ
か
り
途
方
に
暮
れ
、
間
接
的
な
「
督
促
状
」

（
と
い
う
の
も
妙
だ
が
）
の
よ
う
な
も
の
を
ロ
ブ
=
グ
リ
エ
宛
に

送
ろ
う
と
し
た
こ
と
も
一
度
や
二
度
で
は
な
い
ら
し
い
。
就
任
式

で
身
に
ま
と
う
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
金
モ
ー
ル
で
縁
ど

ら
れ
た
緑
色
の
制
服
は
い
う
に
お
よ
ば
ず
、
装
身
具
と
し
て
の
伝

統
的
な
剣
さ
え
下
げ
ず
に
い
て
か
ま
わ
な
い
。
そ
う
と
希
望
さ
れ

る
の
で
あ
れ
ば
、
ご
く
普
通
の
タ
キ
シ
ー
ド
姿
で
来
て
下
さ
れ
ば

そ
れ
で
充
分
だ
と
い
っ
た
「
妥
協
案
」
が
提
示
さ
れ
て
い
た
気
配

さ
え
感
じ
ら
れ
る
。
追
い
つ
め
ら
れ
て
い
た
の
は
、
ま
ぎ
れ
も
な

く
権
威
あ
る
ア
カ
デ
ミ
ー
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
の
方
だ
っ
た
と
い
う

ほ
か
は
な
い
。

そ
う
し
た
「
督
促
状
」
や
「
妥
協
案
」
を
し
た
た
め
る
ア
カ
デ

ミ
ー
側
の
責
任
者
が
、
た
ま
た
ま
、
文
学
と
は
い
っ
さ
い
無
縁
の

「（
旧
）
ソ
連
問
題
の
権
威
」
エ
レ
ー
ヌ
・
カ
レ
ー
ル
=
ダ
ン
コ
ー

ス
女
史
だ
と
い
う
あ
た
り
は
い
か
に
も
「
笑
劇
」
じ
み
て
い
る
が
、

ロ
ブ
=
グ
リ
エ
の
死
の
知
ら
せ
を
「
深
い
悲
し
み
」
を
も
っ
て
聞

い
た
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
大
統
領
ニ
コ
ラ
・
サ
ル
コ
ジ
氏
や
、

「
高
名
な
作
家
で
あ
り
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
で
も
あ
る
」
同
氏
に
深

い
哀
悼
の
言
葉
を
捧
げ
る
と
い
う
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
フ
ィ
ヨ
ン
首
相

の
言
葉
な
ど
、
い
か
に
も
「
笑
劇
」
に
ふ
さ
わ
し
い
宙
に
迷
っ
た

モ
ノ
ロ
ー
グ
と
し
て
黒
い
笑
い
を
誘
う
。
ご
く
「
ま
と
も
」
な
こ

れ
ら
の
成
人
男
女
は
、
あ
か
ら
さ
ま
に
反
社
会
的
な
ペ
ド
フ
ィ
リ

ー
ま
が
い
の
題
材
を
あ
つ
か
っ
た
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
に
ほ
か
な

ら
ぬ
ロ
ブ
=
グ
リ
エ
の
最
新
作
『
あ
る
感
傷
的
な
小
説
』
に
目
を

通
し
た
う
え
で
、
そ
れ
が
ア
カ
デ
ミ
ー
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
の
会
員

に
ふ
さ
わ
し
い
著
作
だ
と
本
気
で
信
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
フ
ラ
ン
ス
の
新
聞
雑
誌
の
追
悼
記
事
の
ど
れ
も
が
言
及
し
て
い

る
こ
う
し
た
「
笑
劇
」
が
ど
の
よ
う
な
大
団
円
を
迎
え
る
の
か
は

ま
っ
た
く
予
測
が
つ
か
な
い
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
こ

こ
で
の
主
要
な
話
題
で
は
な
い
。
あ
れ
こ
れ
の
記
事
に
目
を
通
し

て
い
た
わ
た
く
し
の
心
を
奇
妙
な
や
り
方
で
揺
る
が
し
た
の
は
、

そ
こ
に
ま
ぎ
れ
こ
ん
で
い
た
「
タ
キ
シ
ー
ド
」
の
一
語
で
あ
る
。

実
際
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
と
と
次
第
に
よ
っ
て
は
、
そ

れ
を
身
に
つ
け
て
み
ず
か
ら
の
就
任
式
に
の
ぞ
む
こ
と
に
な
っ
た

の
か
も
知
れ
な
い
ロ
ブ
=
グ
リ
エ
の
「
タ
キ
シ
ー
ド
」
姿
を
思
い

描
い
た
と
き
、
そ
の
死
亡
記
事
を
読
ん
で
も
い
っ
こ
う
に
現
実
感

の
わ
か
な
か
っ
た
彼
の
不
在
が
、
初
め
て
胸
に
こ
た
え
た
。
わ
た

く
し
は
、
カ
ト
リ
ー
ヌ
・
ロ
ブ
=
グ
リ
エ
と
と
も
に
、「
タ
キ
シ

ー
ド
」
を
ま
と
っ
た
ア
ラ
ン
の
姿
を
目
に
し
た
世
界
で
最
初
の
一

人
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
は
い
さ
さ
か
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
め
い
た
記
述
と
し
て
、

い
き
な
り
五
十
年
ほ
ど
前
の
過
去
の
一
時
期
に
ま
で
遡
る
こ
と
に

な
る
の
だ
が
、「
手
前
の
方
に
い
る
の
は
男
三
人
女
一
人
の
グ
ル

ー
プ
で
、
立
っ
た
ま
ま
、
お
上
品
な
口
調
で
活
発
に
話
に
興
じ
て

い
る
。
タ
キ
シ
ー
ド
。
…
…
」（『
去
年
マ
リ
エ
ン
バ
ー
ト
で
』）

と
書
い
た
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
自
分
自
身
は
ま
だ
「
タ
キ
シ
ー

ド
」
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
ア
ラ
ン
・
ロ
ブ
=
グ
リ
エ
は
、

一
九
六
一
年
の
夏
の
東
京
で
、
一
着
の
「
タ
キ
シ
ー
ド
」
を
オ
ー

ダ
ー
メ
イ
ド
で
作
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。
二
十
五
歳
に
な
っ
た
ば

か
り
の
わ
た
く
し
は
、
六
本
木
の
小
さ
な
中
国
系
の
テ
イ
ラ
ー
で

そ
の
寸
法
取
り
に
立
ち
会
っ
た
し
、
た
し
か
一
週
間
ほ
ど
で
完
成

し
た
は
ず
の
そ
の
黒
い
衣
装
を
、
帝
国
ホ
テ
ル
の
ロ
ブ
=
グ
リ
エ

夫
妻
の
部
屋
で
、
彼
が
試
着
し
た
の
ち
に
、
み
ず
か
ら
着
て
み
た

こ
と
さ
え
あ
る
人
間
な
の
だ
。

そ
れ
が
現
実
の
で
き
ご
と
だ
と
は
に
わ
か
に
信
じ
ら
れ
な
い

二
十
一
世
紀
の
人
々
に
向
か
っ
て
、
こ
れ
は
正
し
い
証
言
だ
か
ら

信
じ
て
ほ
し
い
な
ど
と
い
う
つ
も
り
は
な
い
。
た
だ
、
当
時
は
ま

だ
三
十
九
歳
だ
っ
た
ア
ラ
ン
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
初
め
て
あ
つ
ら

え
た
礼
服
で
あ
り
、
ど
ん
な
着
映
え
が
す
る
も
の
か
を
客
観
的
に

見
て
み
た
か
っ
た
よ
う
で
、
お
ま
え
も
着
て
み
て
は
ど
う
か
と
う

な
が
し
た
の
だ
と
思
う
。
ほ
ぼ
同
じ
背
丈
の
わ
た
く
し
が
そ
れ
を

ま
と
う
と
、
夫
人
の
カ
ト
リ
ー
ヌ
が
、
よ
く
似
合
う
か
ら
こ
の
人

に
あ
げ
ち
ゃ
い
な
さ
い
よ
と
笑
っ
て
い
た
よ
う
な
気
が
す
る
が
、

こ
れ
は
記
憶
違
い
で
あ
る
可
能
性
も
き
わ
め
て
高
い
。

二
〇
〇
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
カ
ト
リ
ー
ヌ
自
身
の
『
若
い
花
嫁
―

日
記1957-1962

』
の
記
述
を
か
り
に
信
頼
す
る
と
す
る

な
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
テ
イ
ラ
ー
を
訪
れ
た
の
は
一
九
六
一
年
八
月

一
日
火
曜
日
の
午
後
の
こ
と
で
、
最
初
の
仮
縫
い
が
四
日
金
曜
日

の
、
京
都
へ
と
向
か
う
特
急―

ま
だ
、
新
幹
線
な
ど
と
い
う
も

の
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た―

に
乗
る
直
前
の
帝
国
ホ
テ
ル
で

と
あ
る
か
ら
、
そ
の
仕
立
て
の
早
さ
は
や
は
り
尋
常
で
な
い
。
と

こ
ろ
が
、
三
日
ほ
ど
の
京
都
旅
行
の
後
、
完
成
し
た
「
タ
キ
シ
ー

ド
」
が
い
つ
ホ
テ
ル
に
届
け
ら
れ
た
の
か
を
め
ぐ
る
詳
し
い
記
述

は
な
い
し
、
わ
た
く
し
が
そ
れ
を
ま
と
っ
た
と
も
書
か
れ
て
い
な

い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
た
く
し
は
そ
れ
を
着
て
み
た
の
だ
と

い
い
は
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
は
何
ほ
ど
の
意

味
も
な
い
。

で
は
、
ロ
ブ
=
グ
リ
エ
は
、
な
ぜ
、
わ
ざ
わ
ざ
暑
い
夏
の
東
京

で
、「
タ
キ
シ
ー
ド
」
を
注
文
し
た
り
し
た
の
か
。
東
京
か
ら
の

帰
途
、
ま
だ
ジ
ェ
ッ
ト
機
な
ど
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
エ
ー
ル
フ

ラ
ン
ス
の
プ
ロ
ペ
ラ
機
の
南
回
り
便
で
、
香
港―

こ
こ
で
、

『
快
楽
の
館
』
の
構
想
が
生
ま
れ
る―

、
バ
ン
コ
ク
、
ニ
ュ
ー

デ
リ
ー
、
テ
ヘ
ラ
ン
を
経
て
数
日
後
に
ロ
ー
マ
に
た
ど
り
つ
き
、

そ
こ
か
ら
列
車
で
国
際
映
画
祭
が
開
催
中
の
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
に
立
ち

寄
り
、
彼
が
シ
ナ
リ
オ―

や
が
て
「
シ
ネ
=
ロ
マ
ン
」
と
し
て

刊
行
さ
れ
る―

を
書
い
た
ア
ラ
ン
・
レ
ネ
監
督
の
『
去
年
マ
リ

エ
ン
バ
ー
ト
で
』
の
上
映
に
立
ち
会
う
た
め
で
あ
る
。

カ
ト
リ
ー
ヌ
の
『
日
記
』
に
よ
る
と
、
公
式
上
映
は
八
月
二
九

日
火
曜
日
の
夕
刻
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
か
ら
は
駐
伊
フ
ラ
ン
ス
大
使

が
、
パ
リ
か
ら
は
ア
ン
ド
レ
・
マ
ル
ロ
ー
文
化
大
臣
の
映
画
担
当

部
長
が
か
け
つ
け
た
ほ
ど
だ
か
ら
、
こ
の
時
期
の
国
際
映
画
祭
は

ま
だ
ま
だ
儀
式
的
に
大
げ
さ
な
も
の
だ
っ
た
よ
う
だ
。
一
九
六
一

年
と
い
え
ば
、
毎
年
の
よ
う
に
溝
口
健
二
の
作
品
が
出
品
さ
れ
、

西
欧
の
映
画
人
た
ち
を
驚
か
せ
て
か
ら
、
ま
だ
十
年
も
た
っ
て
い

な
か
っ
た
時
期
の
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
で
は
、「
名
作
（
！
）」
と

呼
ば
れ
た
り
も
す
る
『
マ
リ
エ
ン
バ
ー
ト
』
が
そ
の
年
の
金
獅
子

賞
に
輝
い
た
こ
と
な
ど
ご
く
当
然
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ

な
い
が
、
カ
ト
リ
ー
ヌ
の
『
日
記
』
を
信
ず
る
な
ら
、
貴
賓
席
に

位
置
す
る
関
係
者
た
ち
は
、
上
映
中
の
観
客
の
反
応
が
気
に
な
っ

て
仕
方
が
な
く
、
ま
と
も
に
ス
ク
リ
ー
ン
を
見
て
い
ら
れ
な
か
っ

た
ら
し
い
。
終
映
と
と
も
に
わ
き
上
が
る
拍
手
に
、
誰
も
が
ほ
っ

と
胸
を
な
で
お
ろ
し
た
の
だ
と
い
う
。

だ
が
、
考
え
て
み
る
と
、
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
の
リ
ド
島
で
の
『
去
年

マ
リ
エ
ン
バ
ー
ト
で
』
の
上
映
は
い
か
に
も
奇
妙
な
も
の
に
思
え

る
。
そ
の
光
景
は
、
あ
た
か
も
『
去
年
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
で
』
と
題
さ

れ
た
「
シ
ネ
=
ロ
マ
ン
」
に
描
写
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
お
か
し

く
な
い
ほ
ど
、「
騙
ト
ロ
ン

しプ
ル

絵イ
ユ
」
的
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、

客
席
の
男
た
ち
は
こ
と
ご
と
く
「
タ
キ
シ
ー
ド
」
を
身
に
つ
け
て

い
る
し
、
瀟
洒
な
衣
装
の
女
性
の
か
た
わ
ら
で
彼
ら
が
見
て
い
る

ス
ク
リ
ー
ン
に
登
場
す
る
男
た
ち
も
ま
た
、
瀟
洒
な
衣
装
の
女
性

た
ち
の
か
た
わ
ら
で
、
こ
と
ご
と
く
「
タ
キ
シ
ー
ド
」
を
着
て
い

る
。
そ
の
年
の
映
画
祭
の
記
録
写
真
を
い
く
つ
か
見
て
み
る
と
、

間
違
い
な
く
東
京
製
の
「
タ
キ
シ
ー
ド
」
を
着
込
ん
だ
ア
ラ
ン
も

ま
た
、
い
つ
に
な
く
生
真
面
目
な
表
情
で
レ
ネ
の
か
た
わ
ら
に
立

っ
て
い
た
り
す
る
の
だ
か
ら
、
彼
自
身
も
ま
た
、
ど
こ
か
し
ら

『
去
年
マ
リ
エ
ン
バ
ー
ト
で
』（
あ
る
い
は
『
去
年
ヴ
ェ
ネ
チ
ア

で
』）
の
作
中
人
物
の
よ
う
に
さ
え
思
え
る
。

す
で
に
一
部
で
は
注
目
さ
れ
て
い
た
レ
ネ
の
名
を
国
際
的
に
高

か
ら
し
め
た
に
と
ど
ま
ら
ず
、
脚
本
家
ア
ラ
ン
・
ロ
ブ
=
グ
リ
エ

の
名
を
小
説
以
外
の
場
で
決
定
し
た
と
い
っ
て
よ
い
こ
の
金
獅
子

賞
の
受
賞
は
、
六
本
木
の
ち
っ
ぽ
け
な
中
国
系
の
テ
イ
ラ
ー
を
訪

れ
て
「
タ
キ
シ
ー
ド
」
を
注
文
し
た
と
き
か
ら
ゆ
る
や
か
に
準
備

さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
そ
の
と
き
の
わ
た
く
し
が
両

ア
ラ
ン
の
受
賞
を
確
信
し
て
い
た
か
と
い
え
ば
、
こ
れ
は
き
わ
め

て
疑
わ
し
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
レ
ネ
の
『
ヒ
ロ
シ
マ
、
モ

ナ
ム
ー
ル
』（『
二
四
時
間
の
情
事
』）
は
封
切
り
時
に
見
て
い
た
し
、

ロ
ブ
=
グ
リ
エ
の
『
嫉
妬
』
も
翻
訳
が
出
て
す
ぐ
に
読
ん
で
は
い

た
が
、
こ
の
二
つ
の
名
前
が
、
国
際
映
画
祭
で
の
派
手
な
受
賞
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
と
は
お
よ
そ
結
び
つ
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
、
東
京
製
の
「
タ
キ
シ
ー
ド
」
が
、
ア
ラ
ン
に
幸
運
を
も

た
ら
し
た
と
い
う
こ
と
だ
け
は
、
否
定
し
が
た
い
事
実
で
あ
る
。

そ
の
後
、
ア
ラ
ン
の
体
型
に
は
年
齢
に
よ
る
さ
ほ
ど
の
変
化
も
み

ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
か
り
に
、
ア
カ
デ
ミ
ー
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ

の
就
任
式
に
着
て
ゆ
く
の
が
同
じ
東
京
製
の
「
タ
キ
シ
ー
ド
」
だ

っ
た
と
し
た
ら
、
彼
の
自
作
自
演
の
「
笑
劇
」
は
、「
不
死
の
人
」

た
ち
の
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
、
五
十
年
ぶ
り
の
「
ハ
ッ
ピ

ー
エ
ン
ド
」
を
迎
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の

こ
と
を
証
言
で
き
る
人
間
は
、
い
ま
や
カ
ト
リ
ー
ヌ
と
わ
た
く
し

し
か
こ
の
世
に
存
在
し
て
い
な
い
。

「
シ
ネ
=
ロ
マ
ン
」
と
し
て
の
『
去
年
マ
リ
エ
ン
バ
ー
ト
で
』
が

刊
行
さ
れ
る
以
前
の
ア
ラ
ン
・
ロ
ブ
=
グ
リ
エ
が
、
な
ぜ
、
ヴ
ェ

ネ
チ
ア
国
際
映
画
祭
直
前
の
暑
い
東
京
に
滞
在
し
て
お
り
、
そ
の

か
た
わ
ら
に
、
ど
う
し
て
こ
の
わ
た
く
し
が
う
ろ
う
ろ
し
て
い
た

の
か
を
語
り
始
め
れ
ば
、
話
は
一
気
に
長
く
な
ろ
う
か
ら
、
詳
し

く
は
触
れ
ず
に
お
く
。
一
部
は
す
で
に
書
い
た
こ
と
の
あ
る
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
簡
潔
に
く
り
か
え
す
な
ら
、
ロ
ブ
=
グ
リ
エ
が
脚
本
を

書
き
、
そ
れ
を
市
川
崑
が
監
督
に
あ
た
る
と
い
う
日
仏
合
作
映
画

の
企
画
『
涙
な
き
フ
ラ
ン
ス
人
』（
こ
れ
に
は
、「
苦
労
せ
ず
に
フ

ラ
ン
ス
語
に
上
達
す
る
方
法
」
の
意
味
も
あ
る
）
が
大
映
で
進
行

し
て
お
り
、
夫
人
を
と
も
な
っ
て
の
彼
の
来
日
は
、
市
川
監
督
と

の
打
ち
合
わ
せ
と
、
シ
ナ
リ
オ
・
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
を
目
的
と
す
る

も
の
だ
っ
た
。
こ
の
合
作
の
企
画
は
曖
昧
に
頓
挫
し
て
し
ま
っ
た

の
だ
が
、
わ
た
く
し
は
、
当
時
の
大
映
企
画
部
に
所
属
し
、
市
川

監
督
や
増
村
保
造
監
督
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
に
あ
た
っ
て
お
ら
れ
た

藤
井
浩
明
氏
の
依
頼
で
そ
の
通
訳
を
つ
と
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。

い
ま
思
え
ば
い
か
に
も
贅
沢
な
こ
の
「
ア
ル
バ
イ
ト
」
は
、
わ

た
く
し
が
大
学
院
の
修
士
課
程
に
在
籍
し
て
い
た
東
大
の
仏
文
科

助
手
の
清
水
徹
氏
の
仲
介
で
打
診
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
映
画
に
も

「
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
・
ロ
マ
ン
」
に
も
目
が
な
か
っ
た
わ
た
く
し
が
、

二
つ
返
事
で
依
頼
に
応
じ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
だ
が
、

そ
ん
な
思
い
出
話
に
は
何
の
意
味
も
な
い
。
藤
井
氏
はF

uji

と
し

て
、
わ
た
く
し
はS

hige

と
し
て
『
若
い
花
嫁―

日
記

1957-1962

』
に
登
場
し
て
い
る
の
で
、
こ
と
ご
と
く
が
正
確
な

も
の
と
は
と
て
も
保
証
し
か
ね
る
カ
ト
リ
ー
ヌ
の
詳
細
な
記
述
に

ゆ
ず
る
。
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初
心
者
の
た
め
の
ア
ラ
ン・
ロ
ブ
＝
グ
リ
エ

落
ち
ぶ
れ
た
小
説
家
と
愛
読
者
と
で
あ
れ
、
欲
求
不
満
の
人
妻
と

音
楽
評
論
家
と
で
あ
れ
、
不
倫
や
嫉
妬
は
つ
ね
に
小
説
の
オ
イ
シ
イ

材
料
だ
。
谷
崎
潤
一
郎
の
『
鍵
』
や
島
尾
敏
雄
の
『
死
の
棘
』
に
没

入
し
、
描
か
れ
た
不
貞
の
蠱
惑
や
嫉
妬
の
強
度
に
し
た
た
か
に
や
ら

れ
た
ひ
と
も
い
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
読
む
者
に
と
り
（
そ
の
者
の
日

常
が
品
行
方
正
か
と
は
別
に
）
描
か
れ
た
そ
れ
は
絵
に
描
い
た
餅
、

あ
く
ま
で
対
岸
の
遊
園
地
で
あ
り
火
事
で
あ
る
。
一
体
ど
う
し
た
ら

私
（
た
ち
）
は
、
自
分
の
夫
や
妻
が
ほ
ん
と
う
に
不
倫
を
始
め
た
と

き
の
、
あ
る
い
は
自
分
が
ひ
と
の
妻
や
夫
に
ま
い
っ
て
し
ま
っ
た
と

き
の
あ
の

4

4

感
じ
を
、「
来
週
、
妻
が
浮
気
し
ま
す
」
な
ど
と
い
っ
た
同

時
進
行
の
捏
造
な
し
で
、
自
分
の
も
の
と
し
て
体
験
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
か
。
そ
の
答
え
を
ア
ラ
ン
・
ロ
ブ=

グ
リ
エ
は
知
っ
て
い
た
。

タ
イ
ト
ル
も
そ
の
ま
ま
『
嫉
妬
』（
白
井
浩
司
訳
・
新
潮
社
一
九
五
九
年
）

と
い
う
彼
の
代
表
作
の
一
つ
は
、
あ
る
熱
帯
地
方
の
家
の
情
景
か
ら

始
ま
る
。「
屋
根
の
南
西
部
の
角
を
支
え
て
い
る
柱
の
影
が
、
い
ま
、

露
台
の
同
位
角
を
二
つ
の
等
し
い
部
分
に
わ
け
て
い
る
。
こ
の
露
台

は
屋
根
の
あ
る
広
い
廻
廊
で
、
家
を
三
方
か
ら
と
り
囲
ん
で
い
る
。

中
央
の
部
分
も
両
翼
も
広
さ
は
変
ら
な
い
の
で
、
柱
に
よ
っ
て
つ
く

ら
れ
る
影
の
線
は
、
正
確
に
、
家
の
角
に
達
し
て
い
る
」
…
…
な
ん

と
退
屈
な
幾
何
学
的
描
写
。
近
代
小
説
の
始
祖
・
二
葉
亭
四
迷
が
翻

訳
し
、
の
ち
の
日
本
文
学
に
強
い
影
響
を
与
え
た
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
『
は

つ
恋
』
の
冒
頭
な
ど
と
比
べ
れ
ば
、
そ
の
無
味
乾
燥
ぶ
り
は
、
際
立

つ
ど
こ
ろ
か
違
和
感
ば
か
り
を
か
き
た
て
か
ね
な
い
。
だ
が
、
あ
ら

そ
の
後
、
一
九
六
二
年
に
パ
リ
生
活
を
始
め
て
か
ら
の
ア
ラ
ン

と
カ
ト
リ
ー
ヌ
と
の
長
い
交
友
に
つ
い
て
、
あ
れ
こ
れ
書
き
つ
ら

ね
て
も
詮
無
い
こ
と
だ
。
た
だ
、
ひ
と
こ
と
書
き
と
ど
め
て
お
き

た
い
の
は
、
ロ
ブ
=
グ
リ
エ
が
、
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
フ
ロ
ー
ベ
ー

ル
の
作
品
な
ら
何
で
も
ほ
と
ん
ど
そ
ら
ん
じ
て
い
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
い
つ
の
こ
と
か
、
ま
た
、
そ
れ
が
ど
こ
だ
っ
た
の
か
も

ま
っ
た
く
記
憶
に
な
い
が
、
あ
る
と
き
、『
サ
ラ
ン
ボ
ー
』
の
冒

頭
部
分
を
い
き
な
り
艶
の
あ
る
声
で
す
ら
す
ら
と
暗
唱
し
は
じ
め
、

こ
ち
ら
の
驚
き
を
よ
そ
に
、
五
分
た
っ
て
も
十
分
た
っ
て
も
や
め

よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

追
悼
記
事
の
多
く
が
「
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
・
ロ
マ
ン
の
法
王
」
と
呼

ぶ
こ
の
作
家
は
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
テ
ク
ス
ト
な
ら
い
つ
で
も
そ

ら
ん
じ
て
み
せ
る
男
な
の
だ
。
わ
た
く
し
は
、
い
ま
、「
タ
キ
シ

ー
ド
」
を
着
こ
な
し
た
ア
ラ
ン
が
、
コ
ン
テ
ィ
河
岸
の
丸
屋
根
の

フ
ラ
ン
ス
学
士
院
講
堂
に
立
ち
、
制
服
姿
の
ア
カ
デ
ミ
ー
・
フ
ラ

ン
セ
ー
ズ
の
会
員
た
ち
男
女
に
向
か
っ
て
、『
サ
ラ
ン
ボ
ー
』
を

ひ
た
す
ら
そ
ら
で
朗
読
し
つ
づ
け
る
姿
が
見
え
る
よ
う
な
気
が
し

て
な
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
会
員
た
ち
の
大
半
は
そ
れ
が
誰

の
何
と
い
う
作
品
で
あ
る
か
も
知
ら
ぬ
ま
ま
、
そ
の
艶
の
あ
る
声

に
聞
き
ほ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

か
く
し
て
ロ
ブ
=
グ
リ
エ
的
な
「
笑
劇
」
は
、
大
団
円
を
迎
え

る
の
か
、
そ
れ
と
も
迎
え
ぬ
の
か
。
そ
れ
は
、
残
さ
れ
た
わ
れ
わ

れ
が
、「
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
・
ロ
マ
ン
」
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
地
平
で
、

彼
の
作
品
を
い
か
に
読
み
直
す
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、

わ
た
く
し
は
、『
迷
路
の
中
で
』
の
ほ
ん
の
一
部
を
フ
ラ
ン
ス
語

で
そ
ら
ん
じ
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
を
、
見
も
知
ら
ず
の

お
他
人
様
に
聞
か
せ
る
い
わ
れ
は
な
い
。

か
じ
め
言
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
こ
の
作
品
に
と
っ
て
不
可
欠
な
要
素

だ
っ
た
の
だ
。
ア
ラ
ン
・
ロ
ブ=

グ
リ
エ
の
仕
事
の
一
端
の
紹
介
を

兼
ね
て
、
こ
こ
で
は
そ
の
理
由
を
手
短
に
追
う
こ
と
に
し
よ
う
。

『
嫉
妬
』
の
主
た
る
登
場
人
物
は
、「
Ａ
」
と
名
指
さ
れ
る
女
と
、
そ

の
友
人
・
フ
ラ
ン
ク
で
あ
る
。
一
緒
に
来
る
は
ず
だ
っ
た
妻
・
ク
リ

チ
ア
ー
ヌ
は
、
体
調
を
崩
し
自
宅
に
留
ま
っ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
タ

イ
ト
ル
の
「
嫉
妬
」
と
は
ク
リ
ス
チ
ア
ー
ヌ
の
、
Ａ
に
対
す
る
そ
れ

な
の
か
？　

い
や
、
そ
の
程
度
で
あ
る
な
ら
そ
れ
は
「
ナ
ン
ト
カ
園
」

や
ら
「
不
機
嫌
な
某
」
と
そ
う
変
わ
る
ま
い
。
そ
う
で
は
な
い
手
懸

り
が
読
む
私
（
た
ち
）
に
与
え
ら
れ
る
の
は
、
た
と
え
ば
冒
頭
七
頁

目
の
次
の
よ
う
な
場
面
で
あ
る
。「
い
ま
す
っ
か
り
暗
く
な
っ
た
の
に

4

4

、

彼
女
は
ラ
ン
プ
を
持
っ
て
こ
な
い
よ
う
に
い
っ
た
。
ラ
ン
プ
は
蚊
を

呼
び
よ
せ
る
と
い
う
の
が
彼
女
の
言
い
分
だ

4

4

4

4

4

4

4

」「
完
全
な
暗
闇
の
中
で
、

下
手
に
身
体
を
動
か
し
て
グ
ラ
ス
の
中
身
を
こ
ぼ
す
と
い
け
な
い
か

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ら4

、
彼
女
は
、
フ
ラ
ン
ク
の
た
め
の
グ
ラ
ス
を
右
手
で
注
意
深
く
握

り
、
彼
が
坐
っ
て
い
る
肱
掛
椅
子
に
で
き
る
だ
け
近
づ
い
た
。
彼
女

は
も
う
一
方
の
手
を
椅
子
の
肱
に
の
せ
、
ほ
と
ん
ど
頭
と
頭
が
ふ
れ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

合
う
ほ
ど

4

4

4

4

、
彼
の
方
に
身
を
か
が
め
る
。
彼
は
な
に
ご
と
か
を
囁
く
。

お
そ
ら
く

4

4

4

4

、
感
謝
の
こ
と
ば
だ
ろ
う

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
／
柔
ら
か
な
身
の
こ
な
し
で

上
体
を
起
す
と
、
彼
女
は
三
番
目
の

4

4

4

4

グ
ラ
ス
を
と
り―

―

こ
ん
ど
は
、

前
ほ
ど
一
杯
で
は
な
い
か
ら
、
こ
ぼ
す
お
そ
れ
は
な
い―

―

フ
ラ
ン

ク
の
隣
り
に
腰
を
下
ろ
し
に
行
く
」　
（
傍
点
引
用
者
・
以
下
同
）

「
彼
女
の
言
い
分

4

4

4

だ
」「
お
そ
ら
く

4

4

4

4

、
感
謝
の
こ
と
ば
だ
ろ
う
」
…
…

そ
の
記
述
が
示
す
の
は
、
観
察
し
推
測
す
る
「
誰
か
」
の
存
在
で
あ

る
。
つ
い
に
そ
の
名
を
明
記
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
か
の

4

4

者
の
こ
と
を
、

小
説
の
世
界
で
は
、
と
り
あ
え
ず
「
語
り
手
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
『
嫉
妬
』
の
語
り
手
は
、
た
と
え
ば
『
は
つ
恋
』

の
そ
れ
と
は
違
っ
て
い
さ
さ
か
不
自
由
な
存
在
で
あ
り
（
彼
な
い
し

彼
女
は
、
三
人
称
視
点
の
小
説
の
語
り
手
に
し
ば
し
ば
与
え
ら
れ
る

「
神
の
視
点
」
と
は
真
逆
に
、
不
確
か
な
推
測
ば
か
り
し
て
い
る
）、

と
き
に
、
小
説
の
語
り
手
と
し
て
は
過
剰
に
疑
い
深
く
す
ら
見
え
る
。

そ
の
よ
う
な
彼
な
い
し
彼
女
の
言
葉
を
頼
り
に
物
語
を
読
み
進
め

る
私
（
た
ち
）
に
は
、
た
と
え
ば
先
の
場
面
に
お
い
て
も
、
幾
つ
か

の
疑
問
が
浮
か
ぶ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
い
ま
「
彼
女
は
三
番
目
の

4

4

4

4

グ
ラ
ス
を
」
と
っ
た
と
い
う
。
そ
の
前
は
フ
ラ
ン
ク
の
グ
ラ
ス
だ
っ

た
は
ず
だ
。
で
は
一
番
目
の

4

4

4

4

グ
ラ
ス
は
誰
の
た
め
に
？　

あ
る
い
は

次
の
場
面
、「
彼
女
は
、
四
人
分
の

4

4

4

4

食
器
を
並
べ
さ
せ
て
お
い
た
。
彼

女
は
、
使
用
さ
れ
な
い
食
器
を
た
だ
ち
に
片
付
け
る
よ
う
に
命
じ
る
」。

欠
席
が
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ク
リ
ス
チ
ア
ー
ヌ
だ
け
で
あ
る
。
と

す
れ
ば
も
う
一
組
の
食
器
と
は
、
い
っ
た
い
誰
の
も
の
な
の
か
？

結
論
を
言
え
ば
、
そ
の
「
も
う
一
人
」
が
誰
か
、
私
（
た
ち
）
は

続
く
場
面
で
知
る
こ
と
に
な
る
。「
椅
子
の
配
置
を
決
め
た
の
は
、
彼

女
自
身
だ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ク
の
も
の
と
指
定
さ
れ
た
椅
子
と
、
彼
女

の
椅
子
と
は
、
事
務
室
の
窓
の
下―

も
ち
ろ
ん
、
寝
室
の
壁
と
す

れ
す
れ
に―

隣
り
合
せ
に
置
か
れ
て
い
る
。
残
り
の
二
つ
の
椅
子

は
（
…
）
更
に
右
寄
り
に
並
べ
ら
れ
た
。
同
じ
く
《
眺
望
》
の
理
由
か

ら
、
こ
れ
ら
残
り
の
二
つ
の
椅
子
は
、
他
の
椅
子
の
方
に
向
け
ら
れ

て
は
い
な
い
。（
…
）
こ
の
配
置
の
た
め
に
、
そ
れ
ら
の
椅
子
に
坐
る

人
た
ち
は
、
Ａ
を―

特
に
、
い
ち
ば
ん
遠
く
の
四
番
目
の
椅
子
か

ら―

見
よ
う
と
す
る
場
合
、
首
を
ひ
ど
く
廻
さ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
／
三
番
目
の
椅
子
は
（
…
）
明
ら
か
に
う
し
ろ
に
ず
ら
せ
て
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
あ
ま
り
安
楽
で
な
い
椅
子
は
、
空
い
た
ま
ま
だ
」。

三
番
目
の
椅
子
は
、
不
在
の
ク
リ
ス
チ
ア
ー
ヌ
の
も
の
で
あ
る
。

で
は
「
空
い
た
ま
ま
」
で
な
い
、
ほ
か
の
二
つ
の
椅
子
を
見
づ
ら
い

位
置
に
置
か
れ
た
も
う
一
脚
の
椅
子
に
は
、
い
っ
た
い
誰
が
坐
っ
て

い
る
の
か
？

も
う
お
わ
か
り
だ
ろ
う
。
四
番
目
の
椅
子
は
語
り
手
、

こ
の
物
語
に
は
そ
の
姿
や
セ
リ
フ
が
一
文
字
も
描
か
れ
る
こ
と
の
な

い
、
私
＝
「
Ａ
」
の
夫
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
椅
子
で
あ
る
。

彼
は
、「
Ａ
」
と
フ
ラ
ン
ク
に
対
し
て
は
無
言
の
カ
メ
ラ
の
よ
う
に
、

し
か
し
私
（
た
ち
）
読
み
手
に
は
際
限
な
く
饒
舌
な
語
り
手
と
し
て
、

存
在
す
る
。
私
（
た
ち
）
読
み
手
は
、
彼
の
目
が
捉
え
た
も
の
を
、

彼
の
口
を
通
し
て
し
か
、
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。《
眺
望
》（
わ
ざ

わ
ざ
カ
ッ
コ
に
強
調
し
て
彼
は
言
う
）
を
理
由
に
自
分
の
椅
子
が
二

人
を
見
づ
ら
い
位
置
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
も
、
暗
闇
を
口
実
に
彼

女
が
フ
ラ
ン
ク
に
「
で
き
る
だ
け
」
近
づ
く
こ
と
も
、
二
人
が
「
ほ

と
ん
ど
頭
と
頭
が
ふ
れ
合
う
ほ
ど
」
に
近
づ
く
こ
と
も
、
フ
ラ
ン
ク

の
囁
き
を
「
お
そ
ら
く

4

4

4

4

、
感
謝
の
こ
と
ば
だ
ろ
う

4

4

4

」
と
わ
ざ
わ
ざ
（
自

分
を
落
着
か
せ
る
よ
う
に
）
類
推
し
て
み
せ
る
こ
と
な
ど
も
、
す
べ

て
は
、
語
り
手
に
そ
の
よ
う
に
見
え
る

4

4

4

4

4

4

4

4

（
見
よ
う
と
す
る
）
こ
と
で

し
か
な
い
。
と
う
に
お
気
づ
き
の
と
お
り
、
そ
れ
ら
は
ど
う
し
よ
う

も
な
く
、
二
人
の
関
係
を
疑
う
嫉
妬
深
い
夫
の
視
線
が
観
察
し
記
述

す
る
光
景
で
あ
る
。
私
（
た
ち
）
は
物
語
を
、
彼
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を

通
し
て
し
か
読
む
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
は
ま
さ
に
「
嫉
妬
す
る
こ

と
で
歪
む
視
線
」
の
実
体
験
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
誰
も
が
身
に
覚
え

が
あ
る
は
ず
だ
、
嫉
妬
す
る
視
線
は
そ
の
プ
リ
ズ
ム
を
通
し
て
、
普

段
と
変
わ
ら
ぬ
世
界
を
過
剰
に
意
味
づ
け
ず
に
い
な
い
こ
と
を
。
世

界
が
そ
う
と
し
か
見
え
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
と
小
説
が
（
語
り
手
に
よ
っ
て
）

そ
う
と
し
か
語
ら
れ
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
は
こ
こ
で
完
全
に
一
致
し
、
冒
頭
の

幾
何
学
的
描
写
は
、
逆
説
的
に
、
そ
れ
を
い
っ
そ
う
際
立
て
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
始
ま
っ
た
物
語
は
だ
か
ら
、
嫉
妬
に
狂
っ
て
ゆ
く
夫

の
視
線
に
よ
っ
て
、
た
っ
た
一
度
の
出
来
事
を
反
復
的
に
書
き
換
え

て
ゆ
く
。
フ
ラ
ン
ク
の
ム
カ
デ
を
潰
す
音
に
誘
発
さ
れ
た
、
食
卓
に

お
け
る
Ａ
の
指
先
の
驚
き
の
痙
攣
は
、
い
つ
し
か
シ
ー
ツ
の
上
で
痙

攣
す
る
手
に
塗
り
替
え
ら
れ
、
二
人
が
買
い
物
に
出
か
け
た
先
で
の

車
の
故
障
も
、
過
剰
に
細
部
を
変
え
て
何
度
も
回
想
さ
れ
ず
に
は
い

な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
妻
の
不
貞
の
僅
か
な
兆
候
を
も
見
逃
す
ま

い
と
妄
想

4

4

を
膨
ら
ま
せ
て
ゆ
く
不
幸
な
（
そ
し
て
淫
蕩
な
）
夫
の
視

線
で
あ
る
。
私
（
た
ち
）
は
そ
れ
を
、
語
り
手
が
「
い
ま
そ
こ
に
あ

る
こ
と
」
と
し
て
語
り
聞
か
せ
る
言
葉
、
つ
ま
り
は
一
作
の
「
小
説
」

と
し
て
、
徹
頭
徹
尾
ト
レ
ー
ス
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

も
う
半
世
紀
も
前
に
そ
の
小
説
を
発
表
し
た
ア
ラ
ン
・
ロ
ブ=

グ

リ
エ
（
の
記
憶
）
が
い
ま
な
お
現
在
的
で
あ
り
う
る
こ
と
は
、
ひ
と

つ
に
上
記
の
よ
う
な
技
法
の
ゆ
え
で
あ
る
。
不
倫
と
嫉
妬
の
物
語
を
、

ど
こ
か
遠
く
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
適
度
に
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
で
エ
ロ

テ
ィ
ッ
ク
な
「
お
伽
話
」
と
し
て
描
く
「
現
代
」
作
家
た
ち
よ
り
も
、

そ
れ
は
は
る
か
に
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
で
あ
り
、
電
子
機
器
と
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
を
介
し
て
よ
う
や
く
実
現
さ
れ
つ
つ
あ
る
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ヴ

な
メ
デ
ィ
ア
と
も
き
わ
め
て
高
い
親
和
性
を
持
っ
て
い
て
、
な
お
か

つ
文
字
通
り
の
意
味
で
「
構
造
」
を
主
眼
と
す
る
こ
と
に
お
い
て
、

翻
訳
の
問
題
を
越
え
て
受
容
可
能
な
の
だ
。「W

EB
2.0

」
と
い
っ
た

言
い
方
で
、
発
信
者
と
受
信
者
の
双
方
向
性
が
語
ら
れ
る
時
代
に
世

を
去
る
こ
と
に
お
い
て
、
ア
ラ
ン
・
ロ
ブ=

グ
リ
エ
の
小
説
は
（
彼

は
そ
の
延
長
と
し
て
何
本
も
の
映
画
を
監
督
し
も
し
た
の
だ
が
）、
い

ま
あ
ら
た
め
て
私
た
ち
に
手
渡
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

残
念
な
が
ら
『
嫉
妬
』
は
絶
版
さ
れ
て
久
し
い
が
、
ア
ラ
ン
・
ロ

ブ=

グ
リ
エ
の
小
説
は
、
以
下
の
四
作
品
を
新
刊
書
店
で
買
い
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。『
反
復
』（
白
水
社
）、『
迷
路
の
な
か
で
』『
覗
く
ひ

と
』（
講
談
社
文
芸
文
庫
）、「
ジ
ン
」（『
集
英
社
ギ
ャ
ラ
リ
ー　

世
界
の
文
学

〈
９
〉』
所
収
）。
映
画
で
は
、
八
十
歳
を
こ
え
て
監
督
し
た
『
グ
ラ
デ
ィ

ー
ヴ
ァ 

マ
ラ
ケ
シ
ュ
の
裸
婦
』（
ア
ッ
ト 

エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
）
の
Ｄ
Ｖ

Ｄ
が
こ
の
三
月
に
発
売
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
る
。　
　
（Text  by L.M

.

）

蓮
實
重
彥
◉

H
a

s
u

m
i S

h
ig

e
h

ik
o

36
年
生
。
批
評
家
・
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
。『
批
評
あ
る
い
は
仮
死
の
祭
典
』

で
デ
ビ
ュ
ー
以
後
、
日
本
の
文
芸
・
映
画
批
評
シ
ー
ン
を
牽
引
し
続
け
て

い
る
一
人
。
な
お
、
右
文
を
含
む
ロ
ブ
＝

グ
リ
エ
の
追
悼
特
集
が
、
四
月

一
日
発
売
の
「
早
稲
田
文
学
１
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

Ｗ
Ｂ
レ
ク
チ
ャ
ー
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ラ
ン
ド
セ
ル
の
中
身
が

カ
シ
ャ
カ
シ
ャ
鳴
っ

て
い
る
。
耳
障

り
だ
。
片
足
だ

け
使
っ
て
通
学

路
を
帰
宅
し
て
い
る
。
こ
の
ぶ
ん
だ
と
色
エ
ン
ピ
ツ
の
芯
が
全
部
確
実
に
折

れ
る
。
通
学
路
と
は
い
え
車
も
よ
く
通
る
。
そ
し
て
靴
が
か
た
っ
ぽ
な
い
。

さ
が
し
て
い
る
の
に
見
つ
か
ら
な
い
。
そ
ん
な
感
じ
だ
。
し
か
し
A
の
口
か

ら
は
あ
そ
ん
で
い
る
ん
だ
と
出
た
。
友
達
も
そ
う
思
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

い
っ
し
ょ
に
や
り
た
い
が
塾
が
あ
る
の
で
先
を
急
が
な
け
れ
ば
と
告
げ
て
残

念
そ
う
に
振
り
返
り
な
が
ら
自
転
車
数
台
が
走
り
去
っ
て
い
っ
た
。
A
は

ホ
ッ
と
し
た
表
情
に
な
る
。
片
足
つ
い
て
靴
下
で
歩
い
て
も
い
い
じ
ゃ
な
い

か
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
な
ん
だ
し
と
の
指
摘
も
当
然
あ
り
う
る
は

ず
だ
が
A
の
小
さ
な
頭
に
は
浮
か
ん
で
い
な
い
。
お
母

さ
ん
の
顔
だ
け
が
浮
か
ん
で
い
る
。
夏
で
も
な
い
の

に
汗
を
い
っ
ぱ
い
浮
か
べ
て
い
る
。
靴
下
を
汚
さ

ぬ
よ
う
懸
命
に
さ
が
し
て
い
る
の
だ
。
ガ
ッ
ツ
の

あ
る
や
つ
だ
。
ど
う
か
一
歩
ま
た
一
歩
と
近
づ
い

て
い
る
こ
と
を
祈
る
ば
か
り
だ
。

近
く
に
あ
る
で
し
ょ
う
と
い
わ
れ
る
が
見
つ
か

ら
な
い
。
す
で
に
B
は
あ
っ
ち
を
ひ
っ
く
り
か
え

し
こ
っ
ち
を
ひ
っ
く
り
か
え
し
し
て
お
り
部
屋
の

な
か
は
も
の
す
ご
い
状
況
だ
。
や
っ
ぱ
り
お
母
さ
ん

が
さ
が
し
て
あ
げ
る
か
ら
と
こ
っ
ち
へ
来
そ
う
だ
っ
た

の
で
来
ち
ゃ
ダ
メ
向
こ
う
い
っ
て
て
と
B
は
廊
下
へ
出
て

押
し
返
す
。
自
分
で
見
つ
け
る
か
ら
と
訴
え
る
。
そ
し
て
襖
を

ピ
ッ
タ
リ
閉
め
る
。
椅
子
も
ひ
き
ず
っ
て
き
た
。
絶
対
に
入
れ
な
い
よ
う
に

す
る
た
め
だ
。
そ
れ
で
効
果
が
あ
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
た
し
か
に
こ
の

部
屋
に
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
足
の
踏
み
場
が
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
B
は
椅
子
を
も
う
ひ
と
つ
ひ
き
ず
っ
て
き
た
。
そ
ん
な
こ
と
し
て

な
い
で
足
も
と
を
よ
く
さ
が
せ
ば
い
い
の
に
。
案
の
定
と
い
う
べ
き
か
ひ
き

ず
っ
て
い
る
と
き
に
何
か
を
ふ
ん
づ
け
て
割
っ
て
し
ま
う
。
見
る
と
そ
れ
が

母
親
の
手
鏡
だ
っ
た
。
見
つ
か
っ
た
は
い
い
が
こ
ん
な
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

手
鏡
の
な
か
で
い
く
つ
も
の
B
の
表
情
が
か
た
ま
っ
て
い
る
。
ど
こ
へ
隠
そ

う
か
早
速
思
案
し
て
い
る
顔
つ
き
に
も
見
え
る
。
こ
の
両
親
の
寝
室
の
向
か

い
に
は
ト
イ
レ
が
あ
る
。
ど
う
や
ら
そ
こ
に
目
を
つ
け
た
よ
う
だ
。
も
ち
ろ

ん
す
ぐ
に
見
つ
か
っ
て
し
ま
う
わ
け
だ
が
。

言
葉
が
大
量
発
生
し
て
C
め
が
け
て
飛
ん
で
く
る
。
虫
と
り
網
を
放
り
投

げ
て
退
散
だ
。
だ
が
二
手
に
分
か
れ
て
は
さ
み
う
ち
す
る
つ
も
り
ら
し
い
。

C
は
コ
ケ
て
し
ま
う
。
そ
の
岩
に
顔
が
あ
る
。
こ
っ
ち
を
見
て
に
や
り
と

笑
っ
て
い
る
。
か
ん
に
ん
し
て
。
C
は
涙
を
ぼ
ろ
ぼ
ろ
落
と
す
。
汗
も
か

く
。
三
十
七
度
九
分
だ
。
ま
ざ
っ
て
汗
と
も
涙
と
も
知
れ
ぬ
も
の
に
な
っ
た

粒
を
タ
オ
ル
で
ぬ
ぐ
っ
て
く
れ
る
の
は
お
母
さ
ん
だ
。
そ
う
思
っ
て
見
上
げ

て
も
姿
は
ど
こ
に
も
な
か
っ
た
。
や
っ
ぱ
り
一
人
き
り
な
ん
だ
。
一
人
き
り

で
こ
の
部
屋
に
い
る
ん
だ
。
足
音
が
扉
の
前
で
ぴ
た
り
と
止
ま
る
。
椅
子
を

ひ
き
ず
っ
て
い
き
た
い
が
身
動
き
が
と
れ
な
い
。
カ
ー
テ
ン
が
C
の
頰
を
な

で
る
。
は
ら
い
の
け
て
も
顔
に
か
ぶ
さ
っ
て
く
る
。
こ
こ
ま
で
と

ど
か
な
い
は
ず
な
の
に
お
か
し
い
と
C
は
思
う
。
ま
た
足
音
が
聞

こ
え
て
く
る
。
扉
の
前
で
そ
の
音
が
ま
た
消
え
る
。
扉
は
押
し
て

も
引
い
て
も
開
か
な
い
。
扉
の
向
こ
う
に
だ
れ
か
が
二
人
い
る
の

だ
。D

が
歩
い
て
い
る
。
ま
だ
か
ま
だ
か
と
周
囲
を
ヤ
キ
モ
キ
さ
せ

て
い
た
の
だ
か
ら
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
は
あ
る
の
だ
が
素
直
に
よ

ろ
こ
ぶ
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
D
は
靴
を
は
い
て
い
る
。
子

供
の
靴
だ
と
い
う
こ
と
は
わ
か
る
。
一
度
庭
に
出
た
と
い
う
こ
と

も
わ
か
る
。
雨
で
土
が
ぬ
か
る
ん
で
い
る
の
だ
。
し
か
し
汚
れ
に

汚
れ
た
靴
は
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
持
っ
て
き
た
も
の
な
の
か
。
片

方
は
D
よ
り
お
兄
さ
ん
の
も
の
で
あ
る
。
も
う
片
方
は
少
し
小
さ

い
が
や
は
り
D
よ
り
お
姉
さ
ん
の
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
早

く
返
し
て
あ
げ
な
け
れ
ば
こ
ん
な
雨
の
冷
た
い
な
か
さ
ぞ
か
し

困
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
D
は
す
っ
か
り
気
に
入
っ
て
し
ま
っ

て
お
お
は
し
ゃ
ぎ
で
あ
る
。
ぬ
が
せ
よ
う
と
し
て
も
う
ま
く
い
か

な
い
。
強
引
に
取
り
上
げ
よ
う
と
す
れ
ば
泣
き
だ
し
て
し
ま
う
。

飽
き
る
ま
で
歩
か
せ
る
し
か
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
お
母
さ
ん

が
協
同
購
入
か
ら
家
に
戻
っ
て
き
て
ぎ
ょ
う
て
ん
し
た
の
も
無
理

か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
ぐ
に
D
の
安
否
を
た
し
か
め
た
が
も

う
ぐ
っ
す
り
眠
っ
て
い
る
。
足
跡
が
小
さ
い
こ
と
か
ら
お
母
さ
ん

は
大
事
件
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
畳
を
雑
巾
で
ぬ
ぐ
い
な
が
ら
二

人
の
子
供
が
我
が
家
に
侵
入
し
た
と
こ
ろ
を
思
い
浮
か
べ
て

ち
ょ
っ
と
愉
快
な
気
持
ち
に
な
っ
た
ほ
ど
だ
。
ま
だ
娘
の
面
影
の

残
る
若
い
お
母
さ
ん
な
の
だ
。
さ
す
が
に
足
跡
が
右
足
だ
け
と
い

う
こ
と
に
は
首
を
か
し
げ
た
が
。

す
ぐ
近
く
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…
…
は
よ
い
も
の
の
、
早
々
に
失
敗
を
し
て
へ
こ
み
ま
し
た
。ぺ
こ
ー
ん
。

朝
、
髪
に
リ
ボ
ン
を
き
ゅ
っ
と
結
ん
だ
と
き
に
も
そ
の
こ
と
を
考
え
て

い
た
。

ぼ
ん
や
り
と
学
校
に
来
て
、
先
生
の
お
部
屋
の
ポ
ス
ト
に
お
薦
め
本

を
載
せ
た
和
本
を
ぺ
こ
ん
、
と
出
し
て
き
た
今
も
、
坂
を
下
り
な
が
ら
ぺ

こ
ん
と
し
て
い
る
。
ぺ
こ
ん
…
…
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
エ
プ
ロ
ン
を
か
け
て
い
る
と
、
存
外
た
く
さ
ん
の
ひ

と
に
声
を
か
け
ら
れ
て
お
ろ
お
ろ
。
そ
れ
で
も
な
ん
と
か
し
て
探
し
て
い

ら
し
た
本
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
り
、
曇
っ
て
い
た
顔
が
ぱ
っ
と
明

る
く
な
る
の
を
見
る
の
は
嬉
し
い
。

で
も
、
最
後
の
最
後
で
ひ
ど
い
応
対
を
し
て
し
ま
っ
た
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
初
日
と
い
う
の
は
言
い
訳
に
は
な
ら
な
い
し
、
古
典
く
ら
い
辞
書
引
い

て
読
め
ば
い
い
の
に
、
と
思
っ
て
し
ま
っ
た
り
も
し
た
け
ど
、
求
め
ら
れ

た
も
の
を
き
ち
ん
と
し
た
か
た
ち
で
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ

と
は
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
く
ら
い
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
地
を

這
う
よ
う
だ
っ
た
数
学
の
成
績
を
見
て
い
る
よ
う
に
。

素
直
に
省
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
私
の
弱
さ
だ
。

朝
、
己
を
戒
め
る
よ
う
に
結
ん
だ
リ
ボ
ン
だ
っ
て
、
き
っ
と
形
が
く
ず

れ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。

大
学
か
ら
ゆ
る
り
と
伸
び
た
坂
道
は
人
気
が
な
い
。
春
休
み
だ
も
の
、

当
然
だ
。
ふ
っ
か
り
と
プ
ラ
ン
タ
ー
の
上
に
雪
が
か
ぶ
さ
っ
て
、
珍
妙
な

姿
を
し
て
い
る
。
事
務
仕
事
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
な
ら
大
概
こ
な
し
て

み
せ
る
の
に
、
ど
う
し
て
人
が
相
手
に
な
る
と
こ
わ
い
の
だ
ろ
う
。
な
ん

と
な
く
答
え
は
知
っ
て
い
た
の
で
、
頭
を
振
っ
て
う
つ
む
い
た
。

ち
っ
と
も
春
の
予
感
を
匂
わ
せ
な
い
風
は
つ
め
た
く
、
指
先
が
つ
ん
と

冷
え
る
。
は
、
と
は
き
か
け
た
呼
気
が
白
く
け
ぶ
り
、
一
瞬
の
後
に
す
さ

ぶ
空
風
に
さ
ら
わ
れ
て
い
く
。
ぼ
ん
や
り
と
吹
き
つ
け
る
風
の
な
か
に
立

っ
て
い
る
と
、
ふ
い
に
頭
が
軽
く
な
っ
た
。
ゴ
ム
で
簡
単
に
束
ね
て
い
た

髪
が
散
り
、
世
界
に
黒
い
線
が
は
し
る
。
吹
き
撓
む
枝
が
ぱ
き
り
と
啼

い
た
。

う
な
が
さ
れ
る
よ
う
に
空
を
仰
ぐ
と
、
ど
こ
か
で
み
た
よ
う
な
翅
が
頼

り
な
く
ま
た
た
い
て
い
る
。
き
ゅ
っ
と
結
ん
だ
は
ず
の
リ
ボ
ン
が
風
に
流

さ
れ
散
る
葉
に
な
ぶ
ら
れ
、
ひ
ら
ひ
ら
と
飛
ん
で
い
た
。
そ
の
姿
の
う
る

わ
し
く
な
い
こ
と
と
い
っ
た
ら
。

た
だ
一
度
、
力
を
込
め
て
結
ば
れ
た
だ
け
の
蝶
々
が
ふ
ら
ふ
ら
、
風
に

乗
っ
て
い
る
。
結
び
目
に
込
め
ら
れ
た
、
私
の
苦
い
失
敗
を
軸
と
し
て
。

ふ
り
あ
お
い
だ
空
は
煙
っ
て
憂
鬱
そ
う
な
そ
ぶ
り
を
し
て
い
た
が
、
き

ら
っ
と
ひ
か
り
が
こ
ぼ
れ
て
台
無
し
だ
。
日
輪
と
目
が
合
う
。

そ
う
し
て
い
つ
も
の
よ
う
に
、
ま
ぶ
た
に
冬
の
風
の
よ
う
な
痛
み
が
さ
し

た
。

図
書
館
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、

は
じ
め
ま
し
た
。



Ｋ
Ｅ
Ｙ
の
美
少
女
ゲ
ー
ム
『
Ａ
Ｉ
Ｒ
』
は
、
名
前
は
よ
く
聞
い
て
い
た
が
、
キ
ャ
ラ
デ
ザ
が
あ
ま
り
好
み
で
な

か
っ
た
の
で
敬
遠
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
最
近
私
が
愛
読
し
て
い
る
畑
健
二
郎
の
漫
画
『
ハ
ヤ
テ
の
ご
と
く
！
』

（「
少
年
サ
ン
デ
ー
」
連
載
の
今
流
行
の
「
萌
え
漫
画
」
だ
が
、
タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
添
っ
て
フ
ラ
グ
を
管
理

す
る
ギ
ャ
ル
ゲ
ー
の
方
法
を
漫
画
に
応
用
し
て
い
る
の
が
実
験
的
で
、
今
後
ど
こ
ま
で
こ
の
方
法
が
貫
き
通
せ
る

か
注
目
さ
れ
る
。
作
者
が
毎
週
「
ｗ
ｅ
ｂ
サ
ン
デ
ー
」
で
出
し
て
い
る
コ
メ
ン
ト
と
併
せ
て
読
む
と
、
漫
画
を
知

的
に
考
え
て
組
み
立
て
て
行
く
手
作
り
感
が
感
じ
ら
れ
て
面
白
い
）
の
中
で
『
Ａ
Ｉ
Ｒ
』
の
主
題
歌
で
あ
る
「
鳥

の
詩
」
が
Ｂ
Ｇ
Ｍ
に
使
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
れ
を
実
際
に
聞
い
て
み
た
く
な
っ
て
今
更
な
が
ら
、
去
年
急

に
『
Ａ
Ｉ
Ｒ
』
を
買
っ
て
プ
レ
イ
し
た
。
目
当
て
の
「
鳥
の
詩
」
は
普
通
の
ア
ニ
ソ
ン
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、

何
度
も
聞
く
う
ち
に
癖
に
な
り
、
特
に
ネ
ッ
ト
で
拾
っ
た
海
賊
版
の
ピ
ア
ノ
編
曲
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
（
鷹
石
し
の
ぶ

編
）
と
、
韓
国
製
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
に
収
め
ら
れ
た
リ
ス
ト
ば
り
の
超
絶
技
巧
を
展
開
す
る
ピ
ア
ノ
・
ソ
ナ
タ
ヴ
ァ
ー
ジ

ョ
ン
（
Ｋ
・
Ｋ
ｕ
ｒ
ｏ
ｙ
ａ
編
）
は
秀
逸
で
、
今
で
も
カ
ー
ス
テ
レ
オ
に
入
れ
て
時
々
楽
し
ん
で
い
る
。

『
Ａ
Ｉ
Ｒ
』
本
編
は
、
第
一
部
「
Ｄ
Ｒ
Ｅ
Ａ
Ｍ
」、
第
二
部
「
Ｓ
Ｕ
Ｍ
Ｍ
Ｅ
Ｒ
」、
第
三
部
「
Ａ
Ｉ
Ｒ
」
の
三
部
構

成
で
、
通
常
の
意
味
で
の
ゲ
ー
ム
部
分
は
第
一
部
だ
け
で
あ
り
、
第
二
部
と
第
三
部
は
選
択
肢
の
な
い
ヴ
ィ
ジ
ュ

ア
ル
・
ノ
ヴ
ェ
ル
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
第
一
部
は
人
形
を
「
法
術
」
に
よ
っ
て
た
だ
歩
か
せ
る
だ
け
と
い
う

売
れ
な
い
大
道
芸
だ
け
を
頼
り
に
放
浪
の
旅
を
続
け
る
少
年
「
国
崎
往
人
」
が
、
海
辺
の
田
舎
町
で
謎
の
少
女

「
神
尾
観
鈴
」
と
出
会
い
、
彼
女
の
家
に
居
候
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
し
か
し
観
鈴
は
往
人
と
親
し
く
な
る

に
つ
れ
て
空
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
少
女
に
つ
い
て
の
不
思
議
な
夢
を
見
る
よ
う
に
な
り
、
衰
弱
し
て
病
床
に
臥
す
。

往
人
は
一
度
は
彼
女
と
別
れ
て
旅
立
と
う
と
す
る
が
、
思
い
直
し
て
彼
女
を
「
法
術
」
で
助
け
て
消
滅
す
る
。
こ

の
観
鈴
ル
ー
ト
の
外
に
分
岐
す
る
二
つ
の
ル
ー
ト
を
ク
リ
ア
す
る
と
、
第
二
部
に
入
る
。
第
二
部
は
正
歴
五
年

（
西
暦
九
九
四
年
）
の
畿
内
地
方
が
舞
台
で
、
無
頼
の
徒
の
「
柳
也
」
は
、
超
絶
的
な
力
を
持
つ
が
故
に
社
に
幽

閉
さ
れ
て
い
る
「
翼
人
」
の
少
女
「
神
奈
」
の
警
護
を
命
じ
ら
れ
る
が
、
神
奈
と
侍
女
の
「
裏
葉
」
を
連
れ
て
社

を
脱
走
し
、
神
奈
の
母
を
捜
す
旅
に
出
る
。
そ
し
て
高
野
山
金
剛
峯
寺
で
幽
閉
さ
れ
て
い
る
母
を
助
け
出
す
が
、

結
界
を
破
っ
た
た
め
に
朝
廷
の
軍
勢
が
高
野
山
に
攻
め
込
み
、
混
乱
の
中
で
母
は
矢
に
当
た
っ
て
死
に
、
神
奈
は

柳
也
を
助
け
る
た
め
に
お
と
り
に
な
っ
て
、
高
野
山
の
僧
た
ち
の
呪
術
の
た
め
に
空
に
閉
じ
込
め
ら
れ
行
方
不
明

と
な
る
。
柳
也
は
神
奈
が
死
ん
で
人
間
に
転
生
し
た
後
も
、
呪
い
に
よ
っ
て
夭
折
す
る
運
命
に
あ
る
こ
と
を
知
り
、

裏
葉
と
の
間
に
子
供
を
作
り
、
神
奈
を
救
う
意
志
を
後
世
に
残
す
こ
と
に
す
る
。
こ
こ
に
観
鈴
が
神
奈
の
転
生
し

た
姿
で
あ
り
、
往
人
が
柳
也
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
そ
し
て
第
三
部
で
は
、
カ
ラ
ス
の
視
点
か
ら

第
一
部
の
観
鈴
ル
ー
ト
を
た
ど
り
直
し
、
往
人
が
消
滅
し
た
後
、
観
鈴
が
再
び
病
に
苦
し
み
出
す
が
、
母
代
り
の

叔
母
の
晴
子
と
共
に
最
後
ま
で
前
向
き
に
生
き
る
過
程
を
描
き
、
観
鈴
の
死
後
晴
子
は
自
立
し
、
カ
ラ
ス
は
飛
べ

な
か
っ
た
空
に
舞
い
上
が
る
。

海
辺
の
物
語
な
の
に
海
は
水
平
方
向
に
遠
く
、
空
の
垂
直
的
な
青
さ
が
目
に
ま
ぶ
し
い
ゲ
ー
ム
で
あ
る
。
私
は

特
に
第
二
部
が
面
白
か
っ
た
。
神
奈
・
柳
也
・
裏
葉
の
主
従
関
係
は
『
ハ
ヤ
テ
』
の
ナ
ギ
・
ハ
ヤ
テ
・
マ
リ
ア
の

関
係
を
思
わ
せ
る
も
の
だ
が
、
年
号
と
地
名
の
明
示
は
、
匿
名
的
だ
っ
た
こ
の
物
語
の
時
空
に
固
有
名
を
与
え
、

あ
れ
は
一
九
九
五
年
の
こ
と
だ
か
ら
、
も
う
、
十
年
以
上
も
前
に
な
る
か
、
北
京
大
学
の
教
授
の
お
宅
で
、
餃
子

を
御
馳
走
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
中
国
映
画
の
取
材
に
行
っ
て
い
た
と
き
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
教
授
は
、
通
訳
に

同
行
し
て
く
れ
た
渋
谷
裕
子
さ
ん
（
翻
訳
家
で
も
あ
る
が
、
い
ま
で
は
日
本
で
行
わ
れ
る
国
際
映
画
祭
で
活
躍
し
て

い
る
）
の
北
京
大
学
で
の
恩
師
で
あ
る
。

場
所
は
、
昔
な
が
ら
の
胡フ

ー

同ト
ン

の
一
角
で
、
低
い
土
塀
も
、
小
さ
な
木
戸
も
、
清
朝
末
期
の
風
趣
を
漂
わ
せ
る
も
の

の
、
一
歩
入
る
と
、
昭
和
三
〇
年
代
頃
の
東
京
の
下
町
に
あ
っ
た
よ
う
な
軒
の
低
い
棟
割
り
長
屋
ふ
う
の
粗
末
な
建

物
が
あ
り
、
教
授
の
お
宅
は
、
そ
の
な
か
の
二
部
屋
に
台
所
が
つ
い
た
よ
う
な
住
ま
い
だ
っ
た
（
別
に
共
同
便
所
が

あ
っ
た
）。
こ
れ
が
、
か
の
北
京
大
学
教
授
の
家
か
と
思
う
と
、
知
識
分
子
が
迫
害
さ
れ
た
文
革
時
代
の
こ
と
な
ど

が
脳
裏
を
去
来
し
、
い
さ
さ
か
暗
澹
と
し
た
思
い
に
と
ら
わ
れ
た
。
だ
が
、
李
白
の
専
門
家
で
あ
る
教
授
も
、
そ
の

ご
家
族
も
と
て
も
明
る
く
、
わ
た
し
た
ち
が
訪
ね
た
と
き
は
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
か
ら
小
学
生
の
お
嬢
さ
ん
ま
で
、
一

家
総
が
か
り
で
餃
子
を
作
っ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。

客
を
も
て
な
す
の
は
、
ま
ず
餃
子
と
い
う
の
が
、
北
京
な
ど
北
方
の
一
般
家
庭
の
習
い
な
の
だ
。
実
際
、
家
の
人

た
ち
が
手
ず
か
ら
皮
を
捏
ね
、
具
を
包
み
、
大
き
な
鉄
鍋
で
茹
で
上
げ
た
餃
子
は
美
味
し
く
、
五
〇
個
ぐ
ら
い
は
食

べ
た
の
で
は
な
い
か
。
酒
は
、
む
ろ
ん
パ
イ
ジ
ュ
ウ
（
白
酒
）
と
い
う
五
〇
度
ぐ
ら
い
の
焼
酎
だ
。
教
授
と
差
し
つ

差
さ
れ
つ
し
な
が
ら
清
談
（
政
談
に
あ
ら
ず
）
し
た
が
、
教
授
に
、
日
本
人
に
し
て
は
（
酒
が
）
強
い
、
と
誉
め
ら

れ
た
の
に
気
を
よ
く
し
て
、
い
さ
さ
か
呑
み
す
ぎ
た
か
も
し
れ
な
い
。
帰
り
の
タ
ク
シ
ー
の
な
か
か
ら
見
上
げ
た
空

に
、
満
月
が
皓
々
と
輝
い
て
い
た
の
を
忘
れ
な
い
。　

あ
の
頃
は
、
学
校
帰
り
の
子
ど
も
た
ち
が
、
立
ち
食
い
す
る
屋
台
の
よ
う
な
小
店
で
売
っ
て
い
る
餃
子
な
ど
に
し

て
も
、
み
ん
な
そ
の
店
で
作
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
だ
が
、
今
度
の
農
薬
入
り
餃
子
事
件
が
ら
み
で
伝
え
ら
れ
る
情
報

に
よ
る
と
、
最
近
は
、
そ
う
い
う
店
の
餃
子
も
、
工
場
で
生
産
・
冷
凍
さ
れ
た
も
の
を
蒸
す
か
茹
で
る
か
し
て
売
っ

て
い
る
と
い
う
。
中
国
に
お
け
る
食
の
あ
り
方
も
、
こ
の
十
年
ぐ
ら
い
で
決
定
的
に
変
わ
っ
た
の
だ
。
だ
が
、
そ
れ

は
、
す
で
に
わ
れ
わ
れ
が
経
験
済
み
の
こ
と
で
も
あ
る
。
家
庭
で
、
家
族
一
緒
に
食
事
を
す
る
と
い
う
習
慣
が
失
わ

れ
、「
個
食
」
だ
の
「
孤
食
」
と
い
っ
た
言
葉
が
云
々
さ
れ
出
し
た
の
は
、
九
〇
年
代
初
め
頃
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
（
食
卓
か
ら
父
親
の
姿
が
消
え
た
の
は
、
も
っ
と
前
だ
が
）。
そ
れ
が
、
食
品
の
工
業
化
と
と
も
に
、
い
ま
、
中

国
で
も
日
常
化
し
て
い
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
大
雑
把
に
い
え
ば
文
革
以
後
の
開
放
政
策
と
、
そ
れ
に
伴
う
中
国
の
資

本
主
義
化
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
汪
暉
の
『
思
想
空
間
と
し
て
の
現
代
中
国
』
な
ど
に
よ
る
と
、
そ
の
内
実
は
、

も
っ
と
複
雑
で
あ
る
。
ま
ず
、
文
革
が
終
息
し
た
あ
と
の
一
九
七
八
年
か
ら
、
天
安
門
事
件
が
起
こ
っ
た
一
九
八
九

年
ま
で
に
、
二
段
階
の
変
革
が
あ
っ
た
。
そ
の
第
一
段
階
は
、
一
九
七
八
年
か
ら
一
九
八
四
年
に
か
け
て
の
「
農
村

改
革
」
で
、
そ
こ
で
の
柱
は
、「
人
民
公
社
」
の
解
散
と
、
国
家
の
政
策
的
調
整
に
よ
る
、
農
産
品
の
価
格
引
き
上

げ
や
農
民
の
多
様
な
経
営
の
奨
励
、
郷
鎮
企
業
の
発
展
な
ど
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
都
市
と
農
村
の
収
入
格
差
は
縮

小
し
た
と
い
う
。

一
九
八
四
年
か
ら
「
都
市
改
革
」
が
始
ま
る
が
、
そ
の
基
本
は
、
国
有
企
業
の
私
企
業
へ
の
改
編
で
あ
る
。
し
か
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虚
構
的
な
も
の
で
あ
れ
歴
史
と
の
結
び
つ
き
を
与
え
る
。
史
実
に
よ
る
と
正
歴
五
年
（
西
暦
九
九
四
年
）
は
落
雷

で
金
剛
峯
寺
が
焼
亡
し
、
高
野
山
が
一
時
的
に
衰
亡
し
た
時
期
と
さ
れ
る
が
、
ゲ
ー
ム
は
そ
れ
を
「
神
を
一
つ
に

束
ね
よ
う
と
す
る
」
朝
廷
に
よ
る
「
翼
人
信
仰
」
と
い
う
異
端
の
抹
殺
事
件
と
し
て
捉
え
直
す
。
つ
ま
り
『
Ａ
Ｉ

Ｒ
』
は
日
本
の
正
統
的
な
「
神
」＝
朝
廷
に
よ
っ
て
抹
殺
さ
れ
た
別
の
神
の
物
語
で
あ
る
。「
鳥
の
詩
」
が
「
オ
タ

ク
」
た
ち
に
よ
っ
て
戯
れ
に
「
国
歌
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
も
故
な
し
と
し
な
い
。

第
一
部
と
第
三
部
の
舞
台
も
南
国
の
海
の
風
景
と
ヒ
ロ
イ
ン
の
母
の
関
西
弁
（
そ
し
て
カ
ラ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
）

か
ら
、
も
し
か
す
る
と
紀
伊
半
島
の
沿
岸
の
町
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
た
が
、
ネ
ッ
ト
で
調
べ
る
と
和
歌
山
県

美
浜
町
が
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
る
ら
し
い
。
大
阪
の
製
作
会
社
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
の
で
こ
の
選
択
は
自
然

な
の
だ
ろ
う
が
、「
紀
州
」
と
言
う
と
何
で
も
中
上
健
次
を
連
想
し
て
し
ま
う
私
に
は
こ
の
舞
台
設
定
は
た
だ
ご

と
に
思
え
な
か
っ
た
。
実
際
転
生
し
て
は
「
翼
人
」
の
記
憶
の
重
み
に
耐
え
か
ね
て
夭
折
し
て
行
く
美
少
女
た
ち

の
イ
メ
ー
ジ
は
、『
千
年
の
愉
楽
』
の
中
本
の
一
統
の
若
者
た
ち
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
な
い
だ
ろ
う
か
。『
千
年
の

愉
楽
』
に
は
オ
リ
ュ
ウ
ノ
オ
バ
と
い
う
記
憶
装
置
が
あ
っ
た
が
、『
Ａ
Ｉ
Ｒ
』
で
は
あ
ら
ゆ
る
記
憶
装
置
が
焼
き

尽
く
さ
れ
た
後
、
そ
れ
で
も
残
る
記
憶
に
つ
い
て
の
記
憶
が
孤
独
に
空
に
漂
い
続
け
る
。
東
浩
紀
は
、
こ
の
ゲ
ー

ム
に
つ
い
て
「
物
語
と
し
て
は
、
父
の
不
在
あ
る
い
は
無
能
力
の
う
え
で
新
し
い
『
家
族
』
の
構
築
を
試
み
、
そ

し
て
失
敗
す
る
作
品
だ
と
要
約
で
き
る
」
と
言
う
が
（『
ゲ
ー
ム
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
誕
生
│
│
動
物
化
す
る
ポ
ス

ト
モ
ダ
ン
２
』）、「
父
」は
不
在
と

い
う
よ
り
は
遍
在
し
て
「
新
し
い

『
家
族
』
の
構
築
」
を
失
敗
に
導

い
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
『
Ａ
Ｉ

Ｒ
』
は
極
め
て
政
治
的
な
ゲ
ー
ム

と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
、
工
業
資
産
の
再
分
配
の
た
め
の
査
定
は
、
農
村
の
土
地
な
ど
と
較
べ
て
は
る
か
に
複
雑
だ
か
ら
、
結
果
的
に
大

量
の
国
家
資
産
が
、
合
法
・
非
合
法
を
問
わ
ず
（
と
い
う
点
が
、
ま
さ
に
中
国
的
だ
が
）、
地
方
政
府
や
利
益
集
団
、

そ
の
他
少
数
の
人
間
の
手
に
わ
た
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
一
九
八
五
年
以
降
、
農
村
と
都
市
の
収
入
格
差
は
再
び
拡
大

に
転
じ
、
一
九
八
九
年
か
ら
九
一
年
に
は
、
一
九
七
八
年
以
前
の
状
況
に
戻
っ
て
し
ま
っ
た
。

一
九
八
九
年
の
天
安
門
事
件
の
あ
と
、
政
治
的
抑
圧
と
経
済
的
な
停
滞
が
続
く
が
、
そ
れ
を
転
換
さ
せ
た
の
が
、

一
九
九
二
年
の
鄧
小
平
の
「
南
巡
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
い
わ
れ
た
「
先
富
論
」
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
大
量
の
開

発
区
が
出
現
し
、
先
物
取
引
市
場
、
証
券
株
式
市
場
、
不
動
産
市
場
が
開
放
さ
れ
た
が
、「
し
か
る
べ
き
民
主
的
な

監
督
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
が
ま
っ
た
く
構
築
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
極
端
な
富
裕
階
級
が
出
現
す
る
一
方
、
大
量
の
貧
困

層
や
失
業
者
を
生
み
出
し
、
制
度
的
な
腐
敗
を
蔓
延
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
に
さ
ら
に
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム

に
よ
る
市
場
至
上
主
義
が
追
い
打
ち
を
か
け
た
と
い
う
の
が
、
現
在
の
中
国
社
会
で
あ
る
。　

興
味
深
い
こ
と
に
、
農
薬
入
り
餃
子
で
問
題
の
天
洋
食
品
が
、
河
北
省
石
家
莊
市
に
設
立
さ
れ
た
の
は
、
鄧
小
平

の
「
南
巡
」
の
翌
年
、
一
九
九
三
年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
日
本
の
双
日
食
料
と
取
引
を
開
始
し
た
の
が
、

一
九
九
六
年
の
秋
か
ら
だ
。
わ
た
し
は
、
メ
タ
ミ
ド
ホ
ス
は
、
天
洋
食
品
の
内
部
に
関
わ
り
の
あ
る
人
間
（
複
数
）

に
よ
っ
て
混
入
さ
れ
た
と
推
測
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
一
九
九
三
年
以
降
の
中
国
社
会
の
底
に

わ
だ
か
ま
る
、
地
球
規
模
に
拡
が
っ
た
市
場
へ
の
怨
念
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
中
国
政
府
は
、
中
国
で
の
農
薬
混
入

は
な
い
と
全
否
定
し
た
が
、
そ
れ
を
い
か
に

も
中
国
ら
し
い
強
弁
と
だ
け
見
る
の
は
間
違

い
だ
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
、
国
家
と
し
て
の

支
配
が
及
ば
な
い
存
在
に
怯
え
る
中
央
権
力

の
、
な
ん
と
か
そ
れ
を
糊
塗
し
よ
う
と
す
る

方
便
で
も
あ
る
の
だ
。
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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
。
主
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に
『
戦
後
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源
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秋
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論
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漱
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│
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固
有
名
批
判
』
。
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遠
く
へ

illustrated by eri

A
が
大
ま
た
で
一
歩
一
歩
大
地
を
ふ
み
し
め
て
い
る
。
み
み
ず
を
ふ

ん
だ
が
気
づ
か
な
い
。
こ
れ
か
ら
の
こ
と
で
あ
た
ま
が
い
っ
ぱ
い
な
の

で
あ
る
。
A
は
絶
対
に
振
り
向
か
な
い
つ
も
り
だ
。
赤
信
号
で
も
と

ま
ら
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
一
瞬
ひ
や
っ
と
し
た
の
だ
。
も
う
ち
ょ
っ
と

で
命
を
落
と
す
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
ひ
ざ
を
す
り
む
い
た
け
れ
ど
も
は
た

か
な
か
っ
た
。
ギ
ュ
ッ
と
両
手
を
に
ぎ
っ
た
ま
ま
だ
。
意
志
の
表
れ
な

の
だ
。
雨
天
決
行
な
の
だ
。
む
ろ
ん
そ
の
強
い
意
志
を
さ
ま
た
げ
る

要
因
は
多
々
あ
っ
た
。
ま
ず
水
た
ま
り
で
あ
る
。
こ
れ
が
A
の
視
界

に
次
か
ら
次
へ
と
現
わ
れ
る
。
こ
の
ゆ
う
わ
く
に
打
ち
勝
つ
の
は
大

変
だ
っ
た
。
坂
道
や
雨
ど
い
か
ら
勢
い
よ
く
流
れ
る
水
も
あ
な
ど
れ

な
か
っ
た
。
回
れ
右
し
て
葉
っ
ぱ
を
追
っ
て
い
く
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
あ

ぶ
な
い
あ
ぶ
な
い
。
断
ち
切
る
よ
う
に
あ
ら
た
め
て
し
っ
か
り
傘
さ
し

て
（
な
な
め
に
し
な
い
で
）
小
銭
数
え
な
お
し
て
（
こ
っ
ち
の
手
に
は

全
財
産
に
ぎ
っ
て
い
た
の
だ
）
歩
き
出
し
た
。
ど
こ
ま
で
遠
く
へ
い
け

る
か
た
し
か
め
て
い
る
の
だ
。
そ
ん
な
A
だ
っ
た
が
日
も
落
ち
る
と
急

に
不
安
に
な
っ
た
。
雨
は
や
ん
だ
が
あ
と
ち
ょ
っ
と
で
泣
き
出
す
と
こ

ろ
だ
っ
た
。
そ
ん
な
と
き
A
は
父
の
声
を
背
後
に
聞
く
。
ま
だ
青
年

の
面
影
を
残
す
若
い
父
だ
。
落
と
し
た
傘
が
風
で
こ
ろ
が
っ
て
い
く
。

こ
こ
が
い
ち
ば
ん
遠
い
と
こ
ろ
と
い
う
わ
け
だ
、
歩
い
て
帰
れ
た
け
れ

ど
も
。
遠
く
の
空
に
流
れ
星
ひ
と
つ
。
残
念
な
が
ら
A
は
目
を
つ

ぶ
っ
て
い
て
見
て
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
。

B
が
ど
こ
ま
で
遠
く
へ
い
け
る
か
試
し
て
い
る
。
す
ご
く
真
剣
な

顔
だ
。
大
ま
た
で
一
歩
一
歩
大
地
を
ふ
み
し
め
て
い
る
。
ス
カ
ー
ト
の

裏
地
に
バ
ッ
タ
が
く
っ
つ
い
て
い
る
。
こ
っ
ち
に
曲
が
っ
た
か
と
思
う

と
今
度
は
反
対
側
に
曲
が
る
。
あ
て
ず
っ
ぽ
う
に
は
と
う
て
い
思
え

な
か
っ
た
。
B
は
し
ば
ら
く
ま
っ
す
ぐ
歩
く
と
傘
を
た
た
む
。
電
信

柱
の
後
ろ
に
隠
し
両
手
で
目
を
こ
す
り
な
が
ら
交
番
に
近
づ
い
て

い
っ
た
。
言
葉
を
と
き
お
り
つ
ま
ら
せ
な
が
ら
自
分
は
迷
子
で
あ
る

と
訴
え
た
。
そ
し
て
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
家
の
電
話
番
号
を
つ
げ
た
。

な
る
ほ
ど
自
宅
の
電
話
で
あ
れ
ば
近
所
な
の
だ
か
ら
親
は
す
ぐ
む
か

え
に
く
る
。
ま
た
自
宅
で
あ
れ
ば
一
人
で
帰
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

こ
れ
が
県
外
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
家
だ
と
ど
う
か
。
パ
ト
カ
ー
で
送
り

届
け
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
も
う
す
っ
か
り
日
も

暮
れ
た
の
だ
し
。
B
の
算
段
は
ど
う
や
ら
こ
う
い
っ
た
類
の
も
の
だ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
た
し
か
に
B
は
靴
を
片
方
ま
だ
明
る
い
う
ち
に
よ

そ
の
家
の
庭
に
放
り
投
げ
る
な
ど
演
出
に
し
た
た
か
な
面
も
あ
っ
た

し
な
か
な
か
の
女
優
だ
っ
た
の
だ
が
か
わ
い
そ
う
な
こ
と
に
結
果
は
自

宅
へ
直
行
だ
っ
た
。
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
車
で
駆
け
つ
け
た
の
で
あ
る
。

す
ぐ
に
着
替
え
な
さ
い
と
母
親
の
怒
鳴
り
声
に
追
わ
れ
す
っ
ぱ
だ
か

で
二
階
へ
向
か
っ
た
。
ま
も
な
く
母
親
の
悲
鳴
が
聞
こ
え
た
。

C
は
今
度
こ
そ
遠
く
へ
い
く
ん
だ
と
決
め
て
い
た
。
で
き
る
こ
と

な
ら
外
に
出
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
あ
ん
な
ふ
う
に
傘
さ
し
て
水

た
ま
り
ふ
ん
で
歩
き
た
い
と
願
っ
て
い
た
。
む
ろ
ん
そ
こ
ま
で
は
無
理

に
し
て
も
ど
こ
か
で
深
呼
吸
で
も
し
て
み
た
い
。
だ
か
ら
C
は
話
し
か

け
ら
れ
て
も
答
え
ず
ね
む
っ
た
フ
リ
を
し
な
が
ら
計
画
を
一
人
こ
っ
そ

り
練
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
C
が
い
ま
ま
で
で
い
ち
ば
ん
遠
く
へ
い
っ

た
の
は
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
前
だ
っ
た
。
だ
れ
も
廊
下
を
通
ら
な
か
っ
た

し
う
ま
く
い
く
と
思
っ
た
の
だ
け
れ
ど
も
扉
が
開
い
た
と
こ
ろ
で
院
長

先
生
と
で
く
わ
し
た
。
そ
れ
で
回
れ
右
し
て
引
き
返
し
た
と
い
う
わ

け
で
あ
る
。
そ
の
教
訓
が
あ
っ
た
も
の
だ
か
ら
次
の
計
画
は
真
夜
中

に
実
行
す
べ
し
と
い
う
の
が
C
の
考
え
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ

れ
は
な
か
な
か
困
難
だ
っ
た
。
と
い
う
の
は
気
づ
く
と
い
つ
も
朝
に

な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
う
す
う
ね
む
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
さ
す
が

に
い
つ
か
は
日
の
出
前
に
目
を
さ
ま
す
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て

い
た
。
楽
観
視
し
て
い
た
と
い
う
か
現
実
的
に
い
っ
て
そ
う
い
う
夜
も

あ
る
く
ら
い
に
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
そ
う
い

う
夜
は
訪
れ
な
か
っ
た
。

D
は
い
ま
遠
く
に
い
る
と
い
う
。
た
し
か
に
声
の
あ
い
ま
に
波
の
激

し
く
打
ち
寄
せ
る
音
が
聞
こ
え
て
く
る
。
海
な
の
か
と
問
う
が
答
え

な
い
。
黙
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
う
な
ず
い
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と

は
母
親
は
わ
か
っ
て
い
た
。
い
つ
も
そ
う
だ
か
ら
だ
。
け
れ
ど
も
D
が

一
人
で
い
け
る
は
ず
も
な
い
。
ま
だ
娘
の
面
影
さ
え
残
る
母
親
が
そ

こ
に
犯
罪
の
に
お
い
を
か
い
だ
と
し
て
も
ち
っ
と
も
お
お
げ
さ
で
は
な

い
。
近
く
に
誰
か
い
る
の
か
と
聞
く
と
D
は
答
え
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ

ん
答
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
う
な
ず
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
に
か

く
近
く
に
あ
る
お
店
に
入
る
よ
う
に
う
な
が
し
た
。
黙
っ
て
い
る
の
は

近
く
に
店
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
母
親
は
ち
ょ
っ
と
安
心
し
た
よ

う
で
あ
る
。
一
人
で
こ
わ
く
な
い
か
と
問
う
が
返
事
は
な
か
っ
た
。
大

丈
夫
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
コ
ン
ビ
ニ
に
入
っ
た
の
だ
と
母

親
に
も
わ
か
っ
た
の
は
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
と
聞
こ
え
た
か
ら
だ
っ

た
。
軽
快
な
ポ
ッ
プ
ス
が
店
内
に
流
れ
て
い
る
の
も
わ
か
っ
た
。
お
店

の
人
に
か
わ
っ
て
く
れ
と
母
親
は
命
じ
た
。
返
事
は
や
は
り
な
か
っ

た
。
し
ば
ら
く
し
て
ガ
サ
ゴ
ソ
聞
こ
え
て
お
い
あ
れ
れ
こ
れ
つ
な
が
っ

て
お
る
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
の
は
ど
う
や
ら
初
老
の
男
性
の
よ
う
で
あ

る
。
声
が
で
か
い
。
事
情
を
話
し
て
も
ま
る
で
要
領
を
得
な
い
。
そ

れ
ど
こ
ろ
か
小
さ
な
お
子
さ
ん
な
ど
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
ん

な
は
ず
は
な
い
。
母
親
の
声
は
大
き
く
な
っ
た
。
周
囲
の
数
人
が
振

り
向
い
た
ほ
ど
で
あ
る
。
携
帯
電
話
は
レ
ジ
の
前
に
落
ち
て
い
た
も
の

で
そ
れ
を
拾
い
上
げ
た
の
だ
と
相
手
は
つ
づ
け
る
。
し
ば
ら
く
客
は

来
な
か
っ
た
か
ら
こ
れ
が
い
つ
の
落
し
物
か
わ
か
ら
な
い
と
も
い
っ

た
。
こ
ん
な
近
く
に
落
ち
て
い
て
う
っ
か
り
し
て
お
っ
た
と
詫
び
た
。

噓
に
決
ま
っ
て
る
。
母
親
は
そ
う
思
っ
た
が
そ
の
と
き
D
が
そ
っ
と
手

を
に
ぎ
っ
た
。

ユ
ー
ミ
ン
と

メ
ア
リ
ー
と

佐
和
子
の

グ
ル
ー
プ

文
学

中 森 明 夫
NAKAMORI  AKIO

4

60 年生。アイドル評論家。88 年に刊行され、宮沢りえ主演でドラマ化された
『オシャレ泥棒』以来、20 年ぶりの小説「学校で愛するということ」を「野性時
代」に連載中。

ニー・ルメット監督）メアリーの物語だったのだね。映画化作品を
通して、ユーミンにさえメアリー・マッカーシーは影響を及ぼして
いたのですよ、四方田センセ !?

ところで有吉佐和子の処女長篇は、その名も『処女連禱』という。
名門 R 女子大を卒業した 7 人の女の子グループのその後を描く
……って、えっ？　まんま『グループ』じゃん !?　と驚いた。と
ころが～、この作品、1957 年発表で、マッカーシーの『グループ』
は 1963 年刊行なのだな。つうことは、メアリー・マッカーシーの
ほうが有吉佐和子の小説をパクッたってワケ？　まさか！『グルー
プ』の一部分はそれ以前に雑誌に発表され、もっとも早いもので
1954 年に「パルティザン・レヴュウ」に掲載されたという。林芙
美子と有吉佐和子の評伝『女流』（関川夏央著）を読むと、有吉は
東京女子大英文科を卒業後、1952 年夏、大蔵省の外郭団体の雑誌
編集者となり、日本駐在英国人を英語でインタビューしていたらし
い。その語学力を思えば、彼女が「パルティザン・レヴュウ」に発
表された『グループ』の一部分を原語で読んでいた可能性も否定で
きない。いや、なんとも興味は尽きないな～。

件の雑誌に発表された第 3 章は「ペッサリーを貰っておいでよ」
と女の子が彼氏に言われる場面から始まる。ペッサリーとは旧式の
女子避妊具だそうだが、ワタシャその実物を見たことがない。先日、
飲み屋で紹介された若島正先生（『ロリータ』の新訳の人ね）にそ
の話をしたら、フィリップ・ロス『さようならコロンバス』で若い
恋人たちが親にペッサリーを見つけられ、破局を迎えるってエピソ
ードの話になって大盛り上がりだったっけ。それにしても、ああ、
気になるなあ……ペッサリー !?

ところでメアリー・マッカーシーと有吉佐和子、さて、どっちが
強い？　メアリーの元夫は『アクセルの城』の批評家エドマンド・
ウィルソンだけど、有吉の元亭主は ‶ 北の家族 " の創業者・神彰だ。
神サマに訊くしか、ない？

村上春樹の新訳でトルーマン・カポーティの『ティファニーで朝
食を』が出たね。春樹といやあ、このところサリンジャー『キャッ
チャー・イン・ザ・ライ』、フィッツジェラルド『グレート・ギャ
ツビー』、チャンドラー『ロング・グッドバイ』と長らく読まれた
名訳のある古典的作品を次から次へと新訳出版している。まさか書
店の海外文学の棚をハルキ色に塗り変えちゃおうってえ魂胆じゃな
いよね !?　個人的には龍口直太郎の旧訳版『ティファニー』も捨
て難いとは思うけど、読者としちゃあ多様な翻訳の中からチョイス
できたり、読み較べたりできる新訳ブームは、まあ歓迎すべきこと
でしょう。ほら、光文社の古典新訳文庫（ブッツァーティ『神を見
た犬』！）とか、池澤夏樹の個人編集による河出書房新社の世界文
学全集（青山南訳、ケルアック『オン・ザ・ロード』！）とかさ。
で、その河出版世界文学全集の刊行ラインナップを見ていて、おっ
!? と思ったね。メアリー・マッカーシーの名前を見つけたのです
よ。『アメリカの渡り鳥』の新訳が出るそうな（旧版は古沢安二郎
訳だったね）。メアリー・マッカーシーといやあ米国の人気女性作
家だが、その小説はこのところ日本じゃほとんど翻訳出版されてい
ない。近年だと、ハンナ・アーレントとの書簡集が出たぐらい
か？　映画化された『ジュリア』や『眠れない時代』『未完の女』
の作家リリアン・へルマン（『血の収穫』のダシール・ハメットの
パートナーね）と晩年、大ゲンカしたことは有名で、二人の死後、
メアリーとリリアンをモデルにしたお芝居までブロードウェイで公
開されちゃったぐらいだ。

メアリー・マッカーシーの代表作は『グループ』。小笠原豊樹訳
のこの本を読んだ時のことは忘れられない。「こんな面白い小説が
あったのか！」と声を上げたもんだ。名門ヴァッサー女子大（アメ
リカのお茶の水女子大ね）を 1933 年に卒業した 8 人の女の子のそ
の後を描いている。そういや松任谷由実が大ブームの頃、四方田犬
彦がメアリー・マッカーシーを引き合いに出してユーミンを批判し
てたっけ。ところがユーミンにゃ、その名も「グループ」という歌
があるのですよ !?　松任谷さん御本人と会った時、直接訊いたら

「そういう名前の映画があったのよね」とおっしゃっていた。それ
こそ 1966 年にキャンディス・バーゲン主演で映画化された（シド
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薄
い
皮
袋
だ
。
ど
こ
ま
で
が
内
部
で
ど
こ
か
ら
が
外
側
な
の
か
判
ら
な
い

ほ
ど
、
そ
れ
は
薄
く
、
け
れ
ど
も
破
れ
る
こ
と
も
な
く
、
揺
れ
動
く
身
体

を
包
ん
で
い
る
。

身
体
は
揺
れ
動
い
て
い
る
。
ま
る
で
波
の
よ
う
に
、
と
い
う
に
は
不
規
則

で
、
む
し
ろ
視
線
を
持
ち
上
げ
て
、
海
の
上
を
、
鈍
色
の
空
よ
り
僅
か
に

明
る
い
灰
色
を
し
た
あ
の
鷗
た
ち
の
、
絶
え
ず
中
心
を
ず
ら
し
て
い
く
よ
う

な
、
定
ま
ら
な
い
、
欺
く
よ
う
な
動
き
に
似
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の

よ
う
に
し
て
、
身
体
は
そ
れ
ぞ
れ
に
は
ぐ
れ
て
ゆ
く
。
ひ
と
つ
に
見
え
た
鷗

た
ち
の
群
れ
が
、
見
る
間
に
か
た
ち
を
変
え
幾
つ
に
も
分
裂
し
て
ゆ
く
よ
う

に
、
身
体
は
ば
ら
ば
ら
と
崩
れ
て
ゆ
く
。
わ
た
し
は
た
だ
そ
れ
を
見
て
い
る
。

薄
い
皮
袋
の
、
こ
の
内
部
と
呼
ば
れ
て
い
る
側
が
わ
た
し
の
身
体
ら
し
い
。

わ
た
し
の
も
の
で
あ
り
わ
た
し
で
あ
る
と
い
う
物
体
を
、
そ
れ
が
輪
を
描
い

て
揺
れ
る
の
を
、
わ
た
し
は
た
だ
眺
め
て
い
る
。
目
覚
め
た
ば
か
り
の
人
の

よ
う
に
、
わ
た
し
は
身
体
の
な
か
に
入
っ
て
は
い
な
い
の
だ
。
真
っ
暗
な
向

こ
う
側
、
名
指
す
こ
と
の
出
来
な
い
、
け
れ
ど
も
つ
ね
に
想
定
さ
れ
て
い
る

向
こ
う
側
か
ら
、
目
覚
め
た
ば
か
り
の
人
は
自
分
の
身
体
の
な
か
に
、
仕

事
を
す
る
た
め
の
、
人
生
を
送
る
た
め
の
部
屋
に
入
っ
て
い
く
よ
う
に
し
て
、

入
ろ
う
と
す
る
。
彼
は
扉
を
開
け
、
敷
居
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
け
れ
ど

も
ま
だ
部
屋
へ
は
入
ら
な
い
。
そ
れ
は
異
質
な
も
の
に
思
わ
れ
る
か
ら
。
そ

こ
へ
踏
み
入
っ
て
い
く
と
し
た
ら
、
砂
時
計
の
な
か
を
歩
く
よ
う
な
気
分
に

な
る
だ
ろ
う
。
部
屋
の
中
央
で
は
流
砂
が
生
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
渦
の
中

心
は
移
動
す
る
。
部
屋
の
中
心
も
移
動
し
て
ゆ
く
。
風
と
か
水
と
か
、
流

動
す
る
性
質
の
も
の
が
場
を
支
配
し
て
い
る
。
天
井
を
見
上
げ
る
と
、
そ

れ
は
眩
暈
が
す
る
く
ら
い
遠
く
、
不
穏
な
空
を
幾
つ
も
の
雲
が
、
海
底
を

通
る
生
き
物
の
よ
う
に
列
を
成
し
て
流
れ
て
い
く
。
流
れ
て
い
く
も
の
を
、

恐
怖
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
茫
然
と
、
彼
は
見
て
い
る
。
わ
た
し

は
見
て
い
る
、
彼
は
、
わ
た
し
は
、
風
景
か
ら
閉
め
出
さ
れ
て
い
る
。
頰

杖
を
つ
く
と
、
他
人
の
手
の
ひ
ら
に
他
人
の
頰
が
載
っ
て
い
る
。
手
の
ひ
ら

と
頰
と
は
別
々
の
方
向
へ
逃
げ
去
っ
て
い
く
。
最
後
の
砂
が
滑
り
落
ち
、
す

べ
て
の
景
色
は
消
え
る
。

部
屋
を
出
る
と
、
今
朝
が
た
玄
関
の
脇
の
辺
り
に
停
ま
っ
て
い
た
、
差

し
渡
し
二
十
セ
ン
チ
は
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
大
き
な
蛾
が
、
そ
の
四
枚
の
羽

根
を
ば
ら
ば
ら
に
散
ら
し
て
壊
れ
て
い
た
。
大
き
い
だ
け
で
な
く
派
手
で
奇

妙
な
模
様
を
持
っ
て
い
た
。
明
る
い
緑
色
の
地
に
桃
色
の
縁
取
り
が
あ
り
、

中
央
に
黒
い
目
が
、
そ
れ
ぞ
れ
中
心
に
白
を
持
っ
た
黒
い
目
が
ふ
た
つ
、
嚇

か
す
よ
う
に
、
あ
る
い
は
驚
い
て
見
せ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
瞠
ら
れ
て
い
る
。

そ
う
し
て
い
れ
ば
、
や
り
過
ご
せ
る
よ
う
な
気
が
す
る
、
と
彼
は
言
う
。

待
っ
て
欲
し
い
、
と
に
か
く
待
っ
て
欲
し
い
の
だ
と
。
も
う
少
し
、
ま
だ
し

ば
ら
く
、
自
分
は
こ
の
世
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
か
ら
。
彼
は

た
だ
休
み
た
い
の
だ
。
こ
れ
ま
で
何
か
頑
張
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
し
た
ら
、

そ
れ
は
す
べ
て
休
息
を
得
る
た
め
に
し
た
こ
と
で
、
必
死
で
走
れ
ば
後
で
そ

れ
だ
け
休
め
る
よ
う
な
気
が
し
て
い
た
の
だ
。
そ
ん
な
気
が
し
て
走
っ
た
。

走
っ
て
走
っ
て
走
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
気
が
つ
け
ば
こ
こ
へ
来
て
い
た
。

こ
こ
で
、
こ
こ
へ
来
て
ど
こ
へ
も
行
け
な
い
。
一
日
頭
を
抱
え
て
い
る
。
そ

う
し
て
い
れ
ば
、
今
日
一
日
こ
う
し
て
い
れ
ば
や
り
過
ご
せ
る
よ
う
な
気
が

す
る
。
あ
と
少
し
、
あ
と
少
し
だ
け
こ
う
し
て
待
っ
て
も
ら
っ
た
ら
。
け
れ

ど
も
そ
れ
で
休
ん
だ
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
の
日
だ
っ
て
た
だ
同
じ

こ
と
を
思
う
だ
け
な
の
に
。
わ
か
ら
な
い
、
休
む
と
い
う
こ
と
が
何
な
の
か
、

彼
に
は
も
は
や
わ
か
ら
な
い
。

暗
い
食
堂
で
ぽ
つ
ぽ
つ
と
飯
を
食
い
な
が
ら
、
彼
は
だ
い
た
い
そ
ん
な
こ

と
を
話
し
て
い
た
。

わ
た
し
は
黙
っ
て
相
槌
を
打
つ
。

わ
た
し
た
ち
は
し
ば
し
ば
、
そ
ん
な
ふ
う
に
食
事
を
し
た
。
わ
た
し
た
ち

は
つ
ね
に
す
る
こ
と
が
な
く
、
そ
れ
で
い
て
つ
ね
に
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

大
学
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
場
所
で
、
そ
れ
が
わ
た
し
た
ち
の
入
り
込
ん
で

い
る
隘
路
の
名
前
な
の
だ
っ
た
。
平
た
く
言
え
ば
就
職
難
と
か
、
そ
う
し
た

も
の
の
せ
い
だ
っ
た
か
も
れ
な
い
。
研
究
職
を
望
ん
で
進
学
し
た
の
に
、
見

通
し
な
ど
ま
る
で
立
ち
そ
う
に
な
い
と
い
う
こ
の
停
滞
。
空
気
の
そ
よ
と
も

そ
よ
が
な
い
場
所
で
、
先
の
こ
と
な
ど
考
え
ら
れ
な
い

―
。
彼
の
鬱
々
と

語
る
物
語
を
そ
う
し
た
理
由
で
説
明
す
る
の
は
た
や
す
か
っ
た
し
、
理
に
か

な
っ
た
こ
と
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
け
ど
会
話
は
つ
ね
に
そ
の
点
を
迂
回

し
て
い
く
の
だ
っ
た
。
だ
っ
て
そ
れ
は
そ
う
で
は
な
い
か
。
そ
ん
な
ふ
う
に

断
罪
し
て
し
ま
う
の
は
、
脳
を
解
剖
し
て
こ
こ
ろ
を
知
っ
た
つ
も
り
に
な
る

よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
か
。

彼
の
名
を
、
仮
に
Ｉ
と
し
よ
う
。

Ｉ
と
は
研
究
室
も
別
で
、
同
じ
何
か
の
集
ま
り
に
属
し
て
い
る
と
い
う
わ

け
で
も
な
か
っ
た
。
学
部
の
語
学
の
ク
ラ
ス
が
同
じ
で
、
こ
の
頃
に
な
っ
て

不
意
に
再
会
し
た
。
互
い
に
留
年
し
た
も
の
だ
か
ら
、
ほ
か
の
知
り
合
い
と

は
な
ん
と
な
く
疎
遠
に
な
っ
て
お
り
、
そ
う
し
た
者
ど
う
し
、
ど
こ
と
な
く

気
が
合
っ
た
。
午
後
も
遅
く
な
っ
て
か
ら
校
舎
の
あ
た
り
を
う
ろ
つ
い
て
い

る
と
出
会
っ
て
し
ま
う
。
生
活
時
間
が
似
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
二
人
と
も

昼
が
な
か
っ
た
か
ら
。
何
も
約
束
し
て
い
な
く
て
も
、
出
会
っ
て
し
ま
っ
た
。

何
の
約
束
も
交
わ
さ
な
く
て
も
。

Ｉ
と
わ
た
し
は
性
別
が
違
っ
た
け
れ
ど
、
つ
が
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は

思
い
も
寄
ら
な
か
っ
た
。
無
人
島
に
ふ
た
り
取
り
残
さ
れ
る
よ
う
な
、
そ
れ

こ
そ
ぞ
っ
と
す
る
話
だ
。
先
の
な
い
者
ど
う
し
は
手
を
取
り
合
っ
て
は
な
ら

な
い
。
あ
る
い
は
身
体
を
喪
失
し
た
者
ど
う
し
は
。
そ
れ
に
わ
た
し
に
は
恋

人
が
あ
っ
た
。
恋
人
は
と
う
に
大
学
を
離
れ
て
働
い
て
お
り
、
三
ヵ
月
に
一

度
も
会
え
ば
よ
い
と
い
う
具
合
だ
っ
た
。
将
来
に
つ
い
て
話
し
合
う
こ
と
も

な
く
、
漫
然
と
遠
距
離
で
繫
が
っ
て
い
た
。
恋
人
と
は
何
か
と
訊
か
れ
た
ら
、

電
話
だ
と
答
え
た
と
思
う
。

食
堂
の
食
事
は
味
気
な
く
、
米
は
古
く
て
汁
物
に
は
化
学
調
味
料
の
味

が
し
た
が
、
そ
ん
な
こ
と
に
は
も
う
慣
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
集
ま
っ
て
く

る
の
は
サ
ー
ク
ル
活
動
を
終
え
た
学
生
や
、
明
日
の
予
習
を
す
る
学
生
、

授
業
の
退
屈
を
か
こ
つ
学
生
た
ち
ば
か
り
で
、
二
十
歳
を
ち
ょ
う
ど
す
ぎ
た

頃
の
彼
ら
は
い
か
に
も
生
き
て
い
る
と
い
う
ふ
う
だ
っ
た
。
こ
の
ほ
う
の
居

心
地
悪
さ
に
は
い
つ
ま
で
も
慣
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
彼
ら
と
わ
た
し
と
、

ひ
ど
く
離
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
似
た
よ
う
な
年
齢
の
人
間
ば
か
り
集

ま
る
と
、
二
つ
三
つ
の
差
が
際
立
つ
も
の
だ
。
そ
れ
に
大
き
く
違
う
よ
り
も
、

比
較
し
優
劣
を
競
う
余
地
の
あ
る
細
か
な
差
異
の
ほ
う
が
い
っ
そ
う
耐
え

難
い
の
で
あ
る
。

わ
た
し
が
黙
っ
て
い
る
と
、
Ｉ
は
不
意
に
何
か
を
見
出
し
た
よ
う
に
口
調

を
変
え
て
、
海
の
気
配
が
す
る
、
と
言
っ
た
。

部
屋
に
ず
っ
と
海
の
気
配
が
し
て
、
ず
っ
と
部
屋
に
い
る
。
た
だ
窓
だ
け

が
あ
る
、
そ
の
窓
を
、
開
け
る
と
、
隣
り
の
家
の
壁
が
あ
る
。
隣
り
は
二

階
建
て
で
こ
ち
ら
は
ア
パ
ー
ト
の
三
階
だ
か
ら
、
隣
り
の
屋
根
の
上
に
少
し

だ
け
空
が
見
え
る
。
い
つ
も
見
上
げ
て
い
る
だ
け
の
、
そ
の
空
が
曇
っ
て
い

る
。
灰
色
の
、
鷗
に
似
た
鳥
が
横
切
っ
て
い
く
。
た
だ
空
し
か
見
え
な
い
、

そ
の
空
が
、
冬
の
海
の
曇
り
空
な
ん
だ
。

満
ち

る

部
屋

谷
崎
由
依
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Ｉ
の
言
う
こ
と
は
わ
た
し
に
は
よ
く
わ
か
る
よ
う
に
思
え
た
。
こ
の
街
に

は
海
が
な
か
っ
た
。
Ｉ
も
わ
た
し
も
他
県
の
出
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
海
の
あ
る

地
方
だ
っ
た
。
Ｉ
の
話
を
聴
き
な
が
ら
、
わ
た
し
は
よ
く
知
っ
た
海
を
思
い

浮
か
べ
た
。
広
々
と
何
も
な
い
平
野
を
抜
け
て
、
電
車
を
乗
り
換
え
た
ど

り
着
く
海
。
実
家
に
帰
る
と
、
わ
た
し
は
ひ
と
り
で
そ
の
海
を
見
に
い
っ
た
。

誰
も
い
な
い
海
。
風
が
吹
い
て
海
鳥
が
風
に
乗
り
、
嘲
る
よ
う
に
飛
ん
で
い

く
。
嘲
る
よ
う
に
、
と
い
う
わ
け
は
、
そ
の
飛
ぶ
下
が
断
崖
だ
か
ら
だ
。

海
鳥
に
目
を
奪
わ
れ
て
い
て
は
踏
み
外
す
。
高
く
切
り
立
っ
た
崖
の
下
に
は

海
が
と
ぐ
ろ
を
巻
い
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
落
ち
た
ら
死
体
は
け
し
て
上
が
っ

て
こ
な
い
と
言
わ
れ
て
い
た
。

空
だ
け
で
は
な
い
、
波
の
音
も
す
る
ん
だ
。
幻
聴
で
は
な
い
よ
。

Ｉ
は
笑
っ
た
。
痩
せ
て
乾
い
た
実
が
裂
け
る
よ
う
な
無
様
な
笑
顔
。
ぐ

っ
と
削
げ
た
頰
が
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
湯
飲
み
茶
碗
か
ら
ひ
と
く
ち
飲
む
。

味
も
香
も
な
い
薄
い
ほ
う
じ
茶
。
目
を
逸
ら
し
そ
う
に
な
っ
て
堪
え
る
。
そ

う
だ
わ
た
し
た
ち
の
不
幸
は
た
ぶ
ん
、
中
途
半
端
に
こ
の
身
体
に
し
が
み
つ

い
て
い
る
こ
と
な
の
だ
。

わ
た
し
は
黙
っ
て
そ
の
先
を
聴
い
た
。

Ｉ
は
続
け
た
。
ア
パ
ー
ト
の
す
ぐ
隣
り
に
川
が
流
れ
て
い
る
。
川
は
川
だ

が
浅
い
川
で
、
底
が
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
底
に
、
幾
つ
か

段
差
が
作
っ
て
あ
っ
て
、
水
が
跨
ぎ
越
す
と
き
に
滝
に
な
り
飛
沫
が
上
が
る

の
だ
。
そ
の
音
が
す
る
。
ず
っ
と
聞
こ
え
る
。
水
は
、
澄
ん
で
い
る
よ
。

Ｉ
が
そ
の
部
屋
で
何
を
思
い
、
何
を
見
た
の
か
、
わ
た
し
は
知
ら
な
い
。

け
れ
ど
も
Ｉ
が
見
た
と
い
う
空
と
、
Ｉ
の
聴
い
た
水
の
音
を
、
わ
た
し
は
確

か
に
知
る
こ
と
に
な
る
。
わ
た
し
は
Ｉ
の
部
屋
に
い
た
。
た
だ
し
、
彼
が
消

え
て
か
ら
で
あ
る
。

Ｉ
は
消
え
た
。
Ｉ
は
こ
の
街
を
出
て
行
っ
た
。
大
学
と
縁
を
切
っ
た
。
わ

た
し
は
彼
の
住
ん
で
い
た
部
屋
を
探
し
当
て
、
空
き
部
屋
に
な
っ
た
そ
こ
へ

移
っ
た
。

教
務
課
へ
行
っ
て
Ｉ
の
旧
住
所
を
聞
き
出
し
、
空
き
部
屋
に
な
っ
て
い
る

の
を
確
認
す
る
と
、
そ
の
ま
ま
不
動
産
屋
へ
行
っ
て
手
続
き
を
し
た
。
簡

単
な
こ
と
だ
っ
た
。
む
ろ
ん
Ｉ
に
は
何
も
告
げ
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
彼
の

連
絡
先
す
ら
知
ら
な
い
の
だ
。
わ
た
し
は
わ
た
し
の
欲
望
の
こ
と
だ
け
を
考

え
て
い
た
。

Ｉ
の
話
は
ほ
ん
と
う
だ
っ
た
。
ア
パ
ー
ト
の
す
ぐ
そ
ば
に
、
道
も
挟
ま
ず

間
近
に
川
が
流
れ
て
い
て
、
川
の
向
こ
う
に
ひ
と
す
じ
私
道
の
よ
う
に
細
い

道
が
あ
り
、
道
を
挟
ん
で
山
が
迫
っ
て
い
た
。
山
は
夏
に
は
緑
に
、
秋
に
は

赤
に
燃
え
た
。
ア
パ
ー
ト
は
鉄
筋
の
さ
っ
ぱ
り
と
し
た
も
の
だ
っ
た
が
、
虫

だ
け
は
ひ
た
す
ら
や
っ
て
き
た
。
部
屋
ま
で
は
入
っ
て
こ
な
く
て
も
、
風
の

吹
き
ぬ
け
る
廊
下
に
き
っ
と
い
る
、
大
き
く
鮮
や
か
な
見
た
こ
と
も
な
い
よ

う
な
虫
た
ち
。
脚
の
長
い
ナ
ナ
フ
シ
に
、
濃
い
緑
色
を
し
た
バ
ッ
タ
、
唸
り

を
上
げ
る
毛
だ
ら
け
の
熊
蜂
。
色
と
り
ど
り
の
鱗
翅
類
。
学
校
か
ら
歩
い

て
数
分
で
こ
ん
な
場
所
に
出
る
の
で
あ
る
。

は
じ
め
は
波
と
も
聞
こ
え
な
か
っ
た
。
水
の
細
密
な
そ
の
音
は
、
鼓
膜
を

び
っ
し
り
と
覆
う
白
黴
の
よ
う
で
、
聞
き
入
れ
ば
独
特
の
快
が
あ
っ
た
。

四
角
い
建
物
の
つ
め
た
い
一
角
に
帰
り
、
狭
い
台
所
で
調
理
を
し
、
狭
い

風
呂
場
で
湯
を
浴
び
る
こ
と
に
も
、
朝
と
な
く
昼
と
な
く
満
ち
て
い
る
水
の

ざ
わ
め
き
に
も
馴
れ
た
頃
、
わ
た
し
の
足
が
追
い
つ
く
の
を
待
っ
て
い
た
み

た
い
に
ひ
と
い
き
に
、
寒
く
な
っ
た
。
暖
房
の
あ
ま
り
効
か
な
い
部
屋
で
毛

布
を
被
っ
て
じ
っ
と
し
て
い
る
と
、
冬
が
薄
い
爪
先
を
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
さ

し
入
れ
る
。

ひ
と
り
の
友
人
も
招
か
な
い
で
い
る
部
屋
に
、
あ
る
と
き
か
ら
不
意
に
影

が
た
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
わ
た
し
の
座
っ
て
い
る
つ
め
た
い
床
の
上
に
そ
ろ

そ
ろ
と
か
た
ち
を
成
し
、
見
つ
め
よ
う
と
す
る
と
見
え
な
く
な
る
。
次
第
に

馴
れ
て
影
ら
し
く
な
っ
た
の
で
、
わ
た
し
は
そ
れ
を
影
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
。

そ
れ
が
何
か
の
寓
意
で
あ
り
、
寓
意
で
あ
る
だ
け
で
充
分
な
ら
ば
、
影
で

あ
ろ
う
が
と
か
げ
で
あ
ろ
う
が
同
じ
こ
と
な
の
だ
と
思
う
。
象
徴
に
意
味
を

与
え
る
の
は
与
え
る
側
の
勝
手
で
あ
る
よ
う
に
思
っ
た
。
冬
の
匂
い
が
強
く

な
る
。

影
は
部
屋
の
中
央
に
座
し
、
わ
た
し
の
様
子
を
う
か
が
っ
て
い
る
。
何
か

を
唆
さ
れ
て
い
る
気
が
し
て
、
ア
パ
ー
ト
の
廊
下
へ
出
た
。

鉄
筋
の
白
い
壁
に
、
そ
の
背
景
に
は
不
釣
合
い
な
ほ
ど
大
き
な
蛾
が
止

ま
っ
て
い
た
。
手
を
伸
べ
て
も
逃
げ
ず
、
触
る
と
あ
っ
け
な
く
落
ち
た
。
死

ん
で
い
る
の
だ
。
大
き
な
、
驚
い
た
よ
う
な
恐
怖
し
た
よ
う
な
目
が
、
羽
根

か
ら
凝
っ
と
こ
ち
ら
を
見
て
い
る
。
背
後
で
ざ
あ
ざ
あ
と
水
音
が
す
る
。
わ

た
し
も
そ
の
目
を
見
返
し
た
。

む
か
し
生
家
に
は
曾
祖
母
が
生
き
て
い
て
、
ど
う
し
て
生
き
物
を
殺
し

て
は
い
け
な
い
か
知
っ
て
い
る
か
と
問
う
た
。
父
母
も
祖
父
母
も
働
い
て
い

て
、
家
に
は
誰
も
い
な
か
っ
た
。
た
だ
わ
た
し
だ
け
が
、
老
人
の
世
話
に
な

り
、
老
人
の
つ
れ
づ
れ
の
相
手
を
し
た
。
誰
に
も
相
手
に
さ
れ
な
い
老
人
と
、

誰
に
も
相
手
に
さ
れ
な
い
子
ど
も
。

わ
か
ら
な
い
。
と
わ
た
し
は
答
え
た
。

す
る
と
老
人
は
、
皺
の
寄
っ
た
小
さ
な
手
で
子
ど
も
の
手
を
取
り
、
生

き
物
を
殺
し
て
は
い
け
な
い
の
は
、
生
き
物
よ
り
も
幽
霊
の
ほ
う
が
怖
い
か

ら
だ
、
と
言
っ
た
。
そ
の
手
は
ひ
ど
く
つ
め
た
く
て
、
子
ど
も
は
自
分
の
体

温
を
知
っ
た
。
灰
色
の
、
黒
目
の
薄
く
な
っ
た
老
人
の
眼
球
が
、
そ
れ
で

も
ど
こ
か
唆
す
よ
う
な
笑
い
を
含
ん
で
い
た
の
を
覚
え
て
い
る
。

戒
め
を
装
っ
て
い
た
け
ど
、
た
ぶ
ん
そ
う
で
は
な
か
っ
た
と
思
う
。
か
ら

か
い
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
脅
か
し
て
遊
ん
だ
の
だ
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
と
大

人
に
な
っ
た
わ
た
し
は
思
う
。
生
き
て
い
る
も
の
よ
り
幽
霊
が
怖
い
な
ど
と

い
う
は
ず
は
な
い
の
だ
か
ら
。
幽
霊
に
何
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
。

だ
が
子
ど
も
は
そ
の
こ
と
ば
を
受
け
取
っ
た
。
ま
っ
す
ぐ
に
、
あ
る
い
は

正
反
対
に
。
頭
が
痛
い
と
噓
を
つ
い
て
は
保
育
所
を
休
み
、
老
人
の
匂
い

の
す
る
部
屋
で
、
子
ど
も
は
虫
の
死
骸
を
集
め
て
い
た
。
あ
る
い
は
虫
を
殺

し
て
い
た
。
幽
霊
が
く
る
か
と
思
っ
て
。

う
ら
が
な
し
い
微
か
な
羽
音
が
、
裸
電
球
の
暗
い
明
か
り
を
さ
ざ
め
き

な
が
ら
覆
っ
て
い
て
、
や
が
て
子
ど
も
の
手
の
な
か
に
、
羽
根
の
あ
る
も
の

が
落
ち
る
。
一
匹
、
そ
し
て
ま
た
一
匹
と
。
恩
寵
の
よ
う
に
、
子
ど
も
は
思

っ
た
。
そ
の
羽
根
の
震
え
た
ぶ
ん
だ
け
部
屋
が
翳
る
。
き
っ
と
も
う
す
ぐ
や

っ
て
く
る
。
子
ど
も
は
息
を
つ
め
て
待
っ
て
い
た
。

幽
霊
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は

―
。

視
線
を
落
と
す
と
鱗
翅
類
の
目
が
哀
願
す
る
よ
う
に
わ
た
し
を
見
て
い

た
。部

屋
に
戻
り
ち
り
紙
を
持
ち
だ
す
と
、
広
げ
て
注
意
深
く
蛾
を
乗
せ
た
。

鉄
製
の
重
い
扉
を
風
を
起
さ
な
い
よ
う
静
か
に
開
け
、
平
衡
を
保
っ
た
ま

ま
靴
を
脱
ぎ
、
部
屋
へ
入
り
座
卓
に
ち
り
紙
ご
と
蛾
を
置
い
た
。

曾
祖
母
が
死
ん
で
か
ら
、
も
う
十
年
が
経
と
う
と
し
て
い
た
。
自
分
の

孤
独
を
押
し
付
け
て
く
る
ば
か
り
の
老
人
を
、
わ
た
し
は
あ
ま
り
好
き
で
は

な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
も
は
や
好
悪
の
問
題
で
も
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思

う
。
と
も
か
く
わ
た
し
た
ち
は
一
緒
に
い
た
。
わ
た
し
は
Ｉ
の
こ
と
を
思
っ

た
。
Ｉ
は
、
生
き
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

わ
た
し
は
物
入
れ
か
ら
一
枚
の
肩
掛
け
を
取
り
出
し
た
。
光
沢
の
あ
る

繊
維
を
織
り
込
ん
だ
黒
い
毛
糸
を
基
調
に
し
て
、
明
る
い
緑
の
大
き
な
円

を
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
配
し
て
あ
る
。
緑
の
な
か
に
は
桃
色
、
桃
色
の
中
央
に

黒
が
、
そ
の
ま
た
中
心
に
白
い
点
が
編
み
こ
ん
で
あ
る
大
判
の
肩
掛
け
。

曾
祖
母
が
死
ん
だ
と
き
、
形
見
分
け
に
貰
っ
た
の
だ
。
老
人
は
手
芸
を
こ

と
と
し
た
。

部
屋
の
隅
で
震
え
て
い
た
影
が
立
ち
上
が
り
、
き
ゅ
、
き
ゅ
、
と
聞
こ

え
る
と
聞
こ
え
な
い
の
あ
い
だ
の
よ
う
な
足
踏
み
を
し
て
、
よ
く
伸
び
る
腕

を
長
く
伸
ば
す
と
編
み
物
を
奪
っ
て
い
っ
た
。
そ
う
し
て
口
を
開
け
、
か
ら

か
ら
と
笑
っ
た
。
笑
っ
た
よ
う
に
、
思
っ
た
。
何
し
ろ
部
屋
に
は
絶
え
間
な
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く
水
の
音
が
し
て
、
影
の
笑
い
声
と
い
っ
た
ら
蝶
の
笑
う
よ
う
な
微
か
な
笑

い
声
だ
っ
た
か
ら
。
蝶
が
笑
う
か
ど
う
か
知
ら
な
い
け
れ
ど
、
笑
う
と
し
た

ら
き
っ
と
こ
ん
な
ふ
う
、
と
い
う
仕
方
で
影
は
笑
っ
た
。

影
は
編
み
物
を
ひ
ら
め
か
せ
、
抜
き
足
差
し
足
と
足
拍
子
を
踏
み
な
が

ら
、
ゆ
う
ら
、
ゆ
う
ら
と
舞
っ
た
。
わ
た
し
は
そ
の
さ
ま
を
じ
っ
と
見
て
い

た
。
座
卓
の
上
の
蛾
の
目
玉
が
こ
こ
ろ
な
し
か
歓
ぶ
よ
う
に
見
え
た
。
蛾
は

生
き
て
い
た
頃
、
こ
ん
な
ふ
う
に
飛
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
ば
ら
く
す
る
と
影
は
、
わ
た
し
の
視
線
に
気
づ
い
た
の
か
、
ば
つ
が
悪

そ
う
に
動
き
を
止
め
、
そ
の
ま
ま
す
っ
と
部
屋
の
隅
に
戻
り
、
つ
め
た
い
床

に
消
え
て
し
ま
っ
た
。
あ
と
に
は
肩
掛
け
だ
け
が
落
ち
て
い
た
。

次
の
日
も
ま
た
次
の
日
も
、
影
は
現
れ
た
。
わ
た
し
は
影
の
望
む
ま
ま
に
、

虫
の
死
骸
を
部
屋
へ
持
ち
込
ん
だ
。

橙
色
の
蝶
を
拾
え
ば
橙
の
、
薄
桃
色
の
蛾
を
拾
う
な
ら
薄
桃
の
、
布
地

を
影
は
身
に
ま
と
っ
た
。
生
家
の
納
戸
や
屋
根
裏
で
見
た
よ
う
な
、
さ
ま

ざ
ま
な
色
の
混
じ
っ
た
布
た
ち
。
老
人
が
若
い
頃
好
ん
で
集
め
た
、
さ
ま
ざ

ま
の
い
ま
だ
色
あ
せ
な
い
布
た
ち
。
そ
ん
な
も
の
を
持
ち
出
し
て
き
た
覚
え

は
な
い
の
に
。
影
は
布
た
ち
を
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
出
し
て
き
て
は
も
て

あ
そ
ぶ
。
ま
る
で
わ
た
し
の
記
憶
の
な
か
か
ら
引
き
出
し
て
で
も
く
る
よ
う

に
。曾

祖
母
の
部
屋
に
は
、
細
か
な
毛
の
生
え
た
糸
で
編
ま
れ
た
布
た
ち
が

広
が
っ
て
い
て
、
障
子
の
あ
い
だ
か
ら
蛾
が
覗
い
て
い
た
。
ま
だ
編
ま
れ
な

い
、
橙
や
緑
や
黄
色
の
幾
つ
も
の
毛
糸
玉
は
繭
の
よ
う
だ
。
み
っ
し
り
と
何

か
の
匂
い
が
詰
ま
っ
た
セ
ー
タ
ー
を
着
せ
ら
れ
て
、
わ
た
し
は
い
つ
も
逃
げ

た
か
っ
た
。
子
ど
も
と
い
う
こ
と
の
ま
ま
な
ら
な
さ
と
結
び
つ
い
た
、
首
に

絡
み
つ
く
そ
の
匂
い
。
死
ん
だ
も
の
の
、
死
に
か
け
て
い
る
も
の
の
哄
笑
の

よ
う
な
匂
い
。
編
み
機
の
持
ち
手
を
右
へ
左
へ
動
か
し
て
い
る
、
ま
る
ま
っ

た
小
さ
な
背
中
。
編
み
機
の
動
く
、
か
ら
か
ら
か
ら
、
か
ら
か
ら
か
ら
と
い

う
音
に
あ
わ
せ
て
笑
う
声
。

誰
も
い
な
い
白
い
部
屋
が
、
ふ
つ
ふ
つ
と
騒
が
し
く
な
っ
て
ゆ
く
。

影
は
次
第
に
濃
く
な
っ
て
い
っ
た
。
確
か
な
輪
郭
を
持
つ
と
い
う
の
で
は

な
く
て
、
影
は
影
の
ま
ま
、
た
だ
存
在
の
気
配
ば
か
り
が
濃
厚
に
な
っ
て
い

く
の
だ
。
そ
れ
か
ら
影
は
、
長
く
埃
を
被
っ
た
わ
た
し
の
化
粧
道
具
を
搔

き
ま
わ
し
、
勝
手
に
白
粉
や
紅
を
使
っ
た
。

影
は
女
の
な
り
を
す
る
の
が
気
に
入
っ
た
よ
う
だ
っ
た
。

―
お
前
は
ほ
ん
と
う
に
あ
の
男
な
の
。

わ
た
し
は
訊
い
た
。
影
は
答
え
な
い
。
影
は
答
え
な
い
も
の
だ
。
あ
の
男

の
な
か
に
あ
っ
た
女
性
。
影
が
踊
る
と
、
鋭
角
的
な
冬
の
匂
い
が
、
あ
ち

ら
こ
ち
ら
の
匂
い
の
裏
側
か
ら
溢
れ
よ
う
と
し
て
身
構
え
る
。

真
っ
青
な
蝶
を
拾
っ
て
帰
る
と
、
と
た
ん
に
満
ち
る
も
の
が
あ
っ
た
。
は

じ
け
る
よ
う
な
、
波
の
騒
ぐ
よ
う
な
匂
い
。
し
ん
し
ん
と
、
寒
さ
と
と
も
に

満
ち
る
も
の
。

し
た
ん
、
し
た
ん
、
と
音
が
す
る
。
高
い
天
井
が
空
に
な
る
。
そ
の
空

を
横
切
っ
て
い
く
冬
の
亡
霊
。
大
き
く
羽
根
を
広
げ
た
表
面
に
、
幾
つ
も

の
目
玉
が
こ
ち
ら
を
凝
っ
と
見
つ
め
て
は
ま
た
去
っ
て
い
き
、
ゆ
っ
く
り
と
、

天
井
近
く
を
羽
ば
た
き
な
が
ら
流
れ
て
い
く
。
ま
る
で
大
き
さ
の
感
覚
を

失
っ
て
、
わ
た
し
は
天
井
を
眺
め
て
い
る
。
す
る
と
足
許
も
流
れ
出
す
。

砂
時
計
の
渦
の
中
心
に
吸
い
込
ま
れ
て
い
く
よ
う
に
、
流
れ
る
、
流
れ
る
、

揺
れ
て
い
る
。
こ
の
揺
ら
ぎ
。
Ｉ
が
海
だ
と
い
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
は
こ

の
揺
ら
ぎ
の
こ
と
だ
。

巨
大
な
蝶
の
幽
霊
た
ち
に
つ
ら
れ
た
よ
う
に
、
影
も
大
き
く
伸
び
て
い

た
。
海
辺
で
焚
く
炎
に
照
ら
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
に
高
く
伸
び
上
が
り
、
そ

う
し
て
わ
た
し
の
手
を
取
っ
た
。
覚
束
な
い
影
の
手
に
触
れ
ら
れ
る
と
、
わ

た
し
も
輪
郭
を
失
く
し
て
い
く
。

わ
た
し
た
ち
は
ふ
た
つ
の
影
に
な
っ
た
。

足
許
を
砂
が
流
れ
て
い
く
。
砂
時
計
の
砂
は
、
落
ち
込
ん
で
い
く
時
間

の
先
を
た
く
み
に
ず
ら
し
、
揺
ら
が
せ
、
騒
が
せ
な
が
ら
、
い
つ
ま
で
も
、

ま
る
で
時
間
と
は
別
の
も
の
を
、
時
間
で
あ
る
の
に
時
間
で
な
い
よ
う
な
別

の
時
間
を
流
動
さ
せ
て
、
刻
々
と
流
れ
て
い
く
。

そ
う
し
て
わ
た
し
た
ち
は
踊
っ
た
。
足
許
で
、
波
が
、
ゆ
う
ら
、
ゆ
う
ら
、

ゆ
う
ら
と
揺
れ
た
。
い
つ
ま
で
も
踊
る
の
だ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
了
〉

谷
崎
由
依
◉

T
a

n
iz

a
k

i Y
u

i

78
年
生
。
小
説
家
。
07
年
、「
舞
い
落
ち
る
村
」
で
第
104
回
文
學
界
新
人
賞
を
受
賞
。
外
国
文
学
を

学
ん
だ
者
の
持
つ
、
端
正
で
あ
り
な
が
ら
異
物
感
を
携
え
た
文
体
が
特
徴
の
ひ
と
つ
。
翻
訳
家
で
も

あ
り
、
訳
書
キ
ラ
ン
・
デ
ザ
イ
『
喪
失
の
響
き
』
が
近
日
刊
行
予
定
。
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❹
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

ペットフード工業会の調査では、日本で飼われている犬は 1252 万
2000 匹、猫が 1018 万 9000 匹だという（2007 年）。日本のペット産業の
市場規模は約 2 兆 3000 万円に達する。10 万円近くするエルメスやルイ・
ヴィトンの首輪が「品切れ」になり、18 金プレートに本物のダイヤをあ
しらった「ペットジュエリー」も販売されている。

これはペットを溺愛する「お金持ち」の趣味かもしれない。こんな話を
聞いていると、それほどお金があるなら、その金を飢餓に苦しむ人へ寄付
した方が「人道」的ではないか、とついつい思えてくる。

ところが、ぼくの知っている野宿者の中には犬や猫を飼っている人がか
なり多い。ほとんどの場合、捨てられた犬猫を拾ってきて育てているのだ
が、当然その食費が問題になる。日本の野宿者の平均月収は 3 ～ 4 万円。
しかし、そのうち 1 万円以上かけて缶詰を買って猫や犬に食べさせてい
る人がよくいる。つまり、全収入の 3 分の 1 ぐらいを使ってペットを食
べさせているのだ。さらには、捨てられた犬を 40 匹飼っている人、猫を
15 匹飼っている野宿者もいる。こうなると、ほとんど犬や猫のために生
活しているのに近い。ペットへの「献身度」という意味では、どんな金持
ちにも負けていない。

野宿者に限らず、例えば「正社員になると犬と過ごす時間が減るから」
という理由で内定を辞退しフリーターになったという若者もいる。仕事の
格差なんかよりも犬との時間の方がよっぽど大事なのだ。また、松浦理英
子の『犬身』には、火事で取り残された愛犬を助けに戻って自分も焼死し
た少年のエピソードについて、主人公がその気持ちが痛いほどわかると思
う場面がある。人間は、愛する動物のためには時間や金はもちろん、場合

によっては命の危険さえ厭わなくなるようだ。
いわば、人間は動物との関係で「人が変わる」というか、信じられない

ほど「愚か」にもなれば「崇高」にもなる。そのひとつの例は内田百閒の
『ノラや』だろう。それまでろくに世話もせず構いもしなかった家の猫が
行方不明になるや、内田百閒は身も世もなく泣き崩れ、1 年以上もの間ほ
とんど泣いて暮らし続ける。そのうろたえぶりと悲嘆ぶりは、感動的とい
うよりほとんど「薄気味悪い」ものがある。

しかし、動物との関係での「愚かさ」と「崇高さ」の両極を描き出した
作品としては、なんと言ってもフロベールの「純な心」（『三つの物語』）
を挙げなければならない。主人公、フェリシテは、その愛の対象を次々と
失い、最後にオウムのルルに心のよりどころを見いだす。三つの言葉しか
喋らないルルと向かい合って話をし、行方不明になったルルを探し回った
あげく心労で病気になったりする（ここは内田百閒と似ている）。

ルルが死んで剝製になったあと、彼女はルルが聖霊の絵と「生き写し」
だと気づく。彼女の心の中で、両者はひとつにむすびつく。そして、フェ
リシテは死の間際、なかば開かれた大空に 1 羽の巨大な
オウムが頭上を舞うのを見る。「彼女は聖人のように死
ぬ」（フロベールのメモ）。オウムという動物を通して、
主人公は人間の経験し得る限界を越えてしまったかのよ
うだ。「純な心」に限らず、フロベールはそのいくつか
の小説（「聖ジュリアン伝」、『聖アントワーヌの誘惑』、

『ブヴァールとペキュシェ』……）において、驚異的な
「動物文学」者だった。

I k u t a  T a k e s h i

64 年生。野宿者支援活動。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。

『三つの物語』
（福武書店）

プアプア批評7

生 田 武 志

「遠くで犬の啼き声がした。」というのは日本近代文学を 2.0 化するにあた
って、猫から犬への転換を成し遂げたと巷で話題の本年度読売文学賞受賞
作の冒頭であるが、端的にここのみ見てもその後単行本にして五〇〇ペー
ジを超える物語が、遠くはなれてしまった動物の世界を取り戻し、自身が
いかに動物になるかをめぐって展開されることは明らかだと思う。吾輩も
ともすれば所期の動機を忘れ、動物から遠ざかることしばしばなので、犬
になりたいかはさておき、そのものずばりのタイトルを持つドキュメンタ
リー『動物、動物たち』（N・フィリベール）でも見てガソリンを入れよう
とたくらんだ。が、しかし、「動物をめざす」というモティベーションを思
い出すと同時に「徘徊」というモティベーションも思い出したせいか、気
がつくと吉祥寺で『ジャーマン + 雨』（横浜聡子）を見ていたのだった。
そして、これがまさに「動物、動物たち」というべき内容で、げに恐るべ
きは理性の狡知というべきか……。まず主人公林よし子を演じる、子ども
でも大人でもなく、また男でも女でもなく見える、というよりもなんらか
の獣をモチーフとした着ぐるみがなぜか実体化してしまったとしか言いよ
うがない野嵜好美のたたずまいが素晴らしいのだが、それはこの映画の魅
力の一端に過ぎず、なにがよいと言って、よし子を初めとして、ここに出
てくる人々がみな「動く」ことで状況を作り出し、切り開いていくことだ。
幼少期の虐待、父の病気、歌手になる夢とその挫折、淡い恋とその挫折、
いじめ etc.いずれをとってもすぐに深刻そうな、そしてここぞとばかりに
まっとうな
3 3 3 3 3

だけの
3 3 3

説教を安い J ‒ POPを従えながら注ぎ込んでくる映画の
二、三本すぐできそうな題材だが、よし子（＝横浜）は自身が近所のガキ
どもを集めて開く、精神分析のパロディめいたリコーダー教室でのすちゃ
だらな歌詞とメロディでもってそれらを圧縮し投げ捨て、ただちに次の行
動に移っていくのだ。ここで精神分析（のパロディ）に使われる道具が笛

であることはなによりも重要だと思う。笛はその形状から一見探されるべ
き自分=充実した主体のように見えるが、その実体は空洞であり、そこに
意味が発生するのはその都度息が吹き込まれることによって、また、その
ときに多数ある穴のどこを押さえるかで音が変わる楽器だからである。な
にもない空虚の中をパッションとしての息が抜けていく、そして息たちは
そのときどきの条件によって、違う場所を通り、違う音を出しながら、世
界を埋

バ ラ バ ラ に し て い く

め尽くしていくのである。ここに「－」、いずれ埋められることをあ
られもなく期待して待ち受ける、しみったれた欠損の物語はない。ここに

「0」、いかにもにぎにぎしく活劇が展開されるようでありながら、不可視の
中心=主体をめぐる思わせぶりなだけの物語はない。これはタイトルショ
ットで示される十字路を示す標識のように、ただただ「+」の映画なのだ

（ゆえにジャーマンも雨も任意の項にすぎない。重要なのは「+」だけであ
る）。ラストにおいて、「人間、死ぬべきときが来たら死ぬんであって、そ
れまでは死なない」というオヤジの自然（非）哲学に対し、よし子は「い
まが死ぬべきときかどうか見てろ！」と自ら肥溜めに飛び込む。これは言
うまでもなく、主体的な賭けではないし、その不可能性をめぐるロマン的
アイロニーでもない。観念的な死も生も退けて、飛び、落下するという、
因果をはなれ微分化された動きだけがそこで欲されるものなのだ。その落
下を欲すること、否、それぞれが欲する動きを欲するままに状況の中で遂
行すること、それが「+」が意味する唯一のことである。「よし子はよし子
だ」という孤絶したトートロジーを「よし子は私だ」と錯聴すること。そ
れが果たして近代文学 2.0 なのか単なる 1.5 世紀目の近代文学なのかわか
らないが、ともあれ冒頭に挙げた日本文学 2.0の犬の物語を「愛」の物語、
とする錯覚だけは固く戒めたいと思う。
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WBは全国
42都道府

県＋海外
4都市で配

布中！

▼春。なんやかやで春。前回校了
から 1 日も休んだ記憶がないのに
春。延期を重ねた「早稲田文学１」、
WB 今号と同時に登場です。数限
りない人の力を借りて、渾身の 1
冊ができあがりました。内容、表
紙は今号 p4 にて。980 円は絶対お
値打ち価格、売り切れぬうちにぜひ。
▼本誌表紙のご縁から WB 表紙も
年 2 回、篠山センセイに撮って頂
くことに。photographers' gallery
の皆さんと、ダブルジャケットを
飾ってくれます（ただし今号は A 
R-G 追悼のため pg の皆さんには急
遽お休みをお願いし、中野義樹さ
んの鋭い写真をお借りしています）。
▼これも春。「絶対兵役拒否宣言」
の置き手紙が見つかりました。「旅に
出ます、探さないで下さい」とのこ
と。先月は神保町方面に軒を借りる
との電話あり。どこに向かうかしれ
ぬぶらり旅だそうですが、立ち寄っ
た際にはみなさん、どうぞ泊めてや
って下さい。全国巡って最終目的地
は大手町とか。いずれまたWBにも
顔を出す日もあるでしょう。        （Ic）
▼日本語による文学・哲学・芸術
表現の普及をめざす「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。
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﹇
解
説
﹈　
　
　
　
　
　
　

保
坂
和
志

『
裸
木
』
は
一
九
三
七
年
二
月
発
行
の
「
向
陵
時
報
」
と
い
う
一
高
の

新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
。
小
島
信
夫
は
一
九
一
五
年
三
月
一
日
生
れ
だ
か

ら
、
二
十
二
歳
に
な
る
直
前
の
文
章
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
処
女
作
と

い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
す
で
に
小
島
信
夫
で
な
け
れ
ば
書
け
な

い
文
章
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
第
2
段
落
は
じ
め
の
「
私
は
あ

の
木
の
辺
り
ま
で
来
る
と
、
…
…
」
の
セ
ン
テ
ン
ス
の
「
私
は
」
の
、

読
書
行
為
す
る
読
み
手
の
重
心
が
一
瞬
外
れ
る
感
じ
。
途
中
か
ら
何
の

話
か
わ
ら
な
く
な
っ
て
、
読
後
に
筋
を
説
明
で
き
な
く
な
る
感
じ
。
“
裸

木
”
が
い
わ
ゆ
る
象
徴
や
比
喩
と
い
う
文
学
的
に
説
明
し
や
す
い
も
の

を
逸
脱
し
て
、
も
っ
と
混
沌
と
し
た
身
体
的
な
何
か
で
あ
る
感
じ
。

『
公
園
/
卒
業
式
』
（
冬
樹
社
）
と
い
う
初
期
作
品
集
が
か
つ
て
出
版

さ
れ
て
い
て
、
そ
の
中
に
は
岐
阜
中
学
時
代
の
作
文
が
二
篇
収
録
さ
れ

て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
文
章
を
読
む
と
『
裸
木
』
よ
り
ず
っ
と
端
正
な

の
だ
。
思
慮
深
く
聡
明
な
子
ど
も
と
い
う
印
象
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
の

『
裸
木
』
で
は
思
慮
深
さ
を
打
ち
捨
て
て
野
蛮
さ
へ
と
変
貌
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
に
文
章
も
壊
そ
う
と
し
て
い
る
。
文
章
を
整
え
る
た
め
の
推

敲

を

し

て

い

な

い

と

い

う

べ

き

か

。

　

そ
こ
が
す
ご
い
。
文
章
と
い
う
の
は
書
く
ほ
ど
に
う
ま
く
な
っ
て
い

く
も
の
な
の
だ
。
し
か
し
文
章
の
う
ま
さ
な
ど
何
ほ
ど
の
も
の
か
。
人

は

―
つ
ま
り
作
家
は

―
文
章
を
思
い
ど
お
り
に
書
け
る
よ
う
に
な

る
こ
と
で
失
な
う
も
の
が
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
て
い
な
い
。
作
家
の

「
思
い
ど
お
り
」
と
は
文
章
の
「
思
い
ど
お
り
」
に
す
ぎ
ず
、
文
章
が

思
い
ど
お
り
に
書
け
な
か
っ
た
と
き
に
思
っ
て
い
た
こ
と
を
捨
て
て
ほ

と

ん

ど

の

作

家

は

作

家

と

な

っ

た

だ

け

で

は

な

い

か
。

　

美
術
や
音
楽
が
二
十
世
紀
に
直
面
し
、
文
学
が
直
面
す
る
の
を
避
け

て
き
た
問
題
に
、
二
十
一
歳
の
小
島
信
夫
は
気
が
つ
い
て
い
た
の
だ
。

﹇

解

説

﹈

傾

向

と

対

策　
　

藤

野

可

織

　

要
す
る
に
、
傾
向
と
対
策
な
の
だ
、
と
思
う
。
ひ
と
の
考
え
か
た
に
は
環
境
や

個
性
な
ど
に
よ
る
傾
向
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
傾
向
に
従
っ
て
対
策
を
練

り
、
行
動
に
移
す
。『
尼
僧
ヨ
ア
ン
ナ
』
の
主
人
公
、
ス
ー
リ
ン
神
父
の
「
傾
向
」

に
は
、
名
前
が
つ
い
て
い
た
。
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
の
キ
リ
ス
ト
教

に
は
、
彼
自
身
の
臆
病
さ
と
愚
か
さ
と
か
た
く
な
さ
が
寄
生
し
、
茎
を
す
く
す
く

と
伸
ば
し
て
花
を
つ
け
て
し
ま
っ
た
。

　

と
き
は
中
世
末
期
、
と
こ
ろ
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
片
田
舎
。
物
語
は
、
ス
ー
リ
ン

神
父
が
派
遣
さ
れ
て
や
っ
て
来
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
彼
の
使
命
は
、
年
若
い

尼
僧
長
ヨ
ア
ン
ナ
に
と
り
憑
い
た
悪
魔
を
祓
う
こ
と
。
度
重
な
る
失
敗
の
末
、

悩
み
抜
い
た
神
父
は
、
と
う
と
う
彼
女
を
救
う
た
め
に
あ
る
凶
行
に
及
ぶ

ー
け

れ
ど
、
神
父
が
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
な
ま
で
に
祓
お
う
と
し
た
そ
の
悪
魔
の
正
体
は
、

平
凡
な
自
意
識
、
平
凡
な
反
抗
心
、
平
凡
な
性
欲
、
そ
れ
か
ら
や
や
非
凡
な
セ
ル

フ
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
の
能
力
で
し
か
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
、
だ
か
ら
、
結
局
、
現

代
の
日
本
で
信
仰
も
持
た
ず
暢
気
に
育
っ
た
私
に
し
て
み
れ
ば
、
悪
魔
だ
な
ん
て

ま
っ
た
く
も
っ
て
大
袈
裟
だ
し
、
い
っ
そ
画
期
的
だ
と
さ
え
感
じ
る
。
私
は
両
手

の
な
か
の
こ
の
小
さ
な
文
庫
本
を
あ
た
た
か
く
、
や
や
苦
笑
し
な
が
ら
眺
め
回
す
。

私
に
は
彼
の
「
傾
向
」
の
形
が
よ
く
見
え
る
。
私
は
神
父
を
気
の
毒
に
思
う
、
な
に

し
ろ
彼
は
自
分
の
恋
心
、
あ
る
い
は
性
欲
さ
え
正
し
く
認
識
で
き
ず
に
い
る
の
だ
。

花
の
茎
を
や
わ
ら
か
に
曲
げ
る
み
た
い
に
、
彼
の
「
傾
向
」
を
曲
げ
て
あ
げ
た
い
。

　

け
れ
ど
、
本
を
閉
じ
た
の
ち
気
に
か
か
る
の
は
、
私
自
身
の
「
傾
向
」
だ
。
た

ま
た
ま
信
仰
が
な
い
も
の
だ
か
ら
名
前
は
な
い
け
れ
ど
、
私
に
だ
っ
て
確
実
に
「
傾

向
」
が
あ
り
、
私
の
練
る
「
対
策
」は
つ
ね
に
そ
の
支
配
下
に
あ
る
。
私
は
き
っ
と
、

ぐ
る
ぐ
る
と
歩
き
回
っ
て
は
頭
を
ぶ
つ
け
て
い
る
。
そ
の
形
は
誰
の
て
の
ひ
ら
に

も
包
む
こ
と
の
で
き
る
小
さ
な
文
庫
本
に
似
て
、
や
さ
し
く
哀
れ
ま
れ
る
べ
き
も

の
な
の
だ
ろ
う
と
思
う
。

ヤ
ロ
ス
ワ
フ
・
イ
ヴ
ァ
シ
ュ
キ
ェ
ヴ
ィ
ッ
チ

◉

J
a

r
o

s
ła

w
 Iw

a
s

z
k

ie
w

ic
z

一
八
九
四
│
一
九
八
〇
。
両
親
を
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
に
持
ち
つ
つ
、

生
誕
地
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
文
化
や
風
土
を
基
盤
に
小
説
や
詩
、
評

論
な
ど
幅
広
く
執
筆
。「
一
月
蜂
起
」
等
の
政
治
運
動
に
加
わ
っ

た
ほ
か
、
様
々
な
公
職
に
も
就
き
動
乱
期
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
を
駆

け
抜
け
た
。

藤
野
可
織
◉

F
u

jin
o

 K
a

o
r

i

80
年
生
。
06
年
、
デ
ビ
ュ
ー
作
「
い
や
し
い
鳥
」
が
、
破
天
荒

な
物
語
と
平
穏
な
日
常
を
語
り
の
レ
ベ
ル
で
も
交
錯
さ
せ
た
秀

作
と
し
て
文
學
界
新
人
賞
で
強
く
推
さ
れ
た
、
将
来
を
期
待
さ

れ
る
書
き
手
の
ひ
と
り
。
ブ
ロ
グ
「
近
眼
地
獄
」http://

d.hatena.ne.jp/m
yopie/

で
そ
の
奇
才
ぶ
り
を
垣
間
見
ら
れ

る
が
、
じ
つ
は
極
め
て
謹
厳
実
直
。
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IKEDA YUICHI俺の人生に時給くれ連載❼カーニバル化するわたし池田雄一
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』。

！
先生、「遊ぶ」って何したらいいんですか？

衝撃の質問。え、もう一度言ってくれないですか。いやていうか何でそん
なこと訊くの。つーかいま英語の時間じゃね。どうやって逃げをうとうかと
思案中の教師を尻目に、くもりのない澄んだ目でまっすぐこちらをみつめ、
じっと回答をまっている。しどろもどろで、切手あつめ（そりゃ趣味だろ）
とか飲酒（あいて未成年だし）、あるいは「竹馬」や「ゴム跳び」といった
間のぬけた回答をだしてみるが、当然のことながら相手の反応はよくない。
だったらそんなこと訊くんじゃねえよ！　そう逆ギレしてみたくもなるが、
相手はあいかわらず澄んだ瞳でこちらをみており、回答をまっている。じつ
はこのひと何もみていないんじゃないかと推測し、こんどは小林秀雄よろし
くその目が恐ろしくなってくる。家庭教師をやっている者なら、そんな経験
はいちどや二度ではないはずだ。

よく考えてみたら、無難に「友達とゲーム」などと応えられたかもしれな
いが、おそらくそれでも回答としては、まったくまちがっている。なぜなら、
この質問は、解答があたえられてしまった瞬間に、解答でなくなってしまう
類のものだからだ。かりにこちらが「ドミノ倒し」と答えて、この真面目な
少年がドミノ（これいったい本当は何に使うものなんでしょう）をどこかか
ら購入し、ギネスブック認定の世界記録めざし一心不乱にドミノをならべは
じめたとしたら、もはやそれは遊びではなくて「労働」なのではないか。し
かも無償の。質問と回答というコミュニケーションによってなされる「概念
化」と「べき化」によって、遊びの本質は明け方の霧のように消え去ってし
まうだろう。

遊びにはこういった傾向がある一方で、もうひとつの困った傾向性をもっ
ている。たとえば、数年前に非常勤講師をやっていたときに、よく学生から

「非常勤の先生のやっている授業の方が面白い」というような発言をきくこ
とがあった。これは、考えてみればすぐ分かる話で、ひと言でいえば、非常
勤講師のような条件的にきびしい非物質的な労働においては、労働そのもの

が「カーニバル化」しているからだ、ということになる。かりに非常勤講師
の給料が、やっている労働にみあうだけ増額され、永続的な契約関係も保証
されたとしたらどうなるだろう。変な話だが、おそらくもらっている給料ぶ
んの仕事しかしなくなるだろう。時間と金のむだなので、学生と飲むことも
せず、仕事が終わったら、さっさと自宅に帰り、家族と食事し大いに語らう
など自分のための「遊び」の時間を確保するだろう。

給料分の仕事しかしない。これはある意味とても倫理的な態度だといえる。
給料以上の仕事をすることは、労働力という商品のダンピングなのだから。
ところが、この態度を非常勤講師がとろうとすると、とんでもないことにな
る。おそらくコマ数は半分になるし、授業もまさに字義どおり「適当」にお
こなうことになるだろう。あげくに研究費の「自給自足」と称して、学生に
対するカツアゲが横行することになるだろう。そうならないために非常勤講
師は、みずからの「労働」を「遊び」に書き換え、仕事のモチベーションを
維持することになる。そして本当に困ったことだが、労働は手が抜けるが、
遊びは本気でやらないことには遊んだことにはならないのだ。

こうして非物質的な労働においては、1 金銭的にも期間的にも厳しい労働
条件、2 そのことによる労働のカーニバル化、3 カーニバル化した労働の賃
金化、というサイクルによって、非常にコストパフォーマンスのいい搾取の
システムが成立することになる。具体的にいえば、中原昌也のような作家に
もっと面白いものを書かせたければ、さらに苛酷な労働条件をあたえてやれ
ばよい、ということになる。じっさい、締め切りへの恐怖心をカーニバル化
のトリガーとして使っている書き手も多いはずだ。こうしたカーニバル化の
傾向は、労働のコミュニケーション化、およびフロー化がすすめば、さらに
加速する（鈴木謙介『カーニヴァル化する社会』を参照されたし）。若年層

（およびそれ以上の方々）がまわりの制止もふりきって「夢の実現」にこだ
わるのは、なにも贅沢病なのではなく、液状化した世界でおかしくならない
ための、なけなしのサバイバル戦術なのだ。

　

内
澤
旬
子
◉

U
c

h
iz

a
w

a
 J

u
n

k
o

67
年
生
。
世
界
各
国
を
旅
し
、
本
作
り
の
場
か
ら
、
図
書
館
・
屠
畜
場
・
ト
イ
レ
ま
で
を

取
材
。
緻
密
な
視
線
と
果
断
な
切
り
口
で
、
繊
細
な
イ
ラ
ス
ト
と
、
批
評
性
と
好
奇
心
の

絶
妙
に
混
在
し
た
文
章
を
著
す
。
著
書
に
『
セ
ン
セ
イ
の
書
斎
』
や
『
世
界
屠
畜
紀
行
』

な
ど
。http://d.hatena.ne.jp/halohalo7676/

　

南
陀
楼
綾
繁
◉

N
a

n
d

a
r

o
 A

y
a

s
h

ig
e

67
年
生
。
書
物
を
め
ぐ
る
文
筆
・
編
集
に
携
わ
る
と
と
も
に
、
古
本
・
マ
ッ
チ
ラ
ベ
ル
の

収
集
家
と
し
て
も
著
名
。
不
忍
ブ
ッ
ク
ス
ト
リ
ー
ト
や
「
一
箱
古
本
市
」
の
提
唱
者
で
も

あ
る
。
著
書
に
『
ナ
ン
ダ
ロ
ウ
ア
ヤ
シ
ゲ
な
日
々
』『
路
上
派
遊
書
日
記
』
な
ど
。

http://d.hatena.ne.jp/kaw
asusu/

文
豪
擬
獣
化
宣
言

け

も

の

み

ち

計
画
の

③
大
佛
次
郎
＝
ア
ザ
ラ
シ

文 画

大
佛
次
郎
の
書
斎
は
猫
だ
ら
け
だ
っ
た
。

神
奈
川
近
代
文
学
館
に
行
っ
た
帰
り
に
、
同
じ
「
港
の
見
え
る
丘
公
園
」
の
中
に
あ
る
大
佛
次
郎
記
念

館
に
寄
っ
た
の
は
、
次
の
用
事
ま
で
ぽ
っ
か
り
と
時
間
が
空
い
た
暇
つ
ぶ
し
の
つ
も
り
だ
っ
た
。『
鞍
馬

天
狗
』
の
作
者
で
あ
る
こ
と
や
、
未
知
谷
か
ら
『
大
佛
次
郎
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
が
刊
行
中
で
あ
る
こ
と
ぐ

ら
い
し
か
、
こ
の
作
家
に
つ
い
て
は
知
ら
な
か
っ
た
。

ス
ペ
ー
ス
は
十
分
と
は
云
え
な
い
が
、
大
佛
の
仕
事
が
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
ら
れ
た
い
い
展
示
だ
っ

た
。
大
佛
は
猫
好
き
で
、「
来
世
は
猫
だ
」
と
云
っ
て
い
た
ら
し
い
。
八
匹
の
猫
が
並
ん
で
餌
を
食
べ
て

い
る
様
子
を
大
佛
が
眺
め
て
い
る
写
真
が
残
っ
て
い
る
。
館
内
に
復
元
さ
れ
て
い
る
書
斎
に
は
も
ち
ろ
ん

生
き
た
猫
は
い
な
か
っ
た
が
、
大
小
の
猫
の
置
物
が
あ
ち
こ
ち
に
見
え
た
。

見
終
わ
っ
て
館
内
の
喫
茶
〈
霧
笛
〉（
こ
の
名
は
大
佛
の
現
代
小
説
に
由
来
す
る
）
に
落
ち
着
く
頃
に

は
、
こ
の
作
家
へ
の
興
味
が
つ
の
っ
て
い
た
。
同
館
研
究
員
の
福
島
行
一
に
よ
る
評
伝
を
読
み
、
続
い
て

随
筆
集
や
図
録
を
集
め
は
じ
め
た
。
気
が
つ
け
ば
、
小
説
を
ほ
と
ん
ど
読
ん
で
な
い
の
に
、
に
わ
か
大
佛

次
郎
フ
ァ
ン
が
出
来
上
が
っ
て
い
た
。

擬
獣
絵
師
の
ウ
チ
ザ
ワ
に
「
大
佛
次
郎
っ
て
ナ
ニ
に
似
て
る
か
な
あ
？
」
と
尋
ね
る
と
、
晩
年
の
写
真

を
見
る
な
り
、「
ア
ザ
ラ
シ
か
ト
ド
だ
ね
」
と
断
言
し
た
。
目
が
ク
リ
ッ
と
し
て
い
て
、
の
そ
の
そ
し
た

感
じ
が
あ
る
か
ら
だ
と
。
帝
大
出
の
文
学
青
年
で
、
女
優
を
妻
に
持
ち
、
横
浜
の
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
グ
ラ
ン

ド
を
仕
事
場
に
し
て
い
た
モ
ダ
ン
な
人
物
を
つ
か
ま
え
て
ア
ザ
ラ
シ
っ
て
…
…
。
た
だ
、
直
木
三
十
五
は

「
大
佛
君
は
鳩
の
よ
う
な
目
を
し
て
い
る
」
と
云
っ
た
そ
う
だ
か
ら
、
目
が
印
象
的
だ
っ
た
こ
と
は
間
違

い
な
い
よ
う
だ
。

大
佛
次
郎
に
『
鞍
馬
天
狗
』
を
書
か
せ
た
の
は
、
関
東
大
震
災
だ
っ
た
。「
鞍
馬
天
狗
と
三
十
年
」
と
い

う
エ
ッ
セ
イ
に
よ
れ
ば
、
長
谷
の
大
仏
の
裏
手
に
住
ん
で
い
た
頃
に
震
災
に
遭
い
、
汽
車
が
不
通
に
な
っ

た
の
を
機
に
外
務
省
の
嘱
託
を
辞
め
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
探
偵
小
説
の
翻
訳
で
生
活
を
立
て
よ
う
と
し
た
が
、

震
災
で
そ
の
雑
誌
は
つ
ぶ
れ
、
編
集
長
は
畑
違
い
の
講
談
雑
誌
に
移
っ
た
。
見
よ
う
見
ま
ね
で
書
い
た
の

が
鞍
馬
天
狗
の
第
一
作
「
隼
の
源
次
」
で
、
そ
の
と
き
に
使
っ
た
筆
名
が
大
佛
次
郎
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

成
り
行
き
で
作
家
に
な
っ
た
だ
け
に
、
大
佛
は
大
衆
小
説
を
書
く
こ
と
に
複
雑
な
思
い
を
抱
い
て
い
た

よ
う
だ
。

「
ど
ん
な
に
仲
が
よ
い
友
人
関
係
に
も
、
不
和
は
生
じ
る
。（
略
）
私
も
我
が
友
、
鞍
馬
天
狗
が
あ
ま
り

疲
れ
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
絶
望
を
知
ら
ず
明
る
い
の
に
、
反
感
を
抱
い
た
。
幾
度
か
、
も
う
書
く
ま
い
と

思
っ
た
」

大
佛
は
生
涯
に
六
十
一
篇
も
の
新
聞
小
説
を
書
い
た
と
い
う
。
幼
少
か
ら
勤
勉
で
篤
実
な
性
格
が
そ
れ

を
成
し
遂
げ
た
の
だ
が
、
一
方
で
、
大
衆
小
説
に
縛
り
付
け
ら
れ
て
い
る
自
分
を
解
き
放
ち
た
い
と
も
思

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
記
念
館
で
見
た
鞍
馬
天
狗
の
創
作
ノ
ー
ト
に
は
「
例
の
ご
と
く
予
定
な
し
先

づ　

動
く
こ
と　

で
始
め
ら
れ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
鞍
馬
天
狗
に
仮
託
し
つ
つ
、
自
ら
も
ア
ク
シ
ョ

ン
を
求
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
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ジ
ョ
キ
ジ
ョ
キ
ま
っ
ぷ
た
つ
に
切
る
。
堂
々
と
し
た
ハ
サ
ミ
の
使
い
こ

な
し
だ
。
あ
っ
と
い
う
ま
に
二
つ
の
三
角
形
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ

が
賞
状
で
な
け
れ
ば
ほ
め
て
や
り
た
い
と
こ
ろ
だ
。
台
所
で
は
ち
ょ
う
ど

食
パ
ン
が
焼
け
た
と
こ
ろ
。
A
は
つ
ま
み
を
さ
ら
に
ひ
ね
る
。
そ
の
ま
ま

二
階
に
あ
が
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
で
は
お
父
さ
ん
が
ト
イ
レ
か
ら
出
て
き

た
こ
ろ
に
は
黒
コ
ゲ
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
城
の
柱
を
ひ
と
つ
は
ず
し

た
。
む
ろ
ん
城
は
す
ぐ
に
く
ず
れ
た
。
緊
急
事
態
発
生
だ
。
け
れ
ど
も
A

は
泣
く
弟
を
ほ
う
っ
た
ま
ま
外
へ
出
る
。
出
る
と
き
玄
関
の
靴
を
け
ち
ら

し
た
。
お
父
さ
ん
は
す
ぐ
に
追
い
つ
い
た
。
手
を
つ
な
ご
う
と
し
た
け
れ

ど
も
A
は
こ
ば
む
。
道
を
そ
れ
て
い
く
。
植
え
込
み
の
な
か
に
入
っ
て
し

ま
っ
た
。
蟻
の
行
列
の
前
に
苦
労
し
て
石
を
置
い
た
。
せ
っ
か
く
ま
っ
す

ぐ
進
ん
で
い
た
の
だ
が
し
か
た
が
な
い
。
迂
回
す
る
し
か
な
い
。
そ
ん
な

ふ
う
に
触
角
で
感
じ
取
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
A
は
そ
の
石
を
動
か
し
て
い

く
。
蟻
の
行
列
は
ご
馳
走
か
ら
遠
の
い
て
い
く
。
か
わ
い
そ
う
だ
。
バ
ス

は
ま
っ
す
ぐ
進
む
。
A
の
目
に
は
建
物
が
次
々
と
横
に
流
れ
て
い
く
。
窓

に
細
い
雨
が
な
な
め
に
あ
た
る
。
遠
く
に
来
た
と
思
っ
た
。
こ
れ
か
ら
は

一
人
で
生
き
て
い
く
の
だ
。
ぶ
る
っ
と
震
え
た
の
は
覚
悟
の
武
者
ぶ
る
い

だ
。
寒
い
か
ら
じ
ゃ
な
い
。
し
か
し
一
歩
外
へ
出
た
と
こ
ろ
で
後
ろ
か
ら

声
を
か
け
ら
れ
た
。
お
父
さ
ん
が
追
い
つ
い
た
の
だ
。
帰
り
道
。
真
上
の

空
に
は
流
れ
星
。
残
念
な
が
ら
お
父
さ
ん
し
か
見
て
い
な
か
っ
た
け
れ
ど

も
。ひ

と
こ
と
も
好
物
だ
と
告
げ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
に
こ
の
と
こ
ろ

毎
晩
ち
く
わ
が
出
る
。
B
は
そ
れ
だ
け
で
す
っ
か
り
ご
満
悦
だ
。
そ
の
ま

ま
食
べ
る
の
も
好
き
だ
し
マ
ヨ
ネ
ー
ズ
な
ん
か
を
つ
け
て
も
も
ち
ろ
ん
食

べ
る
し
お
で
ん
の
な
か
の
ち
く
わ
も
大
好
き
だ
。
穴
の
な
か
を
の
ぞ
い
て

あ
そ
ぶ
と
毎
回
お
母
さ
ん
に
怒
ら
れ
て
ご
め
ん
な
さ
い
を
す
る
け
れ
ど
も

そ
れ
で
も
ほ
ん
と
は
心
の
な
か
で
は
ま
た
や
ろ
う
と
決
意
し
て
い
た
。
そ

の
穴
に
キ
ュ
ウ
リ
や
チ
ー
ズ
な
ん
か
を
つ
め
て
ほ
お
ば
っ
た
り
も
し
た
。

指
を
入
れ
て
か
じ
っ
て
ケ
ガ
し
た
こ
と
も
あ
る
。
食
べ
物
の
な
か
で
一
等

好
物
な
の
が
ち
く
わ
な
の
だ
っ
た
。
B
に
ち
く
わ
さ
え
与
え
て
い
れ
ば
泣

く
ど
こ
ろ
か
素
直
に
い
う
こ
と
を
聞
く
。
こ
の
情
報
は
男
た
ち
の
仕
事
を

有
利
に
す
る
と
思
わ
れ
た
。
し
ば
る
の
は
何
し
ろ
か
わ
い
そ
う
だ
っ
た
し

か
と
い
っ
て
う
ろ
ち
ょ
ろ
さ
れ
た
ら
か
な
わ
な
い
。
近
所
に
知
れ
た
ら
仕

事
の
進
行
に
問
題
が
生
じ
て
く
る
。
ア
ジ
ト
に
し
て
は
住
宅
地
な
の
で
あ

る
。
し
か
し
こ
の
ち
く
わ
情
報
に
は
欠
落
が
あ
っ
た
。
ほ
ら
門
松
み
た
い

だ
ろ
う
お
嬢
ち
ゃ
ん
正
月
に
見
る
だ
ろ
う
と
お
し
ゃ
べ
り
な
男
が
話
し
か

け
て
も
B
は
黙
っ
た
ま
ま
だ
。
ど
う
し
た
食
べ
ろ
い
つ
も
は
遠
慮
な
ど
し

な
い
く
せ
に
と
も
う
一
人
が
口
も
と
に
も
っ
て
い
っ
て
よ
う
や
く
口
に
し

た
が
す
ぐ
に
吐
き
出
し
た
。
な
な
め
に
切
っ
た
ち
く
わ
が
き
ら
い
だ
っ
た

の
で
あ
る
。
穴
が
な
な
め
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
の
が
こ
わ
か
っ
た
し
先
が

と
が
っ
て
い
る
の
が
痛
そ
う
だ
。
味
だ
っ
て
ま
ず
い
。
わ
か
る
よ
う
な
わ

か
ら
ぬ
よ
う
な
そ
ん
な
こ
と
を
い
っ
て
泣
き
出
す
わ
わ
め
く
わ
大
変
な
さ

わ
ぎ
だ
。
い
ろ
ん
な
も
の
を
ひ
っ
く
り
か
え
し
て
引
火
し
て
ア
ジ
ト
（
だ

け
）
が
爆
発
し
た
ほ
ど
だ
。

い
い
天
気
ね
と
声
を
か
け
る
と
天
気
ば
か
り
が
よ
く
て
も
し
か
た
が
な

い
と
い
う
。
も
う
す
ぐ
外
で
あ
そ
べ
る
よ
う
に
な
る
か
ら
と
い
う
と
も
う

死
ぬ
の
か
と
こ
う
で
あ
る
。
C
が
ご
機
嫌
な
な
め
で
あ
る
証
拠
だ
が
本
人

に
そ
れ
を
た
し
か
め
て
は
な
ら
な
い
。
ま
あ
何
も
い
わ
ず
平
然
と
花
瓶
の

水
を
か
え
た
り
傾
い
た
絵
の
額
を
な
お
し
た
り
し
て
い
れ
ば
よ
ろ
し
い
。

母
親
の
代
役
は
ま
だ
ま
だ
身
に
余
る
大
役
だ
か
ら
だ
。
C
も
そ
れ
を
十
分

知
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
花
瓶
に
コ
ー
ラ
を
流
し
こ
ん
だ
り
額
縁
の
後
ろ
に

ガ
マ
ガ
エ
ル
の
死
体
を
お
し
こ
ん
だ
り
す
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
そ
ん
な

こ
と
で
へ
こ
た
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
本
で
も
読
ん
で
あ
げ
ま
し
ょ

う
か
と
平
然
と
か
た
わ
ら
に
腰
を
お
ろ
し
て
み
た
ら
い
い
。
一
分
も
し
な

い
う
ち
に
寝
息
を
た
て
る
だ
ろ
う
。
そ
の
く
せ
布
団
を
な
お
し
て
や
る
と

わ
ざ
と
そ
れ
を
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
に
す
る
。
ね
む
っ
た
の
を
み
は
か
ら
っ
て

外
へ
出
よ
う
と
す
る
と
逃
げ
る
の
か
と
声
を
か
け
て
く
る
。
お
母
さ
ん
を

呼
ん
で
き
て
く
れ
と
追
い
討
ち
を
か
け
る
。
そ
う
い
う
と
き
は
黙
っ
て
扉

を
閉
め
て
涙
を
ぬ
ぐ
う
。
の
で
は
な
く
ツ
カ
ツ
カ
と
C
の
枕
元
に
歩
み

寄
っ
て
バ
シ
ッ
と
頰
を
ひ
っ
ぱ
た
く
と
よ
い
。
二
発
く
ら
い
は
よ
い
。

雲
ひ
と
つ
な
い
天
気
だ
っ
た
。
本
当
は
屋
根
の
ず
っ
と
向
こ
う
に
小
さ

く
雲
が
ひ
と
つ
残
っ
て
い
る
の
だ
が
D
の
い
る
と
こ
ろ
か
ら
は
見
え
な

か
っ
た
。
そ
の
ひ
と
つ
だ
っ
て
も
う
じ
き
に
見
え
な
く
な
り
そ
う
だ

（
も
っ
と
遠
く
の
別
の
屋
根
の
向
こ
う
に
隠
れ
る
だ
け
だ
が
）。
小
さ
な
窓

の
カ
ー
テ
ン
が
め
く
れ
て
D
が
す
や
す
や
ね
む
っ
て
い
る
の
が
見
え
る
。

風
も
さ
わ
や
か
で
心
地
い
い
の
だ
。
台
所
か
ら
は
お
母
さ
ん
の
鼻
歌
。
新

築
で
は
な
い
が
し
っ
か
り
と
片
付
い
た
部
屋
が
日
差
し
に
照
ら
さ
れ
て
い

る
。
部
屋
の
か
た
す
み
に
新
し
い
小
さ
な
タ
ン
ス
が
あ
る
。
D
の
も
の
が

入
っ
て
い
る
の
だ
。
ね
む
っ
て
い
る
D
の
片
足
が
の
び
る
。
お
へ
そ
の
う

え
を
な
な
め
に
小
さ
な
影
が
よ
ぎ
る
。
小
鳥
の
影
だ
。
音
が
し
た
わ
け
で

も
な
い
の
に
そ
の
と
き
D
は
目
を
さ
ま
す
。
く
す
ぐ
っ
た
か
っ
た
に
ち
が

い
な
い
。
そ
の
鳥
は
も
う
屋
根
の
ず
っ
と
ず
っ
と
向
こ
う
側
だ
。

な
な
め

illustrated by eri

﹇
連
載
﹈
三
か

所

福
永
信

戦
後
の
大
佛
は
、
現
代
小
説
や
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
仕
事
の
幅
を
広
げ
な
が
ら
、
取
材
や
講
演
な
ど

の
名
目
で
、
国
内
や
世
界
を
旅
し
て
い
る
。
遅
れ
て
き
た
青
春
を
楽
し
ん
で
い
た
よ
う
だ
。

ぼ
く
は
、
六
十
八
歳
の
大
佛
が
京
都
の
鞍
馬
街
道
を
歩
く
写
真
が
好
き
だ
。
右
手
に
資
料
か
な
に
か
を

抱
え
て
ゆ
っ
く
り
こ
ち
ら
に
歩
い
て
く
る
彼
は
、
水
を
得
た
魚
、
い
や
ア
ザ
ラ
シ
み
た
い
に
嬉
し
そ
う
に

見
え
た
。

福永信◉ F u k u n a g a  S h i n

72 年生。同人誌「イルクーツク 2」絶賛発売中！

e r i

83 年生。97 年、「立花ハジメ LOW POWER」のボーカルとしてアルバムをリリース。モデルとしても活躍するかたわら、自身デザインによ
る服飾ブランド「chico」「mother」をプロデュースするなど多方面で活躍中。http://www.mothermother.com/mother/top.html



愛
を
さ
け
ぶ
』
を
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
若
く
し
て
恋
人
を
亡
く
し
た
男
が
過
去

を
振
り
返
っ
て
自
ら
の
悲
恋
を
語
る
（
そ
し
て
自
分
は
生
き
延
び
て
ち
ゃ
っ
か
り
結
婚

／
婚
約
し
て
い
る
）
と
い
う
構
造
は
、
ほ
と
ん
ど
そ
っ
く
り
。

　

が
、
改
め
て
読
み
返
し
て
み
る
と
、『
セ
カ
チ
ュ
ー
』
と
の
相
同
性
が
強
い
の
は
、
む

し
ろ
堀
辰
雄
『
風
立
ち
ぬ
』（
一
九
三
九
）
や
、
こ
れ
は
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
（
往
復
書

簡
集
）
だ
け
れ
ど
も
、
河
野
実
＋
大
島
み
ち
子
『
愛
と
死
を
み
つ
め
て
』（
一
九
六
三
）

で
あ
っ
て
、『
野
菊
の
墓
』
と
の
物
語
上
の
共
通
点
は
、
二
人
が
十
代
で
あ
る
こ
と
と
、

女
の
ほ
う
が
若
く
し
て
死
ぬ
こ
と
く
ら
い
で
あ
る
。

『
野
菊
の
墓
』
は
い
わ
ゆ
る
「
難
病
も
の
」
で
は
な
い
。
民
子
の
死
に
関
し
て
は
〈
民

子
は
身
持
に
な
っ
た
が
、
六む

つ
き月

で
お
り
て
し
ま
っ
た
。
跡
の
肥
立
ち
が
非
常
に
悪
く
遂

に
六
月
十
九
日
に
息
を
引
き
取
っ
た
〉
と
、
伝
聞
の
形
で
短
く
書
か
れ
る
の
み
。
そ
ん

な
に
急
い
で
殺
さ
な
く
て
も
…
…
と
い
う
よ
う
な
唐
突
な
死
、
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
も
『
野
菊
の
墓
』
は
す
べ
て
の
純
愛
小
説
の
ル
ー
ツ
だ
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
小
説
で
い
ち
ば
ん
奇
妙
と
い
う
か
印
象
的
な
の
は
、
民
子
の
死
後
の
、
母
を
は

じ
め
と
す
る
大
人
た
ち
の
態
度
で
あ
る
。
二
人
の
仲
を
裂
い
た
母
は
〈
お
い
お
い
お
い

お
い
声
を
立
て
て
泣
い
て
い
る
〉。
そ
し
て
い
う
の
だ
。〈「
政
夫
、
堪
忍
し
て
く
れ
…
…

民
子
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
…
…
私
が
殺
し
た
様
な
も
の
だ
…
…
」〉

　

民
子
の
家
族
も
同
様
で
、
弔
問
に
訪
れ
た
政
夫
を
迎
え
た
祖
母
が
い
う
に
は

―
。

「
政
夫
さ
ん
、
民
子
の
事
に
就
て
は
、
私
共
一
同
誠
に
申
訳
が
な
く
、
あ
な
た
に
合
せ

る
顔
は
な
い
の
で
す
。
あ
な
た
に
色
々
御
無
念
な
処
も
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
、
ど

う
ぞ
政
夫
さ
ん
、
過
ぎ
去
っ
た
事
と
諦
め
て
、
御
勘
弁
を
願
い
ま
す
。
あ
な
た
に
お

詫
び
を
す
る
の
が
何
よ
り
民
子
の
供
養
に
な
る
の
で
す
」

　

民
子
の
両
親
も
含
め
、
周
囲
の
大
人
た
ち
が
政
夫
に
謝
罪
す
る
。
不
可
解
な
事
態
で

あ
る
。
政
夫
と
民
子
は
結
婚
も
婚
約
も
し
て
い
な
い
（
も
ち
ろ
ん
肉
体
関
係
も
な
い
）。

好
き
合
っ
て
い
た
の
は
確
か
だ
が
、
政
夫
は
い
わ
ば
民
子
の
単
な
る
幼
な
じ
み
だ
。
そ

の
く
ら
い
の
関
係
の
た
か
が
中
学
生
に
、
分
別
あ
る
大
人
た
ち
が
な
ぜ
ひ
れ
伏
す
？

　

こ
こ
で
起
こ
っ
て
い
る
事
態
は
意
外
と
簡
単
。
そ
れ
す
な
わ
ち
、
恋
愛
至
上
主
義
（
あ

る
い
は
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
・
ラ
ブ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
）
の
勝
利
、
で
あ
る
。

　

恋
愛
小
説
は
な
ん
ら
か
の
障
壁
が
な
け
れ
ば
盛
り
上
が
ら
な
い
。
政
夫
と
民
子
の
前

に
立
ち
は
だ
か
る
壁
は
二
人
の
仲
を
引
き
裂
こ
う
と
す
る
大
人
た
ち
だ
が
、
そ
の
理
由

は
民
子
が
政
夫
よ
り
年
上
だ
と
い
う
一
点
の
み
だ
っ
た
。

　

放
っ
て
お
け
ば
風
化
し
た
か
も
し
れ
な
い
民
子
の
死
に
「
恋
に
殉
じ
た
死
」
と
い
う

特
別
な
意
味
を
与
え
る
こ
と
。
政
夫
と
民
子
の
仲
は
引
き
裂
か
れ
た
が
、
結
果
的
に
二

人
は
復
讐
に
成
功
し
、
純
愛
は
勝
利
し
た
…
…
。
ま
こ
と
に
め
で
た
い
限
り
だ
が
、
そ

の
た
め
に
は
女
の
死
が
必
要
だ
っ
た
、
と
い
う
あ
た
り
が
な
ん
と
も
皮
肉
。

『
野
菊
の
墓
』
に
民
子
の
夫
を
は
じ
め
と
す
る
婚
家
の
人
々
は
一
切
顔
を
出
さ
な
い
。
そ
れ

も
ま
た
不
可
解
な
事
態
だ
が
、
ま
、
そ
っ
ち
が
出
て
き
た
ら
純
愛
に
水
が
さ
さ
れ
る
か
ら
ね
。

存
在
を
無
視
さ
れ
た
民
子
の
夫
こ
そ
、
い
い
面
の
皮
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

　

伊
藤
左
千
夫
『
野
菊
の
墓
』。
い
わ
ず
と
知
れ
た
純
愛
小
説
の
古
典
的
名
作
で
あ
る
。

初
出
は
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
一
九
〇
六
（
明
治
三
十
九
）
年
の
一
月
号
。
夏
目
漱
石 

『
坊
っ

ち
ゃ
ん
』（
こ
れ
も
初
出
は
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」）
の
同
じ
年
の
作
品
だ
。 

ス
ト
ー
リ
ー
は
単

純
と
い
え
ば
単
純
で
あ
る
。

　

語
り
手
の
「
僕
」
こ
と
斎
藤
政
夫
は
小
学
校
を
卒
業
し
た
ば
か
り
の
一
五
歳
、
従
姉

の
民
子
は
一
七
歳
。
満
年
齢
で
は
政
夫
が
一
三
歳
、
民
子
は
一
五
歳
で
あ
る
。 

　

身
体
の
弱
い
政
夫
の
母
を
手
伝
う
た
め
、
民
子
は
し
ば
し
ば
斎
藤
家
の
手
伝
い
に
き

て
い
た
。
き
ょ
う
だ
い
の
よ
う
に
育
っ
た
政
夫
と
民
子
は
「
大
の
仲
良
し
」
だ
っ
た
が
、

周
囲
の
目
は
厳
し
く
、
二
人
は
あ
る
日
、
政
夫
の
母
に
呼
ば
れ
て
意
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

 

「
男
も
女
も
十
五
六
に
な
れ
ば
も
は
や
児こ

ど

も供
で
は
な
い
。
お
前
等
二
人
が
余
り
仲
が

好
過
ぎ
る
と
て
人
が
彼
是
云
う
そ
う
じ
ゃ
。
気
を
つ
け
な
く
て
は
い
け
な
い
。
民
子

が
年
か
さ
の
癖
に
よ
く
な
い
。
是
か
ら
は
も
う
決
し
て
政
の
所
へ
な
ど
行
く
こ
と
は

な
ら
ぬ
。
吾わ

が

こ子
を
許
す
で
は
な
い
が
政
は
未ま

だ
児
供
だ
。
民
や
は
十
七
で
は
な
い
か
。

つ
ま
ら
ぬ
噂
を
さ
れ
る
と
お
前
の
体
に
疵き

ず

が
つ
く
。
政
夫
だ
っ
て
気
を
つ
け
ろ
…
…
。

来
月
か
ら
千
葉
の
中
学
へ
行
く
ん
じ
ゃ
な
い
か
」

　

い
ず
こ
も
同
じ
親
の
心
配
。
政
夫
は
〈
仲
よ
く
し
ろ
よ
と
い
つ
で
も
云
っ
た
じ
ゃ
あ

り
ま
せ
ん
か
〉
と
抗
議
す
る
が
、
民
子
は
赤
く
な
っ
て
黙
っ
て
い
る
し
、〈
人
の
口
が
う

る
さ
い
か
ら
、
只
こ
れ
か
ら
少
し
気
を
つ
け
て
と
云
う
の
で
す
〉
と
い
う
母
に
も
逆
ら

え
な
い
。
そ
の
日
か
ら
、
二
人
の
仲
は
ぎ
く
し
ゃ
く
し
て
し
ま
う
。

　

そ
れ
で
も
母
の
は
か
ら
い
で
、
二
人
は
山
の
畑
か
ら
綿
を
採
っ
て
く
る
よ
う
に
と
命

じ
ら
れ
る
が
、
野
菊
を
摘
ん
だ
り
道
草
を
し
た
り
で
、
帰
り
が
遅
く
な
っ
て
し
ま
う
。

と
う
と
う
政
夫
は
予
定
を
早
め
て
中
学
校
に
追
い
や
ら
れ
、
一
方
の
民
子
は
し
ば
ら
く

の
後
、
抵
抗
む
な
し
く
嫁
に
や
ら
れ
る
。
そ
し
て
流
産
し
た
あ
げ
く
、
あ
と
の
肥
立
ち

を
悪
化
さ
せ
て
死
ん
で
し
ま
う
の
だ
。
急
を
聞
い
た
政
夫
が
戻
っ
て
き
た
と
き
に
は
、

時
す
で
に
遅
し
。
結
局
、
矢
切
の
渡
し
で
別
れ
た
日
が
今
生
の
別
れ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

無
辜
な
る
二
人
、
十
代
の
純
愛
、
若
く
し
て
死
ん
だ
女
性
。

『
野
菊
の
墓
』
は
二
〇
〇
〇
年
代
初
頭
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
、
片
山
恭
一
『
世
界
の
中
心
で
、

18

旧
作
異
聞

斎
藤
美
奈
子
◉

S
a

it
o

 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『
た
ま
に
は
、

時
事
ネ
タ
』『
そ
れ
っ
て
ど
う
な
の
主
義
』
な
ど
。

13
『野菊の墓』（新潮文庫）
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ビールの 泡 大久秀憲　Ohisa Hidenori
東京大学3 72 年生。早稲田文学新人賞、すばる文学賞ダブル受賞の、元祖再チャレ

ンジ小説家。同時期の綿矢・金原旋風も遠い出来事のように、はやくも老
境に達した作風を淡々と保つ。夫婦で一晩一樽のビールを飲み干す日々。

シアトルから帰ってきたＱに東大を案内してもらった。Ｑは大学院にもど
って研究をつづけるという。相変わらず研究ばっかりやっている。

このあいだは蛾を研究したという。どういう研究なのかは気分が悪くなり
そうなのできかなかった。あの鱗粉を撒き散らすおおげさな羽ばたき、やわ
らかくぷちっと破れそうな腹。やめよう。

となりの研究室はウニをあつかったそうである。予定の実験が済んで、も
うそのウニたちはいらない。それで処分したかというと、できなかった。な
ぜならば、ウニはうまい。

といって食べることもできなかった。毎日つぶさに観察してきた我が子の
ような存在を食べてしまうだなんて、ひととしてゆるされるものではない。
まったくだ。とはいえやはり、ウニはうまい。高い。

ウニは処分保留のままＱの研究室にまわされた。みんなでおいしく剝きた
てを食べたそうだ。

そんなはなしをしながら、構内を歩いた。赤門、安田講堂、三四郎池、と
名所をまわった。

名所はじつはどうでもよろしい。僕にはかんがえがあった。
ひところ、毎日泳いでいた。区民プールで午前中二時間ほど泳ぎ、家にも

どってごはんを食べて昼寝をし、夕方起きるなりプールにいって閉館時間ま
でを過ごすという、強化合宿のような日々を送った。

いまではそんな熱も去り、ときどきからだをほぐしにいく程度だが、自転
車でプールへいく道の途中、東大にぶつかるのだ。

ぶつかって、それからは大学の塀に沿うかたちになるのだが、道はそれし
かないのに、大学の敷地は広いので、不当に遠まわりをさせられているよう
な気がしてならない。こちらは早く泳ぎたいのだから、もどかしい。

農学部からはいって竜岡門へ出る。そのように構内を斜めに突っ切る。そ
れがいちばんの近道だ。学内に通じたＱの助けを借りて、いまそのルートを

固めようというわけだった。吉良邸に対する赤穂浪士の気分である。
ところが思うようにはいかなかった。斜めに突っ切れるのはあくまで地図

の上でのことで、じっさいには起伏や段差があり、建物と建物のあいだの路
は不規則に走っている。学外の道では学生はあちらにいくかこちらにいくか
の二方向しかなかったが、学内では多方向に流れ、自転車の円滑な走行をさ
またげた。　

学外の道はたしかに混雑する。しかし道がなければさらに混雑する。道が
あるだけいいので、結局従来の遠回りが近道の総合一位であることが分かっ
た。

それでＱとぼんやり別れて、僕はそれから「銀杏・メトロ」という学生食
堂でビールを飲んだ。　

メーカー希望小売価格 336円の大瓶が、希望組合価格 360円だった。これ
でやっていけるのだろうか。しかもキリンとアサヒとをえらべる。赤羽と上
野で 380円というのを確認しているが、どちらも立ち飲みで、こちらは当然
座れる。小上がりまである。つまみの方も、枝豆 90 円、冷奴 70 円、とか、
ちょっと記憶がちがっているかもしれないが、ちがったところでびくともし
ないほど安い。

僕は小上がりにあぐらをかき、ビールを注いだ。コップがプラスチックな
のが残念だったが、おおぶりなものなので無罪とする。泡がおさまるのを静
かに待ち、ゆっくり注ぎたし、泡とビールの比率をととのえ、正対し、ひと
いきに飲み干した。

しかしこのうしろめたさはなんだろう。ほかのどのテーブルにもビール瓶
は見えない。まだ四時前だった。学生たちはみななんとか定食とかなんとか
セットだ。これから授業のものも多いだろう。思い過ごしだといいのだが、
彼らがこちらを見て見ぬふりをしているように感じられた。それでビールが
まずくなるかというと、そんなわけはないのだった。

バスを待つバスに乗るというのは気持ちがいい。なにしろ眼の高さが違う。いつも歩
いているときの目線からはるかに高い場所から、見慣れた商店街を眺め、颯
爽と郊外へ出て行ったり、ふだんであればけっして行かないコースで町から
町へと廻ってくれたりする。それに乗ってしまえばその安心感たるや、普通
の自動車の比ではない。加えて安い。

初めての土地でバスに乗るのには、なかなかに勇気がいる。というのもバ
スはただちに、バスを乗りこなすことを要求してくるからだ。まず望みのバ
スの停留所を見つけるまでがひと仕事。いつ到着するかも、気心が知れない。
つい油断していると、降りるべき停車所を通り過ごしてしまう。おまけに番
号の違うバスに乗ってしまうと、どこへ連れていかれるか、わかったもので
はない。わたしにとってある都市を観光するのではなく、そこにある一定の
期間にわたって住むというのは、バスの路線を知るということに等しい。ま
ずバスである。

ソウルに初めて住んだときは、まだ今日のような地下鉄網はなかった。い
きおいどこに行くのにも、バスを利用しないわけにはいかなかった。バスは
いつも満員で、真っ黒な煙をお尻から出して運行していた。車掌さんがいつ
も甲高い声で、案内をしていた。18 番、521番、588 番……わたしは今でも
あの時のバスの番号を憶えている。バスの窓から外の看板の文字を読む練習
をしながら、ハングルを憶えたのだ。当時はまだ軍事的事情から夜間通行禁
止令が布かれていて、どんなことがあっても深夜 12時を過ぎて外を歩いてい
ることはできなかった。残り時間が乏しくなるなかで、大勢の人たちと暗い
バス停のあたりに立つ。自分が乗るべきバスの車体に記された番号を必死に
なって探すと、そこへ突進して行く。いつまで経ってもお目当てのバスが来
ないときの心細さには、格別のものがあった。

ベオグラードでは路線を間違えて、まったく逆の方向に 2 時間もドライヴ
してしまい、台南では土砂降りの雨のなか、見当違いの場所でやはり 2 時間

待つはめになった。エルサレムでは、パレスチナ側へ抜けるため、バスを何
台も乗りかえなければならなかった。検問所ではイスラエル兵が、まったく
気分しだいでバスを止めたり、通行を許可しないふりをした。運転手の側も
たいしたもので、行きもしない場所から戻ってきたと平然と出鱈目をいいな
がら、検問を通過するのだった。突然に乗客の全員が炎天下の道路に下ろさ
れ、いつ来るともしれぬ次のバスを待たなければいけないということも、何
回かあった。妊娠中の妻を連れた夫が、苛苛とした表情をしていた。

わたしはときどき思うのである。これまでの人生とは、言葉もろくに通じ
ない町の外れにあるバス停で、いつ来るとも知れないバスを待ってきたよう
なものではないだろうか。小池昌代に「永遠に来ないバス」という詩がある
が、この気持ち、わかるなあ。バスがようやく遠くからやって来たときの、
車体がせりあがってくるような感じ。それを見つめているときの、安堵感と
も達成感ともつかない気持ち。

だんだん年をとってくると、永遠に来そうにないものを待つことが馬鹿馬
鹿しくなってしまう。若いころはあれほど、不可能なものにばかり憧れてい
たというのに、もう待つという行為に飽きてしまって、なるべく近場で簡単
なものですまそうという気持ちになってくる。忙しさゆえに人間が愚かにな
るとしたら、それはこういう状況を指しているのかもしれない。わたしは企
業の管理職でもタレントでもないから、これからの人生において運転手を雇
うことはないだろう。送迎の車が控えているということも、よほどのことで
ないかぎりあるまい。となれば、やはりバスと地下鉄だ。そういうわたしに
もいつか、バスを待つことを止めるときが来るのだろうか。

53 年生。宗教学・比較文学を学び、日本の大学教授であるとともに韓国・アメリカ・イタリア・パレスチナ

など、世界中を放浪する文学者。『貴種と転生』は最も早い中上健次論のひとつであり、その後の中上論にも

多大な影響を与えている。映画についても充実した著作を次々発表するほか、都市・美術・音楽・料理・民

族差別・漫画と、幅広い活躍領域を持っている。主著に『月島物語』『映画史への招待』『モロッコ流謫』など。

四方田犬彦 Y o m o t a  I n u h i k o
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事にとっとこうと思ったの。
［川上］その、ちょっとある距離感を？
［坂本］これはちゃんと弾けるひとがもう取り戻せないものだろうなって思ったの。言うなれば、
うちなるアウトサイダーだね。「技術があると、それは表現になるのか」って話があるでしょう？ 
楽器を滞りなく演奏すれば「表現」になるとも言えるし、現実にそういう音楽ってたくさんあ
る。ただ、その「表現と技術の間」に、必ず何かがある。それこそが音楽を音楽たらし
めているものだと思うんだ。だから、ぼくの演奏にテクニックは必要なし。あるとすれば「グ
ラインダーの扱いかた」かな。危ないし（笑）。
［川上］ 「電気マッサージ器の持ち方」とか（笑）。
［坂本］うん。それだけなんですよね。

◉
［坂本］ぼくが目撃した音楽家としての「未映子」は、顔かたちと言うよりは、アーティストとし
ての上品さがある……。
［川上］顔かたちは違うのか（笑）。アーティストの上品さってどういう感じ？　逆に下品っていう
のは？
［坂本］未映子さんの歌詞とかも、ありがちな世界じゃないから、アーティストの資質としての上
品さがないと成り立たないと思う。そういう意味では自由、ステージの未映子さん、けっこう
バタバタしてるけどね（笑）、なんの問題もないと思うよ。落ち着きのないステージングで定
評のある僕なんかに言われたくないでしょうけど。
［川上］よっぽどドタバタしてるのかしら。でもね、最近わたし、15分以上のライヴを想像するだ
けでも怖いんですよ。いいライヴとかおもしろい本って、読み始めたら、「これはどうせもう最
高なんだろうよ」ってわかるところがあるでしょう？　そうすると、終わりを想定しちゃう。「も
う終わってくれ」と思うわけ。終わったあとの余韻がわかるから、長い時間、感情の動き
すぎることに耐えられない。たとえば早川（義夫）さんのライヴとかでも、始まったらもう終
わってほしい（笑）。早く終わって「よかった！」っていうのだけ体験したくなる。そういうの
があるから、それをあたしのライブの観客のひとも思ってるかもしれへんと思ったら、できな
くて。一緒にやってる坂本さんもそう思ってるんじゃないかとか、みんなそう思ってるんじゃな
いかとか思ったらもう……。
［坂本］はやく終わりたくなっちゃうんだ。
［川上］誰だって全員を同じ気持ちにさせることはできないし、全体主義的なのは表現者として
は持ったらあかん態度であるんだけど、そう言われれば言われるほど、そうありたいと思って
しまいもするんですよ。ぜったい無理なことがわかってるからこそ成り立つ、逆説的な思いで
はあるんだけど。100人おったら 100人、10人おったら 10人を、わたしが COTU 
COTUの音楽を聴いたときに思ったような気持ちにさせたい、ってのが絶対的にあるわけ
です。わかるひとだけにわかってほしいなんてことはぜったい言いたくないんです。ライヴの
ときは特に。
［坂本］みんなをひとり残らず連れていきたいのはいっしょだな。僕もいちばん気持ちが高まって
るのは、実ははじまる前だったり、最初の 10分とかなんだ。でもお客さんはそうじゃなくて、
みんなが場に落ち着いて集中力が高まって来るのにもうちょっと時間がかかる。この感覚の
ズレみたいなのがあるんだよね。そうするとコンサートに必要なのは、みんなの集中力が
交わる着地点を見つけることだったりする。ぼくもホントは演奏して 15分くらいで帰りたい。
昔はそもそもそれぐらいで楽器が壊れて、始まって 15分くらいで、もう音も出るものがなに
もなくなってた（笑）。

◉
［川上］なんかね、ぐるぐる回るんやと思うの。レコーディングにも、ファーストマジックってあるじ
ゃないですか。1発目の音を出すときの、あの邂逅感。逆に、あらゆる場面で、なにか
がスタートしてしまったら、すべてはそこに戻るまでの戦いやと思うんですよ。わたしの場合、
たとえば歌をはじめて歌ったときの、あの感じに戻れるまでの戦い。上手い下手とか表現力
があるないとかじゃなくて、確実になにかが、はじめの 1発目にはあるんです。
［坂本］でも、戻れないんですよね、あの頃には（笑）。元「たま」の滝本晃司さんの「犬が
散歩する日」（滝本晃司のソロアルバム『100の月』収録）っていうすごく好きな曲があって、
彼がその曲を作ったのは、20歳くらいなんだけど、「夜、街を歩いてて、犬が歩いてるの
を見た」って、それだけで、曲ができる。出会いのファーストマジックもあるね。
［川上］作家でも、「デビュー作にはすべてが詰まっている」とか言うけど、あの感じですね。
もう絶対に到達できないんだけれど、それを追い求めることがなぜか人間はできてしまう
……そこに、美しさと恐ろしさを同じ配分の量だけ感じます。そういうことを思うと、やっぱり
長生きしたいと思うんですよ（笑）。初めての場所にちょっとでも近づきたい。戻りたいんじ
ゃなくて、近づきたいんです。
［坂本］そうだね。
［川上］坂本さんのファーストマジックとか、いつも戻ろうとしているものってある？
［坂本］ゼロ地点かな。ソロアルバム「零式」は「オリジナリティというものの正体は、手癖な
んじゃないか」という考えから、まず即興演奏を録音して、自分の「身体の癖」「耳の癖」
を採集する作業から始まったの。そしてそんな「癖」のひとつひとつを対象化し、作品化し
ていった。このときもうひとりの自分、うちなるアウトサイダー・アーティストが浮かび上がって
きた。この発見こそがゼロ地点で、僕の音楽活動の出発点になったと思う。「零式」はそ
んな意味を込めて名づけたんだ。そして「癖」はなくすんじゃなくて、どんどん新たな癖を
つけることで、リセットしていくという方法論は、田中泯さんから学んだことなんだけど、今は、
たとえば茶道の「武士が刀をはずす」みたいな、どんどんはずしていくという方法が自分に
可能なのかどうなのか、それを考えてる。オフクロが茶道の先生で、最近ちょっと興味をも
っててね。
［川上］それは音楽とは関係のないところで？ 　お茶たてながら楽器するとかじゃなくて？（笑） 
［坂本］そういうこともたぶんやるんだけれども（笑）。
［川上］そういうことにもたぶんなるんだけれども（笑）。
［坂本］あと、徹底的に「型」なのも面白い。
［川上］癖とか型の話で言うと、わたしね、俳句がぜんぜんできないんですよ。ある型を前に
して、何ひとつ動かせないの、言葉を。どんだけチャレンジしても、俳句をいっこも完成さ
せることができなくて。「ふつうのひとは、なんもないだだっ広い原稿用紙に『はじめてくだ
さい』って言われても自由なふるまいができないから、定型があるほうがまだできる」とか

言われるけど……行あけ詩が書けないとか改行ができないとかと一緒やねんな。中上健次
さんが「改行できなかった」っていうのとはまた違う、改行のできなさ。型とか枠の得体の
知れなさ、恐ろしさと向き合われへん……。これは一体何なのか、よく考えます。養老孟
司さんがよく言うんだけど、ずっとフリーターとかで、「自分らしい仕事ができひん」とか「自
分のやるべき仕事があるはず」とか思ってんのは、まったく勘違いだって。個性ってのは
どの段階で出てくるかっていったら、お師匠さんについて 10年なり20年なり型を真似する、
そこでやっぱり真似できないところが出てくるって話。身体が違うから、同じようにはできない。
そこではじめて「個性」と呼べるようなものが出てくるんであって、逆に言うと、定型を踏
まんところからは個性なんて出てこないって考え方だよ。わたしも、究極的な意味で言うと、
そうだと思う。
［坂本］自分で個性を自覚するっていうのは、そこまで行かないとできないよね。誰かに発見し
てもらうことはできるだろうけれど。
［川上］他者が見る個人の個性と、自覚できる個性って、まったく違うんですよね。「未映子さ
んの文章は個性的だ」とかってよく言ってくれるけど、わたしには、基本的に単なる文字と
文字のコラージュとしか思えないし。本当の意味での個性って、自分でまだぜんぜんわから
ない。それに、個性がいいものだとも、どこかで思ってないんです。そんな大したことじゃ
ないとも思う。そもそも言語が、基本的に個性とは関係のない機能やからね。共有して初
めて動き出す機能やから、言葉を扱っている以上本当の個性っていうものは出ないですよ、
っていう気持ちがありますね。
［坂本］未映子さんの文章、短いセンテンスの共感がすごい、共感の氾濫だよね。ただそれ
が全体で押し寄せるとやっぱりその……（笑）。
［川上］辛いな、みたいな（笑）。
［坂本］粒子が集まって波になるみたいな感じ。それはもう「未映子」の脳内に直接繋がって
しまうような強烈な体験だよ。
［川上］そうですかねえ。でも、これからはまず定型ですね、「みんなと同じことを、まずやって
みる」ってのが 2008年ですね。何ひとつ満足にこなせないでしょうけど。わたし本当に好
きなんですよ、鋳型とか見るのが。自分にいちばん足りてないところです。
［坂本］最近興味があるのはのは、「量子論」。1000万分の 1ミリぐらいの世界になると、「も
の」のふるまいがまったく変わるって話で、そこまでいくとテレポーテーションだってありうる
非常識ワールドが出現するんだって。
［川上］ある程度集まると「常識」になっちゃうんですよね。でもその「常識」を構成している
のは、「非常識な動き」だと。意識にしても、「物」が集まって構成しているところから「物」
以外のものが生まれてる。なんで脳みそって「物」から、非・物質的なものが発生するの
か……。
［坂本］自然界って、真空に粒子が生まれては消えたり、無ですら無でいられないっていう、
不確定にもほどがあるよね。「物」もまたそんな非常識ワールド内包してるんだから油断な
らないよ。
［川上］そうですね。全体的な話になるけど、「やっぱりどこを切り取っても、そういうもので成り
立ってんねんな」って思う。何が何をしてるのが何なんだ、みたいなことも、考えたら考え
るだけわからなくなっていくし……うーん、本当に「曖昧な世界の、曖昧なわれわれ」で
すねえ。
［坂本］ぜんぜん音楽の話ができなかった（笑）。

坂本弘道◉ S a k a m o t o  H i r o m i c h i

62 年生。アコースティックはもとより、エフェクター、グラインダー、電動ドリルなどを駆使する革命的チ
ェロ奏者＝チェロリスト。麗しい音と美しい光が過激なアクションに載って展開されるライブは必見。CDに『零
式』（オフノート）。公式サイト「サイト・チャカモト」 http://home.catv.ne.jp/dd/piromiti/

川上未映子◉ K a w a k a m i  M i e k o

76 年生。文筆歌手。『乳と卵』で第 138 回芥川賞を受賞、奇蹟の筆致で激しめを越えて激しすぎる絶賛を浴
びる現代のゴッホ（女）。詩集『先端で、さすわさされるわ そらええわ』や、新作「戦争花嫁」ほか、自己模
倣に陥らない作風の開拓を目指してなお貪欲に精進の日々。http://www.mieko.jp/



ニットやってる」って言うから、聞きに行ったんですね。それが、坂本さんもはいってる「COTU 
COTU」。
［坂本］どうだった？
［川上］すごい、ほんまにびっくりした。誰もがギョッとするようなトリッキーなことをしてるんだけど、
メロディーがすごくきれいで。写真でも文学でもさ、そこははじめの衝撃っていうか、「ファー
ストマジック」みたいなものがありますよね。けど、2回目、3回目って見ていっても、坂本
さんから出てくるのは、いわゆる上品さじゃないんだけど、ただただ美しい。あのビューティ
フルな感じって、なんやろうと思っています、いっつも。
［坂本］ありがとうございます（笑）。
［川上］ものすごい人間が悪いとしか思われへんわけです（笑）。そうじゃないと、ライヴの一点
集中であんな「美しさ」みたいなものを発揮する必要はないし、発揮できる道理がないで
しょう。
［坂本］それ、ほめられてるの？
［川上］そう思うぐらいに、「美しい、美しい坂本弘道」という単語として思うわけです。ほんまに。
で、その美しさを、わたしはいろいろ帰り道とかに考えるんだけど……わからん。わからん
ものが、やっぱり最大に惹きつけられるでしょう。坂本さんのその「美しさ」って、その言
葉があるからとりあえずそれに当てはめてるだけで、もっとようわからんもんやし、だからライ
ヴがあったらかならず目撃しときたいと思う。わたし、いっつも坂本さんのこと考えるとき、坂
本さんが死ぬときのこと考えるんです。で、それ思うたらもう、バーッて涙が出てくんの。
［坂本］なんで？
［川上］絵とか本は残るし、それだけでいいところがあります。でも、ミュージシャンのライヴって
残らない。音源もビデオも残るけど、そんなのしゃあないやん。人間全般に言えることだけど、
「いまのこの動きとか、叩いてる音とかって、死んだらどこ行くんやろ、どうなるんやろう」
って思う。子どものような問いの気持ちで。坂本さんの音楽って、「有限の身体でやってる」
ってことを、ものすごい意識させられる。
　でも、そういう坂本さんが、いつかぜったい死ぬでしょう？ 　「いつ死ぬんやろう」とか「死
んだらどうしよう」とか思うんです。もう聴かれへん、見られへんって。アルバムの「零式」
とかもあるけど、やっぱりライヴやから、ああ、このひといつか死ぬんだ、っていつも思う。
［坂本］いつかじゃなくてね、もう……（笑）。ギックリ腰やってからちょっと弱気なんだ。チェロ、
何台ものエフェクターに機材、グラインダーまで持って歩くのはさすがにしんどくなってきたな
あ。特に海外はね。

◉
［川上］坂本さんって、自分の音楽どう思って、どういうつもりでやってはるんですか？
［坂本］音楽は記憶を引き出す力が強いと思うんだ。だから、出せる限りの音をばら撒いて、
聴いてるひとびとのいろんな記憶を引き出したい。一言で言うと「イメージの氾濫」。
［川上］それは、「表現において」ではなく、「ひとびとのイメージの氾濫」に、そもそも美的
なものを感じてる？
［坂本］自分も観客も美を発見できる状況に行くまで連れて行くのが勝負かな。ひとつとひとつ
の記憶が引き出されて、それが重なると、まったく違う旋律が現れたりする。そのとき、体
験ではないノスタルジーが立ち上がったり、そんな様々なイメージの氾濫によって、音楽の
純度を上げることができると思うんだ。
［川上］そういった体験があるの？
［坂本］うん。ちょっと違うかもしれないけど、空耳で遊んだりしてる。たとえば、売り場のテレビ
の音と、店内の BGMとかが……。
［川上］あ、うまくリンクするときありますよね。
［坂本］そのときに、ビバッとこう……。
［川上］ビバッと！（笑）TSUTAYAって、スピーカーが何個かあって、コーナーによって違う音
楽かけてるでしょ。そしたら、ものすっごい気持ちいい音楽が流れてきたわけ。よく聴いたら、

ぜんぜん違う曲同士がふたつ、混ざり合ってた。めっちゃ探したんだけど、こっち行ったら
その一部分しか聴こえへんくて、こっち行ったら違う一部分で……。そのふたつが完璧に
共鳴しているポイントに偶然に立ったことがありました。坂本さんが音楽するときにはいつもあ
の体験なんですね。
［坂本］音同士でもいいし、それが違うもの同士でもありうるのではないかな、とも思う。風景と
音とか……聴覚と視覚は感覚としては上位にあるからいちばんわかりやすいけど、触覚や
嗅覚でもいい。そういういろんな感覚を、同時に対比させる。
［川上］坂本さんって、世界中のアーティストとコラボレーションけっこうしてらっしゃるでしょう？　そ
れも、その一環ですよね。タップダンサーとやってみたり。料理しながらとかはまだない？（笑）
［坂本］そう言えば、年越イベントで「蕎麦 vs COTU COTU」っていうのをやったな。粉を挽
く石臼の音や蕎麦の手打ちの音とのコラボレーション。あと、酷いのもあったよ。札幌のイ
ベントでホットケーキをひたすら焼くパフォーマーがいて、会場にホットケーキの塔がにょきに
ょき立つの。ラストのセッションで共演のダンサーがそのホットケーキの塔に蜂蜜をかけだし
て、しまいには僕もチェロもろとも頭から蜂蜜をかけられたんだ。しばらくは楽器がべたべた
して気持ち悪かった。
［川上］なんでもやってますねえ、もう（笑）。
［坂本］昔の COTU COTUはね、いまでこそちゃんと三木（黄太）さんとか佐藤くんが立派
な曲を作ってやってるんだけど、最初の頃はもっと思いつきと言うか、混沌としてたんだ。
ゲスト・ミュージシャンにたまたま超能力者がいたんだけど、みんなでソロを回すとき、彼の
番はスプーン曲げ、それもパキーンと割るんですよ。「キャー」ってお客さんの悲鳴が聞
こえたり、ありえないよね。
［川上］小説もやっぱり、そのときそのときの坂本さんみたいに、うまい具合でのなんか奇跡的
なものがあるんですよね。そうすると、坂本さんの場合、なにか具体的な「究極の、理
想の音楽」があってそれをめざしてるんじゃなくて、一回ごとにそれがきらめくというような感
じなんですか？
［坂本］ライヴはいろんな現場があるけど、あの手この手でニュートラルな地点にみんなで行き
たいんだ。いろんなものを共存させてはじめて何かが起こると思う。
［川上］だから、視覚的にもいろんな仕掛けがあったりとかね。ソロとコラボレーションって、ど
っちも好き？
［坂本］うん。ただ、ソロはやはり「ソロ」というジャンルだと思うんだ。これを「音楽」という
のは、ちょっと違うかなと思うときがある。
［川上］音楽じゃないかも？
［坂本］うん。コミュニケーションとしての音楽を考えたとき、醍醐味が味わえるのは 3人くらい
からだと思う。極論だけど。ただ、ソロであっても、絶えずいろんなコミュニケーションを創
造することは必要だと思うし、僕にはチェロという愛憎相半ばする対象があるしね。
［川上］契り合っているような演奏をするひとと、戦っている感じの演奏をするひとの二大派があ
るってよく言います。坂本さんって、ぜんぜん前者の「うっとり」がないんですよね。すご
い恍惚となって演奏するひとも、それはそれですごい素敵ですけど、坂本さんは、厳しさが
9割のような。「ぜったい気持ちいい顔せえへん」っていうのもありますし、なんか辛そうに
見えるときもあって。
［坂本］いや、いや、辛い、辛い。本当に辛い。楽器には、音を出すためのいくつかの段
階があって、チェロの場合、構えて、ある位置に指を置いて、弓を引き、って段階がある。
その各段階において、音を出す怖さ、逡巡がいまだにあって、簡単には絶対音を出せな
いんだよね。
［川上］ 「音を出す怖さ」を詳しく聞きたい。
［坂本］バイオリン族は、小さい頃から自分の身体の延長線上になるくらい習得しないと、操る
のはちょっと厳しい楽器。ぼくの場合は遅くに始めた分、身体と思考の間に常にためらいが
ぎっしりある。もちろん、そこをなくすのが練習ではあるんだけど、ぼくの場合、それを大



［川上］今回のゲストは、歌手・未映子のアルバムやライブで一緒にチェロ弾いてくれてる、坂
本弘道さんです。
［坂本］いきなりですが未映子さん、ちゃんと寝てる？
［川上］寝てますよ。っても、前は 12時間くらい寝てたのがいま6時間くらいだから、ぜんぜ
ん足りないです。
［坂本］西原克成先生が長生きするには睡眠 8時間以上とか言ってるよ。
［川上］お医者さん？
［坂本］うん。口腔とか顔の専門医なんだけど、『内臓が生み出す心』（NHKブックス）では
移植手術を受けた患者さんがすっかり臓器提供者の性格に入れ替わっちゃうという話から入
って系統発生学を説いてるひと。
［川上］それってどの臓器でもそうなの？
［坂本］その本でも取り上げている『記憶する心臓』（角川書店）の心肺同時移植の話が代
表的だね。先生には『歯はヒトの魂である』（青灯社）という著書もあって、この前『わ
たくし率 イン 歯ー、または世界』読んでてちょっと思い出したんだ。あと、口で呼吸しろと。
［川上］えっ！　 それ逆やん、ふつう鼻でしょ、鼻！　鼻！
［坂本］あ、そう逆だった（笑）。口呼吸で免疫力が低下するという説ね。これは人類の大き
な失敗のひとつだそうです。
［川上］口で呼吸すると歯並びも悪くなるし、万病の元やとはよく聞きます。子供の乱杭歯の
治療でお母さんにきつく言うのが、「鼻呼吸にしてください」なんですよね。歯医者でそう
言ってた。
［坂本］ぼくはフルタイムの音楽家をやる前は、自然療法の治療院で働いていて、健康法も山
ほど見てきたけど、極論ほどひとを惹き付けるよね。自然食品なんかも高いほうが断然売
れる。
［川上］そういえば前に坂本さんに、「もし、なにかの道のプロフェッショナルになれるって約束
で生まれ変わるなら、何になりたい？」って聞いたら、「鑑識、鑑識」って言ってました。
死体とかじゃなくて、たぶん交通事故のほうやと思うねんけど。
［坂本］たぶん、前の晩あたり「密着！　交通警察 24時」とかの、ひき逃げ犯を追いつめる
シーン見てたんでしょう（笑）。でも、前に原マスミさんが「社保庁も、赤福も、あれ全部
僕だよ」って言ってたのには深く共感したなぁ。世の中的には、僕は音楽で本当に良かっ
たって思うよ。

◉
［坂本］それはそうと、あんまり寝られないのは、仕事がどんどん来てるから、だよね。音楽家
としての仕事も？
［川上］国歌斉唱のご依頼もありました。
［坂本］あのね、国歌斉唱ってものすごく注目されるんですよ。「ユートゥーヴ」とか……。
［川上］いま「ユートゥーヴ」って言いましたか。鬱陶しい！（笑） ほら、「Windows」を「ウ
インドゥス」とか、「WEB」のこと「ウェッヴ」って言うとか、そんな手合いの……。
［坂本］カメラのこと「キャメラ」みたいな？　ずっとひとに会ってなかったので、うまく舌がまわ
らなかっただけです。それはいいから（笑）。YouTubeの日本における初期の大ヒットは、「NHK

しょうこお姉さんのスプーの絵描き歌」、それに「サッカー日本対ドイツの国際親善マッチで
の堀内孝雄の君が代」！　おそらく最初のキーがちがってて、苦しまぎれに旋律まで変えて
しまったという（笑）。
［川上］ちょっと半泣きになりながら歌ってるやつですね！　出だしがアカペラやから自分でまず 1
音出すねんけど、最初が高すぎて……そんなん、いま考えただけでもゾッとします。くわば
らくわばらです。「やりなおし」って言われへんもんなあ。
［坂本］うん、すぐアップされるから気をつけないといけませんよ（笑）。あとは？
［川上］ 「ベスト出しましょう」とかも。CD3枚しかないのに……。
［坂本］それって演歌歌手だよ（笑）。毎年「ベスト盤」出すの（爆笑）。
［川上］タイトルちょっとずつ変えてね。あとは、だれだれに歌詞書いてくれませんか、とか。
作曲の依頼は特になく。
［坂本］わかってないなぁ。僕はね、未映子さんの場合は、歌詞はもちろん、曲がすごく好き
だった。
［川上］過去の話ですか（笑）。
［坂本］いや、曲を先に好きになった、と。
［川上］わたしね、今年は坂本さんとアルバムを作りたいんですよ！　今、音楽ですごくやりたい
ことです。
［坂本］こうへっ、こうへい……光栄ですけど。
［川上］嚙んでますよ！　めっちゃいいとこ嚙んで！（笑）でも、レコードメーカーさんもいっぱい「や
りましょう」みたいな感じで話くれんねんけど、だいたいが「いま歌いましょう」って感じのタイ
トルのメールなんです。でもさ、1年後も彼らがそうやって言ってくれるのかっていったら、
全然わかりません。うれしいしありがたいんやけど、どっか空回り感があって……芥川賞とか
って、「獲ったひとが変わる」ってよく言うけど、このようにしてまわりが変わる場合もあります。
［坂本］僕はかれこれ 20年くらい空回っている気がするよ。まあ、どこへ行っても音楽が絶え
ず流され続けている国だけど、いざとなると真っ先にスポイルされるのも音楽というのも知って
る。昭和天皇崩御の時の、歌舞音曲自主規制っていうのもすごかったなあ。
［川上］ 食いだおれ人形も、赤と白なのが黒と白の服に着替えてました。
［坂本］あのとき、チンドン屋はほとんど絶滅したと言われてるよね。
［川上］それはなんで？
［坂本］ほぼ一年仕事がなくなってしまったんだよね。その結果、ご高齢の方も多かったんで、
どんどん廃業していった。一方では故・篠田昌巳さんとか日本のストリートミュージックとして
の再発見の動きも始まるんだけど。
［川上］ストリートミュージック（笑）。むっちゃ聞こえいいですよね……とまあ、そんな坂本弘道
さんですが（笑）、坂本さんがチェロをはじめたのって、19歳くらいなんですよね。でもなぜ？
［坂本］大学の新歓イベントで勧誘されて、それでなんとなく。まあ、新左翼のセクトにオルグ
されればしっかり機関紙購読してたし、自分も何もなかったんですね、19歳くらいの頃は。
ただ、チェロという楽器のフォルムの美しさには心底はまってしまった。毎日下宿に持って帰
っては眺めてたなあ。
［川上］19歳からはじめてもできるようになるんですか。チェロですよ。それまでは？　音符とか
はぜんぜん読めない？
［坂本］それまでは全然。
［川上］ピアノもできない？
［坂本］全く。と言うかはっきり音楽は苦手だったんですよ。小学校中学校とずっと縦笛の落ち
こぼれ。
［川上］ 「穴を半分抑えて半音上げる」とか今もってむずかしいです。
［坂本］当時はけっこう体罰とかあって……。
［川上］あたしらんときもありました。
［坂本］中学のとき縦笛を並べてその上に正座させられたのは強烈だったな。
［川上］ちょっとした拷問ですね。
［坂本］もう、トラウマ（笑）。
［川上］臭いしね、笛って。唾溜まって。ほんで 19歳までそんな感じで来たのに、そっからチ
ェロを始めたと。
［坂本］苦手意識だけは大きく存在してて、ひょっとしたら克服すれば違う自分になれるみたい
な、最初はそんな勘違いから始まったようなもの。成り行きとはいえ、音楽の道に進んでし
まうなんて、当時の音楽の先生腰抜かすんじゃないかな。
［川上］就職とかは考えなかった？
［坂本］就職ねえ……実は大学卒業してすぐに一度あるんだ。3日で辞めちゃったけど。
［川上］ ！　何を、何をしたんですか。
［坂本］出版社。その後、学校の夜間警備、プールの監視、薬の人体実験のバイトもよくや
ったなあ。手に職をつけようと、専門学校に通い鍼灸師の資格まで取ったりしてね。
［川上］で、そのあと桜井大造さんとか「風の旅団」に知り合ったんですね。
［坂本］そう、演劇は好きでよく見に行ってたけど、テント芝居は本当に衝撃だったなあ。「風
の旅団」は 90年代には大造さん達の「野戦の月」、池内文平さん達の「独火星」へ
と発展していって、大熊亘さんに誘われて僕が楽団とかで関わっていったのは「野戦の月」
からだけどね。当時、鍼灸師の資格を生かすべく、身体関係のワークショップをいろいろ
見て回ってたんだけど、最終的には瓜生良介さんの治療室で働くようになって。瓜生さん
は演劇集団「発見の会」を創設した小演劇運動の先駆者で、大造さんの兄貴分のよう
な存在だったんだ。治療家としても独自の健康論「快医学」を提唱して世界中を飛び回
ってる人で、真のカリスマだよね。そんな縁もありつつ、2000年代に入ると大造さんが台
北に移住して、さらに台湾を巻き込みながら「野戦乃月海筆子」（ヤセンノツキハイビィーツ）
を展開してる。僕がここ数年台湾の芝居や映画の音楽に携わっているのも大元は桜井大造。
［川上］こないだも大造さんは芝居の半分過ぎるまで土のなかに埋まってて、そのあとボコッて
出てきて舞台に軽トラが突っこんで、すごかったです。どっかから音が聞こえると思ったら、
ラジカセ持って出てきたりとか……。

◉
［川上］あたしと坂本さんの出会いは、バンドのレコーディングをしてくれてた佐藤研二さんてい
う、元「マルコシアス・バンプ」ってイカ天から出てきた本当にイカしたバンドのベーシストさ
んが̶̶左手に手袋つけてね、アグレッシブなベース弾きなんですよね̶、「チェロのユ
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