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あ
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
と
ろ
く
な
こ
と
が
な
い
。
私
は
突
然
そ

う
思
っ
た
の
だ
。

　

昨
年
ま
で
、
私
は
某
教
会
の
司
祭
館
と
い
う
と
こ
ろ
に
住
ん
で

い
た
。
教
会
職
員
の
共
同
住
宅
だ
。
わ
か
り
や
す
く
い
え
ば
、
社

宅
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
。
同
じ
敷
地
内
に
神
学
生
か
ら
、
社
長

に
あ
た
る
府
主
教
座
下
ま
で
住
ん
で
い
る
の
だ
。
私
の
夫
は
、
教

会
で
、
輔
祭
と
い
う
位
の
職
員
を
や
っ
て
お
り
、
私
た
ち
は
そ
こ

に
結
婚
し
て
移
り
住
ん
で
い
た
の
だ
。
そ
の
期
間
は
た
っ
た
三
年

と
い
う
短
い
期
間
だ
っ
た
。

　

同
じ
敷
地
内
に
そ
れ
だ
け
の
人
が
住
ん
で
い
れ
ば
、
当
然
い
さ

か
い
や
足
の
引
っ
張
り
合
い
が
あ
る
。
誰
か
が
主
教
座
下
と
食
事

に
行
け
ば
、
す
ぐ
噂
に
な
り
、
妬
ま
れ
る
。
ま
た
、
ゴ
ミ
箱
を
あ

さ
る
職
員
な
ど
も
い
て
、
変
わ
っ
た
も
の
、
例
え
ば
宅
配
ピ
ザ
の

紙
容
器
な
ど
が
あ
れ
ば
、
聖
職
者
の
妻
の
怠
慢
と
し
て
、
た
ち
ま

ち
言
い
ふ
ら
さ
れ
る
。

　

そ
の
話
だ
け
で
も
充
分
小
説
に
な
り
そ
う
な
の
だ
が
、
そ
れ
は

ま
た
別
の
機
会
に
し
て
お
く
。
私
が
今
、
言
い
た
い
の
は
、
い
さ

さ
か
狂
気
じ
み
た
、
グ
ロ
テ
ス
ク
な
人
間
に
つ
い
て
な
の
だ
。

　

あ
る
夏
の
夜
、
私
と
夫
が
、
教
会
の
前
を
散
歩
し
て
い
る
と
、

大
変
酔
っ
払
っ
た
Ｔ
神
学
生
に
出
会
っ
た
。
そ
し
て
「
俺
の
言
葉

に
は
噓
が
あ
る
」
な
ど
と
ぶ
つ
ぶ
つ
言
い
始
め
た
。

　

彼
は
言
っ
た
。

「
輔
祭
さ
ん
、
俺
が
奥
さ
ん
に
向
っ
て
、
俺
の
も
の
、
デ
カ
イ
よ
、

太
い
よ
、
な
ど
と
言
え
ま
す
か
？　

で
も
言
え
な
い
ん
で
す
よ
。

こ
こ
が
教
会
だ
か
ら
で
す
」

　

と
に
か
く
言
っ
て
い
る
こ
と
が
支
離
滅
裂
だ
っ
た
。
な
に
を
言

っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
酔
っ
払
っ
て
い
る
せ
い
だ

ろ
う
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
話
が
長
く
な
り
そ
う
だ
っ
た
の

で
、
三
人
で
ロ
イ
ヤ
ル
ホ
ス
ト
へ
行
く
こ
と
に
な
っ
た
。
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私
は
そ
の
こ
ろ
、
建
築
を
題
材
に
し
た
小
説
を
書
こ
う
と
し
て
、
彼
に
意

見
を
求
め
て
い
た
。
ギ
リ
シ
ャ
建
造
物
に
魅
せ
ら
れ
て
、
狂
人
に
な
っ
た
人

物
を
描
き
た
か
っ
た
の
だ
。
彼
は
ギ
リ
シ
ャ
で
建
築
を
学
ん
だ
、
日
本
で
唯

一
の
人
間
で
あ
る
と
し
て
、
教
会
内
で
非
常
に
ち
や
ほ
や
さ
れ
て
い
た
。

　

私
は
そ
の
こ
と
を
、
昨
年
の
府
主
教
座
下
主
宰
の
ク
リ
ス
マ
ス
パ
ー
テ
ィ

ー
で
知
っ
た
。

　

彼
は
私
を
マ
ク
リ
ナ
さ
ん
、
と
洗
礼
名
で
呼
ん
だ
。

「
マ
ク
リ
ナ
さ
ん
、
俺
、
本
当
は
建
築
を
や
り
た
い
ん
で
す
よ
。
ア
テ
ネ
大

学
で
建
築
を
学
ん
で
い
た
ん
で
す
」

「
そ
う
で
す
か
。
す
ご
い
で
す
ね
」

　

す
ご
さ
が
わ
か
る
ほ
ど
、
建
築
の
こ
と
は
知
ら
な
か
っ
た
が
、
と
り
あ
え

ず
誉
め
た
。

　

私
は
、
建
築
の
ど
う
い
う
分
野
を
や
り
た
い
の
で
す
か
、
と
質
問
し
た
。

「
古
い
建
造
物
を
パ
ソ
コ
ン
で
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
す
る
仕
事
が
や
り
た
い
ん
で

す
」

「
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
神
学
校
に
入
っ
た
の
で
す
か
？
」

「
本
当
は
大
学
院
へ
行
き
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
妻
が
い
て
、
食
べ
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
大
学
院
に
よ
り
近
い
神
学
校
へ
入
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
す
」

「
そ
う
で
す
か
あ
」

　

私
は
感
心
し
て
聞
い
て
い
た
。
ギ
リ
シ
ャ
の
日
光
で
浅
黒
く
日
焼
け
し
た

彼
は
と
て
も
好
青
年
に
見
え
た
。

　

私
は
自
分
が
建
築
の
小
説
を
書
き
た
い
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
。
そ
し

て
、
そ
の
た
め
に
建
築
に
つ
い
て
色
々
と
話
を
聞
き
た
い
、
と
言
っ
た
。
し

か
し
彼
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
気
が
進
ま
な
い
よ
う
だ
っ
た
。

　

結
果
的
に
建
築
を
や
っ
て
い
る
別
の
友
人
に
、
参
考
意
見
を
求
め
る
こ
と

に
な
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
あ
る
神
父
の
マ
ト
シ
カ
、
つ
ま
り
奥
さ
ん
が
、
Ｔ
神
学
生
は
、

テ
サ
ロ
ニ
ケ
大
学
を
出
た
は
ず
だ
、
と
言
っ
た
。
彼
は
あ
る
時
は
、
ア
テ
ネ

大
学
、
あ
る
時
は
、
テ
サ
ロ
ニ
ケ
大
学
を
出
た
と
言
っ
て
い
た
ら
し
い
。

　

ま
た
、
友
人
に
聞
い
た
と
こ
ろ
、
パ
ソ
コ
ン
で
建
造
物
を
ア
ッ
プ
デ
ー
ト

す
る
仕
事
は
、
建
築
家
が
片
手
間
に
や
る
も
の
で
、
そ
れ
を
専
門
的
に
や
る

人
は
い
な
い
ら
し
く
、
そ
れ
を
専
門
と
し
て
や
る
と
い
う
こ
と
は
、
建
築
家

と
し
て
自
分
が
一
流
で
な
い
と
認
め
た
こ
と
に
な
る
、
と
言
っ
た
。

　

深
夜
の
ロ
イ
ヤ
ル
ホ
ス
ト
で
、
ま
ず
建
築
の
話
に
な
っ
た
。
酔
っ
払
っ
た

Ｔ
神
学
生
は
、
私
の
こ
と
を
マ
ク
リ
ナ
と
、
呼
び
捨
て
に
し
た
。

「
マ
ク
リ
ナ
、
お
前
が
建
築
家
の
狂
気
に
つ
い
て
気
づ
い
た
の
は
、
い
い
セ

ン
ス
だ
と
思
う
」

　

下
を
向
い
て
頷
い
た
フ
リ
を
す
る
。

「
大
周
？　

あ
い
つ
優
し
い
よ
」

　

一
同
は
黙
り
込
ん
だ
。
大
周
、
と
呼
び
捨
て
に
し
た
、
そ
し
て
あ
い
つ
、

と
言
っ
た
、
と
み
ん
な
心
の
中
で
思
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
ノ
リ
コ
に

な
ぜ
、
大
周
、
と
呼
び
捨
て
に
す
る
の
か
、
と
は
問
わ
な
か
っ
た
。
ノ
リ
コ

は
親
戚
に
芸
能
関
係
の
仕
事
を
し
て
い
る
人
が
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
そ
ん
な

彼
女
が
、
加
勢
大
周
を
大
周
と
、
そ
し
て
、
あ
い
つ
、
と
言
っ
た
の
な
ら
、

ノ
リ
コ
は
加
勢
大
周
に
会
っ
た
こ
と
が
あ
る
に
違
い
な
い
、
そ
し
て
、
彼
に

ノ
リ
コ
本
人
が
優
し
く
し
て
も
ら
っ
た
に
違
い
な
い
、
と
い
う
期
待
を
持
た

せ
た
。

　

し
か
し
、
期
待
を
確
か
め
る
こ
と
な
く
、
話
は
途
切
れ
た
。
絵
の
具
の
青

が
な
い
、
と
言
う
少
女
が
出
て
き
た
の
だ
。

「
青
？　

俺
作
れ
る
よ
」

　

ノ
リ
コ
が
言
っ
た
。

　

ノ
リ
コ
は
緑
と
赤
と
黄
色
で
青
の
絵
の
具
が
作
れ
る
と
い
う
の
だ
。

　

ノ
リ
コ
は
そ
の
三
つ
の
絵
の
具
を
混
ぜ
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
、
オ
レ

ン
ジ
色
の
絵
の
具
を
貸
し
て
ほ
し
い
と
言
っ
た
。

「
こ
れ
で
、
黄
色
が
抜
け
た
だ
ろ
？
」

　

と
ノ
リ
コ
は
言
っ
た
。
私
た
ち
は
わ
か
ら
な
い
ま
ま
、
う
ん
、
と
頷
い
た
。

そ
し
て
次
に
私
た
ち
は
ノ
リ
コ
に
白
を
渡
し
た
。

「
こ
れ
で
、
赤
が
抜
け
た
ん
だ
よ
」

　

と
彼
女
は
言
っ
た
。
ま
た
み
ん
な
よ
く
わ
か
ら
な
い
ま
ま
、
頷
い
た
。

　

ノ
リ
コ
は
そ
う
言
っ
て
、
次
々
に
色
を
混
ぜ
て
い
っ
た
。
し
か
し
青
が
で

き
あ
が
る
前
に
、
美
術
の
時
間
が
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

ノ
リ
コ
の
ア
ド
レ
ス
帳
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。
有
名
な
同
人
作
家
の
住
所

が
書
い
て
あ
っ
た
。
私
は
、
す
ご
い
ね
、
と
ノ
リ
コ
に
言
っ
た
。
こ
ん
な
に

有
名
な
人
と
友
達
な
ん
て
。
ノ
リ
コ
は
な
に
も
言
わ
ず
に
に
こ
に
こ
と
し
て

い
た
。

　

し
か
し
今
に
な
っ
て
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
同
人
作
家
の
住
所
と
い
う
の

は
、
意
外
と
簡
単
に
わ
か
る
も
の
だ
。
当
時
の
同
人
誌
で
は
、
通
信
販
売
と

い
う
も
の
を
や
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
雑
誌
の
巻
末
に
私
書
箱
の
住
所

を
記
載
す
る
の
だ
。
ノ
リ
コ
が
ア
ド
レ
ス
帳
に
書
い
て
い
た
の
は
、
そ
の
私

書
箱
の
住
所
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

と
も
か
く
、
同
人
作
家
の
友
達
で
あ
る
と
謳
う
の
は
簡
単
な
こ
と
だ
。
会

場
に
行
け
ば
作
家
本
人
が
同
人
誌
を
売
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
話
も
で
き
る

し
、
フ
ァ
ン
レ
タ
ー
を
送
れ
ば
意
外
と
簡
単
に
返
事
も
も
ら
え
る
。

　

し
か
し
ノ
リ
コ
は
、
そ
の
ア
ド
レ
ス
帳
に
満
足
し
て
い
る
ら
し
か
っ
た
。

そ
の
他
に
も
、
声
優
に
年
賀
状
を
出
し
た
ら
、
返
事
が
も
ら
え
た
ら
し
く
、

そ
の
返
事
と
や
ら
を
見
せ
て
く
れ
た
。
ノ
リ
コ
は
有
名
人
と
少
し
で
も
つ
な

が
っ
て
い
る
こ
と
が
、
喜
び
で
あ
る
ら
し
か
っ
た
。

　

今
、
考
え
て
み
る
と
、
有
名
人
と
つ
な
が
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
、

「
だ
け
ど
、
お
前
み
た
い
な
ぽ
っ
と
出
の
作
家
に
書
い
て
ほ
し
く
な
い
ん
だ

よ
」

　

ぽ
っ
と
出
と
言
わ
れ
る
こ
と
は
慣
れ
て
い
た
の
で
、
か
ち
ん
と
も
こ
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
マ
ト
シ
カ
や
友
人
か
ら
聞
い
た
話
を
知
っ
て
い
た
の
で
、

反
応
に
困
っ
た
。

「
お
前
、
賞
と
っ
た
ら
し
い
な
。
お
ご
る
な
よ
。
俺
は
、
お
前
が
書
い
た
本

読
ん
だ
ん
だ
よ
」

　

そ
れ
は
、
私
が
賞
を
取
っ
た
、
長
崎
の
原
爆
が
題
材
と
な
っ
て
い
る
作
品

の
よ
う
だ
っ
た
。

「
あ
の
小
説
、
私
小
説
だ
っ
て
書
い
て
あ
っ
た
だ
ろ
？　

お
前
は
、
誰
か
わ

か
ら
な
い
よ
う
に
書
い
て
い
る
つ
も
り
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
読
ん
で
れ
ば
、

誰
か
わ
か
る
ん
だ
よ
、
ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
な
ん
て
書
い
た
ら
さ
あ
」

　

ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
な
の
は
夫
だ
が
、
彼
を
モ
デ
ル
に
し
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
そ
の
作
品
は
私
小
説
で
は
な
い
し
、
本
の
中
に
も
私

小
説
で
あ
る
と
は
書
い
て
い
な
か
っ
た
。

　

そ
れ
か
ら
長
々
と
説
教
さ
れ
た
が
、
覚
え
て
い
な
い
。
私
は
別
の
こ
と
を

考
え
て
い
た
。
こ
の
Ｔ
神
学
生
に
私
は
妙
な
既
視
感
を
覚
え
て
い
た
。

　

私
の
記
憶
は
中
学
生
の
頃
ま
で
遡
っ
た
。
私
の
中
学
校
は
女
子
校
だ
っ
た
。

一
人
、
目
立
つ
少
女
が
い
た
。
シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
の
少
女
で
、
自
分
の
こ
と

を
「
俺
」
と
言
い
、
男
言
葉
を
使
う
の
だ
。
今
で
も
彼
女
の
「
ち
げ
ー
よ
」

と
い
う
言
葉
が
耳
に
残
っ
て
い
る
。

　

彼
女
の
名
前
は
、
ノ
リ
コ
と
言
っ
た
が
、
彼
女
は
自
分
の
こ
と
を
保
、
た

も
っ
ち
ゃ
ん
と
呼
ば
せ
て
い
た
。
ど
う
や
ら
同
人
誌
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
ら
し
い
。

同
人
誌
で
男
っ
ぽ
い
名
前
を
自
分
に
つ
け
る
女
の
子
は
た
く
さ
ん
い
た
。
良
、

と
か
克
己
、
と
か
。
ノ
リ
コ
も
そ
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

ノ
リ
コ
は
男
言
葉
を
使
い
、
自
身
の
こ
と
を
た
も
っ
ち
ゃ
ん
と
呼
ば
せ
、

男
子
に
な
り
き
っ
て
い
た
。
こ
う
い
う
現
象
は
女
子
校
に
は
よ
く
あ
る
こ
と

だ
っ
た
。
実
際
、
少
年
っ
ぽ
い
少
女
は
人
気
が
あ
っ
た
。
運
動
会
に
な
る
と
、

学
ラ
ン
を
着
た
応
援
団
が
登
場
し
て
、
よ
く
写
真
を
撮
ら
れ
て
い
た
。

　

ノ
リ
コ
の
人
気
は
写
真
を
撮
ら
れ
る
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
が
、
ま
あ
ま
あ

だ
っ
た
。
彼
女
の
グ
ル
ー
プ
は
私
を
含
め
て
六
人
ほ
ど
い
た
が
、
彼
女
は
そ

の
中
で
も
リ
ー
ダ
ー
格
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　

美
術
の
時
間
、
私
た
ち
は
絵
画
を
そ
っ
ち
の
け
で
話
を
し
て
い
た
。
丁
度

そ
の
頃
、
加
勢
大
周
が
デ
ビ
ュ
ー
し
て
、
映
画
に
出
た
ば
か
り
だ
っ
た
。
ま

た
、
そ
れ
に
な
ら
ん
で
吉
田
栄
作
も
人
気
が
あ
っ
た
。

　

そ
の
時
、
加
勢
大
周
と
吉
田
栄
作
の
ど
ち
ら
が
、
格
好
い
い
か
、
と
い
う

話
に
な
っ
た
。
吉
田
栄
作
の
ほ
う
が
、
人
気
が
あ
っ
た
。
そ
の
時
、
一
人
の

少
女
が
、
加
勢
大
周
の
ほ
う
が
好
き
だ
と
い
っ
た
。

　

そ
の
瞬
間
、
ノ
リ
コ
が
絵
の
具
の
筆
の
手
を
止
め
て
言
っ
た
の
だ
。
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そ
ん
な
は
っ
た
り
と
し
て
使
え
る
ほ
ど
、
皆
、
重
要
に
思
っ
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
と
い
う
こ
と
が
疑
問
だ
。
私
た
ち
以
上
に
、
ノ
リ
コ
が
有
名
人
と
つ
な

が
っ
て
い
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
後
し
ば
ら
く
、
ノ
リ
コ
は
有
名
人
の
サ
イ
ン
を
も
ら
っ
て
く
る
、
と

何
人
も
の
人
間
と
約
束
し
た
が
、
サ
イ
ン
を
も
ら
っ
て
き
た
試
し
が
な
か
っ

た
。

　

し
か
し
、
ノ
リ
コ
の
は
っ
た
り
は
有
名
人
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ノ
リ
コ

の
矛
先
は
、
人
気
教
師
に
ま
で
及
ん
だ
。

　

美
術
の
教
師
は
人
気
が
あ
っ
た
。
若
い
男
性
だ
っ
た
の
で
、
女
子
校
の
生

徒
に
と
っ
て
は
、
初
め
て
異
性
と
し
て
意
識
す
る
存
在
だ
っ
た
の
だ
。
た
い

し
て
い
い
男
で
も
な
か
っ
た
が
、
真
田
広
之
に
似
て
い
た
。
生
徒
の
中
に
は

恋
愛
感
情
を
も
っ
て
い
る
者
も
い
た
。
ま
た
、
そ
の
教
師
は
、
ホ
モ
セ
ク
シ

ュ
ア
ル
で
あ
る
と
い
う
噂
も
あ
り
、
と
に
か
く
、
生
徒
に
と
っ
て
は
、
関
心

の
離
れ
な
い
教
師
だ
っ
た
。

　

私
の
通
っ
て
い
る
学
校
は
、
私
立
で
、
中
高
一
貫
制
の
学
校
だ
っ
た
。
高

校
に
あ
が
る
前
に
、
芸
術
科
目
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
芸
術

科
目
は
、
工
芸
、
美
術
、
書
道
、
音
楽
と
分
か
れ
て
い
た
。

　

ノ
リ
コ
は
美
術
の
成
績
が
良
く
、
ま
た
書
道
も
う
ま
か
っ
た
。
だ
か
ら
、

ノ
リ
コ
は
そ
の
美
術
の
人
気
教
師
に
ど
ち
ら
の
進
路
に
す
べ
き
か
相
談
し
た

の
だ
と
言
っ
て
い
た
。

「
そ
う
し
た
ら
さ
あ
、
あ
い
つ
が
、
い
ー
ん
だ
よ
、
お
前
は
美
術
に
行
け
ば

よ
ー
、
な
ん
て
言
い
や
が
っ
て
さ
あ
」

　

ま
た
、
ノ
リ
コ
の
あ
い
つ
呼
ば
わ
り
が
始
ま
っ
た
、
と
思
っ
た
。
そ
し
て

ま
た
、
ノ
リ
コ
の
話
し
方
を
聞
い
て
い
る
と
、
人
気
教
師
が
、
強
力
に
美
術

へ
進
む
よ
う
に
言
っ
て
い
る
よ
う
に
も
聞
こ
え
る
。
人
気
教
師
は
、
確
か
に
、

ノ
リ
コ
に
美
術
へ
進
む
よ
う
に
言
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、「
い

ー
ん
だ
よ
、
お
前
は
美
術
に
行
け
ば
よ
ー
」
と
言
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら

な
い
。

　

私
は
、
美
術
の
時
間
、
ノ
リ
コ
の
近
く
の
席
に
座
っ
て
い
た
。
人
気
教
師

が
、
ノ
リ
コ
に
指
導
し
て
い
る
の
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。
と
て
も
そ
ん
な
に

な
れ
な
れ
し
い
間
柄
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

　

し
か
し
ノ
リ
コ
の
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、
噓
だ
と
も
言
い
切
れ
な
か
っ
た
。

芸
能
関
係
の
親
戚
が
い
る
こ
と
も
本
当
の
よ
う
だ
っ
た
し
、
な
に
し
ろ
、
私

た
ち
が
、
ノ
リ
コ
の
言
い
方
か
ら
勝
手
に
推
測
し
て
、
ノ
リ
コ
は
有
名
人
を
、

そ
し
て
人
気
教
師
を
あ
い
つ
呼
ば
わ
り
す
る
の
だ
か
ら
、
友
達
な
の
だ
、
親

し
い
の
だ
、
と
思
っ
て
い
る
だ
け
な
の
だ
か
ら
。
ノ
リ
コ
は
噓
す
れ
す
れ
の

は
っ
た
り
を
か
ま
し
て
、
私
た
ち
の
尊
敬
を
集
め
て
い
た
。

　

だ
け
ど
、
例
え
ば
い
つ
誰
が
見
る
か
も
わ
か
ら
な
い
ア
ド
レ
ス
帳
に
、
有

名
人
の
住
所
を
書
い
て
い
る
こ
と
が
は
っ
た
り
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
他
人

の
ア
ド
レ
ス
帳
な
ど
、
見
な
い
こ
と
の
方
が
多
い
は
ず
だ
。
ノ
リ
コ
は
心
の

枚
数
の
五
十
枚
を
は
る
か
に
超
え
た
。
百
枚
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
私
は
、
あ

あ
な
る
ほ
ど
、
彼
は
そ
う
い
う
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
こ
と
が
や
り
た
か
っ
た
の

か
、
と
い
ま
さ
ら
な
が
ら
に
気
づ
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
夢
を
ま
だ
諦
め
て

い
な
い
こ
と
に
驚
い
た
。

　

Ｔ
神
学
生
は
ま
も
な
く
叙
聖
さ
れ
て
、
Ｔ
神
父
と
な
っ
た
。
夫
の
輔
祭
と

い
う
位
を
追
い
越
し
た
、
と
い
う
わ
け
だ
。

　

あ
る
日
、
私
が
ス
ー
パ
ー
の
ビ
ニ
ー
ル
袋
を
下
げ
て
境
内
を
歩
い
て
い
る

と
、
主
教
座
下
に
出
会
っ
た
。
主
教
座
下
は
言
っ
た
。

「
お
前
、
料
理
作
っ
て
る
の
か
？
」

「
そ
う
で
す
け
ど
、
ど
う
し
て
で
す
か
」

「
Ｔ
神
父
が
外
食
ば
か
り
し
て
い
る
っ
て
言
っ
て
た
ぞ
」

　

私
は
驚
い
た
。
し
か
し
そ
の
頃
は
Ｔ
神
父
の
中
傷
に
は
慣
れ
て
い
た
の
で
、

す
ぐ
落
ち
着
き
を
取
り
戻
し
た
。

　

主
教
座
下
は
続
け
た
。

「
お
前
、
ま
た
新
し
い
本
出
し
た
な
あ
。
建
築
の
話
な
ん
だ
ろ
？
」

「
え
え
そ
う
で
す
。
な
ん
で
御
存
知
な
ん
で
す
か
」

「
Ｔ
神
父
が
自
分
の
と
こ
ろ
に
訊
き
に
来
た
っ
て
言
っ
て
た
ぞ
」

「
そ
う
な
ん
で
す
。
で
も
結
局
訊
く
機
会
が
な
く
て
」

「
そ
う
な
の
か
。
あ
い
つ
、
自
分
が
貸
し
た
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
の
資
料
を
元
に

書
い
た
っ
て
言
っ
て
す
ご
く
怒
っ
て
た
ぞ
」

　

私
は
し
ば
ら
く
黙
り
、「
話
も
聞
い
て
い
な
い
し
、
資
料
も
借
り
て
い
ま

せ
ん
」
と
言
っ
た
。

　

す
る
と
主
教
座
下
が
呟
い
た
。

「
妄
想
だ
な
」

「
で
す
ね
」

　

私
は
主
教
座
下
と
別
れ
、
自
分
の
部
屋
に
戻
る
と
、
休
ん
で
い
る
夫
に
言

っ
た
。

「
も
う
出
て
い
こ
う
」

　

こ
ん
な
と
こ
ろ
に
い
た
ら
、
ろ
く
な
こ
と
が
な
い
。
後
ろ
め
た
さ
は
あ
る

が
、
引
っ
越
し
の
準
備
を
し
た
。

　

荷
物
を
整
理
し
て
い
た
ら
、
中
学
生
の
時
の
卒
業
ア
ル
バ
ム
が
出
て
き
た
。

 

〈
了
〉

中
で
、
自
分
は
本
当
に
有
名
人
や
人
気
教
師
と
親
し
い
の
だ
、
と
思
っ
て
い

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
こ
う
も
繰
り
返
し
噓
と
ば
れ

る
は
っ
た
り
を
か
ま
す
だ
ろ
う
か
。

　

私
は
そ
ん
な
ノ
リ
コ
の
は
っ
た
り
に
つ
い
て
考
え
な
が
ら
、
夜
の
ロ
イ
ヤ

ル
ホ
ス
ト
に
い
た
。
す
る
と
突
然
、
Ｔ
神
学
生
が
言
っ
た
。

「
輔
祭
さ
ん
、
俺
た
ち
神
学
生
が
ど
れ
だ
け
あ
な
た
の
こ
と
を
愛
し
て
い
る

か
わ
か
っ
て
い
ま
す
か
？
」

　

輔
祭
で
あ
る
夫
は
少
し
た
め
ら
っ
て
い
た
。

　

Ｔ
神
学
生
は
続
け
た
。

「
輔
祭
さ
ん
、
俺
、
本
当
に
あ
な
た
の
役
に
立
ち
た
い
と
思
っ
て
い
る
ん
で

す
よ
。
本
気
で
す
よ
。
関
西
で
シ
ャ
コ
タ
ン
乗
り
回
し
て
い
る
奴
が
、
本
気

で
人
の
た
め
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
？
」

　

Ｔ
神
学
生
は
ほ
と
ん
ど
泣
か
ん
ば
か
り
の
様
子
だ
っ
た
。

　

彼
は
以
前
、
自
分
の
こ
と
を
埼
玉
県
出
身
だ
と
言
っ
て
い
た
。
シ
ャ
コ
タ

ン
を
乗
り
回
し
た
い
と
い
う
の
は
、
彼
の
夢
で
、
実
際
や
っ
て
い
た
の
は
ピ

ン
ポ
ン
ダ
ッ
シ
ュ
で
あ
る
こ
と
も
、
彼
の
奥
さ
ん
か
ら
聞
い
て
い
た
。

　

し
か
し
彼
は
本
気
だ
っ
た
。
自
分
は
本
当
に
関
西
人
で
あ
り
、
過
去
に
シ

ャ
コ
タ
ン
を
乗
り
回
し
て
い
た
、
そ
う
思
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
っ
た
。
そ

し
て
、
関
西
で
シ
ャ
コ
タ
ン
を
乗
り
回
し
て
い
る
自
分
が
、
誰
か
の
役
に
立

と
う
と
し
て
い
る
、
そ
の
こ
と
に
、
誰
よ
り
も
自
分
自
身
が
感
動
し
て
い
る

よ
う
だ
っ
た
。
彼
は
、
ま
る
で
、
自
分
の
噓
に
自
ら
騙
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ

っ
た
。

　

や
が
て
、
そ
ん
な
不
思
議
な
夜
が
終
わ
り
、
時
が
経
っ
た
。
夫
が
病
に
か

か
り
、
数
ヶ
月
働
け
な
く
な
る
と
、
Ｔ
神
学
生
は
、
夫
に
見
向
き
も
し
な
く

な
っ
た
。
夫
に
お
も
ね
っ
て
も
メ
リ
ッ
ト
が
な
い
と
思
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

彼
の
手
の
ひ
ら
の
返
し
方
は
大
層
、
露
骨
だ
っ
た
。
夫
は
祈
祷
の
時
に
、

突
き
飛
ば
さ
れ
た
こ
と
が
何
度
も
あ
っ
た
と
い
う
。
私
た
ち
に
は
理
解
し
が

た
い
こ
と
だ
っ
た
。
突
き
飛
ば
す
と
い
う
こ
と
が
で
は
な
い
。
人
に
涙
な
が

ら
に
語
っ
た
り
、
逆
に
突
き
飛
ば
し
た
り
、
そ
こ
ま
で
人
間
関
係
を
渡
り
歩

い
て
、
教
会
的
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
上
に
立
ち
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
理
解
で

き
な
か
っ
た
の
だ
。
し
か
し
実
際
、
教
会
に
い
て
、
大
し
て
偉
く
な
り
た
い

と
思
わ
な
い
私
た
ち
の
ほ
う
が
、
少
数
派
で
あ
る
ら
し
い
。

　

夫
の
病
は
首
を
こ
っ
く
り
、
こ
っ
く
り
、
さ
せ
る
と
い
う
症
状
だ
っ
た
。

周
り
の
人
間
は
そ
れ
を
夫
の
寝
不
足
の
せ
い
だ
と
言
っ
た
。
Ｔ
神
学
生
が
、

そ
う
言
い
ふ
ら
し
て
い
た
の
だ
。
ま
た
、
噓
か
、
と
思
っ
た
。
そ
の
た
め
夫

と
仲
の
よ
か
っ
た
信
者
も
彼
か
ら
離
れ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て

私
た
ち
は
四
面
楚
歌
の
状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

　

や
が
て
Ｔ
神
学
生
の
卒
業
の
日
が
や
っ
て
き
た
。
彼
の
卒
論
は
ど
う
い
う

も
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
ギ
リ
シ
ャ
語
原
典
を
あ
た
っ
た
力
作
で
、
規
定

鹿
島
田
真
希
◉

K
a

s
h

im
a

d
a

 M
a

k
i

76
年
生
。
ギ
ャ
グ
マ
ン
ガ
「
稲
中
」
を
想
起
さ
れ
る
と
絶
賛
さ
れ
た
「
二
匹
」
で
デ
ビ
ュ
ー
、
デ
ュ
ラ

ス
を
思
わ
せ
る
「
白
バ
ラ
四
姉
妹
殺
人
事
件
」
で
一
躍
脚
光
を
浴
び
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
を
ほ
う
ふ

つ
と
さ
せ
る
「
六
〇
〇
〇
度
の
愛
」
で
三
島
由
紀
夫
賞
を
受
賞
。
さ
ら
に
は
野
間
文
芸
新
人
賞
の
「
ピ

カ
ル
デ
ィ
ー
の
三
度
」
で
は
B
L
的
世
界
観
す
ら
導
入
し
た
、
変
幻
自
在
・
天
衣
無
縫
の
「
女
小
説
家
」。

「
ゼ
ロ
の
王
国
」
を
「
群
像
」
誌
で
連
載
す
る
ほ
か
、
08
年
は
月
産
1
5
0
枚
ペ
ー
ス
で
疾
走
中
。



王
子
直
紀
◉

O
H

J
I N

a
o

k
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77
年
東
京
生
。2001

年
、photographers' gallery

を
設
立
／
参
加
。
個
展
「XXXX STREET SN

A
PSH

O
TS

」(V
ol.1-12

、

連
続
展
と
し
て
毎
月
開
催
）、
「C

ult of Personality

」
（2007

〜
）
な
ど
。
グ
ル
ー
プ
展
「IC

A
N
O
F M

ED
IA
 A

RT SH
O
W

 
2006 TELO

M
ERIC

展
」
（
八
戸
市
美
術
館 

青
森
）
な
ど
。
写
真
集
に
『TELO

M
ERIC

』（photographers' gallery

、2006

）。

p
h

o
t

o
g

r
a

p
h

e
r

s
' g

a
lle

r
y

（p
g

）

↓
東
京
・
新
宿
に
あ
る
、
写
真
家
た
ち
の
自
主
運
営
ギ
ャ
ラ
リ
ー
。
単
な
る
写
真
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
と
ど
ま
ら
ず
、
レ
ク
チ
ャ
ー
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
写
真

集
の
編
集
・
発
行
、
エ
ッ
セ
イ
や
批
評
の
発
信
、
移
動
展
な
ど
、
「
p
g
」
と
い
う
集
団
（
ギ
ル
ド
）
そ
れ
自
体
が
「
メ
デ
ィ
ア
＝
媒
体
」
と
な
る
活

動
を
続
け
て
い
る
。
第
2
期
「
W
B
」
で
は
、
p
g
の
メ
ン
バ
ー
の
作
品
が
交
代
で
、
小
説
側
表
紙
を
飾
り
ま
す
。http://w

w
w
.pg-w

eb.net/
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4

あ
ん
ま
り
気
持
ち
が
い
い
も
の
だ
か
ら
、

今
日
は
半
日
、
ご
ろ
ー
ん
と
お
昼
寝
で
し
た
。

な
ん
で
も
聞
い
て
と
A
が
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
本
当
に

な
ん
で
も
聞
い
て
し
ま
う
と
え
ら
い
め
に
あ
う
。
そ
れ
を
父

親
は
よ
く
理
解
し
て
い
る
。
し
ば
ら
く
思
案
し
て
い
る
ふ
う

を
よ
そ
お
っ
て
か
ら
お
も
む
ろ
に
新
聞
の
一
面
を
か
ざ
っ
て

い
た
事
件
今
朝
朝
食
を
食
べ
な
が
ら
見
て
た
テ
レ
ビ
で
も

や
っ
て
い
た
あ
の
事
件
に
つ
い
て
見
解
を
聞
か
せ
て
も
ら
え

ま
い
か
と
や
や
芝
居
が
か
っ
た
口
調
で
問
う
。
す
る
と
A
は

ち
ょ
っ
と
待
っ
て
て
と
い
っ
て
電
話
を
切
る
。
と
ん
と
ん
と

ん
と
音
が
す
る
。
階
段
を
の
ぼ
っ
て
い
る
の
だ
。
少
し
む
ず

か
し
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
父
親
は
思
う
。
け
れ
ど
簡
単

す
ぎ
て
も
非
難
さ
れ
る
の
だ
か
ら
大
変
だ
と
愛
車
に
水
を

か
け
る
。
小
さ
な
虹
が
浮
か
び
上
が
る
。
片
づ
け
を
終
え

て
サ
ン
ダ
ル
を
ぬ
い
だ
。
親
指
が
ぬ
れ
て
い
る
。
便
所
で
用

を
た
し
て
い
る
と
き
に
ま
た
電
話
が
鳴
る
。
A
が
漢
字
を

と
ば
し
な
が
ら
記
事
を
読
ん
で
い
る
の
だ
と
気
づ
く
ま
で
に

し
ば
ら
く
か
か
っ
た
。
二
階
の
書
斎
で
父
親
は
自
分
の
若
さ

を
思
い
知
っ
た
。
も
っ
と
別
の
こ
と
を
聞
く
べ
き
だ
っ
た
の

だ
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
破
片
を
つ
ま
ん
で
い
る
と
胸
ポ
ケ
ッ
ト

の
電
話
が
み
た
び
鳴
る
。
今
日
の
天
気
は
晴
れ
か
雨
か
と

A
が
聞
く
。
父
は
ぶ
ぜ
ん
と
し
た
表
情
で
晴
れ
だ
ろ
う
が

と
答
え
る
。
テ
レ
ビ
で
も
そ
う
い
っ
て
た
じ
ゃ
な
い
か
。
そ

れ
よ
り
お
前
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
電
話
は
切
れ
た
。
廊
下
へ

出
る
と
A
が
顔
を
半
分
だ
し
て
階
段
か
ら
こ
ち
ら
を
見
て

い
た
。
さ
っ
き
と
髪
型
が
変
わ
っ
て
い
る
が
な
ん
で
だ
ろ
う

か
。
す
ぐ
に
頭
を
ひ
っ
こ
め
る
。
父
親
は
後
を
追
う
。
サ
ン

ダ
ル
を
は
い
て
外
へ
出
る
。
外
は
も
ち
ろ
ん
晴
れ
だ
。
小
さ

な
虹
が
目
の
前
に
浮
か
ん
で
す
ぐ
に
消
え
た
。

身
長
は
一
二
四
セ
ン
チ
。
体
重
は
三
五
キ
ロ
。
少
し
巻
き

毛
で
た
ま
に
寝
癖
の
た
め
に
そ
れ
が
も
っ
と
強
調
さ
れ
る
。

色
は
黒
だ
と
ず
っ
と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
ほ
ん
と
は
ち
ょ
っ

と
茶
色
。
ど
う
し
て
わ
か
っ
た
か
と
い
う
と
席
替
え
で
窓
際

に
な
っ
た
か
ら
。
言
葉
に
は
と
き
ど
き
方
言
が
ま
じ
る
。
み

ん
な
笑
う
け
ど
そ
れ
が
か
っ
こ
い
い
の
だ
。
家
は
B
の
住
む

と
こ
ろ
よ
り
高
台
に
あ
る
団
地
。
長
い
長
い
長
い
坂
道
。

あ
る
日
も
の
す
ご
い
ス
ピ
ー
ド
で
自
転
車
が
過
ぎ
去
っ
て

い
っ
た
。
お
母
さ
ん
と
手
を
つ
な
い
で
出
て
き
た
と
こ
ろ
を

見
た
こ
と
も
あ
る
。
B
に
気
づ
く
と
パ
ッ
と
手
を
は
な
し

た
。
目
が
お
母
さ
ん
に
そ
っ
く
り
。
夜
に
す
れ
ち
が
っ
た
の

は
夏
休
み
の
ま
ん
な
か
あ
た
り
。
花
火
の
帰
り
。
ち
ょ
う

ど
B
は
田
舎
か
ら
帰
っ
て
き
た
ば
か
り
で
ま
っ
く
ろ
け
。
三

日
に
一
度
は
し
ま
し
ま
の
靴
下
を
は
い
て
く
る
。
一
人
で
缶

ジ
ュ
ー
ス
を
飲
ん
で
い
る
の
を
見
た
こ
と
も
あ
る
。
B
も
真

似
し
て
飲
ん
で
み
た
こ
と
が
あ
る
。
腕
時
計
を
は
め
て
い

た
。
小
さ
な
妹
か
弟
が
い
る
。
坂
の
下
の
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア

も
の
し
り

illustrated by  

名
久
井
直
子

﹇
連
載
﹈
三
か

所

福
永
信

で
お
む
つ
を
買
っ
て
い
た
の
を
目
撃
し
た
こ
と
が
あ
る

の
だ
。
そ
の
と
き
B
は
お
母
さ
ん
と
一
緒
に
来
て
い

た
。
ど
う
い
う
わ
け
か
顔
が
赤
く
な
る
の
が
B
は

自
分
で
わ
か
っ
た
。

同
世
代
の
者
の
な
か
で
C
は
比
較
的
経
験
豊

富
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
は
本
人
も
自
覚
し
て

い
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
C
に
は
夏
休
み
が
六
回
訪

れ
た
。
そ
の
す
べ
て
で
川
遊
び
を
し
て
い
つ
も
真
っ

黒
に
日
焼
け
す
る
の
が
C
の
自
慢
だ
っ
た
。
か
な
ら

ず
深
い
と
こ
ろ
ま
で
も
ぐ
っ
た
。
こ
れ
も
自
慢
だ
っ

た
。
な
に
し
ろ
C
の
友
人
た
ち
の
な
か
に
は
顔
を
つ

け
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
と
公
言
す
る
者
も
少
な
く

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
中
に
は
お
風
呂
で
髪
を
洗

う
の
も
一
人
で
で
き
な
い
と
述
べ
る
者
も
あ
り
C
は
ま

す
ま
す
自
信
を
ふ
か
め
た
の
だ
っ
た
。
日
常
生
活
に

お
い
て
も
多
く
の
経
験
を
し
た
。
こ
れ
は
自
ら
求
め

た
こ
と
で
は
な
い
の
だ
が
ひ
と
と
こ
ろ
に
定
住
す
る
の

で
は
な
く
気
候
の
異
な
る
地
域
を
点
点
と
し
た
。
小

学
校
に
あ
が
っ
て
か
ら
だ
け
で
も
四
回
も
越
し
た
。

だ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た

し
い
く
つ
も
の
方
言
を
C
は
使
い
分
け
る
こ
と
が
で

き
た
。
手
紙
の
交
換
も
途
切
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

た
く
さ
ん
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
も
も
ら
い
そ
れ
は
枕
元
に
か

ざ
っ
て
あ
る
。
ベ
ッ
ド
の
上
で
手
紙
を
読
み
な
が
ら
い

つ
も
思
う
の
は
自
分
が
転
校
せ
ず
に
そ
の
学
校
に

残
っ
て
い
た
ら
今
頃
ど
う
し
て
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と

だ
っ
た
。
と
き
に
想
像
は
現
在
を
追
い
抜
き
中
学
に

な
り
高
校
に
な
っ
て
成
人
を
迎
え
る
と
こ
ろ
ま
で
進

む
の
だ
っ
た
。
消
灯
の
時
間
が
C
に
と
っ
て
一
日
の
終

わ
り
で
は
な
か
っ
た
。
た
く
さ
ん
の
C
が
そ
こ
に
い

た
。
た
く
さ
ん
の
C
は
ね
む
る
と
い
う
こ
と
が
い
つ
ま

で
も
な
か
っ
た
。

何
か
聞
い
て
く
れ
れ
ば
答
え
る
用
意
が
D
に
は
あ

る
。
だ
が
問
い
か
け
は
と
い
え
ば
も
っ
ぱ
ら
お
ん
な
じ

こ
と
の
く
り
か
え
し
。
お
し
り
を
見
せ
る
こ
と
に
も

す
っ
か
り
慣
れ
て
し
ま
っ
た
ほ
ど
だ
。
む
ろ
ん
お
な
か

が
す
い
た
の
か
と
か
お
し
っ
こ
し
た
の
か
と
か
と
い
っ

た
問
い
が
ま
ち
が
っ
て
い
る
と
主
張
し
た
い
の
で
は
な

い
。
そ
う
で
は
な
く
も
っ
と
ほ
か
に
聞
く
べ
き
こ
と
が

あ
ろ
う
に
と
D
は
思
う
の
で
あ
る
。
と
き
に
率
直
に

あ
な
た
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
と
問
わ
れ
る
こ
と
も
あ

る
が
本
当
に
そ
れ
は
稀
な
こ
と
。
D
は
手
足
を
使
っ

て
雄
弁
に
語
る
が
一
日
や
二
日
で
済
む
ほ
ど
こ
と
は
単

純
で
は
な
い
。
だ
が
そ
の
若
い
二
人
は
と
い
え
ば
も
う

次
の
日
に
は
自
分
ら
の
問
い
か
け
を
あ
っ
さ
り
手
放

し
お
な
か
が
す
い
た
の
と
か
お
し
っ
こ
し
た
の
と
か
そ

う
い
っ
た
問
い
に
す
り
か
え
て
し
ま
う
。
D
は
無
念

の
あ
ま
り
夜
と
な
く
昼
と
な
く
泣
き
じ
ゃ
く
っ
た
も

の
だ
。
と
は
い
え
じ
つ
は
D
も
人
の
こ
と
を
い
え
た
立

場
に
は
な
か
っ
た
。
そ
う
遠
く
な
い
う
ち
に
お
し
っ
こ

と
か
ま
ん
ま
と
か
答
え
る
よ
う
に
な
る
か
ら
だ
。



私
は
夏
目
漱
石
が
万
年
筆
で
書
く
こ
と
に
抵
抗
を
感
じ
て
い
た
こ
と
を
『
ア
ン
チ
漱
石
』
の
中
で
分
析
し
た
こ
と

が
あ
る
。
漱
石
の
随
筆
「
余
と
万
年
筆
」（
一
九
一
二
年
六
月
三
○
日
）
に
よ
れ
ば
、
漱
石
は
万
年
筆
を
「
三
四
年

前
」
か
ら
使
い
始
め
る
が
気
に
入
ら
ず
、
修
善
寺
の
大
患
後
の
第
一
作
『
彼
岸
過
迄
』
を
書
く
と
き
に
「
唯
の
ペ

ン
」（
つ
け
ペ
ン
）
に
逆
戻
り
し
た
。
漱
石
が
悪
戦
苦
闘
し
た
の
は
、
当
時
の
万
年
筆
の
性
能
に
問
題
が
あ
っ
た
こ

と
が
主
な
理
由
で
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
と
は
思
わ
れ
な
い
。

蓮
實
重
彥
の
『「
赤
」
の
誘
惑
』
を
読
む
と
、
そ
の
直
感
が
荒
唐
無
稽
な
形
で
傍
証
さ
れ
る
感
覚
に
襲
わ
れ
る
。

蓮
實
は
そ
こ
に
お
い
て
日
本
と
西
欧
の
近
現
代
の
テ
ク
ス
ト
の
至
る
所
に
出
現
す
る
「
赤
」
の
表
象
を
そ
の
意
味
を

宙
吊
り
に
し
た
ま
ま
ひ
た
す
ら
列
挙
し
て
い
る
の
だ
が
、
漱
石
も
「
赤
」
に
誘
惑
さ
れ
て
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
と
し

て
の
小
説
を
書
い
た
一
人
と
し
て
登
場
す
る
。
そ
こ
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
『
そ
れ
か
ら
』
の
末
尾
の
有
名
な
「
仕
舞

に
は
世
の
中
が
真
赤
に
な
っ
た
」
場
面
で
あ
る
が
、
こ
の
指
摘
を
踏
ま
え
る
と
、
か
つ
て
私
が
論
じ
た
漱
石
の
万
年

筆
へ
の
抵
抗
は
別
の
視
点
か
ら
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
「
余
と
万
年
筆
」
に
よ
れ
ば
、
漱
石
は
「
セ
ピ
ヤ

色
の
墨
」
を
好
み
、「
ブ
リ
ユ
ー
・
ブ
ラ
ツ
ク
」
を
嫌
っ
て
い
た
。
し
か
し
万
年
筆
の
イ
ン
ク
は
「
ブ
リ
ユ
ー
・
ブ

ラ
ツ
ク
」
が
基
本
で
あ
っ
た
の
で
、
漱
石
は
「
わ
ざ
わ
ざ
セ
ピ
ヤ
色
の
墨
を
買
つ
て
来
て
、
遠
慮
な
く
ペ
リ
カ
ン
の

口
を
割
つ
て
飲
ま
し
」
た
が
、
イ
カ
墨
イ
ン
ク
と
見
ら
れ
る
そ
の
墨
は
、
お
そ
ら
く
粒
子
が
粗
い
た
め
に
万
年
筆
を

詰
ま
ら
せ
る
ト
ラ
ブ
ル
を
引
き
起
こ
し
た
。

「
セ
ピ
ヤ
色
」＝
茶
褐
色
の
墨
を
好
み
「
ブ
リ
ユ
ー
・
ブ
ラ
ツ
ク
」
の
イ
ン
ク
を
嫌
う
漱
石
の
振
舞
い
は
、
確
か
に

い
か
に
も
蓮
實
的
な
「
赤
」
の
作
家
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
言
え
る
。
し
か
し
問
題
は
、
漱
石
が
結
局
最
終
的
に

「
セ
ピ
ヤ
色
」
を
捨
て
て
「
ブ
リ
ユ
ー
・
ブ
ラ
ツ
ク
」
を
受
け
入
れ
た
よ
う
に
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
漱

石
は
『
彼
岸
過
迄
』
を
「
唯
の
ペ
ン
」
で
書
き
始
め
た
時
「
余
の
好
む
セ
ピ
ヤ
色
の
墨
で
自
由
に
原
稿
紙
を
彩
ど

る
」
こ
と
が
で
き
る
と
、
最
後
ま
で
「
唯
の
ペ
ン
」
で
通
す
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
内
田
魯
庵
の
勧
め
で
よ
り
書
き
や

す
い
オ
ノ
ト
社
製
の
万
年
筆
に
乗
り
換
え
た
。
こ
れ
は
漱
石
が
書
く
こ
と
の
利
便
性
と
引
き
換
え
に
「
赤
」
の
誘
惑

を
放
棄
し
、「
ブ
リ
ユ
ー
・
ブ
ラ
ツ
ク
」
＝
「
青
」
の
幻
滅
を
受
け
入
れ
た
と
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
実
際

『
彼
岸
過
迄
』
が
前
半
の
軽
快
な
漫
談
調
を
喪
失
し
、
深
刻
な
自
意
識
と
内
面
の
劇
に
転
化
し
て
行
く
の
は
、
そ
れ

を
綴
る
文
字
が
物
質
的
に
「
赤
」
か
ら
「
青
」
へ
転
化
し
て
行
く
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

『
そ
れ
か
ら
』
も
そ
も
そ
も
は
「
赤
色
」
を
拒
否
し
「
青
色
」
に
染
ま
り
続
け
よ
う
と
す
る
代
助
が
、「
赤
色
」
の
中

に
投
げ
捨
て
ら
れ
る
物
語
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
漱
石
は
「
青
」
と
「
赤
」
の
間
で
不
断
に
揺
れ
続
け
て
い
る
。

「
赤
」
の
表
象
と
対
立
す
る
「
青
」
の
表
象
の
系
譜
学
を
構
想
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
蓮
實
は
コ
ナ
ン
・
ド

イ
ル
の
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
物
第
一
作
『
緋
色
の
研
究
』（A

 Study in Scarlet

）
を
「
赤
」
の
物
語
と
し
て

挙
げ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
直
後
に
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
が
ウ
ェ
イ
ン
ラ
イ
ト
と
い
う
十
九
世
紀
の
文
学
者
兼
犯

罪
者
の
伝
記
『
ペ
ン
、
鉛ペ

ン
シ
ル筆

と
毒ポ

イ
ズ
ン薬　

緑
の
研
究
』
を
書
き
、
そ
し
て
岩
野
泡
鳴
が
こ
の
「
緑
の
研
究
」（A

 Study 

in G
reen

）
のG

reen

を
「
青
い
色
」
と
訳
し
て
紹
介
し
て
い
る
こ
と
に
は
触
れ
て
い
な
い
（「
ペ
ン
、
ペ
ン
シ
ル
及

び
毒
薬
」、『
岩
野
泡
鳴
全
集
』
第
十
巻
参
照
）。
泡
鳴
は
「
青
い
色
は
美
術
的
で
あ
る
、
又
は
芸
術
的
な
色
と
し
て

考
へ
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、「
青
」
が
芸
術
家
＝
犯
罪
者
の
色
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
赤
」
は
犯
罪
者
を
捕
え

五
月
の
二
十
四
日
か
ら
北
京
に
行
っ
た
。

今
回
は
、
北
京
の
郊
外
で
、
小
川
紳
介
の
レ
ト
ロ
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
が
行
わ
れ
る
の
で
、
作
品
の
解
説
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
を
行
う
た
め
で
あ
る
。
主
催
は
、
中
国
で
イ
ン
デ
ィ
ペ
ン
デ
ン
ト
映
画
の
上
映
や
製
作
支
援
な
ど
を
行
っ
て
い
る
栗

憲
庭
電
影
基
金
と
、
山
形
国
際
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
祭
東
京
事
務
局
。
東
京
事
務
局
の
藤
岡
朝
子
さ
ん
に
よ
る
と
、

中
国
で
は
、
最
近
、
小
川
紳
介
の
『
映
画
を
穫
る
』（
山
根
貞
男
編
・
筑
摩
書
房
）
の
翻
訳
が
再
出
版
さ
れ
て
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
に
な
っ
た
が
、
肝
腎
の
作
品
は
、
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
て
い
な
い
、
そ
の
結
果
、
小
川
の
言
葉
だ
け
か
ら
、
彼
を

評
価
す
る
よ
う
な
風
潮
が
あ
る
の
で
、
こ
の
際
ぜ
ひ
、
実
際
の
作
品
を
見
せ
た
い
と
い
う
の
だ
。

そ
れ
に
は
、
こ
ち
ら
も
、
一
も
二
も
な
く
賛
成
で
あ
る
。
映
画
を
見
な
い
で
、
解
説
や
ら
作
家
の
言
葉
だ
け
が
独
り

歩
き
す
る
な
ん
て
、
本
末
転
倒
も
甚
だ
し
い
。
だ
が
、
む
ろ
ん
、
こ
れ
に
は
、
商
業
ル
ー
ト
に
の
ら
な
い
外
国
の
映
画

を
見
る
の
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ハ
ー
ド
ル
が
あ
る
と
い
う
一
般
的
な
事
情
に
加
え
て
、
中
国
国
内
で
の
イ
ン
デ
ィ
ペ
ン

デ
ン
ト
系
映
画
の
上
映
が
難
し
い
と
い
う
現
実
も
あ
る
…
…
実
際
、
こ
の
映
画
祭
の
中
心
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
朱
日
坤
さ

ん
は
、
北
京
で
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
の
上
映
を
行
う
た
び
に
、
公
安
（
警
察
）
と
の
い
た
ち
ご
っ
こ
を
繰
り
返
し

て
い
る
と
い
う
…
…
。
だ
か
ら
、
小
川
の
映
画
が
こ
れ
ま
で
、
一
般
向
け
に
上
映
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
も
、
当
然

と
い
え
ば
当
然
な
の
だ
。

行
き
の
飛
行
機
は
、
出
発
が
二
時
間
あ
ま
り
も
遅
れ
た
が
、
搭
乗
手
続
き
を
す
る
と
こ
ろ
で
、
丸
川
哲
史
さ
ん
が
や

っ
て
い
る
「
竹
内
好
研
究
会
」
で
お
会
い
し
た
佐
藤
賢
さ
ん
に
声
を
か
け
ら
れ
た
の
が
幸
い
し
た
。
彼
も
、
目
的
地
は

同
じ
だ
っ
た
か
ら
だ
。
佐
藤
さ
ん
は
、「
現
代
思
想
」
の
十
月
臨
時
増
刊
号
「
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
」
に
、「
中
国
ド
キ

ュ
メ
ン
タ
リ
ー
〝
運
動
〞」
と
い
う
論
文
を
寄
稿
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
わ
た
し
の
知
る
限
り
、
一
九
八
〇
年
代
末
に

胎
動
し
た
中
国
の
イ
ン
デ
ィ
ペ
ン
デ
ン
ト
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
の
展
開
過
程
を
検
証
・
概
説
し
た
、
お
そ
ら
く

日
本
で
は
初
め
て
の
論
文
だ
と
思
う
が
、
運
動
と
い
う
言
葉
を
括
弧
で
括
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
見
逃
せ
な
い
ポ
イ
ン

ト
が
あ
る
。
詳
し
く
は
、
当
該
論
文
に
当
た
っ
て
も
ら
い
た
い
が
、
わ
た
し
な
ど
が
、
集
団
は
も
と
よ
り
個
人
の
営
為

に
お
い
て
も
「
正
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
使
う
「
運
動
」
と
い
う
言
葉
に
、
中
国
の
若
い
作
家
た
ち
は
、
拒
否
反
応
に
近
い

感
覚
で
対
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
彼
我
の
差
を
考
え
る
う
え
で
大
い
に
参
考
に
な
っ
た
。

と
も
あ
れ
、
日
本
時
間
で
い
え
ば
、
夜
中
の
十
二
時
半
を
回
っ
た
頃
に
よ
う
や
く
着
い
た
北
京
空
港
に
は
、
改
め
て

驚
い
た
。
九
〇
年
代
に
何
度
か
訪
れ
た
北
京
空
港
は
、
古
び
た
建
物
で
、
昼
間
で
も
節
電
の
た
め
必
要
な
と
こ
ろ
に
し

か
灯
り
が
つ
い
て
い
な
い
の
で
、
薄
暗
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
鉄
骨
と
ガ
ラ
ス
で
組
み
立
て
ら
れ
た
ド
ー
ム
の
よ
う
な
巨

大
空
間
に
、
皓
々
と
灯
り
が
つ
き
、
昔
の
Ｓ
Ｆ
に
お
け
る
近
未
来
都
市
の
よ
う
に
輝
い
て
い
た
の
だ
。

だ
が
、
北
京
市
内
か
ら
外
れ
る
と
、
車
の
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
が
照
ら
し
出
す
道
路
の
外
側
は
闇
に
包
ま
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、
映
画
祭
が
行
わ
れ
る
通
州
に
近
づ
く
と
、「
昨
日
は
通
れ
た
筈
な
の
に
」
と
い
う
運
転
手
の
ぼ
や
き
と
と
も
に
、

車
は
、
工
事
で
遮
断
さ
れ
た
道
に
ぶ
つ
か
っ
た
り
も
す
る
。
そ
れ
は
、
宋
庄
と
い
う
映
画
祭
が
行
わ
れ
る
村
で
も
同
じ

だ
っ
た
。
こ
こ
は
、
も
と
も
と
は
農
村
だ
っ
た
の
だ
が
、
画
家
な
ど
が
ア
ト
リ
エ
を
作
っ
た
り
す
る
う
ち
に
、
次
々
と

画
廊
だ
の
画
材
店
が
で
き
、
芸
術
村
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
し
い
。
中
国
で
は
、
い
ま
、
や
た
ら
に
絵
画
が
売

れ
、
一
種
の
バ
ブ
ル
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
話
は
聞
い
て
い
た
が
、
そ
の
一
例
が
こ
の
村
な
の
だ
ろ
う
。
た
だ

06

戯
言
人
生

上

野

昻
志
の

⑦

北

京

に

行

く

副

校

長

業

務

連

絡

U
e

n
o

 
K

o
u

s
h

i

大

杉

重

男

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
・
ク
リ
ティ
ッ
ク14

「
青
」

の

幻

滅

×



る
芸
術
批
判
者
＝
探
偵
の
色
と
も
言
え
、
そ
し
て
二
十
世
紀
の
表
象
と
し
て
は
芸
術
至
上
主
義
的
な
「
青
」
よ
り
は

社
会
主
義
的
な
「
赤
」
が
ふ
さ
わ
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
私
は
た
と
え
ば
『
青
の
時
代
』
の
著
者
が
こ
の

ワ
イ
ル
ド
の
エ
ッ
セ
ー
を
愛
読
し
、
中
上
健
次
が
「
小
説
家
と
し
て
の
私
は
、
谷
崎
潤
一
郎
と
い
う
物
語
の
作
家
が

出
す
毒
を
、
徳
田
秋
声
と
い
う
青
く
燃
え
る
冷
た
い
火
花
で
解
か
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
書
い
て
い
る
こ
と

（『
破
壊
せ
よ
、
と
ア
イ
ラ
ー
は
言
っ
た
』）
に
無
感
覚
で
は
い
ら
れ
な
い
。

も
ち
ろ
ん
蓮
實
氏
に
言
わ
せ
れ
ば
、
批
評
と
は
「
眠
っ
て
い
る
す
べ
て
の
記
号
を
目
覚
め
さ
せ
る
」
こ
と
を
「
断

念
」
す
る
こ
と
で
あ
る
の
だ
か
ら
（
第
十
次
「
早
稲
田
文
学
」
復
刊
１
号
）、「
青
」
と
い
う
ノ
イ
ズ
に
目
を
つ
ぶ
り

「
赤
」
の
主
題
系
だ
け
を
ひ
た
す
ら
追
う
こ
と
が
批
評
的
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
氏
は
本
当
に
何
か
を

「
断
念
」
し
て
い
る
の
か
。
他
人
に
は
「
断
念
」
を
強
い
つ
つ
自
分
は
た
だ
見
た
い
も
の
を
見
て
い
る
だ
け
で
は
な

い
の
か
。
少
な
く
と
も
私
に
は
、
そ
こ
に
立
ち
上
が
る
「
赤
」
の
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
が
、
ど
こ
か
で
ユ
ー
ト
ピ
ア

的
抽
象
性
を
ま
と
い
、
そ
の
こ
と
に
お
い
て
奇
妙
に
現
在
の
「
文
芸
復
興
」（
？
）
的
雰
囲
気
と
癒
着
し
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
の
が
気
に
な
る
。
東
大
総
長
と
し
て
大
学
改
革
と
い
う
政
治
に
翻
弄
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
氏
は
、
自
身

を
「
幽
霊
」
で
あ
る
と
形
容
し
な
が
ら
も
、
小
林
秀
雄
が
マ
ル
ク
ス
主
義
と
い
う
政
治
に
翻
弄
さ
れ
た
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
文
学
者
に
期
待
し
た
「
一
ぺ
ん
死
ん
だ
事
の
あ
る
「
私
」」（「
私
小
説
論
」）
ほ
ど
も
死
ん
で
は
い
な
い
。
か
つ
て

の
昭
和
十
年
代
の
「
文
芸
復
興
」
が
「
純
文
学
に
し
て
大
衆
文
学
」
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
現
在
の
「
文
芸
復
興
」
は

「
純
文
学
に
し
て
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
」

で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
中
で
「
断

念
」
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の

か
、
私
た
ち
は
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」

の
中
の
「
真
実
」
を
慎
重
に
見
極
め

な
く
て
は
な
ら
な
い
。

し
、
市
内
の
そ
れ
と
は
違
っ
て
、
そ
れ
ら
し
き
画
廊
や
画
廊
を
兼
ね
た
レ
ス
ト
ラ
ン
や
画
材
店
が
並
ぶ
の
は
、
宋
庄
大

門
と
い
う
門
の
あ
る
通
り
だ
け
で
、
そ
こ
を
抜
け
る
と
、
車
も
あ
ま
り
通
ら
ぬ
だ
だ
っ
ぴ
ろ
い
道
路
の
周
辺
に
は
、
畑

が
拡
が
っ
て
い
る
だ
け
だ
。

映
画
の
上
映
は
、
そ
の
な
か
に
あ
る
美
術
館
の
ホ
ー
ル
と
、
そ
こ
か
ら
数
分
歩
い
た
と
こ
ろ
に
、
栗
憲
庭
電
影
基
金

が
い
ま
建
設
中
の
現
象
工
作
室
の
上
映
ス
ペ
ー
ス
で
行
わ
れ
た
の
だ
が
…
…
。
ま
ず
、
既
存
の
ホ
ー
ル
を
借
り
て
上
映

す
る
と
、
公
安
が
来
て
何
か
と
う
る
さ
い
の
で
、
自
分
た
ち
で
上
映
す
る
空
間
を
作
っ
て
し
ま
お
う
と
い
う
と
こ
ろ
が
、

大
し
た
も
の
だ
。
そ
し
て
、
建
設
中
と
い
え
ば
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
、
上
映
ス
ペ
ー
ス
は
す
で
に
完
成
し
て
は
い
る

も
の
の
、
ま
だ
建
材
や
塗
装
の
匂
い
が
残
っ
て
い
る
し
、
他
の
部
分
を
工
事
し
て
い
る
民
工
た
ち
が
、
わ
れ
わ
れ
を
見

て
、
こ
い
つ
ら
何
を
や
っ
て
る
ん
だ
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
好
奇
の
視
線
を
投
げ
か
け
て
く
る
。

民
工
と
い
え
ば
、
美
術
館
脇
の
池
の
畔
に
テ
ン
ト
を
張
っ
て
、
そ
こ
で
寝
泊
ま
り
し
な
が
ら
、
あ
ち
こ
ち
の
工
事
を

し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
中
学
生
ぐ
ら
い
の
年
頃
の
少
年
や
少
女
の
姿
も
見
え
る
。
小
川
紳
介
が
い
れ
ば
、
オ
レ
の
映
画

を
や
る
の
に
、
こ
れ
ほ
ど
似
合
い
の
場
所
は
な
い
、
と
喜
ぶ
か
も
知
れ
な
い
が
、
実
際
は
ど
う
か
。
わ
た
し
に
は
む
し

ろ
、
わ
れ
わ
れ
と
彼
ら
と
の
隔
絶
の
ほ
う
が
強
く
目
を
打
つ
の
だ
。

あ
の
北
京
空
港
で
も
そ
う
だ
っ
た
は
ず
だ
が
、
建
設
中
の
ビ
ル
の
ま
わ
り
に
は
、
地
方
か
ら
出
て
き
て
工
事
に
携
わ

る
民
工
の
テ
ン
ト
が
立
ち
並
ぶ
が
、
工
事
が
終
わ
っ
た
瞬
間
に
、
そ
れ
は
な
く
な
り
、
あ
と
に
は
超
高
層
の
ビ
ル
が
何

事
も
な
か
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
偉
容
を
誇
っ
て
い

る
。
作
る
も
の
と
出
来
上
が
っ
た
モ
ノ
と
の
こ
の

隔
絶
は
、
果
た
し
て
埋
ま
る
の
か
、
ま
た
、
埋
め

よ
う
と
す
る
の
が
正
し
い
の
か
。
と
い
う
よ
り
は
、

こ
の
隔
絶
そ
の
も
の
を
梃
子
に
す
る
方
途
は
な
い

も
の
か
と
、
わ
た
し
の
思
考
は
空
転
す
る
。
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Ａ
が
パ
ン
を
ち
ぎ
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
落
と
し
て
目
印
に
し
よ

う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
学
級
文
庫
で
読
ん
だ
物
語
に
さ
っ
そ
く

影
響
さ
れ
て
の
こ
と
だ
。
パ
ン
は
学
校
か
ら
持
ち
帰
っ
た
も
の
だ

ろ
う
。
残
し
て
は
な
ら
ぬ
と
き
び
し
く
注
意
さ
れ
や
む
を
得
ず
隠

し
た
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。
家
に
持
ち
帰
れ
ば

そ
れ
な
り
に
ま
た

や
っ
か
い
な
こ
と
が
生
じ
る

で
あ
ろ
う
か
ら
こ
う
し
て
帰
宅
途
中
に
処
理
で
き
る
の
は
都
合
よ

か
っ
た
。
も
っ
と
も
は
な
か
ら
通
学
路
で
と
い
う
つ
も
り
は
な
く

と
い
う
の
は
昨
今
誰
の
目
が
ど
こ
に
あ
る
か
わ
か
っ
た
も
の
で
は

な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
べ
て
は
秘
密
裡
に
遂
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
だ
。
そ
こ
で
Ａ
は
学
区
の
外
へ
出
る
決
意
を
し
た
と
い

う
わ
け
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
都
合
よ
く
路
地
へ
入
っ
た
と
こ
ろ
で

見
知
ら
ぬ
男
か
ら
バ
ン
に
乗
る
よ
う
に
誘
わ
れ
た
。
車
窓
を
眺
め

る
ふ
り
を
し
て
こ
ま
か
く
パ
ン
を
ち
ぎ
っ
て
落
と
し
て
い
く
。
日

が
傾
き
か
け
た
と
こ
ろ
で
男
の
身
辺
に
明
ら
か
に
変
化
が
見
ら
れ

何
度
も
電
話
を
か
け
た
り
後
ろ
を
振
り
返
っ
た
り
落
ち
着
き
が
な

く
な
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
パ
ン
を
す
べ
て
使
い
切
っ
た
と
き
こ
こ
で

降
り
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。
も
と
も
と
い
つ
ま
で
も
助
手
席
に
い

る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
か
ら
素
直
に
応
じ
西
日
を
背
に
走
り
去
る

バ
ン
に
手
を
振
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
自
分
の
目
印
を
た
よ

り
に
家
路
に
着
こ
う
と
振
り
返
っ
た
の
で
あ
る
。

Ｂ
は
当
日
変
装
し
て
出
か
け
る
つ
も
り
だ
。
自
分
だ
と
は
絶
対

わ
か
ら
な
い
よ
う
な
格
好
を
す
る
。
そ
う
決
心
し
た
の
は
両
親
に

猛
反
対
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
危
険
な
場
所
に
保
護

者
な
く
赴
く
こ
と
は
固
く
禁
ず
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
も
う
約

束
し
て
い
る
し
友
人
の
両
親
は
承
諾
し
て
い
る
の
だ
と
虚
実
な
い

ま
ぜ
で
必
死
に
く
ら
い
つ
い
て
も
首
を
横
に
振
る
ば
か
り
。
Ｂ
は

た
の
し
み
に
し
て
い
た
お
買
い
物
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
が
何
よ

り
悲
し
く
縄
跳
び
の
練
習
に
も
身
が
入
ら
ず
早
々
に
切
り
上
げ
た

の
で
あ
っ
た
。
だ
が
お
風
呂
の
な
か
で
父
親
の
髪
を
あ
わ
だ
て
て

い
ろ
ん
な
か
た
ち
に
し
て
あ
そ
ん
で
い
た
と
き
に
ふ
と
素
晴
ら
し

い
こ
の
案
を
思
い
つ
い
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
さ
て
当
日
は
い

か
に
。

Ｃ
が
こ
の
世
に
残
し
た
言
葉
は
す
べ
て
学
校
の
教
師
や
塾
の
講

師
か
ら
書
く
よ
う
に
求
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
作
文
で
あ
り
テ

ス
ト
用
紙
で
あ
り
習
字
で
あ
る
。
習
字
の
半
紙
に
は
画
用
紙
で
補

強
さ
れ
壁
に
貼
り
出
さ
れ
た
跡
が
あ
る
。
お
手
本
を
な
ぞ
っ
た
よ

う
な
文
字
だ
。
テ
ス
ト
は
空
欄
が
多
く
点
数
も
褒
め
ら
れ
た
も
の

で
は
な
い
。
作
文
に
は
遠
足
の
こ
と
や
夏
休
み
の
思
い
出
友
達
の

こ
と
な
ど
が
簡
潔
に
述
べ
ら
れ
そ
れ
は
い
い
の
だ
が
自
分
が
ど
う

思
っ
た
か
と
い
う
肝
心
な
と
こ
ろ
は
じ
つ
に
あ
っ
さ
り
流
し
て
い

る
の
だ
っ
た
。
携
帯
電
話
の
メ
ー
ル
に
も
若
干
の
言
葉
が
保
存
さ

れ
て
い
た
が
今
帰
る
傘
忘
れ
た
そ
ん
な
の
ば
か
り
。
多
少
は
親
の

血
を
ひ
い
て
く
れ
た
ら
と
期
待
を
し
直
接
Ｃ
に
伝
え
た
こ
と
も
あ

る
。
や
は
り
外
国
の
絵
本
な
ど
を
与
え
て
お
く
べ
き
だ
っ
た
か
。

そ
ん
な
こ
と
が
頭
を
よ
ぎ
っ
た
り
も
し
た
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は

ま
っ
た
く
の
あ
や
ま
り
で
あ
っ
て
習
字
の
半
紙
に
は
た
と
え
お
手

本
ど
お
り
で
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
の
と
き
の
Ｃ
の
手
の
動
き
が
刻

印
さ
れ
て
い
る
。
白
い
答
案
用
紙
に
向
き
合
っ
て
い
る
い
つ
も
よ

く
見
せ
た
困
っ
た
顔
が
目
に
浮
か
ぶ
。
作
文
か
ら
は
Ｃ
の
あ
の
声

が
は
っ
き
り
と
聞
こ
え
て
く
る
。

Ｄ
の
か
じ
っ
た
跡
だ
。
歯
が
は
え
て
き
た
の
だ
。
成
長
の
階
段

を
確
実
に
の
ぼ
っ
て
い
る
わ
け
で
大
変
よ
ろ
こ
ば
し
い
の
だ
が
こ

ん
な
と
こ
ろ
を
か
じ
ら
れ
て
は
正
直
困
る
。
す
ぐ
に
修
繕
す
る
必

要
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
こ
れ
も
Ｄ
の
成
長
と
関
係
が
あ
る
の
だ

け
れ
ど
も
近
く
引
っ

越
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
収
入
が

増
え
た
わ
け
で
も
な
い
し
な

か
な
か
の
負
担
な
の
だ
が
来
年
に
は
Ｄ
の
妹
の
誕
生
が
約
束
さ
れ

て
い
る
の
だ
か
ら
や
は
り
こ
こ
で
は
手
狭
な
の
だ
。
襖
を
開
け
る

と
ま
た
Ｄ
の
か
じ
っ
た
跡
が
あ
る
。
ま
だ
青
年
の
面
影
を
残
す
父

親
は
そ
っ
と
拾
い
あ
げ
た
。
Ｄ
は
彼
の
仕
事
の
一
部
を
食
べ
て
し

ま
っ
た
の
だ
。
破
い
た
だ
け
か
も
し
れ
ぬ
と
思
っ
て
周
囲
を
さ
が

し
て
み
た
け
れ
ど
も
ど
こ
に
も
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
書
き
直
す

必
要
が
あ
る
。
収
入
の
安
定
が
当
面
の
目
標
で
あ
る
。
落
ち
着
け

落
ち
着
け
と
彼
は
自
分
に
言
い
聞
か
せ
た
。
可
愛
い
Ｄ
と
ま
だ
見

ぬ
娘
の
た
め
に
お
れ
は
や
る
ぞ
と
椅
子
に
腰
掛
け
た
と
こ
ろ
で
ま

た
し
て
も
Ｄ
の
か
じ
っ
た
跡
を
発
見
し
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」完売まぢか！

名久井直子◉ N a k u i  N a o k o

76 年生まれ。ブックデザインなど、紙まわりの仕事を手がける。福永信・長嶋有らに交じり、デザイナーとしてただひとり「メルボルン」に参加。

し
る
しillustrated by  

名
久
井
直
子

﹇
連
載
﹈
三
か

所

福
永
信
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イ
ー
デ
ィ
と

エ
ロ
イ
ー
ズ
と

野
溝
七
生
子
の

棲
む
ホ
テ
ル

文
学

中 森 明 夫
NAKAMORI  AKIO

5

l
y
h
r
.

60 年生。アイドル評論家。高取英の戯曲集『寺山修司』、田中森一著『反転』
（幻冬社文庫）の解説を寄稿。1988 年刊行の『オシャレ泥棒』以来、20 年ぶ
りの小説作品「学校で愛するということ」を、現在「野性時代」にて連載中。

ルプラザじゃないっすか？　帝国ホテルが日比谷公園を見降ろす
ように、ホテルプラザはセントラルパークの隣にある。ビートル
ズも昭和天皇も宿泊した高級ホテルで、近年、買収騒動が話題と
なった。我がニッポンのバブル経済のきっかけとなった 1985 年
の ‶プラザ合意" で歴史にも名を残してるね。そのプラザの屋根
裏部屋に住んでる６歳の少女を主人公にしたのが、女優ケイ・ト
ンプソンの書いた『エロイーズ』という絵本で、これがカワイイ
♥（井上荒野の翻訳で出てる）。実際、ホテルプラザにゃ、エロ
イーズの肖像画が飾られてるんだってさ !?　ホラ、外国の人っ
て「宿泊する」んじゃなくて、ホテルに「住む」でしょ？　デー
ブ・スペクター夫妻なんかそうだし、淀川長治さんもホテル住ま
いだったよね。伝説の作家・野溝七生子も晩年は新橋第一ホテル
に住んでいた。その頃の交流を綴った矢川澄子の『野溝七生子と
いうひと』と題する素晴らしい本があるよね。近年では、ホラ、
尾崎翠とか久坂葉子とか伝説系の女子作家が復権してるけど、講
談社文芸文庫にゃ『山梔』『女獣心理』なんて傑作も入ってる野
溝七生子にもスポットが当たってほしいね～。先の伊藤野枝はダ
ダイストの夫・辻潤の家から飛び出して（二人の子供が辻まこと
だね）、大杉栄のもとへと走った。モデル小説として瀬戸内寂聴
の『美は乱調にあり』が有名だけど、続篇『階調は偽りなり』で
野溝七生子と辻潤の関係をめぐる記述に猛抗議がなされるという
一幕もあったっけ。ともあれ野溝七生子にしろ、伊藤野枝にしろ、
いや、イーディ・セジウィックやナンシー・スパンゲンらチェル
シー・ガールズ、さらにはホテルプラザの小娘エロイーズに至る
まで ‶ホテルに棲む女" って、なんて魅力的なんだろう！　そう
いやカポーティの『ティファニーで朝食を』の女主人公ホリー・
ゴライトリーの名刺には、その住所に traveling（旅行中）と書
かれていたという。人生は旅で、ホテルに棲むような一生を生き
ること。先の『ガープの世界』の傷ついた人々を癒す施設は
‶HOME" と名づけられていたが、その次作は『ホテル・ニュー
ハンプシャー』だった。ホームからホテルへ。常に回帰する場所
である家＝ HOME は、物語であり、帰るところのない永遠の仮
の住まいこそが、小説＝ホテルなんじゃないかなってさ。

映画『ファクトリー・ガール』は、まだ観ていない。アメリカ
ン・ポップアートの主護神アンディ・ウォーホルの工房（ファク
トリー）が生んだ伝説の ‶60 年代のミューズ" をモデルとした
映画だ。時代のステージでぴかぴか輝いてる女子を見ると、ボク
はすぐに「ああ、イーディみたいだな！」と思う。今なら川上未
映子だね。えっ、未映子さんがイーディだとすると、本誌・市川
真人はアンディ・ウォーホル、ワセブン編集室がファクトリーで、
芳川泰久船長はトルーマン・カポーティってワケ？　な～んて連
想は走ったりして。おっと早稲田文学の編集委員には青山南先生
の名前がある！　青山南さんこそ我が国にイーディを知らしめた
御方なのだよ。ジーン・スタイン、ジョージ・プリンプトン著

『イーディ』という大部の評伝があって、それを中俣真知子氏や
堤雅久氏らと共にかつて翻訳出版された（最近、再刊されてウレ
シ～♥）。青山さんには「甦るイーディ」と題する素晴らしい一
文の収録された『人生はクレイジー・サラダ』というまるで宝石
箱のような本があったっけ（文庫化してください、筑摩書房さ
ん！）。同じくフローレンス・ターナー著『チェルシー・ホテル』

（中川晴子・富永和子訳）もどっかで文庫化してくんないかなあ。
ウォーホルにゃ、このホテルの一室でイーディらを撮った『チェ
ルシー・ガールズ』なる実験映画があった。チェルシーはかのト
ーマス・ウルフやディラン・トーマス、ハーマン・メルヴィル等
も宿泊した歴史ある芸術家たちの城で、先頃、亡くなったアーサ
ー・Ｃ・クラークがスタンリー・キューブリックに依頼されて映
画『2001 年宇宙の旅』の原作を書いたのも、このホテルの一室
だったとか。すると、ちょっと山の上ホテルなんか連想するね。
けど、1970 年代末には、英国のパンクバンド、セックス・ピス
トルズの元ベーシスト、シド・ヴィシャスが恋人のナンシー・ス
パンゲンを同ホテルで刺殺 !?　アレックス・コックス監督で

『シド・アンド・ナンシー』という映画にもなったっけ。件の映
画でチェルシーでの二人の最後の日々を見ていると、なんだか虐
殺される寸前の大杉栄と伊藤野枝が寄宿していた本郷・菊富士ホ
テルを思い出す。そういやウォーホルが女性運動家ヴァレリー・
ソラナスに銃撃されたように（ジョン・アーヴィングの『ガープ
の世界』の結末にインスパイアーしてたね）、大杉栄は葉山日陰
茶屋で女性運動家・神近市子に刺されてましたっけ。本郷・菊富
士ホテルがチェルシー・ホテルなら、さしずめ帝国ホテルはホテ
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IKEDA YUICHI俺の人生に時給くれ連載❽ウィトゲンシュタインのカバと、人類の敵池田雄一
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』。

！
この部屋にカバがいないことを証明することは無理です。ケンブリッジ大

学の院生だったウィトゲンシュタインは、指導教官のラッセルにそう言って
困らせたらしい。「わたしは、〈現在この室の中にはカバは存在しない〉と
いう命題を考えてみるように、といった。かれがそんなことは信じないとい
うので、わたしは机の下を全部のぞいて見て、カバを見つけることはできな
いといったのに、かれは納得した顔を見せなかった」（1）。いや、でもそうで
しょう。カバがどんな存在なのか解らない宇宙人のような人に対して、ここ
に「カバ」がいないということを証明するためには、カバ自身を部屋のなか
に持ってくる必要があるし、また持ってきた時点でカバは存在することにな
るのでは。おなじことが「カバの写真」を使っても言えるはず。写真を指さ
し「これがカバですよ」と説明しても、あいての宇宙人は「ではここにカバ
がいることになりますよね」とじつに冷静にかえすだろう。

だとすれば、この命題を「いないものの不在を証明することは不可能であ
る」と言い換えることができるはずだ。この場にいないものがいないことを
証明するためには、その当の「いないもの」を持ってくる必要があるはずで、
だとすればそれを持ってきた時点で、その「いないもの」は存在してしまう
ことになる。よってその不在を証明することはできない。もちろん、じっさ
いにそんなことを問題にする人間はウィトゲンシュタインくらいだろう。そ
れがふだん問題にならないのは、カバについての知識が共有されているから
である。カバという存在が、知的な領域に「登記」されているからだ。これ
をカバのコード化と言っていいだろう。いないものが不在であることの証明
は、こうしたコード化の作業を前提としている。そうした作業は存在そのも
のの領域とはちがった位相をもっている。こうして人間はカバの写真とカバ
そのものとを区別することができることになる。それ故に「この部屋にカバ
がいないことを証明すること」が可能であるような風潮が可能になるのだ。
この命題のバリエーションについて考えてみよう。たとえば、この部屋に敵

がいないことを証明することは不可能である、というような命題を目の前に
すると、哲学的な頓智の問題にすぎないようなこの命題が、なにやら政治的
な焦くささを帯びてくるではないか。

このように、「敵」とは、きわめて存在論的なトピックだと考えることが
できる。ここに敵がいないことを証明するのは原理的に不可能だし、カバの
場合とちがって、可能であるような風潮をつくりだすこともまた原理的な困
難をかかえている。敵とはその定義上、コードから排除されているのだ。故
に人間はみずからの敵について想像しはじめると、その作業を終わらすこと
ができない。ジョック・ヤングは、他者の文化を尊重する、という定義にお
いてすでに、多文化主義は本質主義的な観点を内包していると述べている

（2）。だとすれば多文化主義は、その定義上、敵の本質化とその排除を引き
おこしやすいコンディションにある、と言えるはずだ。ヤングは包摂型社会
から排除型社会への移行を語っている。包摂型社会では、自分の身体を「人
類の敵」として世に差し出すという政治運動が可能だった。人類の敵として
ふるまっている姿を目にして「はっ、でも彼らにそうさせているのは、じつ
は社会、というか私たち自身なのだ」という反省を人類＝市民にうながすこ
とが可能であった。その点、デモ行進も自爆テロもかわるところはない。排
除型社会では、そうした行動は、端的に彼らが「人類の敵」であることの証
明として処理されてしまう。その結果として、自分が敵でないことを死ぬま
で証明し続けなければならない、過剰適応の無間地獄とでもいうべき状況が
想像できる。というかすでになっている。まったく批評もやりづらいったら
ありゃしない。その点、どうなんですか、総長！（3）　それとみなさん！

（1）藤本隆志『ウィトゲンシュタイン』講談社、よりラッセルの回想を孫引き

（2）J・ヤング『排除型社会』青木秀男、伊藤泰郎、岸政彦、村澤真保呂訳、洛北出版

（3）くわしくは http://waseda080401.web.fc2.com/ まで

　

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

④
林
芙
美
子
＝
イ
ヌ

文 画

学
生
の
頃
か
ら
、
成
瀬
巳
喜
男
監
督
の
映
画
『
放
浪
記
』（
昭
和
三
十
七
年
）
が
好
き
で
、
何
度
も
観

か
え
し
て
い
る
。
成
瀬
は
林
芙
美
子
の
絶
筆
と
な
っ
た
『
め
し
』
を
映
画
化
し
て
以
来
、『
稲
妻
』『
晩

菊
』
な
ど
の
林
作
品
を
撮
っ
て
い
る
が
、『
放
浪
記
』
は
そ
の
最
後
の
も
の
だ
。
母
親
に
「
む
ご
い
子
じ

ゃ
の
う
」
と
云
わ
れ
る
ほ
ど
ク
ー
ル
だ
が
、
じ
つ
は
人
一
倍
涙
も
ろ
い
女
性
を
高
峰
秀
子
が
演
じ
て
い
る
。

映
画
で
の
高
峰
は
、
い
つ
も
困
っ
て
い
る
よ
う
に
眉
が
下
が
っ
て
い
て
、
華
奢
な
感
じ
だ
。
高
峰
は
原

作
者
の
林
芙
美
子
の
感
じ
に
近
づ
け
る
よ
う
努
力
を
払
っ
た
と
い
う
こ
と
を
ナ
ニ
か
で
読
ん
だ
記
憶
が
あ

っ
た
の
で
、
林
本
人
も
こ
ん
な
風
貌
な
の
か
と
思
い
込
ん
で
い
た
が
、
後
に
写
真
を
見
て
驚
い
た
。
あ
ま

り
に
も
似
て
い
な
い
…
…
。

映
画
と
小
説
の
違
い
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
上
京
し
て
し
ば
ら
く
経
っ
た
頃
の
写
真
な

ど
は
、
ず
ん
ぐ
り
と
肥
っ
た
犬
の
よ
う
だ
。
カ
フ
ェ
ー
の
女
給
な
ど
の
職
を
転
々
と
し
な
が
ら
、
本
郷
肴

町
の
〈
南
天
堂
書
房
〉
二
階
の
レ
ス
ト
ラ
ン
に
入
り
び
た
り
、
萩
原
恭
次
郎
、
岡
本
潤
ら
ア
ナ
キ
ス
ト
詩

人
と
交
流
し
、
こ
の
年
だ
け
で
二
人
の
男
と
同
棲
と
い
う
「
恋
多
き
女
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
か
け
離
れ
て

い
る
。

舞
台
版
『
放
浪
記
』（
主
演
は
森
光
子
）
の
脚
本
を
手
が
け
た
菊
田
一
夫
は
、
不
細
工
な
女
と
か
、
男

た
ち
に
は
女
と
し
て
相
手
に
さ
れ
て
な
い
、
な
ど
と
ヒ
ド
イ
こ
と
を
云
っ
て
い
る
し
、『
改
造
』
編
集
者

の
木
村
徳
三
も
『
放
浪
記
』
の
広
告
の
「
い
か
に
も
女
流
作
家
ら
し
い
風
貌
の
写
真
」
し
か
知
ら
な
か
っ

た
が
、
実
際
に
会
う
と
、「
五
尺
に
も
み
た
な
い
よ
う
な
小
柄
の
ず
ん
ぐ
り
し
た
女
性
」「
短
足
の
め
だ
つ

洋
装
」
だ
っ
た
の
で
、
は
ぐ
ら
か
さ
れ
た
気
持
ち
に
な
っ
た
と
回
想
す
る
（『
文
芸
編
集
者 

そ
の
跫
音
』）。

つ
ま
り
、『
放
浪
記
』
の
け
な
げ
で
た
く
ま
し
い
女
性
像
は
、
彼
女
自
身
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
共
謀

し
て
つ
く
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
と
、
生
身
の
自
分
と
の
ズ
レ
を
埋
め
る
た
め
に
、
彼
女
は

さ
ま
ざ
ま
な
演
技
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
か
つ
て
世
話
に
な
っ
た
作
家
に
不
義
理

を
し
た
と
か
、
知
り
合
い
の
こ
と
を
悪
く
云
っ
た
な
ど
と
、
風
評
が
広
が
っ
て
い
く
。

没
後
の
座
談
会
で
、
芹
沢
光
治
良
は
林
に
鎌
倉
へ
連
れ
ら
れ
て
い
っ
た
思
い
出
を
語
っ
て
い
る
。
あ
る

作
家
の
家
に
集
ま
っ
た
が
、
芹
沢
が
面
白
く
な
さ
そ
う
な
顔
を
し
て
い
る
の
を
見
て
、
林
は
ド
ジ
ョ
ウ
す

く
い
を
踊
っ
た
と
い
う
。
芹
沢
は
「
と
に
か
く
小
説
に
つ
い
て
、
た
い
へ
ん
教
え
ら
れ
ま
し
た
」
と
見
下

し
た
よ
う
に
笑
う
が
、
と
に
か
く
こ
の
場
を
も
た
せ
ね
ば
と
焦
る
彼
女
の
心
中
を
思
う
と
、
悲
し
く
な
る
。
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「
林
芙
美
子
と
い
う
名
前
を
一
度
、
こ
の
世
の
中
か
ら
な
く
し
て
し
ま
い
た
い
」。
有
名
に
な
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
居
場
所
が
見
出
せ
な
か
っ
た
林
芙
美
子
が
求
め
た
の
は
、
恋
と
旅
だ
っ
た
。
昭
和
五
年
に

は
満
洲
、
上
海
を
旅
し
、
翌
年
に
は
シ
ベ
リ
ア
を
経
由
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
滞
在
す
る
。
彼
女
は
パ
リ
で
、

複
数
の
男
に
恋
を
す
る
が
、
い
ず
れ
も
成
就
し
て
い
な
い
。
日
中
戦
争
が
始
ま
っ
て
か
ら
は
、
戦
地
の
南

京
と
漢
口
、
日
本
が
占
領
し
た
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
な
ど
に
滞
在
し
た
。
デ
ビ
ュ
ー
作
『
放
浪
記
』
の
冒
頭
に

「
私
は
宿
命
的
に
放
浪
者
で
あ
る
。
私
は
古
里
を
持
た
な
い
」
と
記
し
た
林
芙
美
子
は
、
旅
先
で
手
持
ち

の
金
が
乏
し
く
て
も
一
向
に
動
ぜ
ず
、
言
葉
の
通
じ
な
い
人
た
ち
に
堂
々
と
し
た
態
度
で
接
し
て
い
る
。

若
き
日
の
盟
友
だ
っ
た
平
林
た
い
子
は
、
林
芙
美
子
は
「
い
つ
も
空
し
い
も
の
を
握
ら
さ
れ
て
地
団
駄

を
ふ
ん
だ
。
そ
し
て
結
局
飢
え
た
ま
ま
世
を
去
っ
た
」
と
書
く
。
林
芙
美
子
は
、
い
つ
も
の
ど
を
涸
ら
し

て
い
る
一
匹
の
犬
だ
っ
た
。
ず
ん
ぐ
り
と
丸
い
そ
の
犬
は
、
つ
ね
に
何
か
を
求
め
て
の
っ
そ
り
と
動
き
続

け
て
い
る
。

の問題の解決には、当然、労働運動によって条件を向上させることがある。
これは幾つかのフリーター労組が取り組んでいる。また、行政に働きかけ
て労働法制を改善させる方法がある。これは「反貧困ネットワーク」など
が取り組んでいる。そしてもう一つ、自分たち自身が起業して、賃労働以
外のオルタナィヴな「仕事を作る」という方向がある。しかも、利益だけ
を目的にした雇用・被雇用の関係ではなく、社会的貢献と収益の両立を目
指した「組合」による起業だ。それで「食っていく」のは無理だとしても、
収益を多少でもあげることで、「賃労働」を相対化することはできるかも
しれない。その一つの試みとして、ぼくたちは様々な不安定就労と「生き
づらさ」の問題を当事者として発信する雑誌『フリーターズフリー』を作
り上げた。

いま、ぼくたちは『フリーターズフリー』2 号の刊行に向けて、原稿集
めの山場にさしかかっている。そして、『フリーターズフリー』創刊イベ
ントなどでの対談を集めた『フリーター論争 2.0』を人文書院から 5 月 1
日に刊行した。ここには、組合員 4人の他、雨宮処凛、赤木智弘、城繁幸、
貴戸理恵、フリーターユニオンの小野俊彦、野宿者支援のちろるさん、元
野宿者のそら豆さんが参加し、フリーター問題、貧困問題、野宿者問題、
障害者問題、女性問題などなど様々な論点について、激しくかつ繊細な議
論を展開している。この 5つの対話を参照することで、「フリーター運動と、
生存と労働をめぐる議論のネクストステージ」読者と一緒に模索していき
たいと思っている。

みなさん、『フリーターズフリー』と『フリーター論争 2.0』を買って
読んで、ビンボー企業「フリーターズフリー」を応援してください !

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。プアプア批評8

生 田 武 志

雑誌を出すときの「お金の話」をしよう。
大澤信亮・栗田隆子・杉田俊介・生田武志で有限責任事業組合（LLP）

「フリーターズフリー」を起業した。出資者・組合員としてそれぞれがウ
ン十万円を出資し、企画、執筆、原稿依頼、テープ起こし、編集、校正、
会計、販売をすべて基本的に組合員で行なって雑誌『フリーターズフリ
ー』を刊行する。膨大な時間とエネルギーをつぎ込むが、ぼくたちの原稿
料は 0 円（もちろん、依頼原稿には原稿料を払う）。
『フリーターズフリー』創刊号は、去年 6 月に 3000 部を発売した（定
価・税込み 1575 円）。実は、従来型の出版社→取次→書店というルート
に流すと、それぞれで「中抜き」され、われわれには 3 ～ 4 割しか残ら
ない。それに対して、自分たちでウェブ販売や手売りすると、（郵送料な
どの経費を別にすれば）1575 円がまるまるわれわれに入る。そこで、赤
字を出さないため、少なくとも次の雑誌を出すための資金を作るため、自
分たち自身でがんばってかなりの数を直売してきた（ぼく一人で 250 冊
以上売りました）。

発売以来 1年経ち、幾つかの新聞や雑誌、そして高橋源一郎、星野智幸、
中森明夫などから好意的に紹介され、販売した数は現在 2200 冊程度。会
計担当としていろいろ計算した結果、最近、トントンを脱して黒字に転じ
たことがわかった。これは、「出資金は戻ってくるが、次号の資金にはま
だ足りない」状態だ。2 号を作るには、それぞれまたウン十万円の出資を
する必要があるようだ。起業とは言いながら、自分たちがこれで「食って
いく」なんてのはとても無理。しかし、なぜこのような手間をかけて起業
しようとしたのか。

若者の貧困問題の大きな要因には、「不安定就労」「低賃金」がある。そ



そ
こ
は
ス
ー
パ
ー
の
一
角
に
あ
る
文
房
具
コ
ー
ナ
ー
で
こ
の
手

の
場
所
に
し
て
は
め
ず
ら
し
く
三
十
六
色
も
そ
ろ
え
た
大
型
で
高

価
な
水
彩
色
鉛
筆
セ
ッ
ト
を
販
売
し
て
い
た
。
そ
れ
は
今
年
着
任

し
た
絵
心
の
あ
る
店
長
と
計
算
高
い
優
秀
な
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
に

よ
っ
て
入
荷
が
踏
み
切
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
い
ま
坊
や
が
そ
の

小
さ
な
ひ
ざ
の
上
に
の
せ
て
中
身
を
検
分
し
て
い
る
。
ち
ょ
っ
と

で
も
バ
ラ
ン
ス
を
く
ず
せ
ば
せ
っ
か
く
背
丈
が
そ
ろ
っ
て
と
が
ら

せ
て
あ
る
の
が
こ
と
ご
と
く
折
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も

そ
れ
を
警
戒
し
て
大
人
の
背
の
高
さ
に
こ
の
商
品
は
並
べ
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
っ
て
ど
う
し
て
こ
ん
な
坊
や
が
手
に
す
る
こ
と
が
で

き
た
の
か
も
し
そ
こ
に
店
長
な
ら
び
に
パ
ー
ト
を
含
む
店
員
の
だ

れ
か
が
い
た
の
で
あ
れ
ば
か
な
ら
ず
不
思
議
に
思
う
は
ず
で
あ

る
。
ま
た
店
の
者
に
か
ぎ
ら
ず
良
心
的
な
大
人
が
通
り
か
か
り
さ

え
す
れ
ば
注
意
す
る
は
ず
だ
が
昼
時
の
殺
気
だ
っ
た
時
間
帯
だ
か

ら
だ
ろ
う
か
ま
っ
た
く
の
死
角
と
化
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。
そ
の

お
か
げ
も
あ
り
坊
や
は
そ
の
一
本
一
本
を
思
う
存
分
指
で
ほ
じ

く
っ
て
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
う
ち
の
一
本
を
つ
か
み

そ
こ
ね
て
し
ま
い
乾
い
た
音
が
し
て
床
を
少
し
こ
ろ
が
っ
た
。
か

わ
い
そ
う
な
こ
と
に
そ
の
黄
色
の
色
鉛
筆
は
完
全
に
芯
が
折
れ
た

状
態
で
元
に
戻
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
た
だ
し
こ
れ
な
ら
あ
と
で
鉛

筆
削
り
で
か
り
か
り
や
れ
ば
あ
る
い
は
近
ご
ろ
の
子
供
は
や
ら
な

い
か
も
し
れ
な
い
が
小
刀
で
し
ゃ
り
し
ゃ
り
と
け
ず
れ
ば
ま
た
鮮

や
か
な
色
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。
周
囲
は
そ
の
よ
う
に
な

ぐ
さ
め
た
の
だ
が
本
人
と
し
て
は
背
が
低
く
な
っ
た
こ
と
に
対
し

て
ず
い
ぶ
ん
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
あ
の

ぴ
っ
た
り
と
フ
ィ
ッ
ト
す
る
場
所
に
戻
れ
た
の
だ
か
ら
よ
か
っ
た

方
で
あ
る
と
い
え
る
。
と
い
う
の
は
水
色
の
色
鉛
筆
だ
け
が
不
意

に
も
う
一
度
取
り
出
さ
れ
坊
や
の
あ
た
た
か
い
と
い
う
よ
り
は
む

し
ろ
熱
い
右
手
に
に
ぎ
ら
れ
た
ま
ま
し
ば
ら
く
帰
っ
て
こ
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
お
い
あ
い
つ
は
い
っ
た
い
ど
う
し
た
い
と
騒
然

と
な
っ
た
こ
ろ
フ
タ
が
あ
わ
た
だ
し
く
閉
め
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。

坊
や
が
立
ち
上
が
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
た
。
す
ぐ
に
揺
れ
は
お
さ

ま
っ
た
け
れ
ど
も
そ
れ
き
り
水
色
の
色
鉛
筆
が
い
た
場
所
は
空
席

と
な
っ
た
。
ど
の
色
に
せ
よ
色
鉛
筆
が
こ
れ
ほ
ど
広
範
囲
に
わ

た
っ
て
店
内
を
移
動
し
た
の
は
例
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ど
こ
を

向
い
て
も
は
じ
め
て
見
る
も
の
ば
か
り
。
色
と
り
ど
り
の
野
菜
や

魚
の
光
沢
。
様
々
な
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
パ
ス
タ
や
お
菓
子
。
水
色
の

色
鉛
筆
は
自
分
た
ち
が
井
の
中
の
蛙
で
あ
っ
た
こ
と
を
痛
感
し
た

の
だ
っ
た
。
坊
や
は
と
い
え
ば
こ
の
間
し
ば
ら
く
迷
子
だ
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
お
母
さ
ん
の
姿
を
見
つ
け
た
の
は
冷
凍
食
品
の
コ
ー

ナ
ー
だ
っ
た
。
ず
っ
と
握
ら
れ
て
い
た
水
色
の
色
鉛
筆
は
こ
こ
で

置
い
て
け
ぼ
り
と
な
っ
た
。
は
じ
め
て
く
し
ゃ
み
を
し
た
。

Ｃ
は
そ
の
日
は
じ
め
て
一
冊
の
塗
り
絵
帳
を
買
っ
て
も
ら
っ

た
。
本
当
は
キ
ラ
キ
ラ
と
光
る
シ
ー
ル
が
ほ
し
か
っ
た
の
だ
が
な

か
っ
た
と
い
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
本
当
は
あ
っ
た
の
だ
が
お
父
さ

ん
の
目
に
は
映
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
背
が
高
い
と
い
う
の
は
こ
の

よ
う
に
と
き
に
不
幸
を
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
そ
れ
は
何

も
背
の
高
さ
に
ば
か
り
由
来
す
る
こ
と
で
も
な
い
か
も
し
れ
な

い
。
な
ぜ
な
ら
お
父
さ
ん
は
目
の
前
に
あ
っ
た
つ
ま
り
子
供
に
は

手
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
色
鉛
筆
の
セ
ッ
ト
に
す
ら
気
づ

か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
い
く
ら
外
資
系
の
ス
ー
パ
ー
と
は
い

え
い
さ
さ
か
高
価
な
そ
の
三
十
六
色
の
色
鉛
筆
は
し
ば
ら
く
ぶ
り

に
会
う
息
子
に
対
す
る
お
み
や
げ
に
相
応
し
い
と
思
わ
れ
た
が
目

に
入
ら
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
し
か
た
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
お

み
や
げ
そ
の
も
の
を
忘
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
本
当
は
途
中

ま
で
忘
れ
て
い
た
の
だ
が
引
き
返
し
た
の
で
あ
る
。
デ
パ
ー
ト
で

買
う
つ
も
り
が
ス
ー
パ
ー
に
な
っ
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
こ

れ
な
ら
た
の
し
み
な
が
ら
色
彩
感
覚
を
養
う
こ
と
が
で
き
る
に
ち

が
い
な
い
と
塗
り
絵
帳
を
手
に
と
っ
て
お
父
さ
ん
は
こ
れ
を
購
入

し
た
の
だ
っ
た
。
Ｃ
は
朝
枕
元
に
置
い
て
あ
る
塗
り
絵
帳
を
見
て

が
っ
か
り
し
た
表
情
を
隠
さ
な
か
っ
た
。
だ
が
礼
儀
上
あ
り
が
と

う
と
頭
を
下
げ
た
。
そ
ん
な
Ｃ
が
結
局
色
鉛
筆
を
握
る
こ
と
に

な
っ
た
そ
の
心
境
の
変
化
は
本
人
に
し
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
で
あ

る
。
け
れ
ど
も
ど
の
ペ
ー
ジ
も
好
き
な
色
に
塗
っ
て
い
い
の
を

放
っ
て
お
く
な
ど
と
い
う
こ
と
が
い
つ
ま
で
も
で
き
る
こ
と
と
は

思
わ
れ
な
い
。
キ
ラ
キ
ラ
と
光
る
シ
ー
ル
に
比
べ
る
と
た
し
か
に

じ
み
で
あ
る
。
け
れ
ど
こ
の
黒
く
太
い
輪
郭
線
の
内
側
そ
し
て
外

側
も
存
分
に
塗
っ
て
い
い
と
考
え
る
と
ぞ
く
っ
と
小
さ
な
背
中
が

ふ
る
え
る
の
だ
っ
た
。
目
を
細
め
て
い
る
の
は

白
い
紙
が
い
つ
も
よ
り
ま
ぶ
し
い
か
ら
か
も
し

れ
な
か
っ
た
。
描
か
れ
て
い
る
者
た
ち
も
い
つ
も
よ

り
た
の
し
そ
う
に
得
意
の
ポ
ー
ズ
を
決
め
て
い
る
よ
う

に
見
え
た
。
彼
ら
の
活
躍
を
毎
週
応
援
し
て
い
る
Ｃ

は
ど
の
色
も
正
確
に
塗
る
自
信
が
あ
っ
た
。
ベ

ル
ト
も
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
塗
り
絵
帳

は
ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
て
も
物
語
が
展
開

す
る
わ
け
で
は

な
い
の
だ
が
こ

れ
も
毎
週
テ
レ

ビ
で
見
て
い
る
お
か
げ
で
問

題
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。
丹
念
に

ペ
ー
ジ
を
く
っ
て
い
た
Ｃ
だ
が
一
か
所
す
で
に
塗
ら
れ
て
い
る
場

所
が
あ
る
の
を
発
見
し
た
。
そ
れ
は
本
来
は
黄
色
で
あ
る
べ
き
と

こ
ろ
な
の
に
水
色
で
塗
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

完
成
さ
れ
た
塗
り
絵
帳
の
そ
の
後
の
運
命
は
い
か
に
。
あ
れ
ほ

ど
熱
心
に
見
開
き
に
向
か
っ
て
い
た
の
に
す
べ
て
の
ペ
ー
ジ
が
埋

ま
る
と
と
た
ん
に
見
向
き
も
さ
れ
な
く
な
る
。
こ
ん
な
に
き
れ
い

に
な
っ
た
の
だ
か
ら
む
し
ろ
こ
れ
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
う
の
だ

が
坊
や
が
こ
ち
ら
を
振
り
向
く
こ
と
は
も
は
や
な
い
。
学
習
机
の

一
番
い
い
と
こ
を
陣
取
っ
て
い
た
塗
り
絵
帳
は
な
ん
で
も
ご
ち
ゃ

ご
ち
ゃ
に
入
れ
る
一
番
下
の
引
き
出
し
の
な
か
に
押
し
込
ま
れ

た
。
そ
こ
で
塗
り
絵
帳
は
い
つ
処
分
し
て
も
か
ま
わ
な
い
と
思
わ

れ
る
ガ
ラ
ク
タ
た
ち
と
と
も
に
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
眠
り
に
つ
く

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
本
当
は
眠
れ
な
か
っ
た
の
だ
が
）。

ふ
た
た
び
白
日
の
下
に
さ
ら
さ
れ
た
と
き
若
干
し
め
っ
て
変
色
も

し
て
い
て
顔
色
が
明
ら
か
に
悪
か
っ
た
。
も
う
だ
め
だ
捨
て
ら
れ

る
の
だ
と
思
っ
た
の
だ
っ
た
が
意
外
や
意
外
そ
う
い
う
こ
と

で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ま
た
い
い
と
こ
に
陣

取
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
ひ
と
つ
不
審
に

思
っ
た
の
は
坊
や
の
姿
が
そ
こ
に
は
な
い
こ
と
で

あ
っ
た
。
ご
両
親
が
時
折
訪
れ
塗
り
絵
帳
の
熱
心
な

読
者
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
歓
迎
な
の
だ
が
年
の
せ
い
か
涙
も

ろ
い
の
が
玉
に
瑕
で
あ
る
。
そ
の
た
び
に
色
が
溶
け
て
輪
郭
を
こ

え
て
ほ
か
の
色
と
ま
じ
る
か
ら
だ
。

﹇
連
載
﹈
三
か

所

福
永
信

一
か
所

illustrated by  

名
久
井
直
子
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WBは全国
42都道府県

＋海外 4都市で配
布中！

▼さて。秋葉原で無差別殺人が起こり東北では
地震が起きて、石油や小麦の値段は上がり続け、
非正規雇用労働者たちは困窮し、教えている早
稲田でも法政でも学生が大学を介して逮捕され
……なんとも暗い気分だけれど、地震はともか
くそのほかはネットワークとセキュリティの問
題をその本質に持っている、個人的にはそんな
ふうに考えています（とだけ言ってしまうと広
すぎるように見えるだろうけれど）。それを論
じるに後記は短すぎるしその場所でもない以上、
私見はいずれ別の場所で書きますが、個別の問
題を注視しないと解決しない具体的側面と、そ
うすることで見失われる本質や、逆に過剰に生
ずる対立は、それら自体がネットワークとセキ
ュリティに今日生じている事柄の二重写しでも
あって、言い換えればそれらはどれも古典的な

（つねにある）問題が、今日的なテクノロジー
ないし状況下で顕在化したにすぎない（いや顕
在化させたそのようなものものこそが問われる
べき）のではないか……そんなふうに考えるな
か、自然発生的に生まれた座談企画も、池田雄
一氏のコラムも、好ましきオルタナティヴとし
て歓迎したい校了の数日間でした。そして、急
遽掲載することとなった向井豊昭氏の作品の
生々しさは、それらを包括しつつ突き抜けてい
ます。ビバ・ジジイ！　みなさま単行本もぜひ。
▼編集室内のオルタナティヴとして、常勤に窪
木竜也が加わりました。まだ先ですが、彼の組
み立てた号の誕生する日をお楽しみに。　　（Ic）
▼ 「川上未映子の対談だぜ！」は１号お休みです。 
モブ・ノリオ「絶対兵役拒否宣言」は世界放浪中。 
▼本誌「早稲田文学２」はすこし遅れて 10 月後
半～ 11 月の発行予定。新冊子「こどもWB」も
はじめます。詳しくは本誌 WEBサイトで順次お
知らせします。新人賞応募作もお待ちしています。

▼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。

早
稲
田
文
学｢

Ｗ
Ｂ
」
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﹇
解
説
﹈

夏
の
夜
の
感
触 　

村
田
沙
耶
香

　

私
の
文
章
の
読
み
方
に
は
二
種
類
あ
り
、
一
つ
は
「
ひ
た
す
ら
読
み
進
む
」

と
い
う
普
通
の
読
み
方
な
の
だ
が
、
も
う
一
つ
は
、
「
一
節
を
何
度
も
い
っ
た

り
き
た
り
し
な
が
ら
繰
り
返
し
味
わ
い
、
頭
の
中
で
執
拗
に
嘗
め
ま
わ
し
続
け

る
」
と
い
う
少
し
変
質
的
な
読
み
方
で
、
同
じ
箇
所
ば
か
り
何
十
回
も
読
み
返

し
た
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
い
ろ
ん
な
大
き
さ
で
コ
ピ
ー
し
て
眺
め
て
み
た
り

し
て
い
る
様
子
は
、
傍
か
ら
み
れ
ば
気
持
ち
が
悪
い
だ
ろ
う
な
あ
と
思
う
。
岡

本
か
の
子
の
文
章
は
後
者
の
方
法
に
向
い
て
い
る
と
、
「
夏
の
夜
の
夢
」
を
読

み
返
し
て
改
め
て
感
じ
た
。

　

私
が
岡
本
か
の
子
の
文
章
を
初
め
て
読
ん
だ
の
は
、
「
病
房
に
た
わ
む
花
」

だ
っ
た
。
読
み
終
え
て
し
ば
ら
く
し
て
も
、
桜
の
花
の
病
的
な
鮮
や
か
さ
が
ず
っ

と
瞼
に
残
っ
て
い
た
。
「
夏
の
夜
の
夢
」
の
中
で
牧
瀬
が
案
内
し
て
く
れ
る
庭

は
、
視
覚
よ
り
触
覚
に
、
と
て
も
強
く
訴
え
か
け
て
く
る
。
足
の
指
を
く
す
ぐ

る
庭
草
の
湿
り
気
や
、
汗
ば
ん
だ
皮
膚
の
上
を
通
り
過
ぎ
る
風
の
生
ぬ
る
さ
な

ど
、
文
章
に
直
接
は
書
か
れ
て
い
な
い
感
触
ま
で
ど
ん
ど
ん
蘇
っ
て
く
る
の
で
、

何
度
眺
め
返
し
て
も
違
う
味
が
し
て
、
飽
き
る
こ
と
が
な
い
。

　

こ
の
小
説
の
主
人
公
は
夏
の
夜
の
感
触
そ
の
も
の
で
あ
る
よ
う
な
気
が
す

る
。
実
際
の
季
節
が
夏
に
近
づ
き
、
あ
の
独
特
の
匂
い
が
夜
に
混
じ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
た
が
、
本
物
の
夜
よ
り
ず
っ
と
鮮
や
か
に
、
こ
の
短
い
小
説
の
中
に

夏
の
夜
の
気
配
が
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
気
が
し
て
、
こ
の
夏
も
、
ま
た
幾
度

も
同
じ
箇
所
を
読
み
返
し
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
と
思
う
。

岡
本
か
の
子
◉O

k
a

m
o

to
 K

a
n

o
k

o

一
八
八
九
年
│
一
九
三
九
年
。
与
謝
野
晶
子
に
師
事
し
、
歌
人

と
し
て
活
動
し
た
後
、
谷
崎
潤
一
郎
の
影
響
を
受
け
る
。
芥
川

龍
之
介
を
モ
デ
ル
に
小
説
『
鶴
は
病
み
き
』
を
発
表
。
以
降
、

死
ぬ
ま
で
の
三
年
間
に
『
母
子
叙
情
』『
老
妓
抄
』
な
ど
を
書
い

た
。
耽
美
的
な
作
風
が
特
徴
。「
太
陽
の
塔
」
で
知
ら
れ
る
、

「
芸
術
は
爆
発
だ
！
」
の
画
家
・
岡
本
太
郎
の
母
で
も
あ
る
。

村
田
沙
耶
香
◉

M
u

r
a

t
a

 S
a

y
a

k
a

79
年
生
。
03
年
「
授
乳
」
で
デ
ビ
ュ
ー
、
や
わ
ら
か
な
な
か
に

も
不
穏
さ
の
ま
じ
っ
た
、
心
ざ
わ
つ
く
作
風
が
持
ち
味
。
ベ
ッ

ト
タ
ウ
ン
に
暮
ら
す
少
女
の
息
苦
し
さ
と
成
長
を
描
い
た
書
き

下
ろ
し
中
篇
『
マ
ウ
ス
』（
講
談
社
）
を
経
て
、
最
新
中
篇
「
ギ

ン
イ
ロ
ノ
ウ
タ
」（「
新
潮
」
08
年
7
月
号
）
で
、
そ
の
不
穏
と

魅
力
は
よ
り
色
を
濃
く
し
て
い
る
。

photo:

ハ
ー
ビ
ー
山
口



さ
て
、
こ
の
作
品
を
ど
う
読
む
か
。

も
ち
ろ
ん
、
読
者
の
紅
涙
を
し
ぼ
る
タ
イ
プ
の
作
品
（
な
ん
て
可
哀
想
な
ミ
ツ
！
）

で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
吉
岡
が
ミ
ツ
を
性
欲
の
は
け
口
と
し
て
利
用
し
た

だ
け
な
の
に
、
ミ
ツ
は
た
っ
た
一
度
関
係
を
も
っ
た
だ
け
の
吉
岡
を
死
ぬ
ま
で
一
途

に
慕
い
つ
づ
け
る
。
そ
こ
に
注
目
す
れ
ば
、
純
愛
小
説
と
い
え
な
く
も
な
い
。

だ
が
、
レ
イ
プ
に
近
い
形
で
「
純
潔
」
を
奪
わ
れ
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
男
を

思
い
つ
づ
け
、一
方
、本
人
の
人
生
は
不
幸
つ
づ
き
で
、重
大
な
病
を
得
た
あ
げ
く
（
結

局
そ
れ
は
誤
診
だ
っ
た
と
後
で
わ
か
る
の
だ
が
）、
交
通
事
故
で
死
ぬ
っ
て
…
…
。
こ

れ
は
い
ま
の
感
覚
で
い
う
と
、
少
女
の
恋
愛
を
基
調
に
し
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
不
幸

を
て
ん
こ
盛
り
に
し
た
ケ
ー
タ
イ
小
説
の
物
語
内
容
に
限
り
な
く
近
い
。

注
目
す
べ
き
は
、小
説
の
要
所
要
所
で
登
場
す
る
「
明
る
い
星
」
な
る
雑
誌
で
あ
る
。

吉
岡
と
ミ
ツ
の
出
会
い
の
き
っ
か
け
も
そ
の
雑
誌
。
そ
の
後
も
吉
岡
は
同
じ
雑
誌
の

身
の
上
相
談
欄
で
、
自
分
た
ち
と
よ
く
似
た
ケ
ー
ス
、
す
な
わ
ち
〈
大
学
生
と
手
紙

で
知
り
合
い
、
二
、三
度
あ
っ
た
後
、「
純
潔
を
さ
さ
げ
た
」
の
に
、
そ
の
大
学

生
は
そ
れ
っ
き
り
自
分
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
〉
と
い
う
相
談
を
目
に
し
て
ミ
ツ

の
こ
と
を
連
想
す
る
。

「
明
る
い
星
」
と
は
象
徴
的
な
誌
名
と
い
え
な
く
も
な
い
け
れ
ど
、
こ
の
時
代
の
こ

と
を
覚
え
て
い
る
人
な
ら
、
即
座
に
「
明
星
」
や
「
平
凡
」
な
ど
の
娯
楽
雑
誌
を
思

い
出
す
は
ず
だ
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
芸
能
人
の
追
っ
か
け
情
報
と
同
時
に
、
こ
れ
ら

の
雑
誌
の
目
玉
記
事
が
ま
さ
に
「
純
潔
を
さ
さ
げ
た
が
…
…
」
と
い
っ
た
類
い
の
体

験
手
記
で
あ
っ
た
こ
と
も
覚
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え

る
と
、『
わ
た
し
が
・
棄
て
た
・
女
』
と
い
う
小
説
は
、「
明
る
い
星
」
の
体
験
手
記

を
男
の
側
の
視
点
か
ら
描
き
直
す
と
こ
う
な
り
ま
す
、
と
い
う
小
説
と
い
っ
て
も
い

い
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
吉
岡
の
視
点
（「
ぼ
く
の
手
記
」）
で
綴
ら
れ
た
森
田
ミ
ツ
の
描
か
れ

よ
う
は
凄
ま
じ
い
。
二
人
が
は
じ
め
て
会
っ
た
の
は
〈
き
た
な
い
駅
便
所
が
す
ぐ

横
で
鼻
を
さ
す
よ
う
な
ア
ン
モ
ニ
ヤ
の
匂
い
が
こ
も
〉
る
よ
う
な
場
所
、
こ
と
が

終
わ
っ
た
後
の
吉
岡
の
感
想
は
〈
赤
茶
色
に
陽
に
や
け
た
畳
も
、
蚊
を
つ
ぶ
し
た

血
の
痕
と
指
の
跡
の
残
っ
て
い
る
部
屋
の
壁
も
、
布
団
も
水
差
し
も
、
す
べ
て

ぼ
く
に
は
急
に
不
潔
な
吐
気
の
す
る
よ
う
な
も
の
に
み
え
た
〉と
い
っ
た
具
合
だ
。

 〈
ぼ
く
は
今
あ
の
女
を
聖
女
だ
と
思
っ
て
い
る
〉
と
い
う
枠
が
最
初
に
は
め
ら

れ
て
い
る
た
め
に
、「
よ
ご
れ
た
」「
不
潔
な
」
と
い
っ
た
形
容
で
飾
ら
れ
れ
ば
飾
ら

れ
る
ほ
ど
、
ミ
ツ
の
聖
性
が
逆
に
際
立
つ
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、

森
田
ミ
ツ
が
「
聖
女
」
に
な
り
え
た
の
も
ま
た
、
彼
女
の
唐
突
な
死
と
引
き
換
え
だ

っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
首
尾
よ
く
死
ん
で
く
れ
た
か
ら
こ
そ
、
自
分
の

俗
性
を
懺
悔
に
近
い
形
で
明
か
し
な
が
ら
、「
ぼ
く
の
手
記
」
を
書
け
た
吉
岡
。

「
明
る
い
星
」
を
愛
読
し
て
い
る
よ
う
な
娘
、
と
は
こ
の
小
説
が
書
か
れ
た
時
代
の
感

覚
で
は
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
層
の
代
名
詞
だ
っ
た
。
妄
想
全
開
の
ケ
ー
タ
イ
小
説
も
こ
う

い
う
時
代
な
ら
で
は
の
、
ポ
ス
ト
「
明
る
い
星
」
と
思
え
ば
理
解
で
き
な
く
は
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
女
は
死
ぬ
ん
だ
け
ど
ね
。
中
産
階
級
で
も
、
労
働
者
階
級
で
も
。

小
林
多
喜
二
『
蟹
工
船
・
党
生
活
者
』（
新
潮
文
庫
）
の
売
り
上
げ
が
二
十
万
部
を
超

し
た
と
い
う
（
毎
日
新
聞
五
月
三
十
日
）。
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
の
現
状
は
『
蟹
工
船
』
の
世

界
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
、
と
い
う
の
が
理
由
ら
し
い
。

文
学
の
売
れ
筋
は
ケ
ー
タ
イ
小
説
だ
っ
た
は
ず
な
の
に
、
そ
う
か
、
今
度
は
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
文
学
か
。
な
ん
と
い
う
振
れ
幅
だ
！　

と
も
一
瞬
思
っ
た
の
だ
け
れ
ど
、「
ワ

ー
キ
ン
グ
プ
ア
」
つ
な
が
り
で
い
え
ば
、
ケ
ー
タ
イ
小
説
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
、

意
外
に
近
し
い
と
こ
ろ
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
厳
し
い
労
働
に
耐
え
る
に
は
、

妄
想
を
必
要
と
す
る
。
高
尚
な
文
学
な
ん
か
、そ
こ
で
は
お
呼
び
じ
ゃ
な
い
の
で
あ
る
。

い
さ
さ
か
牽
強
付
会
な
が
ら
、
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
文
学
で
、
な
お
か
つ
現
代
の
ケ

ー
タ
イ
小
説
に
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
点
で
、
私
が
思
い
出
す
の
は
、
た

と
え
ば
遠
藤
周
作
『
わ
た
し
が・
棄
て
た・
女
』
で
あ
る
。
初
出
は
一
九
六
三
年
の
「
主

婦
の
友
」
の
連
載
。
そ
の
点
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
通
俗
小
説
と
し
て

発
表
さ
れ
た
作
品
で
あ
っ
た
ら
し
い
（
講
談
社
文
庫
版
に
付
さ
れ
た
武
田
友
寿
の
解

説
で
は
、
純
文
学
と
は
一
線
を
画
し
た
「
軽
小
説
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
）。

舞
台
は
敗
戦
後
ま
も
な
い
東
京
。
主
人
公
は
苦
学
生
の
青
年
＝
吉
岡
努
と
、
町
工

場
で
働
く
娘
＝
森
田
ミ
ツ
で
あ
る
。
あ
や
し
げ
な
バ
イ
ト
で
食
い
つ
な
ぎ
な
が
ら
大

学
に
通
う
吉
岡
と
そ
の
友
人
の
口
癖
は
〈
ゼ
ニ
コ
が
ほ
し
い
、
オ
ナ
ゴ
が
ほ
し
い
〉

だ
。
そ
の
彼
が
出
会
い
系
サ
イ
ト
な
ら
ぬ
娯
楽
雑
誌
の
文
通
欄
で
見
つ
け
た
の
が
森

田
ミ
ツ
だ
っ
た
。
も
と
も
と
期
待
し
て
い
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
待
ち
合
わ
せ
の
場

所
に
や
っ
て
き
た
の
は
、
服
装
も
み
す
ぼ
ら
し
く
、
美
女
と
は
ほ
ど
遠
い
娘
だ
っ
た
。

吉
岡
は
幻
滅
す
る
が
、
結
局
は
出
ま
か
せ
を
い
っ
て
彼
女
を
渋
谷
の
安
宿
に
連
れ
込

み
、
そ
の
日
は
抵
抗
さ
れ
た
も
の
の
、
幼
時
に
患
っ
た
小
児
麻
痺
を
ダ
シ
に
同
情
を

買
う
よ
う
な
こ
と
を
い
い
、
二
度
目
の
デ
ー
ト
で
こ
と
を
な
し
と
げ
る
。

二
人
の
関
係
は
そ
れ
で
お
し
ま
い
だ
っ
た
。

吉
岡
は
大
学
を
出
て
、
日
本
橋
の
小
さ
な
釘
問
屋
に
就
職
し
、
同
じ
職
場
で
働
く

社
長
の
姪
と
婚
約
す
る
。
エ
リ
ー
ト
コ
ー
ス
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
ま
あ
ま
あ
順

風
満
帆
な
人
生
へ
の
第
一
歩
で
あ
る
。
一
方
、
ミ
ツ
の
人
生
は
こ
こ
か
ら
ど
ん
ど
ん
不

幸
な
方
向
へ
転
が
り
落
ち
て
ゆ
く
。
工
場
を
辞
め
た
彼
女
は
、
そ
の
後
、
歌
舞
伎
町

の
ソ
ー
プ
、
川
崎
の
パ
チ
ン
コ
屋
、
い
か
が
わ
し
い
酒
場
と
職
を
転
々
と
し
、
あ
げ

く
ハ
ン
セ
ン
病
と
診
断
さ
れ
て
御
殿
場
の
隔
離
病
棟
へ
と
追
い
や
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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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
。

14
『わたしが・棄てた・女』（講談社文庫）
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東

京
都

出
身

。
音

楽
を

こ
よ
な
く

愛
す

る
も
の

。
愛

の
伝

道
師

に
な

る
べ
く

自
分

の
道

を
模

索
中

。『
大

切
な

の
は

、
ど

れ
だ
け

た
く
さ
ん
の

事
を
し
た
か
で
は

な
く
、
ど

れ
だ
け

た
く
さ
ん
の

愛
を

込
め
た
か
と
い
う
こ
と
で

す
。』（

マ
ザ

ー
テ
レ
サ

）

（
宣
言
！
！
！
！
！
！
！
！
！
！
！
！
！
！
！
！
！
！
）

私
た
ち
は
、
M
A
M
I
に
よ
る
M
A
M
I
の
た
め
の
M
A
M
I
で
あ
り
、
M
A
M
I
を
想
像
し
、
破
壊
す
る
。
私
た
ち
は
M
A
M
I
に
突
入
し
た
。
M
A
M
I
が
流
出
す
る
。



ビールの 泡 大久秀憲　Ohisa Hidenori
ブルックリン4 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。

ブルックリンへ足をのばしてみようと思う。マンハッタンのめぼしい酒場
はだいたい巡った。

いくのはいいが、大丈夫だろうか。なにしろ僕は、自分はつねに北を向い
ていると思いこんでいるほどの方向音痴だ。まるで方位磁石の針だが、狂っ
ているのだから無意味だ。

このあいだ国技館に五月場所を見にいって、向正面の席だった。右が東で
左が西で、ということは前が北で、地図の凡例どおりなので分かりやすかっ
た。以前正面の席で見たときには右が西で左が東で、鏡のなかにいるようだ
った。 

まるきり地図が読めない。地図しか読めない、といった方がいいだろうか。
地図のとおりに街がひろがっていないと困るのである。もちろん街は地図の
とおりにあるのだが、地図はたいらなのに、そこから目を上げた世界には高
さというものがあるではないか。そのとき、地図と街は僕のなかで永久に乖
離する。地図が僕の方向音痴を育てたともいえる。

マンハッタンは道が碁盤目状に走っているので、迷ったとしてもブロックを
一周するうちに僕の東西南北と現実の東西南北が合致して、そうなればあと
は街が目的地まで運んでくれたが、ブルックリンではそうもいきそうにない。

妻にたのんで連れていってもらった。
ブルックリンに住む作家ポール・オースターが脚本を書いた映画『スモー

ク』にも出てくるその酒場は、大通りからはずれた住宅街の一角にあった。
昼下がり、薄墨色の木の扉を押した。窓が大きく取られ、格子の影が擦り

切れた木の床に落ちていた。十人ほどが座れるカウンターと、立って飲むス
ペースがいくらか取られてあるさほど広くはない店だった。天井が高い。奥
の部屋にビリヤード台が見えた。キャップをかぶったおつまみ持参のおじさ
んが席をつめてくれ、この店は古いよ、といった。父親も通っていたよ、と

いった。1875年からの酒場だという。
つぎの日ひとりでおとずれた。昨日からだに染み込ませた経路を、一点も

たがえずなぞっていく。方向はうしなわれているのだ。地図はなんのたより
にもならない。記憶によるナビゲートでゆくしかなかった。

その日もカウンターでくつろいだ。きびきびとした女性バーテンがビール
を一杯おごってくれた。すこしゆっくりしすぎたらしい、外はすっかり暮れ
ていた。

まずいことになった。僕にインプットされているのは陽のあるうちの経路
なので、暗くなると使えない。明るいうちでも雨が降ったりすると十全に機
能しない。内田百閒の飼い猫ノラは帰り道を大雨に流され、その後すがたを
見せることはなかった。僕のブルックリン経路はそのように、自然の影響を
おおきく受けるという、ほとんどけもの道のような性質からなっていた。

少々酔いはまわっていたが、そのことが帰路の回復の妨害にはならなかっ
た。方向音痴なやつがビールを飲んで少々酔った、というだけのことで、傷
だらけの僕の方向感覚がこれ以上傷つく余裕はないのである。

気がつくとカーネギーホールの前にいた。あとできけば、酒場の位置とア
パートの位置からいって、地下鉄の路線の網をどうかけてみても普通絶対そ
んなところへはいかないのだという。僕は自分の方向音痴を誇りたくなった。
ただまちがえるのではない、むずかしくまちがえている。そのうえで帰りつ
くという目的が果たされている。なにか、正常な方向感覚に一矢を報いるよ
うな思いがした。

赤いマークの 1ラインの駅が見えたときにはほっとした。これに乗ってし
まえばアパートについたも同然である。どれくらい街をさまよったろう。し
かし降りてみるとそこはなぜか、夜のひとり歩きにもっとも不向きなハーレ
ムだった。僕はまちがいつづける。
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❺
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

先頃第 3 巻が出たばかりの西島大介『ディエンビエンフー（DBP）』と宮
崎駿『もののけ姫』は似ている。もちろん『もののけ姫』は何にだって似
ているのだから、わざわざ言挙げするようなことではないのかもしれない
が、同時に似ているということは違っているということでもあって、むし
ろそのために「似ている」とは多く言われるのであるから、いましばらく
おつきあいいただきたい。この両者に共通している構図は、一方に「自然」

（サン―ベトナム）があり、片方に「人間」（エボシ―アメリカ）があり、
基本的に後者が前者を侵すかたちで争闘関係にあるときに、その中間に位
置するエージェント（アシタカ―日本）が調停するというものである。「自
然」を体現するのが戦闘美少女であるとか、調停者がスティグマを持って
いるとか（呪いを受けたアシタカと 1945

3 3 3 3

年 8 月 6日に生まれた
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ヒカル）、
鉄を駆る「人間」が同時に鉄に冒されていることとか、さまざまに類似点
は挙げられようが、最も大きいのは（ゆえにそこでの相違が重要なのは）

「自然」と「人間」の相克の結末における処理である。どちらも「自然」や
「人間」どちらか一方の勝利を描くことはなく（そうであるならば、そもそ
も物語自体が描かれる必要がない）、ともにほろ苦い妥協といったものにな
るほかないのだが、そこでいつになるかわからないが「自然」との共存の
道をかろうじて残す宮崎駿と、（おそらくは）ヒカルとお

プランセス

姫様が爆死し、つ
ながれた手だけが残るという『DBP』冒頭に置かれた（おそらくは）結末
部において、文字通り（描かれた通り）共存を描くと同時にその不可能性
を描いた西島大介はほろ苦さの質の違いにおいて袂をわかつだろう。その
差がどこから来るかと言えば、もちろん 30 歳以上に及ぶ年齢差、それによ
る歴史や文化の認識における世代差ということになるだろうが、端的にひ
とつだけ挙げると「アニメ（動く物

3 3 3

）」への態度の違いである。歴史的では
あっても、歴史そのものは背景として持っていない『もののけ姫』はクラ

イマックス（があるということがそもそも物語であることを示すのだが）
において、「自然」の潜勢力にして「アニメ」そのもののようなデイダラボ
ッチを登場させ、それをある種の苦渋とともに討つことによって、一定の
カタルシスを持った調停をもたらすことができた。換言すれば、「アニメ」
の死をもまだアニメは描けるという健やかな信頼がそこにはある。一方、
同時期に違ったやり方で「アニメ」の死を告げたアニメ『エヴァンゲリオ
ン』の影響下で映像作家としてスタートして（『エヴァ』直後に作られた

『video』の絶望的にポップな浮遊感は素晴らしい！）、（動かない絵である
ところの）マンガを主戦場とするようになった西島大介は、だからこそ、
ベトナム戦争というやはり動かないものである「歴史」を背景とし、ゆえに、
その世界にはフレームの外（あるいはフレーム自体）といった〈外部〉が
存在せず、そこには死（動かない絵）をもって死を描くという健やかな諦
念が存在することになる（「世界は変わらぬ」「人間とは度しがたい」共に

『DBP』3巻）。そう言ってしまえば、いかにも、「アニメ（＝動く物＝変化）」
の死以降のポストモダン的ニヒリズムの最新表現ということになってしま
うのだが、ただ、ただちに付け加えなければならないのは、言うまでもな
く『DBP』がまだ完結していないことであり（15 巻を超えるとのウワサ
!?）、また、西島が表現のレベルにおいては、いまのマンガにしては異例な
ほど動きへのこだわり、というかほとんど動く物を描くことのみで物語を
成立させている点を注視するべきであるということだ。「人間」も「自然」
も「調停者」もひとしなみに動かない

3 3 3 3

動く物に変換し、その動きを延長し
ていくことで、動かない

3 3 3 3

歴史を変換し再生すること、アニメの中で再生を
描くのではなく、アニメごと再生すること、それを西島大介は虎視眈々と
狙っているのかもしれず、その歩みを「おばあちゃん」と共に「のんびり」
見守りたいと思う。
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四方田の
中学生のころ、SFに一時凝っていたことがあった。そのとき何かの雑誌の

コラムで、作家のアイザック・アシモフがいよいよ 100 冊目の著書を刊行す
ることになり、それがなんとこれまでの 99 冊の小説の要約集であると知って、
呆気にとられたことを記憶している。なんと洒落たことをという気持ちと、
100冊も本を書くなんてスゴイなあという気持ちを、同時に感じたのである。

ところが今年になって、わたしもまた 100 冊目の本を出すことになってし
まった。鹿島茂に遅れること３年である。『四方田犬彦の引越し人生』が 98
冊目、『いつも香港を見つめて』が 99 冊目……というわけで 100 冊目はアシ
モフに倣って、これまでのすべての書物のハイライト集にすることにした。
1980 年に朝日出版社から『リュミエールの閾』という映画批評集を出して以
来、よくもまあ 28 年間も売文稼業を続けてきたものである。

ここで 100冊を記念して（？）、四方田犬彦みずからいう 7つの戒律を、座
興として記しておきたい。
①文芸時評や文学賞選考委員を引き受けないこと。
②学会に加盟しないこと。
③集団を後ろ盾にした発言をしないこと。
④文章を書くさいにチョンチョンコンマ（‶ "）を用いないこと。
⑤レストランの名前を自慢げに記さないこと。
⑥ Hものを書かないこと。
⑦不必要なカタカナをできるだけ文章から追放すること。

若干の解説をしておくと、①は端的にいって、人の上に立ちたくないから
である。あるモノを選択し、あるモノを排除するという運動に加担したくな
いからだ。わたしは批評というものは、モノをじっくりと睨みつけることだ
と信じているが、そこにできるかぎり他の排除という要素を絡ませたくない。
と同時に、読む時間がないという物理的な事情もある。自分の探求の仕事の
ために読んでおきたいテクストが、それこそ世界中の言語で山ほど書かれて
いるというのに、どうして毎月の文芸雑誌に登場する小説を読むことで月の
半分を費やさなければならないのか。まあ、そんなことを考えているから、

わたしはアマチュアの「文芸」評論家なのだろう。
②と③は、要するに徒党を組みたくないという一語に尽きる。③は高校時

代に読んだ吉本隆明の喧嘩の仕方から学んだ。わたしは他人に庇護されるよ
うなエクリチュールに与したくないのである。

④は、自分の文章に気の弱さを反映させたくないという意味である。チョ
ンチョンコンマは、自分が責任をとりたくない言葉を用いるときに、それを
匿名的な他者に帰属させる身振りであり、現在の日本の支配的イデオロギー
への無自覚的な加担の証拠である。⑤と⑥は、とにかく嫌いとしかいいよう
がない。性的なことに人間の究極の真実が宿るというイデオロギーに我慢が
ならないのと、いかなる人間の性的体験もひとしく凡庸なものだと理解して
いるためだ。まあ身近に、何人かの「性豪」の末路を見てきたことがトラウ
マとなっているのかもしれない。最後に⑦は解説不要だろう。わたしはイメ
ージをも「映像」と書いてしまう人間なのだが、それというのも、これぞと
いうところでカタカナを際立たせたいためである。

7つの戒めを書いたついでに、四方田の7つの致命的な欠陥を書いておこう。
①ミステリが読めないこと。沢山の人名と新造語を記憶すると思うだけで、
疲れてしまう。クロード・シモンのほうが楽。

②いつも少し食べ過ぎてしまうこと。
③いつも誘惑にだけは負けてしまうこと。
④女性の顔をなかなか憶えられないこと。
⑤自分が馬鹿にしている人の前で、それを隠すことがどうしてもできないこと。
⑥退屈に耐えられないこと。
⑦人が真面目に話していると、たいがい眠くなってしまうこと。

四方田犬彦 Y o m o t a  I n u h i k o

星
と

と
も

に
走

る4

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。

7戒

♤教科書ってつまんなくね？
♧ムシ●ングしてえ。
♡ナ○トのほうがいいよ。
♢っていうかこの質問ウザ。

ちょっと待て。こどもＷＢがある。
「ＷＢ」と「ワセブン」から飛び出す野生の副読本、フリーペーパー「こどもWB」ただいま企画進行中。詳細は秋の「早稲田文学２」ほかにて。



「おれはマッチョだ」って自覚してる男のほうがま
だマシでしょう。所有欲に自覚的なひと。
［海猫沢］これは女の子じゃなくて、妖精さんなんだ
よ !　エロゲの精だから消費されないと淋しくて死
んでしまうんです !
［中村］あ、音楽はじまった。おわりなんですか ?
［戸塚］いや、いまプロローグがおわったところです。
ここから本編スタート。
［山崎］えええ !!!　いまからなんですか !?

★

［戸塚］さきほどの 3姉妹モノのゲームをはじめ、今
日は 5本のゲームをプレイしていただいたわけで
すが、まずお伝えしておきたいのは、それらはエ
ロゲーのなかでも、ある一面でしかありません。も
っと女性に酷いことをするゲームもあれば、ストー
リーのおもしろさで進めていくゲームもあります。そ
れを一応ふまえた上で、みなさんいかがでしたか。
鹿島田さん、めろんさん、長嶋さんはプレイ経験
あり、柴崎さん、山崎さん、中村さんは初めての
プレイでしたが。
［柴崎］みんな反応が違うから、それを見てるだけで
楽しかったですね。めろんさんの反応とか、「こう
やって遊ぶのかあ」って。
［山崎］早送りできるのが新鮮だった（笑）。
［長嶋］もちろん「女性」もこの 3人でぜんぶじゃな
いし、「男性」もこの 3人でぜんぶじゃないから、
単純に言うべきではないんだけど、女性の三者三
様ぶりはおもしろかったです。
［戸塚］鹿島田さんは ?
［鹿島田］この集まりは、「いかに男性のご都合主義
的要素をあばくか」をめざして言い出したんだけ
ど、もう一方で、女性も「性」を楽しむことだっ
てあっていいんですよね。最初、女性だけでやる
企画だったけど、実際にみんなでやってみて、そ
れはそれで楽しかった。
［中村］「ご都合主義」を楽しむの ?　うーん、ぼく
はやるよりやらないほうがいいんじゃないかって思っ
ちゃうけど。
［長嶋］みんな「ご都合主義」だと思っても言わない
ところを、こういうゲームをやりこんでる鹿島田さん
がいちばん言及してくれたよね。
［山崎］途中で長嶋さんや鹿島田さんが言ってたみた
いに、「ゲームをする側に『お金を出してるんだ
から、相手をコントロールして当たり前』って意識
がある」というのがおもしろいな、と思いました。「そ
のために遊んでいるんだ」って自覚があるひとの
ほうが、コミュニケーションとりやすい感じがしますね。
［鹿島田］「健全な大人の娯楽」って自覚が必要だと
思うんですよ。
［中村］大人がやるものなんですかね ?
［海猫沢］実際のところは……。
［戸塚］法的には 18歳以上ですが、もちろん法律を
くぐりぬけた 10代もいますよね。
［長嶋］主要ユーザーの統計ってあるの ?
［戸塚］わたしのかかわっている雑誌の読者層で言う
と、男性・20代後半～ 30代が多いですね。
［鹿島田］それで実際に性行為をしなくなるのは、不
健全な気はする。
［山崎］自分の欲望を把握していて、それを肯定した
くて遊んでるなら楽しいんだけど、欲望を否定しち
ゃうと、ダークな方向に走るのかなあ……。
［海猫沢］いや、ゲームとそれは別です。もっと純粋
にキャラに恋して救われるひとだっている。
［長嶋］今日はエロゲーの「いい・悪い」を表明した
いわけじゃないからね。それを言うにしても、ここ
にいる人間たちでは偏りすぎてるし。
［山崎］ゲームや表現の世界で、なにかを否定したり
自由をせばめたりはしたくない。
［長嶋］でも、主要購買層が 30代っていうのは、テ
キストの妙なおっさんくささからわかるね。
［柴崎］むかしの官能小説みたいでしたね。
［中村］「歴史がつくりあげてきたテンプレート」だよね。
［鹿島田］おっさんくさいのが普遍的なのかな……じゃ
あ、小説を書くわたしたちはどうすればいいんだろう。
［海猫沢］おっさんくさく書けばいいんですよ !
［山崎］わたし、若いころは「男性作家が考えるヒロ
イン」に拒絶反応があったんですよ。
［柴崎］「そんな女の子いないよ」みたいな ?
［山崎］はい。「～だわ」みたいな。でも最近は、
男のひとが理想の女性を書いてしまっている作品
も、おもしろいと思えるようになってきました。
［鹿島田］わたしは自分の作品で「よろしくってよ」と
か書いてるし（爆笑）。翻訳文体を採用したから。
［山崎］「理想を言うな」とは、男のひとに言いたく
ないですよね。
［柴崎］でも、最初のゲームに出てきた女の子みた
いのが好きなんだなって、そういうニーズがあるこ
とはわかった。
［山崎］「おれはこういうのに萌える」って世界がある
のは、いいですよね。
［鹿島田］男も女もそれがイデア的であることを自覚して

いればいいんじゃないかな。そうすれば 3次元の
恋愛もするだろうし。

★
［戸塚］ストーリーを読み飛ばして楽しめる、という点は
どうですか ?　魅力的な絵があって、文章はおま
けというか。でも、ユーザーはまったく気にしてな
いかと思うと、「ゲームはシナリオだ」という意見も
あったりで。
［長嶋］「シナリオがいい」って言われるエロゲーが、
エロ抜きになって家庭用ゲームになったりするよね。
それは本当にシナリオがいいのかもしれないけどさ、
「たんなるエロじゃないですよ」って免罪符を主張
してるようにも思える。作り手も遊び手も「自分た
ちは不毛なことばかりしてるわけじゃありません」っ
て言いたい欲求があるんじゃないかと。
［鹿島田］でも、わざと表現を稚拙にして官能のレベル
をあげてますよね。マルグリット・デュラスも『愛人
（ラ・マン）』で、官能のレベルをあげる場面では、
エクリチュールにおけるカタルシスや癒しを抜いてし
まったりする。それは作法のひとつとしてあるでしょ
う?
［山崎］わたしはふだんゲームしないから、思考の流
れがわからなかったんです。でもそれでいちばん
ショックだったのは、相手と自分が、5㎝くらいし
か離れていない耳元でも「おーい」って呼ぶしか
できないゲーム。
［柴崎］3Dのゲームだよね。ストーリーがないにもか
かわらず、エロシーンも見られなかったヤツ……。
［長嶋］なにをしていいかわからなかったね（笑）。
［山崎］非難してるんじゃなく、ただただ寂しい気持ち
になりました。5cmしか離れてないひとに「おーい」
なんて言わないよね。でも、小説にもそういうとこ
ろがあるのかもしれない。
［柴崎］現実として捉えたら「おかしいんじゃない ?」
って言われることとか、わたしたちも書いてるんだ
よね。
［戸塚］今日やったほかのゲームはノベルゲームの延
長。3Dのは、それ以前からあるテレビゲームの
延長ですからね。
［長嶋］そういう齟齬は、とくに 3次元のゲームに起こ
りがちだよね。「バイオハザード」とかでも、なん
でこんな動き方するんだ ?　みたいに見えちゃうと
きがある。RPG初期の名作、「ブラック・オニキス」
は、町でひとに会ったときかけられる言葉がみっ
つしかなかったんですよ。「Join us（仲間になろ
う）」「Good bye（さようなら）」「Your money 
or life（金をよこせ）」。でも、さっきのはただひ
とつ、「おーい」だけ（笑）。
［山崎］風景がすっごいリアルなのに、言葉が「おー
い」しかない。
［鹿島田］純粋に性交のシーンを抽出するのが目的で
すよね。
［長嶋］80年代からゲーム表現が一回りして、「おー
い」に絞り込まれたんだな。
［柴崎］わたしはルールを覚えるのがめんどうでゲーム
自体が苦手なんです。でもエロゲーはすごく単純
だなって思った。攻略本も知識もいらないし、操
作も簡単。
［海猫沢］エロゲはディ●ニーラ○ドなんだよ。ディ●ニ
ーラ○ド行って、アトラクション以外の現実のあれ
これは不要でしょう?　純粋に愛だけあればいい。
［長嶋］女装したショタコンのゲームも、選択肢なかっ
たよね。読む速度だけがプレイヤーにゆだねられ
てる。
［山崎］めろんさんが操作してくれてたけど、読むの
すごく速いなと思ってたら、読んでなかった（笑）。
［海猫沢］ゲームは読むんじゃない、感じるものなんです。
［柴崎］だからあの速さでも「せつない……」って言
ってたんですね（笑）。

★
［中村］でもほんと、選択肢は少なかったですよね。
どちらかというと、擬音のある小説。モノローグと
会話だけの小説。
［長嶋］今日やったなかだと、 BLのソフトがいちばん
頭を使わせるし、選択肢もあったよね。
［鹿島田］過程を大事にするのが BLなんですよ。男
性向けのエロゲーは、「おーい」に象徴されるよ
うに、呼んで性交するか、モノローグばっかりで性
交するか、どっちかなんだけど。
［長嶋］欲望のありかたはひとによって違うからね、だ
から早送りもできる。
［柴崎］あれは早送りしないときもあるの ?
［海猫沢］あります。でも、読みたい感じがする箇所は
わかるんですよ。読んでなくとも「このへん !」っ
て思う。ゲームやってるときもいま話していてもそう
なんだけど、おれだけみんなとOSが違う感じが
する。
［戸塚］ゲームやってるときは、ムードをリアルタイムで
感じるというか、体験するんですよね。「流れで感
じる」というか。
［海猫沢］世界に入らないとダメだけどね。まあ、完全
にデータベースの世界だよね。自分がもってるデ
ータベースを参照しながらプレイしてる。
［山崎］わたしにはそのデータベースがないから……

でも、それをひとが夢中になってやっているのを
見るのは楽しくてびっくりしました。
［長嶋］実際、そういう楽しみ方がはじまってるよね。「ゲ
ームセンター CX」とか、ネットの動画でも、ゲー
ム単体で楽しいんじゃなくて、ゲームで遊んでるひ
ともいっしょに映った動画を流すようになった。コン
トローラーもってなくても楽しめるようにゲームの遊
び方が広がってきてる。まあ、ほかにひとがいると、
なんでもおもしろい気がするけど。
［山崎］正直言って、ひとりじゃ楽しめなかった。
［中村］大勢で楽しむものじゃないんだけどね（爆笑）。
［柴崎］毎週やろうとは思わないけど（笑）。

★
［長嶋］エロゲーじゃなくても、家庭用ゲームでも「メ
タルギアソリッド」の 3は、エヴァっていう色っぽい
女が出てきて、すっごい胸元あいてんだ（笑）。
その女とどうなるか見たくて、純粋にその欲求でク
リアーしたよ（笑）。
［鹿島田］そうそう。「ロシアなのに、その格好はなんだ !」
みたいな。
［長嶋］クリアーしたら家庭用のゲームなのに、ハリウ
ッド映画ぐらいの濡れ場はあった。あのゲームは、
モーションキャプチャって、現実の人間の動きを
読み取るセンサーでつくったんだけど、小島監督
に「あの濡れ場よくやりましたね」って言ったら、
監督が男のスタッフに抱きついて動きを読み取っ
たって（笑）。でも、なんでほかの家庭用ゲーム
に濡れ場はないんだろう?　エロゲーではすごい
直截なセックスを描くのにさ。
［柴崎］ふつうのゲームではまったくないの ?
［戸塚］エロゲーはパソコンばかりですね。基準もその
時代ごとに違うんですが……。
［長嶋］「アイドル雀士スーチーパイ」事件とかね。
［戸塚］ゲーセン用の脱衣麻雀なんだけど、セガ・サ
ターン版で出たとき、アーケード版では存在した
乳首がなくなっていた、というやつですね。あとで
発売されたリミックス版では、戻ってましたが。
［中村］自主規制なんですか ?
［山崎］乳首ダメって、あんまりよくわからない。なん
でそこに線引きがあるのか。
［長嶋］ふつうの民放のテレビでも濡れ場はあるのに、
ゲームにはない。90年代のマンガ規制の延長な
のかな ?
［戸塚］むかしは「ウラ技でモザイクを消す」ってのも
ありましたが。いずれにしても、「テレビゲームにラ
ブシーンはマズい」みたいな暗黙の了解はありま
すね。

★
［長嶋］ やっぱり、小説家にとっていちばんおもしろく
も驚異にもみえるのは「Ctrlキー飛ばし読み」じゃ
ないか。あの機能って、読書という行為のフォー
マットをくつがえすことであるわけだよ。
［中村］ ぼくも最初は文章読んでたけど、読む価値が
ない気がしたんですよね。大事にされてる文章と
大事にされてない文章があるのかな。
［鹿島田］ コミケでBLの本を買って、ものすごい速さ
で読むひとがいるんですよ。それも、さっきめろん
さんが言ってたみたいに、流れで「どこが濡れ場
か」がわかるみたい。
［柴崎］ 濡れ場を探すんですか ?
［海猫沢］ データベースがあるかないかで違うんだよ、
ほんとに。ケータイ小説も同じですよ、たくさん改
行があってすごいスピードで読んでいくんだけど、
雰囲気はわかる、っていう。
［山崎］ わたしはそれがわからない……。
［長嶋］ でも、ナオコーラさんもBLのゲームやってた
ときには、データベースが発生しつつあったよな
（笑）。
［海猫沢］ やっぱり消費量の問題かな、どれだけやりこ
むかという。
［中村］ じゃあ、そういうひとにはシナリオは必要なん
ですか。
［戸塚］ ある程度は必要とされていると思いますね。
導入部分がないと、キャラの違いが、ゲーム内部
でもほかのゲームとの比較でも、わからないと思う。
［長嶋］ AVでも、最初に女のひとにインタビューする
じゃない ?　そのあとで濡れ場がある。そのとき、
インタビューを飛ばすひとと、見たいひとの 2種類
いますよね。
［戸塚］ あ、近いかもしれない。「これからこんな女
の子が脱ぎますよ」っていう。
［長嶋］ でもゲームの場合は「こんな子が脱がされる
んだ」って伝わるモノローグじゃなかったよね。
［中村］ ゲームのは「男のモノローグ」だからね。
AVにたとえると、インタビュアー自身のモノローグ
ではじまるようなものじゃない ?　ゲームだと、男
の一人称に感情移入するために、モノローグを儀
式的に読んでいる感じだと思う。
［山崎］ 導入部分が島の話だったから、先入観で「島
しか知らない男の子が文化を知るんだ」とか「3
姉妹のひとりとくっついて、ほかのふたりが応援す
る」みたいな話だと思ってたんだけど……。
［長嶋］ ぜんぜん、そういうビルドゥングスロマンでは
なかったよね。でも、だから物語がいらないのか

というとそうでもない。エロが目当てならCGだけ
で安く売ってもいいはずなのに、それじゃ買わない
よね。
［長嶋］ 雑誌で紹介するときも、「なになにを舞台にし
た〇〇物語」みたいな設定を書くフォーマットがで
きてるんですよね。「CG～枚」というのはあくま
で補助的データで、見出しにはならない。
［鹿島田］ 「モノローグがないと感情移入できない」っ
てのは理解できる。「こんなぼくでも、かわいい
女の子と付き合える」って設定は必要だと思う。
［海猫沢］ つくりものの世界でまで傷つきたくないんで
すよ。
［柴崎］ ディ●ニーラ○ドでミ○キーにお説教されたら
イヤだよね（笑）。
［海猫沢］ ゲームはやるひとを肯定するんです。
［戸塚］ その一方で、文章でみせる、大河ドラマ的な
ソフトもウケてますよ。熱狂的なファンは、2次創
作もするくらい。
［鹿島田］ 今日やったゲームは、女の登場人物が出て
くるまでに時間がかりましたよね。モノローグでそこ
を埋めてるんだけど……そういうのって、ある意味、
ロシア文学に似ている。『カラマーゾフの兄弟』と
か。
［長嶋］ ゾシマ長老がバストアップで出てきてな。
［中村］ すごい飛躍（笑）。
［長嶋］ 『カラマーゾフ』もCtrlキーで早送りできれば
な……。
［鹿島田］ 大審問官まで早送り、みたいな。ロシア文
学をものすごい数読んでデータベースあれば、そ
れでもけっこう読めるんじゃない ?　兄弟 3人が揃
うまで、ガーっと飛ばしちゃうの。
［山崎］ 死んだところだけ、とか ?
［鹿島田］ そうすると、小説を書くひとがなぜそんな無
駄な部分をつくっているのかという話になりますね。
［長嶋］ 個人的には無駄と思ってないけどね。読みた
いひとはじっくり読むこともできるから。
［海猫沢］ 高いお金出して買うわけだから、テキスト飛
ばしても最低 1時間くらいプレイ時間がないといけ
ないんですよ。そのくらいのテキスト量が必要。
［中村］ 1本に文字の数ってどのくらい ?
［長嶋］ パッケージの裏に「何万字」って書いてある
ゲームもあるよね。
［戸塚］ 大ヒットした「Air」（2000年）も、1.5メガ強
のテキスト容量が当時話題になりました。ぼくの知
ってるなかでいちばんは多いのは 4メガ強です。
［中村］ 1キロバイトで 2.5枚だから、×4000で……
1万枚 ??
［長嶋］ そのくらいあると、ぜんぶ読んで把握するひと
には「読み応えある物語だった」って感想になる。
［山崎］ キロバイト単位で文字を換算するのが不思議
……人間の「知りたい」って欲求が、ガンガン
満たされる感じ。
［長嶋］ AVだと、濡れ場の場面だけのクライマックス
集ってあるじゃん ?　それだけのゲームってある?
［鹿島田］ 自分でクライマックスつくれるでしょう、アルバ
ム機能があるから。
［柴崎］ 「アルバム」っていう名前はいい表現ですね。
［中村］ 主人公の思い出なんだよね。
［海猫沢］ だからエロゲはやっぱ夏じゃないとダメなんで
すよ。「ひと夏の思い出」 !
［中村］ ふたつしか選択肢のない夏だったけど（笑）。

★
［長嶋］ めろんさんと戸塚さんを誘ってよかったと思う
のは、めろんさんがかつてシナリオを書いた「ぷ
に☆ふご～」をプレイしてみたのもふくめて、エロ
ゲーの世界からもいろんな才能が出てくるんだ、
ってことがわかったことですね。
［中村］ 日活ロマンポルノみたいな感じ?
［長嶋］ そう。70年代にお金がないなかでやってきた
監督が、いま活躍してるでしょう?　退屈なモノロ
ーグのなかにもおもしろいモノローグを書くひとは
いて。もうちょっと経ったときに、評価が遅れて出
るのかもね。
［戸塚］ いまはまだ、「これはすばらしいものなんだ !」
とまでは言えませんが、奈須きのことか、そういう
ひとたちが出てきたりしてますからね。
［海猫沢］ 麻枝准、奈須きのこ、田中ロミオときていま
はもう第 3次期に入っているから個人的には、す
でにある程度の評価が固まったあとって気がします。
いまの若いオタクの多くは奈須さんリスペクトだし。
［長嶋］ ここにいる全員より、奈須きのこの方が初版
部数多いよ  （笑）。たださ、日活ロマンポルノは「エ
ロをやりつつ好きな表現を」って制約をかいくぐっ
てる感じがあったでしょ。エロゲーの場合は、ひと
りでつくれることもあるし、制約が映画ほど制約とし
て機能しないんだよね。そういう鬱屈のなさが、い
いところなのか悪いところなのか……。
［中村］  「本当はこれがやりたい」というより、「本当
にこれがやりたい」みたいな感じ?
［鹿島田］ 制約なんて関係なくて、本気でエロが好き
なんですよね。
［海猫沢］ エロに集約されてしまうと違う気がするんです
が、確かにただただ好きという気持ちはみんな共
通ですね。

愛のエロゲナイト・感想戦篇



［長嶋］（タイトル画面の）右の女の子、好色そうな目
だねえ。
［鹿島田］男はすぐそういうご都合主義的なこと言うよね。
［長嶋］だって、もともとそういう風に（絵が）チュー
ニングされてるわけでしょう?
［鹿島田］たしかにかわいい絵だけどさ。
［柴崎］どれが長女だと思う?
［鹿島田］末っ子はまだ性のこと知らないと思うから、こ
の顔（笑）。
［長嶋］まあ、とにかくやってみよう。
［戸塚］キーボードの Ctrlキーを押せば、文章をスキ
ップして絵だけ見られます。
［長嶋］「既読スキップ」。これってエロゲー独特の文
化だよね。
［柴崎］とにかくエロを、というひと向けなの ?
［海猫沢］ワクワク（一同爆笑）。
［長嶋］エロゲーライターの友人に聞いたんだけど、
原稿料は、キロバイト単位で発生するんだって。
だから、文字数を稼ぐために主人公がやたらいろ
んなことを考える（笑）。ぼくが教えてる学校で
男子学生にいきなり書かせた小説と一緒（笑）。
モノローグばかりになるの。
［海猫沢］ちなみに 1キロバイト1000円～ 6000円まで
ライターによってピンキリです。
［中村］1文字 2バイトだから1000バイトを 2で割って、
だいたい 400字びっしり書いて 800円ぐらいか。
1文字 2円。
［海猫沢］「ユリイカ」とそんな変わんないんですね。
［長嶋］でも、原稿は改行もカウントされるけど、バイト
単位だと改行や空白はカウントされないからね。

★
［一同］あ、きた、巨乳 !
［海猫沢］この子はイイ!
［鹿島田］乳首がちょっと見えてる……わたしのわりと好
きなかたちです（笑）。
［海猫沢］これ、あとで借りられないかな……。おれ
は子供のころから、ピンク色の髪の子に弱いんだ
よね。ミンキーモモとか。
［鹿島田］わたしも好きだった !　エロいんだよね。
［柴崎］エロ場面じゃないのに、さっそく「びしょ濡れ
で……」とか言ってますよー。
［海猫沢］こっちの女の子、ふつうのツンデレ ?
［中村］ぼくはこの子がいちばんかわいいですね。
［鹿島田］髪の長い子が好き?
［中村］胸が自然だから。
［山崎］わたしも次女がいちばん好きです。 
［柴崎］長嶋さんどれが好み ?
［長嶋］記号的だから、誰でもいい（一同笑）。

★
［鹿島田］はじまってすぐ、「一緒に住む」みたいな展

開になってるよ。誰から攻略しますか ?
［長嶋］みんなにいちばん人気があったツンデレにしよ
うよ。
［鹿島田］でも難しくない、ツンデレは ?
［長嶋］じゃあ、鹿島田さんの好きなひとでいいよ。
［鹿島田］そろそろエロないといらいらしてくるよ。
［海猫沢］ヤバいな……エロゲ空間に吸い込まれて、
ここに住んでるみたいな気になってきた。
［戸塚］むかしは友達の家に集まって、お父さんのコ
ンピューターでやってましたよね。
［山崎］なんで主人公が島育ちっていう設定なの ?
［鹿島田］この 3人が同棲するための方便。
［海猫沢］ようするに同棲すればなんでもいいんですよ。
［鹿島田］じゃあ、ピンクの髪の子にする?
［海猫沢］こいつ……萌える !
［長嶋］まだエロシーン 1回しか出てないのに、もうめ
ろんさんが……。
［海猫沢］これはいい !
［中村］男が出てきた。これ誰 ?　自分 ?
［海猫沢］エロゲの主人公はだいたい顔がかくれていた
り、半透明だったりするんですよ。
［長嶋］「半透明」っていう欲望のあらわれは、すご
いと思う。女の子の体は見たいけど、男の身体
性はいらないんだよね。だけど男だけが消えると、
女の子ひとりでマヌケな格好をしてることになる。
だから「半透明」。よくできてるよ。
［柴崎］もう恋愛してるんですか ?
［戸塚］まだ女の子に受け入れられようとしてる状態で
すね。

★
［長嶋］さっきも言ったけど18、9歳の男子の小説っ
て、エロゲーみたいなセリフ書くよね。
［中村］どっちがどっちに似てるかわからないけど。しか
しモノローグ長い……稼いでるね（笑）。
［鹿島田］この文章どう思いますか ?　うまく書けてるの
かな。
［海猫沢］小説とは違いますよ。エロゲは凝って書いて
もじっくり読んでくれないから。
［鹿島田］わたし、BL（ボーイズラブ）小説書くときは、
性描写で「桜色の突起を……」とか言い換える
んだけど、エロゲーは「乳首」とかも言い換えな
いんだね。喘ぎ声が長いのも、原稿料を稼ぐた
め ?
［中村］喘ぎ声も音声あるの ?　「っ」ってどうやって
発音するの ?
［海猫沢］おれがつくったシナリオを読んでもらったとき
は、「ここをもうちょっとエロく……」とか声優さん
に指示出しましたよ。
［中村］エロにとってモノローグはあんまり関係ないでし
ょう?　大事なのは、女のセリフなんじゃないかな。
だって音声になるんだから。「ぅん」とか「っ」
なんて、その 1文字がすごい大切なんじゃないか
な。
［長嶋］あ、「1枚絵」だ。1枚絵イベントは「アル

バム」に残るの。
［戸塚］アルバムっていうのは、あとからそこだけ見返
すためのモードですね。
［長嶋］クリアしても、アルバムがぜんぶ埋まるまでや
るから、そこにゲーム性がある。
［柴崎］いま、女の子が転んで「あっ」って言ったら、
いきなり下着に男性器が入るという状況に……。
［鹿島田］すごいムチャな……偶然ショーツをかいくぐっ
て挿入なんて、ありえないご都合主義。彼女はエ
ッチな気分になってないのに濡れてるわけ ?
［柴崎］まだパンツのなかに入ってるだけです（笑）。
［中村］こういうの、プレイヤーは、見た瞬間に笑わ
ないの ?
［海猫沢］笑うわけないじゃない !　ドキドキする……こっ
ちがおれの現実ですよ !!
［柴崎］前にめろんさん、街でかわいい女の子を見た
ときのことを「2次元を超えた !」って。すごいい
いセリフだなあと思った（笑）。
［鹿島田］（性器が）熱い熱いって言うけど、熱くなる
もんなのかなあ。男性が熱いのは男根に血が通
ってるからだけど、女性って、熱いとかそういう感じ
じゃないよね。
［柴崎］でも、ゲームやるひとを喜ばせるためには、
男性側に伝わるようにこういう言い方になるんじゃ
ない ?
［長嶋］ゲームの表現は、男のプレイヤーにとっての
リアルなんだよ !
（鹿島田、カーソルで局部をなぞる）
［中村］やめようよ、それ !　鹿島田さん !!
［長嶋］エロゲーのテキストって古い語彙が多いよね。
［柴崎］エッチ中も、絵は変わったり動いたりしない
の ?　基本的に、文章で想像するの ?
［中村］声でしょう。
［長嶋］だから「女性のみフルボイス」ってウリなんだよ。
［海猫沢］いや、全体ですよ全体。オーラ。ゲームラ
イターで、地の文に特徴があるひとって少ないで
すよね。
［鹿島田］同人誌とかエロゲーとかって、「くちゅくちゅ」
とかの擬音を入れると効果的なの。文章としてわ
ざと稚拙なものを入れておくんだよね。
［戸塚］最近の気の利いたゲームでは、そういう効果
音が入ります。
［一同］気の利いたゲーム（爆笑）!

★
［山崎］この子たちは何歳なんですか ?
［戸塚］いちおう18歳以上なんです。舞台は高校に
見えても、必ず「○○学園」なんですよ。「学校」
ではない、ってことになってます。
［海猫沢］だからいま児童ポルノ法で、「キャラの見た
目で決めよう」とかって話になるんですよ。
［山崎］登場人物って、どうやって生活してることにな
ってるんですか ?
［戸塚］だいたい、キャラの家はめぐまれています。
［長嶋］だって、すごく高いよ、このバスルーム !

［海猫沢］両親は海外に行って、とか。
［長嶋］それはエロに限らず、ラブコメ「同棲もの」
の基本だよね。
［鹿島田］あだち充系 ?
［戸塚］「みゆき」とか。
［海猫沢］あ、男子だ……飛ばそう。
［鹿島田］でも3Pとかになるかもしれないじゃん !
［山崎］ライバルが出てくる展開はけっこうあるの ?
［戸塚］よくあるのは、主人公の幼馴染。
［柴崎］あ、鹿島田さん、「メガネ」に「巨乳」だ
よ !
［鹿島田］「萌え～」 !　わたしこの娘好き。SとかM
とか属性がはっきりしてる娘がいい !　頭のリボンだ
って猫耳だよ絶対 !
［柴崎］ほんとだ、リボンがぴくって動いた。
（山崎・中村、呆然）
［海猫沢］みんなの反応があまりに新鮮すぎる……こ
んなの典型的なデータベース的キャラじゃないす
か。登場人物の属性がそういう部分か、あとは会
話であらわされるんですよ。
［長嶋］会話や表情だけじゃない性格描写も知ってほ
しいな、こういうゲームをするひとには。背景に「バ
ストアップ」の人物を描いてテキストが下段にある
のって、よくいえば人形浄瑠璃みたいなもんでし
ょ?　太夫がいて声をやってて、浄瑠璃がバストア
ップの絵を動かしてるって。それで表現できること
もあるんだけど、それ以外の感情表現も欲してほ
しい。
［戸塚］あとは、登場人物の性格描写は描写じゃなく
てポーズとかであらわされるんですよ。たとえば、
手を前に組んでる子は警戒してる、とか。あとは
会話ですね。
［山崎］勉強になります。

★
［鹿島田］このゲーム、選択肢出てこないね。
［海猫沢］ある意味現実に近づいてる。
［戸塚］どこに射精するか、とかいうのがありますよ。
［長嶋］中出しかどうかだけは律義に選択させてくれる
ね（笑）。精子の「量」を選べるのあるよね。
フォトショ（Photoshop）でレイヤー増やせばいい
だけだから。
［鹿島田］男のひとがプレイすると「中出しするか」が
気になるのっておもしろいよね。女はいかに気持
ちいいかじゃない ?
［柴崎］気持ちよさを、ゲームで表現するのは難しい
よね。
［長嶋］やっぱり男目線だよね。「出すかどうか」を選
べるのは男だけなわけだから。
［海猫沢］あ、きた !　選択肢きた !　あ、セーブでき
るらしいよ !
［柴崎］セーブしましょう、セーブ ! 
［戸塚］3人全員がお弁当つくってきました。誰のを
食べるか選べます。
［鹿島田］男の夢だよね。
［長嶋］こんな夢見たことないけどね。
［中村］あ、メガネがきた。
［鹿島田］モエー !
［柴崎］あれが好き?
［鹿島田］好き。「メガネっ娘」好きだから。まじめっ
ぽい娘がエッチなことしてるとどきどきしない ?
［海猫沢］わかるけど……みなさんの感性は 10年ズレ
てる……ギャップでしょ?
［中村］（携帯電話の画像を見せながら）鹿島田さん、
おれに萌えてもいいですよ。
［鹿島田］あ、ガクランだ !　かっこいい航さん !　転送
して転送して !
［中村］今日とった写真です。
［鹿島田］あ、これエプロン萌えだね。これ選択肢出
てきたっけ ?
［柴崎］アイスクリーム屋さんに移動したよ。
［海猫沢］おれはこの先の展開が読めましたよ。
［長嶋］アイスは使うよね（笑）。
［海猫沢］お菓子作りといえばなんらかの白濁液で決まり。
［鹿島田］すべりもよくなるし……これは決まりですね。
［海猫沢］あれ、白濁液がかかりませんね。
［中村］ミルクのこと白濁液って言わないでしょう（笑）。
［鹿島田］そういうものはぜんぶ白濁液なんですよ。

★
［長嶋］最近のエロゲーの女の子は処女じゃなきゃい
けないんだよね。
［戸塚］「人妻もの」じゃなければ大抵そうです。
［長嶋］購買者のニーズに応えてる。
［戸塚］なんだかんだいって潔癖なところがあるんで
すよ。
［海猫沢］基本的にエロゲは商品だし、所有欲を満た
すものだから、「使用済み」だとイヤじゃないですか。
［長嶋］1万円近く払って、ひとの「使用済み」はイ
ヤだ、と。
［柴崎］まあ、そのためにある商品だからねえ……。
［鹿島田］たちの悪いのは、そういう所有欲に無自覚
な男だよね。
［山崎］さっきまで萌えてたのに、鹿島田さん急にい
いこと言いますね。でもそれはそうだ。
［鹿島田］「おれはフェミニンだ」って思ってる男より、
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封 筒 の 郵 便 番 号 の 枠 の 中 は 空 白 だ っ た 。 切 手 も 貼 っ て い な か っ た 。 こ の

世 の 決 ま り ご と を 捨 て て し ま っ た 老 人 な の だ 。

受 取 人 の 住 所 氏 名 も 、 差 出 人 の 住 所 氏 名 も 書 か れ て い な い 封 筒 で あ る 。

住 所 も 氏 名 も こ の 世 の 決 ま り ご と な の だ か ら 、 書 か れ て い な い の は 当 然 で

あ る 。
記 憶 の モ ザ イ ク の 通 り を 当 て も な く 歩 き 出 す 。 ポ ス ト と い う 当 て は 、 も

う ど う で も よ か っ た 。 ポ ス ト も ま た 、 こ の 世 の 決 ま り ご と の 一 つ な の だ か

ら 。
足 か せ が 外 れ た よ う に 足 が は ず む 。 顏 の 筋 肉 が ゆ る み 、 笑 い 声 が 飛 び 出

し て く る 。

「 わ っ は っ は っ は っ は っ は っ ！ 」

一 冊　 百 円

店 頭 に 積 ま れ た 本 の 上 に ダ ン ボ ー ル の 札 が 立 ち 、 マ ジ ッ ク の 文 字 が 見 え

た 。
こ れ は 神 田 の 古 本 屋 か ？　 そ れ と も 早 稲 田 の 古 本 屋 か ？

ど こ で も い い 。 神 田 も 早 稲 田 も 、 こ の 世 の 決 ま り ご と に 過 ぎ な い の だ か

ら― 。

「 わ っ は っ は っ は っ は っ は っ ！ 」

ダ ン ボ ー ル の 札 の す ぐ そ ば に は 、 無 愛 想 な 表 紙 を 目 立 た せ 一 冊 の 本 が あ

る 。 昔 な つ か し い 小 包 の 紙 だ 。 く す ん だ 麻 紐 が 和 綴 じ の 作 法 を 無 骨 に 演 じ

て い る 。 あ の 日 、 一 度 だ け 開 い て 見 た も の だ 。

な つ か し や 、 あ ら な つ か し や 、 な つ か し や 。

「 わ っ は っ は っ は っ は っ は っ ！ 」

近 づ い て 手 に 取 っ た 。 表 紙 を め く る 。 最 初 の ペ ー ジ に は 、 何 も 摺 ら れ て

い な い 。 次 の ペ ー ジ も 同 じ だ っ た 。 め く っ て も め く っ て も 、 あ の 日 の 男 女

は 現 わ れ て く れ な い 。 黄 ば ん だ 和 紙 の 無 数 の 繊 維 が 、 時 間 の よ う な た な び

き を 見 せ る だ け だ 。 た な び き の 彼 方 に 、 全 て は 消 え て い っ た の で あ る 。

春 画 が 何 だ ！　 浮 世 絵 が 何 だ ！　 歌 麿 が 何 だ ！　 源 氏 物 語 も 法 隆 寺 も 、

み ん な み ん な 消 え て し ま え ！　 消 え る こ と こ そ 真 理 な の だ ！

「 わ っ は っ は っ は っ は っ は っ ！ 」

抜 け 殻 と な っ た 本 を 足 元 に 叩 き つ け る 。

「 痛 い ！ 」 「 痛 い ！ 」 「 痛 い ！ 」 「 痛 い ！ 」 「 痛 い ！ 」 「 痛 い ！ 」 「 痛 い ！ 」

「 痛 い ！ 」

隅 田 川 の 花 火 の よ う に 声 が 響 き 、 髷 を 結 っ た 何 組 も の 男 女 が 裾 を は だ け 、

尻 餅 を 突 い て い た 。 ど っ こ い 性 愛 は 、 消 え な い こ と こ そ 真 理 だ っ た の だ 。

描 か れ た 男 根 よ り も 、 目 の 前 の 男 根 は み す ぼ ら し か っ た 。 桜 餅 の お 化 け

の よ う だ っ た 女 陰 は 、 よ じ れ に よ じ れ て く す ん で い る 。

眉 根 に 皺 を 寄 せ 、 ペ ア た ち は 叩 き つ け ら れ た 痛 み に 耐 え て い た 。 力 み の

入 っ た そ の 顏 は 、 性 愛 た け な わ の 春 画 の 顏 と 、 ど こ か 似 通 っ て い る 。 違 っ

て い る の は 、 春 画 に は 一 本 の 皺 も 描 か れ て い な い と い う こ と だ っ た 。 そ れ

は 、 春 画 に 限 ら れ た こ と で は な い だ ろ う 。 「 オ ギ ャ ー 」 と 生 ま れ る そ の 瞬

間 、 人 は 既 に 眉 根 に 皺 を 寄 せ て 登 場 す る と い う の に 、 「 希 望 」 だ と か 「 明

日 」 だ と か と い う 画 筆 で 皺 を 消 し 、 人 は 装 っ て い く の で あ る 。

「 わ っ は っ は っ は っ は っ は っ ！ 」

「 御 用 だ ！ 」 と い う 声 が し た 。

立 ち 上 が っ た 男 が 一 人 、 萎 え た 男 根 を ぶ ら 下 げ な が ら 十 手 を 向 け て い る 。

眉 根 の 皺 は 、 ど う し よ う も な い 深 さ だ っ た 。

「 わ っ は っ は っ は っ は っ は っ ！ 」

癌 細 胞 の 暴 れ る 腹 を 両 手 で 押 さ え 、 笑 っ て や る 。 笑 う と い う 行 為 だ け が 、

眉 根 の 皺 を 真 に 消 し 去 る こ と が で き る の だ 。

知 ら な か っ た 死 の 姿 が 、 今 、 紫 の 野 辺 と な っ て 、 ぼ く は 泣 き な が ら 東 京

市 歌 の 一 番 を 歌 い 終 わ り ま し た 。

二 番 と 三 番 は 、 今 の 東 京 を 讚 え る 歌 詞 で す 。 「 千 代 田 の 宮 居 は わ れ ら が

ほ こ り 」 と い う 歌 詞 も 入 っ て い ま す 。 ぼ く は 、 と て も そ こ ま で 歌 う 気 持 ち

に は な れ ま せ ん で し た 。 ぼ く も ま た 非 国 民 だ っ た の で す 。

助 け 船 の よ う な お ば あ ち ゃ ん の 声 が し ま し た 。

「 今 度 は 、 坊 や の 番 だ よ 」

脱 脂 綿 を コ ッ プ に 戻 し 、 お ば あ ち ゃ ん は コ ッ プ を 差 し 出 し ま し た 。 割 り

箸 が ペ ン の よ う に コ ッ プ か ら 突 き 出 て い ま す 。

ペ ン を 握 る よ う に 、 ぼ く は 割 り 箸 を 握 り ま し た 。 手 紙 を 書 く よ う に 、 ぼ

く は お じ い ち ゃ ん の 唇 の 上 で 脱 脂 綿 の ペ ン 先 を 動 か し ま し た 。

「 も ー い ー よ ー 」 と 、 お ば あ ち ゃ ん は 隠 れ ん ぼ を す る よ う に 言 い ま し た 。

割 り 箸 と 脱 脂 綿 を 、 ぼ く は コ ッ プ の 中 に 戻 し ま し た 。

死 に 水 を と る の は 終 わ り で す 。 で も 、 そ れ は 隠 れ ん ぼ の 始 ま り で し た 。

鬼 に さ れ た ぼ く は 、 生 の 陰 に 隠 れ て い る 死 と い う も の に 反 応 し な が ら 、 お

ろ お ろ と 生 き て こ な け れ ば な り ま せ ん で し た 。

「 お ば あ ち ゃ ん 、 警 察 に 行 っ て く る か ら 、 お 留 守 番 し て い て ね 」

「 警 察 ？ 」 と 、 ぼ く は 驚 い て 言 い ま し た 。 お ば あ ち ゃ ん は 、 お じ い ち ゃ ん

と ぼ く と い う 二 人 の 非 国 民 の こ と を 警 察 に 知 ら せ に 行 く の で し ょ う か ？

「 お じ い ち ゃ ん 、 お 医 者 さ ん に は 、 絶 対 、 診 て も ら わ な い 人 だ っ た で し ょ

う 。 だ か ら 、 シ ボ ー シ ン ダ ン シ ョ を 書 い て も ら え な い ん だ よ 。 そ れ が な か

っ た ら シ ボ ー ト ド ケ が 出 せ な い し 、 出 せ な か っ た ら カ ソ ー キ ョ カ シ ョ ー が

も ら え な い ん だ よ 。 そ れ が も ら え な か っ た ら 、 お じ い ち ゃ ん は 、 こ の ま ま 、

こ こ に 置 い と か な き ゃ な ん な い ん だ よ 」

シ ボ ー シ ン ダ ン シ ョ 、 シ ボ ー ト ド ケ 、 カ ソ ー キ ョ カ シ ョ ー ？　 わ け の 分

か ら ぬ あ れ や こ れ や が 、 お ば あ ち ゃ ん を ぐ る ぐ る 巻 き に し て い る の で す 。

ぐ る ぐ る 巻 き に さ れ た お ば あ ち ゃ ん は 、 真 っ 赤 な 顏 を し て 警 察 へ 出 か け

て い き ま し た 。

お じ い ち ゃ ん の 顏 は 、 白 い タ オ ル で 覆 わ れ て い ま し た 。 お ば あ ち ゃ ん が

掛 け て い っ た の で す 。 笑 い で い っ ぱ い の 死 に 顏 が 隠 さ れ 、 ぼ く は 、 や は り 、

隠 れ ん ぼ の 鬼 な の で し た 。

鬼 は 、 忍 び 寄 ら な け れ ば な り ま せ ん 。 忍 び 寄 る の は 、 裏 側 か ら の 方 が い

い で し ょ う 。

ぼ く は 頭 の 横 で 畳 を こ す り 、 敷 布 団 の 下 を 覗 き ま し た 。 茶 色 い 紙 の 端 が

見 え ま す 。 引 き 出 す と 、 そ れ は 一 冊 の 本 で し た 。

く た び れ た 小 包 の 紙 が 表 紙 代 わ り に か ぶ さ っ て い ま す 。 和 綴 じ の 作 法 で 、

く す ん だ 麻 紐 が 本 を 綴 じ て い ま し た 。 何 カ 所 も 何 カ 所 も 、 縛 り つ け る よ う

な し つ こ い 綴 じ 方 で す 。 縛 り つ け ら れ た 悪 党 を 、 ぼ く は 見 つ け て し ま っ た

の か も し れ ま せ ん 。

本 を め く る と 、 現 わ れ た の は や は り 悪 党 で し た 。 ど ぎ つ い 色 で 彩 ら れ た

悪 党 は 、 髷 を 結 っ た 一 組 の 男 女 で し た 。 裾 を は だ け 、 二 人 は も つ れ 合 っ て

い ま す 。

お ち ん ち ん の 太 さ と 長 さ に 、 ぼ く は 息 を 呑 み ま し た 。 ぼ く は お か あ ち ゃ

ん や お ば あ ち ゃ ん に 連 れ ら れ て 銭 湯 に 行 き 、 女 風 呂 に 入 り 続 け て き ま し た 。

大 人 の お ち ん ち ん は あ ん ま り 見 た こ と が な い の で す が 、 お 酒 に 酔 っ ぱ ら っ

た お じ い ち ゃ ん が 、 玄 関 の 障 子 を 開 け て 、 た た き に 向 か っ て お し っ こ を す

る の は 何 度 も 見 ま し た 。 そ の 大 き さ の 何 倍 も あ る お ち ん ち ん が 、 ろ く ろ 首

の よ う に 、 女 の ま た ぐ ら へ 伸 び て い る の で す 。

女 風 呂 に 慣 れ て い る と は 言 え 、 ま た ぐ ら を 覗 か せ て も ら っ た こ と な ど 一

度 も あ り ま せ ん 。 そ し て 、 今 、 目 の 前 に あ る 本 の 中 の ま た ぐ ら は 、 ま る で

桜 餅 の 化 け 物 の よ う な 色 と 形 を 見 せ 、 お い で お い で を し て い る の で す 。 葉

の 色 は あ り ま せ ん 。 葉 を 剝 い て 食 べ る の が 、 ぼ く の 食 べ 方 で し た 。 絵 の 中

の 男 も 、 葉 は 嫌 い な の か も し れ ま せ ん 。 戦 争 の お か げ で 、 食 べ た く て も 食

べ ら れ な い 桜 餅 │ せ っ か く の 桜 餅 な の に 、 ぼ く は 剝 き 出 し の 化 け 物 に 吐

き 気 を 感 じ て い ま し た 。

追 い 払 う よ う に ペ ー ジ を め く る と 、 次 の ペ ー ジ に も 男 と 女 は 現 わ れ ま す 。

今 度 は ろ く ろ 首 お ち ん ち ん が 、 桜 餅 の 化 け 物 に 食 い つ か れ て し ま っ て い る

で は あ り ま せ ん か 。 ぼ く は あ わ て て 本 を 閉 じ 、 お じ い ち ゃ ん の 布 団 の 下 に

戻 し ま し た 。

お じ い ち ゃ ん 、 生 き る っ て 、 何 な の で し ょ う ？　 死 ぬ っ て 、 何 な の で し

ょ う ？　
日 付 も 署 名 も 宛 名 も な い 手 紙 は 、 封 筒 を 膨 ら ま せ 、 ジ ャ ン パ ー の ポ ケ ッ

ト に 入 っ て い た 。

向 井 豊 昭 ◉ M u k a i  To y o a k i

33 年 生 。 96 年 、 62 歳 に し て 「BARABARA 」 で 早 稲 田 文 学 新 人 賞 を 受 賞 、 奇 妙 な 文 体 と シ ュ ー ル な 物

語 、 真 摯 な 問 題 意 識 の ア ン バ ラ ン ス が 注 目 を 集 め た 。 み ず か ら 設 立 し た 「 Ｂ Ａ Ｒ Ａ Ｂ Ａ Ｒ Ａ 書 房 」 か

ら 定 価 ０ 円 （ ＋ 冗 費 税 ） の ゲ リ ラ 本 を つ ぎ つ ぎ 刊 行 、 07 年 10 月 か ら 刊 行 さ れ た 手 書 き ＋ コ ピ ー の 個 人

誌 「Mortos 」 は 、 計 4 冊 を 数 え て い る 。



い つ も の い び き の 方 が 大 変 だ っ た の で す 。

い び き も か か ず 、 お じ い ち ゃ ん は 夜 通 し う な っ て い ま し た よ ね 。 そ れ は

死 を 迎 え る お じ い ち ゃ ん の 言 葉 だ っ た の だ と い う こ と が 、 そ の 時 の ぼ く に

は 分 か り ま せ ん で し た 。

お じ い ち ゃ ん 、 ご め ん な さ い 。 ぼ く は 、 お ば あ ち ゃ ん の お っ ぱ い を い じ

り な が ら 、 お じ い ち ゃ ん の う め き 声 を 追 い 払 い 、 縁 側 に 面 し た 八 畳 間 の 布

団 で 眠 っ て い た の で す 。

お じ い ち ゃ ん の 部 屋 は 、 玄 関 に 面 し た 四 畳 半 で し た よ ね 。 お じ い ち ゃ ん

は 眠 る 時 、 そ こ で 一 人 で し た 。

二 つ の 部 屋 の 間 に は 仏 壇 が 置 か れ た 六 畳 間 が あ り 、 仏 壇 に は 、 戦 死 し た

お と う ち ゃ ん の 写 真 と 、 結 核 で 死 ん だ お 母 ち ゃ ん の 写 真 が 飾 ら れ て い ま し た

よ ね 。

「 洗 面 器 ！ 」

言 葉 を 縮 め 、 お じ い ち ゃ ん の 声 が ま た 轟 き ま し た 。 顏 を 洗 う な ら 水 が 入

っ た ま ま 持 っ て い け ば い い の で し ょ う 。 洗 っ た の か 、 ま だ な の か ？　 何 の

た め の 洗 面 器 な の か ？　 ぼ く は 洗 面 器 の 水 を 捨 て る べ き か 否 か 迷 っ て い た

の で す 。

お ば あ ち ゃ ん は 、 洗 濯 の た め 外 に 出 て い ま し た 。 愚 図 愚 図 し て い て は 、

お じ い ち ゃ ん に ま た 叫 ば れ て し ま う こ と で し ょ う 。 水 を 捨 て る 時 間 は 、 切

り 捨 て ら れ な け れ ば な り ま せ ん で し た 。

お じ い ち ゃ ん の 部 屋 の ふ す ま は 、 閉 め ら れ て い ま し た 。 洗 面 器 の 水 が 揺

れ 、 立 ち 止 ま っ た 足 を 濡 ら し ま す 。

濡 れ た 足 を ふ す ま の 隙 間 に 突 っ 込 み 、 ハ リ ケ ー ン の よ う に ふ す ま を 開 け

ま し た 。 お じ い ち ゃ ん と 拮 抗 す る た め に は 、 ハ リ ケ ー ン で な け れ ば な り ま

せ ん 。 お じ い ち ゃ ん に 連 れ ら れ て 見 に い っ た 「 ハ リ ケ ー ン 」 と い う 洋 画 の 、

す さ ま じ い 嵐 の 場 面 は 、 ず っ と ず っ と 、 今 、 こ の 歳 に な っ て も 心 に 刻 ま れ

て い ま す よ 。

そ こ に 出 て く る 男 と 女 の こ と は 、 子 ど も だ っ た ぼ く に は 何 も 分 か り ま せ

ん で し た 。 分 か ら な く て も い い ん で す よ ね 。 人 と 人 と の 姿 は 、 自 然 の 姿 と

同 じ な の で す か ら 。

上 半 身 を 起 こ し た お じ い ち ゃ ん の 目 は 、 助 け を 求 め て 光 っ て い ま し た 。

眉 間 の 皺 が 言 葉 の よ う に 寄 っ て い ま す 。 吐 き 気 を こ ら え て 結 ん で い る 唇 は 、

断 末 魔 の 鼠 の よ う に 痙 攣 し て い ま し た 。

差 し 出 さ れ た 洗 面 器 に 、 お じ い ち ゃ ん は 顏 を 突 き 出 し ま す 。 喉 を 揺 る が

す 音 と 一 緒 に 、 血 が 噴 き 出 し ま し た 。 黒 ず ん だ 血 で し た 。

墨 流 し の 墨 の よ う に 、 た お や か な 動 き は 見 せ て く れ ま せ ん 。 洗 面 器 の 水

の 面 に い び つ な 円 を 叩 き つ け る と 、 そ の ま ま 底 に 沈 ん で い く の で し た 。

「 何 だ 、 へ ん て こ り ん な 日 の 丸 だ な 」 と 、 お じ い ち ゃ ん は 言 い ま し た 。

「 わ っ は っ は っ は っ は っ は っ ！ 」

笑 い 声 が 響 き ま す 。 お じ い ち ゃ ん の 眉 根 の 皺 は 消 え て い ま し た 。

大 日 本 帝 国 の 国 旗 に こ じ つ け て 笑 う な ん て 、 そ れ は 非 国 民 の す る こ と で

す 。
洗 面 器 を 持 っ た ぼ く の 両 手 が 震 え ま し た 。

布 団 の わ き に 洗 面 器 を 置 く と 、 ぼ く は 下 駄 を 突 っ か け 、 長 屋 の 路 地 を 走

っ て い き ま し た 。

手 押 し 井 戸 が あ り ま す 。 洗 濯 板 の 上 で 手 を 動 か し て い る お ば あ ち ゃ ん の

姿 が 見 え ま す 。

声 が 出 て き ま せ ん 。 ぼ く は 井 戸 に 近 づ く と 、 お ば あ ち ゃ ん に 並 ん で し ゃ

が み ま し た 。

お ば あ ち ゃ ん は 手 を 休 め ま せ ん 。 し ゃ ぼ ん が 泡 立 ち 、 は じ け て い き ま す 。

お ば あ ち ゃ ん の 耳 元 で 、 ぼ く は よ う や く 、 し ゃ ぼ ん の 泡 の よ う な 声 を は じ

か せ ま し た 。 そ れ は 、 ぼ く が 本 当 に 言 い た い こ と と 、 か な り の ズ レ が あ り

ま し た 。

「 お じ い ち ゃ ん 、 血 、 吐 い た 」

ズ レ は あ る の に 、 言 葉 は ほ ど ほ ど に 役 に 立 ち ま す 。 ほ ど ほ ど を 証 明 す る

よ う に 、 お ば あ ち ゃ ん は 、 ぼ く よ り 短 い 言 葉 を 返 し て き ま し た 。

「 ま た か い 」

ぼ く が 学 校 に 行 っ て い る 時 も 血 を 吐 い て い た の だ と い う こ と を 、 ぼ く は

後 に な っ て 知 り ま し た 。

「 よ い し ょ 」

掛 け 声 を か け 、 お ば あ ち ゃ ん は 、 た ら い を 手 押 し ポ ン プ か ら 離 し 、 洗 い

場 の 隅 に 移 し ま し た 。

「 よ い し ょ 」

お ば あ ち ゃ ん は ま た 掛 け 声 を か け 、 腰 を 伸 ば し ま す 。 下 駄 が 音 を た て 、

お ば あ ち ゃ ん は 前 の め り に な っ て 走 り 出 し ま し た 。 お ば あ ち ゃ ん が 走 る 姿

を 見 た の は 、 後 に も 先 に も 、 そ の 日 だ け の こ と で し た 。

次 の 日 は 、 学 校 で し た 。 や り 損 ね た 墨 流 し を 今 日 こ そ や ろ う と 、 ぼ く は

急 ぎ 足 で 帰 っ て き ま し た 。

玄 関 の ガ ラ ス 戸 を 開 け 、 「 た だ 今 ！ 」 と 言 っ た 途 端 、 障 子 越 し に 漂 っ て

く る 匂 い が 鼻 の 粘 膜 を な で ま し た 。 お や つ の よ う な 甘 い 匂 い な の で す 。

お か あ ち ゃ ん が 死 ん だ 時 、 ぼ く は 同 じ 匂 い を 感 じ た こ と が あ り ま す 。 そ

れ は 、 も う お や つ を く れ ら れ な く な る お か あ ち ゃ ん の 最 後 の 思 い だ っ た の

か も し れ ま せ ん 。

お じ い ち ゃ ん は 、 お や つ な ん か く れ た こ と が あ り ま せ ん で し た よ ね 。 逆

に 、 ぼ く が お か あ ち ゃ ん や 、 お ば あ ち ゃ ん に も ら っ た お や つ を 食 べ て い る

と 、 「 う ま そ う だ な 。 半 分 わ け し よ う 」 と 言 っ て 、 大 き な 手 を 伸 ば し て き

ま し た よ ね 。

お じ い ち ゃ ん に は 、 お 金 が な か っ た か ら ケ チ だ っ た ん だ と い う こ と に 気

づ い た の は 、 ぼ く が 大 人 に な っ て か ら で す 。

お じ い ち ゃ ん は 小 説 家 に な る ん だ と 言 っ て 勤 め 先 の 北 海 道 庁 を 辞 め 、 家

族 を 連 れ て 東 京 へ 出 て き た ん で す よ ね 。

お じ い ち ゃ ん の 原 稿 は 相 手 に さ れ ず 、 お ば あ ち ゃ ん は 着 物 の 仕 立 て 、 家

政 婦 、 病 院 の 付 添 婦 な ど 、 い ろ ん な 仕 事 を し て お 金 を 稼 い だ ん で す よ ね 。

お じ い ち ゃ ん 。 お じ い ち ゃ ん の 部 屋 か ら 漂 っ て き た 甘 い 匂 い は 、 ぼ く へ

く れ た お や つ だ っ た の だ と 思 う こ と に し ま す 。 映 画 の 「 ハ リ ケ ー ン 」 は 甘

く は な か っ た け ど 、 あ れ も お じ い ち ゃ ん の お や つ で し た 。

障 子 を 開 け る と 、 お じ い ち ゃ ん の 枕 元 に は 、 青 ざ め た 顏 の お ば あ ち ゃ ん

が 座 っ て い ま し た 。

眉 根 に は 皺 が 寄 せ ら れ て い ま す 。

目 を 閉 じ た お じ い ち ゃ ん の 顏 は 、 も っ と 青 ざ め て い ま し た 。 で も 、 眉 根

の 皺 は あ り ま せ ん 。 お じ い ち ゃ ん の 顏 は 笑 っ て い る の で す 。 笑 い 声 は 発 し

ま せ ん が 、 笑 い を 届 け る よ う に 、 口 は 大 き く 開 い て い ま し た 。

お ば あ ち ゃ ん の 膝 の 先 に は 、 空 の コ ッ プ が あ り ま し た 。

「 お じ い ち ゃ ん 、 死 ん じ ゃ っ た よ 」 と 、 お ば あ ち ゃ ん は 、 コ ッ プ を 見 つ め

な が ら 言 い ま し た 。

「 配 給 の お 酒 注 い で 、 置 い て っ た ん だ よ 。 た っ た 今 、 外 か ら 帰 っ て き て さ 、

お じ い ち ゃ ん を 覗 い た ら 、 ウ ン と も ス ン と も 言 わ な い ん だ よ ね 。 コ ッ プ の

お 酒 だ け は 空 っ ぽ に し て 、 死 ん じ ゃ っ た ん だ よ 」

お ば あ ち ゃ ん は 、 コ ッ プ を 持 ち 上 げ ま し た 。 「 あ ら 、 い や だ 。 少 し 残 っ

て る じ ゃ な い 」

コ ッ プ を 置 い て 四 畳 半 を 出 る と 、 お ば あ ち ゃ ん は す ぐ に 戻 っ て き ま し た 。

手 に は 、 新 し い 割 り 箸 と 、 小 さ く む し ら れ た 脱 脂 綿 を 持 っ て い ま す 。

コ ッ プ の 中 に 、 お ば あ ち ゃ ん は 脱 脂 綿 を 落 と し ま し た 。 今 度 は 割 り 箸 を

二 つ に 裂 き ま す 。 た わ い の な い 音 を た て て 、 割 り 箸 は 裂 け ま し た 。 人 が 死

ぬ と い う こ と も ま た 、 何 と た わ い な い こ と な の で し ょ う 。　

ぼ く は 両 手 で 耳 を 塞 ぎ 、 固 く 目 を つ ぶ り ま し た 。

お ば あ ち ゃ ん の 体 が 寄 っ て く る 気 配 が し ま す 。 両 手 が つ か ま れ 、 耳 か ら

引 き 離 さ れ ま し た 。

「 お じ い ち ゃ ん を 天 国 に 送 っ て あ げ よ う ね 。 目 を 開 け な さ い 」

お そ る お そ る 目 を 開 く と 、 お ば あ ち ゃ ん は コ ッ プ の 底 の お 酒 で 濡 れ た 脱

脂 綿 を 割 り 箸 で つ ま み 上 げ 、 お じ い ち ゃ ん の 唇 の 上 に 持 っ て い き ま し た 。

割 り 箸 を 握 っ た 手 が 、 揺 り 籠 の よ う に 揺 れ ま す 。 脱 脂 綿 が 掌 の よ う に 紫

色 の 唇 を な で 、 紫 は 武 蔵 の 野 辺 の よ う に 光 り ま し た 。

紫 に お い し 武 蔵 の 野 辺 に

日 本 の 文 化 の 華 さ き み だ れ

月 影 い る べ き 山 の 端 も な く

む か し の 広 野 の お も か げ い ず こ

小 さ な 声 で 、 ぼ く は 東 京 市 歌 の 一 番 を 歌 い 出 し て い ま し た 。 学 校 で 、 式

の た び に 歌 わ さ れ る 歌 で す 。 意 味 は よ く 分 か り ま せ ん 。 で も 、 行 進 曲 風 の

堂 々 と し た 曲 の 底 に あ る 哀 し み の よ う な も の を 、 ぼ く は 突 然 分 か っ た よ う

な 気 が し た の で す 。

お と う ち ゃ ん が 死 ん だ 時 、 戦 友 は 、 ど う や っ て 天 国 に 送 っ て あ げ た の か

― 遠 い 遠 い 海 の 向 こ う の こ と な の で 、 ぼ く は 何 も 知 り ま せ ん 。

お か あ ち ゃ ん が 死 ん だ 時 、 お じ い ち ゃ ん と 、 お ば あ ち ゃ ん は 、 ど う や っ

て 天 国 に 送 っ て あ げ た の か― 夜 中 だ っ た の で 、 寝 ぼ け た ぼ く は 何 も 知 り

ま せ ん 。



両 手 で 腹 を 押 さ え 、 前 の め り に 歩 い て い く 。

手 は 、 爪 の 先 ま で 黄 ば ん で い た 。 眉 根 に 皺 を 集 め て 、 顏 も 黄 ば ん で い る 。

吐 き 気 が 胸 に 突 き 上 が る 。 癌 細 胞 が 暴 れ て い る の だ 。

四 つ 角 を 左 に 曲 が る 。 ポ ス ト は 、 す ぐ 目 の 先 に あ る は ず だ っ た 。

曲 が っ た の だ が ポ ス ト は 見 え な い 。 ポ ス ト を 前 に し た 米 屋 の 建 物 も 、 看

板 も 代 わ っ て い た 。

「 三 崎 藥 局 ？ 」　 　

藥 と い う レ ト ロ な 文 字 が 使 わ れ て い る 。 横 書 き の 看 板 は 右 か ら 始 ま っ て い

た 。
思 い 出 が よ み が え り 、 後 ず さ り を す る 。 三 崎 藥 局 の 詰 め 襟 の 中 学 生 は 、

子 ど も の こ ろ の 恐 怖 だ っ た の だ 。

目 が 合 う と 、 な ぜ か 追 い か け て く る 。 そ こ に 何 人 子 ど も が い て も 、 追 い

か け ら れ る の は こ ち ら 一 人 だ っ た 。

理 不 尽 な こ と で あ る 。 こ の 世 そ の も の が 理 不 尽 の 塊― 不 意 に 何 か に 追

い か け ら れ る の だ ぞ 、 と い う こ と を 教 え て く れ た 親 切 な オ ニ イ サ ン だ っ た

の か も し れ な い 。

そ う 言 え ば 、 取 っ 捕 ま っ た こ と は 一 度 も な か っ た 。 息 を 切 ら し て 振 り 返

る と 、 い つ の 間 に か 姿 は 消 え て い た の だ 。

藥 局 の 隣 に 目 を や る 。

「 青 森 銀 行 川 内 支 店 」 と い う 身 の 丈 ほ ど の 立 て 看 板 が 立 っ て い た 。 東 京 は

大 井 の 三 崎 藥 局 に 、 北 の 町 の 銀 行 が 並 ん で い る の だ 。

戦 争 中 、 祖 母 の 故 郷 に 疎 開 を し 、 そ の 町 で 小 ・ 中 ・ 高 を 卒 業 し た 。 高 校

は 定 時 制 だ っ た 。

学 校 の 帰 り 、 灯 の 消 え た 商 店 街 を し ょ ぼ く れ た 姿 で 歩 い て く る と 、 ビ ン

ボ ー 学 生 を 嘲 笑 う よ う な 嬌 声 が 灯 に 乗 っ て 流 れ て く る 店 が あ っ た 。 銀 行 の

向 か い の 菊 乃 家 と い う 小 料 理 屋 だ っ た 。

友 達 数 人 で 、 銀 行 の 立 て 看 板 を 菊 乃 家 の 前 に 移 動 し て し ま っ た こ と が あ

わ っ は っ は っ は っ は っ は っ ！る 。 翌 朝 、 勤 め 先 の 営 林 署 に 向 か う た め 通 り を 歩 い て い く と 、 立 て 看 板 は

何 事 も な か っ た よ う に 定 位 置 に 戻 っ て い た 。 ほ っ と し な が ら 、 い つ も の 一

日 が 始 ま っ た の で あ る 。

い つ も は 、 ど こ に 行 っ た の だ ろ う ？

商 店 街 の 一 軒 一 軒 に 目 を 注 ぐ 。

菊 乃 家 は 、 駄 菓 子 屋 に な っ て い た 。 看 板 は な い が 、 そ の た た ず ま い は 昭

和 軒 で あ る 。 北 海 道 は― 二 軒 し か な か っ た 店 の 、 看 板 を 持 た な い 方 の 店

だ っ た 。 か つ て 暮 ら し た 土 地 の 店 と い う 店 が 、 配 列 を 変 え た 突 然 変 異 の 遺

伝 子 の よ う に 並 ん で い る の で あ る 。

吐 き 気 が 強 ま り 、 黄 ば ん だ 手 は 胸 を 押 さ え た 。 生 暖 か い も の が 突 き 上 が

っ て く る 。 口 を こ じ 開 け 、 黒 ず ん だ 道 路 の 上 に 影 の よ う に 撒 か れ た も の が

あ っ た 。

唇 に 残 る 影 の 残 党 を 手 で 拭 う 。 黒 ず ん だ 血 が 指 に 添 っ て 走 っ て い っ た 。

「 お じ い ち ゃ ん 」 と 、 血 に 向 か っ て 呼 び か け る 。 六 十 年 以 上 も 昔 、 お じ い

ち ゃ ん は 、 同 じ 色 の 血 を 目 の 前 で 吐 い た の だ 。

日 曜 日 の 朝 で し た よ ね 。

「 洗 面 器 持 っ て こ い ！ 」

お じ い ち ゃ ん が 叫 ん だ 時 、 ぼ く は 水 を た た え た 洗 面 器 を 縁 側 に 置 き 、 そ

の か た わ ら で 墨 を 磨 っ て い ま し た 。 前 の 日 、 友 達 の と こ ろ で 覚 え て き た 墨

流 し を や ろ う と し て い た の で す 。

一 週 間 く ら い 前 か ら 、 お じ い ち ゃ ん は お な か が 痛 い と 言 っ て 寝 込 ん で し

ま い 、 お ば あ ち ゃ ん が お 医 者 さ ん を 呼 ぼ う と す る と 、 「 医 者 は 嫌 い だ 」 と

言 っ て 顏 を 赤 く し て 怒 り ま し た よ ね 。

「 ウ ー ン 、 ウ ー ン 」

お じ い ち ゃ ん は 昼 も 夜 も 、 う な り 声 を 発 し て 痛 み を こ ら え て い ま し た よ

ね 。 で も 、 ぼ く は 、 う な り 声 は あ ま り 気 に な り ま せ ん で し た 。
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