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愉 し い 文 学
W o n d e r f u l  B U N G A K U

▼
昨
年
か
ら
選
考
委
員
を
ひ
と
り
だ
け
に
絞
っ
た
「
早

稲
田
文
学
新
人
賞
」
。
前
回
は
中
原
昌
也
さ
ん
が
間
宮

緑
「
牢
獄
詩
人
」
を
選
ん
で
く
れ
た
わ
け
で
す
が
、
今

回
は
東
浩
紀
さ
ん
が
引
き
受
け
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ

の
東
さ
ん
に
、
今
日
は
新
人
賞
を
め
ぐ
る
話
を
お
聞
き
し

ま
す
。
ま
ず
最
初
に
、
今
回
の
選
考
を
引
き
受
け
て
く
れ

た
意
図
か
ら
伺
え
ま
す
か
。

東
◉
ぼ
く
は
い
ま
ま
で
、
い
わ
ゆ
る
文
芸
誌
の

選
考
委
員
を
や
っ
て
い
ま
せ
ん
。
べ
つ
に
断
っ

て
い
た
わ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
頼
ま
れ
た
こ
と
が

一
度
も
な
か
っ
た
だ
け
で
す
。
た
だ
、
文
芸
誌

の
新
人
賞
は
、
選
考
委
員
が
入
れ
替
わ
っ
て
も
、

雑
誌
が
違
っ
て
も
、
わ
り
と
似
通
っ
た
基
準
で

の
選
別
と
排
除
の
シ
ス
テ
ム
に
な
り
や
す
い
と

は
思
い
ま
す
。

そ
ん
な
な
か
で
今
回
、『
ゲ
ー
ム
的
リ
ア
リ
ズ

ム
の
誕
生
』
を
書
き
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
や
美
少
女

ゲ
ー
ム
を
論
じ
て
も
い
る
ぼ
く
が
新
人
賞
を
選

ば
せ
て
も
ら
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
一
個
べ

つ
の
オ
プ
シ
ョ
ン
が
つ
く
れ
る
と
い
う
意
味
で

よ
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

ぼ
く
は
い
ま
、
講
談
社
で
「
東
浩
紀
の
ゼ
ロ

ア
カ
道
場
」、
N
H
K
出
版
で
北
田
暁
大
さ
ん
と
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「
思
想
地
図
」
を
行
っ
て
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
か

た
ち
で
若
手
批
評
家
を
産
み
だ
そ
う
と
し
て
い
ま

す
。「
ゼ
ロ
ア
カ
」
な
ん
て
ほ
ん
と
に
メ
チ
ャ
ク
チ

ャ
な
企
画
だ
と
思
う
け
ど
（
笑
）、
そ
れ
で
も
あ

る
て
い
ど
能
力
の
あ
る
連
中
が
集
ま
っ
て
き
て
い

て
、
そ
の
う
ち
一
人
か
二
人
は
、
将
来
、
プ
ロ
の

物
書
き
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
最
近
『
ゼ
ロ
年
代

の
想
像
力
』
を
書
い
た
宇
野
常
寛
さ
ん
に
し
て
も
、

早
川
書
房
の
「
S
F
マ
ガ
ジ
ン
」
か
ら
出
て
き
た

わ
け
で
、
も
は
や
文
芸
誌
で
は
な
い
。
宇
野
さ
ん

の
出
版
記
念
ト
ー
ク
の
打
ち
上
げ
に
行
き
ま
し
た

が
、
ま
だ
メ
ジ
ャ
ー
手
前
の
若
手
評
論
家
の
飲
み

会
に
す
ぎ
な
い
は
ず
な
の
に
、
ぼ
く
と
同
年
代
や

そ
れ
以
下
の
書
き
手
や
編
集
者
で
す
ご
く
賑
わ
っ

て
い
る
。
あ
れ
は
す
ご
い
。
あ
あ
い
う
熱
気
を
見

る
と
、
や
っ
ぱ
り
、
従
来
の
文
壇
と
は
違
う
場
で

事
件
が
起
き
て
い
る
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
わ
け

で
す
。
あ
あ
い
う
空
気
が
し
ば
ら
く
続
け
ば
、
か

な
ら
ず
な
に
か
変
わ
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。
そ

し
て
、
そ
れ
は
少
し
ず
つ
、
創
作
の
風
景
も
変
え

て
い
く
で
し
ょ
う
。

「
早
稲
田
文
学
」
の
選
考
は
小
説
が
対
象
で
す
が
、

い
ま
評
論
か
ら
出
て
き
て
い
る
そ
う
い
う
熱
気
は

強
く
意
識
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
文
芸
誌
で

も
、
そ
の
新
し
い
批
評
の
流
れ
に
乗
れ
る
雑
誌
と

乗
れ
な
い
雑
誌
が
わ
か
れ
て
い
く
で
し
ょ
う
、
同

じ
よ
う
に
小
説
に
し
て
も
、
た
と
え
ば
「
早
稲
田

文
学
」
の
新
人
賞
な
ら
こ
う
い
う
の
が
通
る
、
で
も

某
誌
に
は
こ
う
い
う
ひ
と
し
か
載
ら
な
い
、
そ
う

い
う
差
異
が
は
っ
き
り
出
て
く
る
だ
ろ
う
し
、
ま

た
そ
う
し
て
い
き
た
い
と
思
う
わ
け
で
す
。
文
壇

の
横
で
東
ひ
と
り
が
変
な
こ
と
を
や
っ
て
る
と
か

い
う
話
で
は
な
く
、
そ
れ
は
「
新
し
い
流
れ
」
で
、

そ
れ
を
無
視
す
る
か
し
な
い
か
が
問
わ
れ
て
る
の

だ
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
示
し
て
い
き
た
い
。

そ
の
た
め
の
選
考
委
員
就
任
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

▼
そ
の
と
き
、
東
さ
ん
が
言
う
「
新
し
さ
」
は
ど
の
よ
う
な

も
の
で
す
か
？　

も
ち
ろ
ん
、
新
し
さ
な
ん
て
い
う
の
は
受
け

と
る
側
が
規
定
す
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
し
、
予
想
も
し
な
い

か
た
ち
で
現
れ
る
も
の
で
も
あ
る
で
し
ょ
う
け
れ
ど
、
す
で
に

現
れ
つ
つ
あ
る
と
東
さ
ん
が
思
う
も
の
を
、
あ
え
て
言
う
と

す
れ
ば
。

東
◉
個
々
の
作
品
の
判
断
は
相
対
的
で
多
元
的
で

い
い
と
思
い
ま
す
。
選
考
す
る
側
も
媒
体
も
、
労

力
や
場
所
を
提
供
し
て
、
そ
れ
な
り
の
コ
ス
ト
を

か
け
て
や
る
わ
け
で
す
。
だ
と
し
た
ら
、
ほ
か
の

雑
誌
で
も
デ
ビ
ュ
ー
で
き
る
ひ
と
を
、
わ
ざ
わ
ざ

こ
こ
で
デ
ビ
ュ
ー
さ
せ
る
必
要
は
な
い
。
そ
う
い

う
判
断
の
な
か
で
出
て
く
る
「
新
し
さ
」
で
あ
り
、

特
定
の
基
準
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
押
し
だ
そ
う

な
ん
て
思
っ
て
い
ま
せ
ん
。

と
は
い
え
、
単
に
「
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
る
」
と

か
「
す
ご
い
」
と
か
で
は
な
い
、
質
的
な
評
価
は

行
わ
れ
る
わ
け
で
、
そ
う
で
す
ね
、
事
前
に
は
言

い
に
く
い
の
で
す
が
、
い
ま
念
頭
に
置
い
て
い
る

の
は
、
た
と
え
ば
「
ユ
リ
イ
カ
」
の
中
上
健
次
特

集
で
ぼ
く
と
前
田
塁
さ
ん
の
対
談
で
語
ら
れ
た
、

「
異
族
」
を
引
き
継
ぐ
よ
う
な
小
説
、
と
か
く
る

と
嬉
し
い
か
な
と
は
思
い
ま
す
。
で
も
、
あ
く
ま

で
も
「
た
と
え
ば
」
な
の
で
、
あ
ま
り
深
刻
に
は

考
え
な
い
で
く
だ
さ
い
。
た
だ
、
か
り
に
「
枯
木

灘
」
み
た
い
な
小
説
が
き
て
も
、「
ま
あ
、
こ
れ
は

ほ
か
の
新
人
賞
で
も
通
る
で
し
ょ
う
」
と
ぼ
く
は

判
断
す
る
と
思
い
ま
す
。

▼
「
ユ
リ
イ
カ
」
の
対
談
の
話
を
補
足
す
れ
ば
、
「
異
族
」

は
今
日
の
世
界
あ
る
い
は
文
化
の
フ
ラ
ッ
ト
化
に
構
造
が
対

応
し
て
い
る
タ
イ
プ
の
小
説
で
あ
り
、
「
枯
木
灘
」
は
た
だ

し
く
自
然
主
義
的
な
小
説
だ
、
と
い
う
話
で
す
よ
ね
。
で
も
、

あ
そ
こ
で
は
「
異
族
」
と
は
タ
イ
プ
の
違
う
、
構
造
と
し
て

は
自
然
主
義
的
な
も
の
で
も
あ
る
「
鳳
仙
花
」
が
、
き
わ

め
て
魅
力
的
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
持
っ
た
小
説
だ
と
い
う
話

で
も
あ
っ
た
は
ず
で
す
が
、
あ
あ
い
う
小
説
が
出
て
き
た
ら

ど
う
し
ま
す
？

東
◉
初
潮
前
の
女
子
が
ど
ん
ど
ん
エ
ロ
く
な
っ
て

い
く
話
っ
て
こ
と
（
笑
）
？―

そ
り
ゃ
も
ち
ろ

ん
、
そ
ん
な
の
書
か
れ
ち
ゃ
っ
た
ら
通
さ
ざ
る
を

得
な
い
で
す
よ
！　

文
学
の
新
し
い
流
れ
と
は
ま

っ
た
く
関
係
が
な
い
基
準
で
（
笑
）
！

い
や
、
ま
あ
話
を
戻
す
と
、
文
学
っ
て
そ
も
そ

も
さ
ま
ざ
ま
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
同
時
進
行
し
て
い

る
も
の
だ
か
ら
、「
こ
の
文
学
が
新
し
い
」
と
言
う

こ
と
が
無
意
味
だ
と
い
う
こ
と
は
よ
く
わ
か
り
ま

す
。
そ
れ
は
ま
っ
た
く
そ
う
だ
し
、
そ
う
い
う
レ

ッ
テ
ル
貼
り
が
い
か
に
悪
影
響
を
与
え
る
か
も
わ

か
る
。
け
れ
ど
も
、
か
と
い
っ
て
そ
う
い
う
レ
ッ

テ
ル
を
す
べ
て
麻
痺
さ
せ
て
、「
い
ろ
ん
な
小
説
が

あ
る
よ
ね
」
ば
っ
か
り
言
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
も

ま
た
な
ん
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
も
な
く
て
寂
し
い
の

も
事
実
で
す
。

だ
か
ら
や
っ
ぱ
り
、
多
く
の
作
家
や
批
評
家
か

ら
不
興
を
買
う
こ
と
は
覚
悟
の
う
え
で
、「
こ
う
い

う
の
が
新
し
い
文
学
の
流
れ
な
ん
だ
」
と
主
張
し

て
ゆ
く
の
も
、
批
評
家
の
仕
事
で
あ
り
媒
体
の
仕

事
だ
と
思
う
ん
で
す
。
そ
の
点
で
、「
早
稲
田
文

学
」
や
「
ユ
リ
イ
カ
」
も
そ
う
だ
け
れ
ど
、
太
田

克
史
さ
ん
の
や
っ
て
い
る
講
談
社
B
O
X
や
「
フ

ァ
ウ
ス
ト
」
も
偉
い
と
思
う
わ
け
で
す
。
彼
は

「
新
伝
綺
」
と
か
名
前
を
で
っ
ち
上
げ
て
、「
こ
れ

こ
そ
が
文
学
の
最
先
端
だ
」
と
か
言
う
わ
け
だ
け

れ
ど
、
あ
ん
な
の
む
ろ
ん
言
っ
て
る
だ
け
で
す
よ

（
笑
）。
で
も
、
そ
の
「
言
っ
て
る
だ
け
」
が
、
多

く
の
ひ
と
は
言
え
な
い
わ
け
で
す
。
特
に
文
芸
誌

だ
と
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
作
家
か
ら
若
手
新
人
ま
で
す

べ
て
相
手
に
し
て
「
文
芸
」
を
代
表
し
な
け
れ
ば

い
け
な
い
わ
け
で
、
そ
こ
で
「
最
先
端
」
な
ん
て

言
葉
は
軽
々
に
は
使
え
な
い
。
で
も
、
そ
れ
こ
そ

が
彼
ら
を
縛
っ
て
る
と
思
う
。
い
ろ
い
ろ
な
世
の

し
が
ら
み
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
や
っ
ぱ
り
そ
う
あ

っ
て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
そ
れ
が

ワ
ガ
マ
マ
に
す
ぎ
な
く
て
も
、
最
先
端
だ
と
思
う

も
の
を
最
先
端
だ
と
言
え
ば
い
い
し
、
そ
れ
で
ベ

テ
ラ
ン
作
家
が
手
を
引
い
た
ら
「
俺
の
責
任
だ
」

っ
て
言
う
、
そ
れ
が
編
集
長
だ
と
思
う
。
そ
う
い

う
な
か
で
、「
早
稲
田
文
学
」
と
い
う
媒
体
は
、

「
ユ
リ
イ
カ
」
と
一
緒
に
川
上
未
映
子
さ
ん
を
送

り
出
し
た
こ
と
を
は
じ
め
と
し
て
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク

が
軽
い
。
だ
か
ら
、
そ
こ
で
し
か
出
せ
な
い
乱
暴

な
も
の
を
出
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

う
ぬ
ぼ
れ
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
ぼ
く
は
い

ま
、
文
芸
評
論
家
と
し
て
は
絶
対
に
「
勝
て
る
」

と
い
う
自
信
が
あ
る
。
文
学
は
勝
ち
負
け
じ
ゃ
な

い
、
と
か
そ
う
い
う
話
と
は
別
に
、
自
分
が
夢
想

し
て
い
る
世
界
は
絶
対
に
く
る
と
い
う
自
信
が
あ

る
。
だ
か
ら
、
送
っ
て
く
る
ひ
と
に
は
、
な
に
よ

り
、
そ
こ
に
賭
け
て
ほ
し
い
で
す
。
む
ろ
ん
、
リ

ス
ク
は
自
己
責
任
で
（
笑
）。

東
浩
紀
◉

A
z

u
m

a
 H

ir
o

k
i

71
年
生
。『
存
在
論
的
、
郵
便
的
』『
動
物
化
す
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
』
等
で
新
世

代
の
批
評
家
・
哲
学
者
と
し
て
脚
光
を
浴
び
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
か
ら
コ
ミ

ッ
ク
や
ア
ニ
メ
、
さ
ら
に
情
報
環
境
や
現
代
に
お
け
る
自
由
と
い
っ
た
テ
ー
マ

ま
で
広
範
な
活
動
を
続
け
て
い
る
。
同
時
に
、
94
年
の
デ
ビ
ュ
ー
作
は
ソ
ル
ジ

ェ
ニ
ー
ツ
ィ
ン
論
で
あ
り
、
近
年
の
『
ゲ
ー
ム
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
誕
生
』
ま
で
、

そ
の
思
考
の
底
流
に
は
一
貫
し
て
文
学
的
な
想
像
力
の
問
題
が
あ
る
。
現
在
、

小
説
「
フ
ァ
ン
ト
ム
、
ク
ォ
ン
タ
ム
」
を
発
表
中
。
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両
足
で
ふ
ん
づ
け
て
か
た
め
る
。
ジ
ャ
ン
プ
す
る
。
め
じ
る
し

に
小
石
を
三
つ
。
あ
く
ま
で
も
さ
り
げ
な
く
だ
。
家
に
あ
が
っ
た

と
こ
ろ
で
声
を
か
け
ら
れ
る
。
お
父
さ
ん
の
ケ
イ
タ
イ
し
ら
な
い

か
。
僕
し
ら
な
い
と
い
っ
て
後
ず
さ
り
す
る
。
く
る
っ
と
ま
わ
っ

て
か
け
だ
し
た
。
サ
ン
ダ
ル
も
は
か
ず
に
。
汗
が
異
様
に
た
れ
て

き
て
手
で
ぬ
ぐ
う
。
す
る
と
顔
が
ま
っ
黒
に
。
横
を
見
る
と
た
し

か
に
時
計
店
の
ガ
ラ
ス
戸
に
ど
ろ
ん
こ
の
子
供
が
一
人
い
る
。
青

に
な
っ
た
が
ま
た
く
る
っ
と
ま
わ
っ
て
ひ
き
か
え
す
。
犬
が
ほ
え

る
。
シ
ー
ッ
と
い
う
と
よ
け
い
に
ほ
え
る
。
わ
ん
わ
ん
。
こ
の
夏

休
み
の
あ
い
だ
ず
っ
と
な
つ
く
こ
と
が
な
か
っ
た
。
か
ま
わ
ず
い

そ
い
で
ほ
り
か
え
す
。
な
い
。
も
っ
と
ふ
か
く
ほ
っ
て
み
る
。
な

い
。
や
っ
ぱ
り
バ
レ
て
た
の
だ
。
徒
労
感
が
襲
う
。
そ
れ
を
振
り

払
う
よ
う
に
手
で
顔
を
ぬ
ぐ
う
。
ま
た
ま
っ
黒
に
。
し
か
し
と
う

と
う
見
つ
け
出
す
。
ジ
ャ
ン
パ
ー
の
内
ポ
ケ
ッ
ト
の
な
か
で
あ

る
。
な
ん
と
い
う
執
念
!　

小
銭
ま
で
手
に
入
れ
る
。
い
つ
か
ら

こ
ん
な
悪
い
子
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
バ
ス
停
に
な
ら
ぶ
。

県
境
を
こ
え
て
家
に
帰
る
つ
も
り
な
の
だ
ろ
う
か
？　

わ
ず
か
三

つ
先
で
終
点
な
の
だ
が
。
何
は
と
も
あ
れ
人
生
は
じ
め
て
の
一
人

旅
。
バ
ス
の
到
着
を
待
ち
わ
び
る
。
そ
の
と
き
着
信
音
が
鳴
る
。

A
の
ふ
く
ら
ん
だ
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
な
の
は
明
ら
か
。
老
眼
鏡
を
少

し
ず
ら
し
た
視
線
が
集
ま
る
。
し
か
た
な
く
ご
そ
ご
そ
や
っ
て
耳

に
あ
て
る
。
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
な
ん
か
い
ろ
い
ろ
落
ち
る
。

バ
ス
停
で
い
ろ
い
ろ
拾
う
。
全
部
自
分
の
も
の
で
あ
る
。
な
ん

で
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
拾
っ
て
ポ
ケ
ッ
ト
の
な
か

に
。
割
れ
て
る
も
の
も
あ
る
。
立
ち
上
が
る
。
膝
小
僧
に
小
石
が

く
っ
つ
い
た
ま
ま
だ
。
う
し
ろ
か
ら
声
を
か
け
ら
れ
る
。
一
人
で

バ
ス
に
乗
れ
る
の
か
。
背
が
高
く
て
か
っ
こ
い
い
男
の
人
だ
。
ど

こ
か
で
見
た
こ
と
あ
る
よ
う
な
。
和
弘
見
な
か
っ
た
か
い
と
聞
か

れ
て
思
い
出
す
。
和
弘
の
お
父
さ
ん
。
そ
う
い
お
う
と
し
て
あ
わ

て
て
両
手
で
口
を
お
さ
え
る
。
前
歯
が
な
い
の
が
わ
か
っ
て
し
ま

う
か
ら
。
そ
こ
に
バ
ス
到
着
。
プ
シ
ュ
ー
ッ
と
音
を
た
て
て
ド
ア

が
開
く
。
乗
る
の
と
聞
か
れ
て
う
な
ず
く
。
声
は
出
さ
ず
に
。
口

を
一
文
字
に
閉
じ
て
。
本
当
は
乗
る
必
要
な
ん
か
な
か
っ
た
の

だ
。
で
も
つ
ぎ
の
バ
ス
停
で
も
B
は
降
り
な
か
っ
た
。

C
の
祈
り
も
む
な
し
く
な
が
い
な
が
い
と
思
わ
れ
た
列
は
一
人

ま
た
一
人
と
そ
の
先
頭
か
ら
立
ち
去
っ
て
ゆ
き
と
う
と
う
順
番
が

ま
わ
っ
て
き
て
し
ま
っ
た
。
覚
悟
を
決
め
る
と
き
で
あ
る
。
に
ら

み
つ
け
て
胸
を
張
る
。
だ
が
白
衣
の
男
は
ま
っ
た
く
動
じ
る
気
配

を
見
せ
ず
椅
子
に
座
り
な
さ
い
と
早
口
で
命
ず
る
。
う
っ
か
り
腰

を
下
ろ
し
て
し
ま
う
。
む
ろ
ん
抵
抗
を
や
め
た
わ
け
で
は
な
い
。

さ
っ
き
か
ら
口
を
真
一
文
字
に
む
す
ん
だ
ま
ま
な
の
だ
。
鼻
の
穴

が
ふ
く
ら
ん
で
し
ま
う
。
し
か
た
な
い
の
だ
。
死
守
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
だ
。
も
う
あ
ん
な
痛
い
目
に
あ
う
の
は
ご
め
ん
な
の

だ
。
背
後
か
ら
笑
い
声
。
い
く
じ
な
し
と
の
声
も
聞
か
れ
る
。
い

つ
の
世
も
真
に
抵
抗
す
る
者
は
そ
の
よ
う
な
罵
声
を
あ
び
る
も
の

だ
。
こ
こ
が
こ
ら
え
ど
き
な
の
で
あ
る
。
そ
う
思
っ
て
目
を
開
け

た
と
き
男
の
手
が
の
び
て
き
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
鼻
を
つ
ま
ま
れ

る
。
あ
っ
さ
り
口
が
開
く
。
カ
ル
テ
に
三
か
所
の
虫
歯
が
記
録
さ

れ
る
。

折
れ
線
の
ど
れ
も
ま
だ
非
常
に
み
じ
か
い
。
だ
か
ら
分
析
も
困

難
き
わ
ま
る
。
た
だ
し
デ
ー
タ
を
新
し
く
三
か
所
に
加
え
現
時
点

で
の
最
善
を
期
し
た
。
と
く
に
こ
の
部
分
。
い
ず
れ
も
数
値
が
基

準
以
下
で
ぐ
っ
す
り
眠
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
よ
く
こ
ら
え
て

い
る
と
ひ
と
ま
ず
評
価
で
き
る
。
い
つ
も
な
ら
わ
ん
わ
ん
泣
い
て

親
を
困
ら
せ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
む
ろ
ん
ま
だ
夜
は
な
が
い

の
だ
か
ら
油
断
は
で
き
な
い
が
。
四
肢
の
複
雑
な
運
動
が
引
き
金

に
な
る
可
能
性
も
あ
る
の
だ
。
さ
て
図
4
で
あ
る
。
こ
の
折
れ
線

は
夢
を
見
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
何
度
も
こ
れ
ま
で
確
認

し
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
動
き
。
小
刻
み
に
震
え

て
い
る
の
が
わ
か
る
。
ま
だ
ろ
く
に
立
て
な
い
の
に
小
さ
く
ジ
ャ

ン
プ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
途
中
か
ら
線
が
太
く
な
っ
て
い
る
。

ム
キ
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
何
者
か
に
語
り
か
け
ら
れ
そ
れ
に
対

し
て
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ひ
き
つ
づ
き
推
移
を
見
守
る
べ

き
で
あ
る
。
さ
ら
に
点
D
に
注
目
。
こ
こ
で
い
っ
た
ん
線
が
途
切

れ
る
。
乳
歯
が
抜
け
た
の
だ
。
彼
は
い
ま
ふ
か
い
ふ
か
い
眠
り
の

な
か
で
お
ど
ろ
く
べ
き
こ
と
に
数
年
後
の
自
分
の
姿
を
夢
見
て
い

る
の
だ
。
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ま
だ
、
私
が
制
服
を
着
て
い
た
こ
ろ
。

ス
カ
ー
ト
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
手
を
す
べ
り
こ
ま
せ
て
、
本
を
転
が
す
の
が
気
に
入
り
だ
っ
た
。

そ
れ
は
授
業
中
や
掃
除
の
時
間
で
あ
っ
た
り
、
書
架
の
間
で
の
こ
と
だ
っ
た
り
す
る
。

何
か
の
最
中
に
ぼ
ん
や
り
と
思
う
の
は
、（
あ
、
さ
み
し
い
）。
さ
み
し
い
と
一
口
に
言
っ

て
も
、
た
よ
り
な
く
（
か
も
し
れ
な
い
）
な
ん
て
付
け
足
す
ほ
ど
な
の
で
、
た
い
し
た
理
由

も
な
い
。
わ
ざ
わ
ざ
補
助
鞄
か
ら
本
を
取
り
出
す
に
は
お
お
げ
さ
で
、
そ
し
て
ゆ
き
と
ど
か

ぬ
範
疇
の
こ
と
だ
っ
た
。

だ
か
ら
そ
う
い
う
と
き
、
こ
っ
そ
り
本
に
触
れ
る
の
に
、
制
服
の
ス
カ
ー
ト
は
と
て
も
、

ふ
さ
わ
し
か
っ
た
。
指
の
は
ら
で
ち
ょ
っ
と
掠
め
る
ぶ
ん
に
は
、
文
庫
よ
り
も
ハ
ン
カ
チ
の

間
に
ま
ぎ
れ
る
く
ら
い
の
大
き
さ
が
ち
ょ
う
ど
よ
か
っ
た
し
、
つ
ん
と
す
ま
し
た
プ
リ
ー
ツ

の
間
に
手
を
す
べ
ら
す
の
は
、
な
ぜ
だ
か
ひ
ど
く
胸
が
さ
わ
い
だ
。
ち
ょ
っ
と
だ
け
、
ひ
め

ご
と
め
い
て
い
て
。

六
年
間
も
同
じ
ス
カ
ー
ト
を
は
い
て
い
る
と
、
だ
ん
だ
ん
へ
な
っ
と
し
て
く
る
。
折
り
目

は
や
わ
ら
か
く
指
を
は
じ
い
て
、
色
の
褪
せ
て
く
る
ス
カ
ー
ト
の
紺
が
し
ん
な
り
と
目
に
な

じ
ん
で
。
釦
は
こ
す
れ
て
剝
げ
て
く
る
し
、
丁
寧
に
扱
っ
て
い
る
つ
も
り
で
も
補
助
鞄
の
フ

ァ
ス
ナ
ー
は
嚙
み
あ
わ
な
く
な
る
。

制
服
は
近
所
の
お
ん
な
の
こ
が
欲
し
が
っ
た
の
で
、
そ
っ
と
お
下
が
り
に
出
し
た
。
一
度

も
着
崩
し
た
こ
と
の
な
い
の
が
ひ
そ
か
な
じ
ま
ん
で
あ
っ
た
制
服
！　

さ
す
が
に
襟
衣
は
く

た
く
た
で
、
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。
風
呂
敷
は
も
ち
ろ
ん
、
あ
げ
な
い
。
ほ
ん
と
う
は
制
服

だ
っ
て
、
あ
げ
た
く
な
か
っ
た
の
だ
け
ど
。

　
い
ま
は
も
う
制
服
も
な
い
の
で
、
し
ん
み
り
と
私
服
を
着
る
。
持
っ
て
い
る
服
に
は
た
い

て
い
ポ
ケ
ッ
ト
が
つ
い
て
い
な
く
て
、
手
を
す
べ
ら
せ
て
も
何
も
入
っ
て
い
な
い
の
だ
っ
た
。

そ
ん
な
と
き
は
鞄
に
手
を
入
れ
て
、
き
ん
い
ろ
の
が
ま
口
を
き
ゅ
っ
と
握
る
。
あ
げ
て
し

ま
っ
た
制
服
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
ひ
そ
ま
せ
て
い
た
本
が
、
そ
の
な
か
に
あ
る
。

掌
に
ち
ょ
う
ど
よ
い
大
き
さ
の
が
ま
口
は
、
ふ
っ
く
り
と
し
た
貝
を
思
わ
せ
る
。

よ
く
よ
く
見
た
ら
そ
う
で
も
な
い
の
だ
け
ど
、
同
じ
大
き
さ
の
が
ま
口
が
五
つ
六
つ
並
ん

で
い
る
と
、
平
安
の
お
姫
さ
ま
た
ち
の
貝
合
わ
せ
の
よ
う
に
見
え
た
り
も
す
る
。

手
に
乗
る
く
ら
い
ち
い
さ
な
も
の
が
可
愛
ら
し
い
の
は
、
た

ぶ
ん
、
す
べ
て
を
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
う
気
が
す
る
か

ら
だ
。
き
ゅ
っ
と
握
り
つ
ぶ
し
て
し
ま
え
そ
う
な
気

が
し
て
、
恐
い
の
だ
っ
た
。

だ
か
ら
、
が
ま
口
を
掌
に
乗
せ
る
と
す
こ
し
緊

張
す
る
。

　
か
た
い
口
金
を
お
し
あ
け
る
と
、
手
に
な
じ
ん

だ
感
触
が
、
指
を
お
し
か
え
し
た
。
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わ
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
、
す
っ
と
、
わ
か
る
、
の
は
心
地
よ
い
。

ば
ら
ば
ら
だ
っ
た
も
の
が
ひ
と
つ
に
な
る
の
も
。

　

そ
の
心
地
よ
さ
を
齎
す
の
は
だ
れ
か
。

　

甘
美
だ
よ
ね
。
い
ま
で
も
。

　

ぽ
そ
っ
、
と
言
っ
て
く
れ
る
の
が
、
う
う
う
っ
、
と
い
う
の
は
吃
っ

て
る
の
で
は
な
い
、
う
れ
し
い
よ
。

　

ち
ゃ
ん
と
い
う
、
う
れ
し
い
よ
。

　

ぼ
く
は
、
え
?　

ぼ
く
ら
は
?

　

は
っ
き
り
さ
ら
せ
、
ど
あ
ほ
、
ぼ
く
は
。

　

最
初
か
ら
な
に
も
把
握
し
て
い
な
い
か
ら

　

そ
の
よ
う
に
、
ぼ
そ
っ
、
と
言
っ
て
ほ
し
い
と

　

ず
っ
と
念
願
し
て
い
た
。

　

そ
の
、
ぼ
そ
、
の
精
髄
の
部
分
を
中
島
ら
も
が
書
い
て
い
る
。

　

よ
く
よ
く
味
わ
う
べ
し
。

　

ま
一
度
。

　

よ
く
よ
く
味
わ
う
べ
し
。

　

世
界
は
近
い
と
思
っ
た
ら
遠
い
ん
だ
よ
。

　

遠
い
と
思
っ
た
ら
近
い
ん
だ
よ
。

　

つ
ま
り
、
は
は
は
、
考
え
る
べ
き
は
自
分
が
ど
こ
に
い
る
か
と
い
う

こ
と
な
ん
だ
よ
。

　

そ
ん
な
こ
と
を
。
出
っ
歯
で
。
出
っ
刃
で
。
山
と
川
に
区
切
ら
れ
て
。
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生
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リ
ズ
ミ
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な
喋
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口
調
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文
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思
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る
作
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真
摯
か
つ
滑
稽
。

笑
い
の
中
に
覗
く
「
愛
」
と
「
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が
読
者
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惹
き
付
け

て
や
ま
な
い
、
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。
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ぐ
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社
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四
年
。
コ
ピ
ー
ラ
イ
タ
ー
、
コ
ン

ト
作
家
な
ど
を
経
て
、
小
説
家
に
。
う
つ
症
状
や
ア
ル

コ
ー
ル
中
毒
に
悩
ま
さ
れ
つ
つ
も
、
執
筆
活
動
を
は
じ

め
、
ラ
イ
ブ
活
動
や
定
期
的
な
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
を
開
催

す
る
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
り
活
動
。
代
表
作
に
『
今
夜
、

す
べ
て
の
バ
ー
で
』『
ガ
ダ
ラ
の
豚
』
な
ど
。



ど
う
も
お
か
し
い
、
眼
に
す
る
も
の
す
べ
て
が
常
よ
り
も
醜
悪
に
見
え

る
と
思
っ
て
、
わ
た
し
は
眼
を
し
ば
た
た
く
。
近
年
、
心
に
ね
じ
れ
が
あ

っ
て
何
事
も
僻
目
に
見
る
傾
き
が
あ
る
ら
し
い
こ
と
は
薄
々
自
覚
し
て
い

な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
お
か
し
い
。
い
く
ら
僻
目
と
は

い
え
、
道
往
く
男
女
の
顔
が
ど
れ
も
醜
悪
に
見
え
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
、

果
た
し
て
あ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
老
女
、
は
べ
つ
に
珍
し
く
も
な
い
が
、

そ
の
襞
な
す
皺
の
畳
ま
れ
工
合
い
が
、
い
か
に
な
ん
で
も
尋
常
で
は
な
い
。

す
れ
ち
が
う
瞬
間
、
ひ
ょ
い
と
眼
鏡
を
は
ず
し
て
見
れ
ば
、
ぎ
ょ
っ
と
し

た
こ
と
に
そ
こ
に
あ
る
の
は
若
い
女
の
尋
常
な
顔
だ
。

ぎ
ょ
っ
と
し
た
と
た
ん
、
い
や
喫
驚
し
て
飛
び
上
が
り
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
、
む
し
ろ
穏
や
か
に
だ
が
ふ
っ
と
眼
を
開
く
。
ど
う
や
ら
う
た
た

寝
を
し
て
い
た
よ
う
だ
。
わ
た
し
は
ベ
ン
チ
に
坐
っ
て
い
て
、
眼
の
ま
え

の
池
は
こ
れ
は
僻
目
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
、
だ
れ
の
眼
に
も
そ
う

映
る
は
ず
だ
が
汚
れ
て
青
黒
く
か
き
濁
り
、
と
は
い
え
木
の
間
か
ら
穏
や

か
な
日
差
し
が
ち
ら
ち
ら
と
踊
っ
て
平
安
そ
の
も
の
と
い
う
ふ
う
で
、
と

い
う
よ
り
な
に
よ
り
ひ
と
気
が
な
く
忘
れ
ら
れ
た
場
所
と
い
う
風
情
で
静

ま
っ
て
い
る
こ
と
が
う
た
た
寝
を
さ
そ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
若
い
女
と
い
っ

て
も
、
器
量
の
ほ
う
は
醜
悪
と
い
う
の
で
は
ま
っ
た
く
な
い
が
、
あ
い
に

く
格
別
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
く
な
ど
と
思
い
か
け
、
い
や
い
や
そ
れ

は
現
実
の
こ
と
で
は
な
い
と
わ
た
し
は
頭
を
振
る
。
そ
れ
は
そ
う
な
の
だ

が
、
ど
う
も
朝
か
ら
眼
の
調
子
が
妙
な
の
は
事
実
で
、
な
る
ほ
ど
眼
鏡
の

せ
い
と
い
う
の
は
あ
り
え
な
い
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
。
な
に
し
ろ
眼
鏡

が
多
す
ぎ
る
の
だ
。
遠
近
、
ふ
た
つ
の
眼
鏡
が
あ
れ
ば
足
り
る
は
ず
の
と

こ
ろ
、
十
幾
つ
も
あ
る
の
だ
か
ら
ま
っ
た
く
異
常
と
い
う
し
か
な
い
。
あ

る
い
は
、
も
っ
と
沢
山
あ
る
か
も
し
れ
ず
、
も
う
何
年
も
ま
と
も
に
数
え

た
こ
と
が
な
い
。
も
っ
と
も
、
正
確
に
は
ふ
た
つ
で
は
や
は
り
不
足
と
い

う
べ
き
で
、
自
宅
と
研
究
室
に
そ
れ
ぞ
れ
ふ
た
つ
の
計
四
つ
は
必
要
で
、

と
い
う
の
も
し
ば
し
ば
つ
い
う
っ
か
り
忘
れ
る
か
ら
だ
。
い
や
、
忘
れ
る

の
は
だ
い
た
い
遠
近
の
近
の
ほ
う
と
き
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
遠
近
近
の
三

つ
あ
れ
ば
足
り
る
と
い
う
こ
と
か
。

べ
つ
に
眼
鏡
を
集
め
る
こ
と
が
趣
味
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
第
一
の

要
因
は
、
要
す
る
に
処
分
と
い
う
こ
と
を
し
な
い
か
ら
で
、
二
十
年
も
ま

え
の
が
そ
こ
ら
に
転
が
っ
て
い
た
り
す
る
。
せ
め
て
、
抽
出
し
に
し
ま
う

と
か
す
れ
ば
い
い
の
に
と
自
分
で
も
思
う
が
、
そ
れ
さ
え
し
な
い
の
は
い

っ
た
い
な
ぜ
か
と
問
わ
れ
て
も
困
る
の
で
、
な
ぜ
も
く
そ
も
な
い
そ
う
い

う
性
癖
な
の
だ
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
単
に
度
が

進
ん
で
買
い
替
え
る
と
い
う
こ
と
な
ら
十
幾
つ
な
ど
と
い
う
こ
と
に
は
な

ら
な
い
わ
け
で
、
慎
重
に
検
眼
し
て
こ
れ
で
よ
し
と
購
入
す
る
の
に
し
ば

ら
く
す
る
と
ど
う
し
て
か
微
妙
に
合
わ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
、

つ
い
ま
た
買
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
し
、
ど
う
も
そ
の
日
の
調
子
に
よ
っ

て
合
っ
た
り
合
わ
な
か
っ
た
り
と
い
う
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
、
だ
か
ら
あ

わ
た
だ
し
く
と
っ
か
え
ひ
っ
か
え
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
時
間
的
な
制

約
が
あ
る
し
、
十
幾
つ
全
部
と
っ
か
え
ひ
っ
か
え
な
ど
や
っ
て
い
ら
れ
ず
、

適
当
な
と
こ
ろ
で
手
を
打
っ
て
結
局
の
と
こ
ろ
も
う
何
年
も
ぴ
っ
た
り
合

う
と
い
う
こ
と
が
絶
え
て
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
そ
れ
で
ま
た
ま
た
、
今

度
こ
そ
な
ん
と
し
て
も
ぴ
っ
た
り
の
や
つ
を
と
眼
鏡
店
に
足
を
む
け
る
こ

と
に
な
っ
て
、
悪
循
環
も
い
い
と
こ
ろ
だ
。
親
父
の
や
つ
め
、
い
や
つ
ま

り
い
つ
も
ゆ
く
陰
気
な
店
構
え
の
依
怙
地
な
よ
う
な
眼
鏡
店
の
親
父
の
こ

と
だ
が
、
わ
た
し
の
顔
を
見
る
と
き
ま
っ
て
店
構
え
に
劣
ら
ず
陰
気
な
顔

を
歪
め
て
に
や
り
と
す
る
の
が
不
気
味
だ
し
怪
し
く
も
あ
り
、
眼
鏡
店
を

変
え
よ
う
と
思
う
の
は
い
つ
も
の
こ
と
な
の
に
い
ざ
と
な
る
と
結
局
あ
そ

こ
へ
惹
き
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
足
が
む
い
て
し
ま
う
の
は
、
わ
れ
な
が
ら

ど
う
い
う
わ
け
な
の
か
ま
っ
た
く
解
せ
な
い
。
じ
つ
を
い
え
ば
、
勇
を
鼓

し
て
ほ
か
の
店
で
眼
鏡
を
あ
つ
ら
え
た
こ
と
が
、
そ
れ
で
も
こ
れ
ま
で
に

何
回
か
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
勇
を
鼓
し
て
と
い
う
の
は
、
店
舗
の
明
る

さ
に
と
い
う
か
そ
れ
以
上
に
わ
た
し
の
眼
に
は
異
人
種
の
よ
う
に
映
る
店

員
た
ち
の
若
さ
に
つ
い
気
後
れ
す
る
か
ら
で
、
わ
れ
な
が
ら
老
耄
も
き
わ

ま
れ
り
と
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
い
や
こ
の
際
、
そ
ん
な
こ
と
は
ま
あ
い

い
と
し
て
、
な
ん
の
こ
と
は
な
い
同
じ
結
果
に
、
し
ば
ら
く
す
る
と
あ
る

い
は
と
き
に
よ
っ
て
微
妙
に
合
わ
な
い
と
い
う
結
果
に
お
わ
る
の
だ
か
ら
、

わ
ざ
わ
ざ
勇
を
鼓
し
て
あ
つ
ら
え
る
甲
斐
が
な
い
。
お
ま
け
に
、
長
年
の

交
誼
を
裏
切
っ
た
よ
う
な
気
が
、
な
に
が
交
誼
な
も
の
か
と
大
い
に
不
本

意
な
が
ら
し
て
、
そ
う
い
う
と
き
親
父
の
に
や
り
に
迎
え
ら
れ
た
り
す
る

と
ほ
ら
や
っ
ぱ
り
戻
っ
て
き
た
と
い
わ
れ
た
よ
う
な
、
貴
方
に
似
合
い
な

の
は
こ
の
店
し
か
な
い
と
い
わ
れ
た
よ
う
な
気
が
し
て
い
よ
い
よ
ど
う
も

不
本
意
だ
。

お
っ
と
い
け
な
い
、
い
い
か
げ
ん
研
究
室
へ
戻
ら
な
い
と
、
あ
っ
と
い

う
間
に
日
が
暮
れ
て
し
ま
う
。
い
や
べ
つ
に
、
戻
ら
な
く
た
っ
て
だ
れ
が

心
配
す
る
と
い
う
こ
と
も
な
く
て
、
ど
こ
で
な
に
を
し
て
い
よ
う
と
ど
う

ぞ
ご
自
由
に
と
い
う
も
の
、
あ
り
て
い
に
い
っ
て
放
っ
て
お
か
れ
て
い
る

と
い
う
の
が
実
状
な
の
だ
が
、
日
増
し
に
と
き
が
経
つ
の
が
早
く
な
っ
て

そ
う
ま
ご
ま
ご
も
し
て
い
ら
れ
な
い
。
な
に
も
時
間
を
無
駄
に
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
く
、
こ
こ
で
こ
う
し
て
い
る
の
は
研
究
に
思
い
を
凝
ら
し
て

い
る
の
だ
と
い
い
は
る
こ
と
は
で
き
よ
う
が
、
そ
う
で
な
い
こ
と
は
自
分

が
い
ち
ば
ん
よ
く
知
っ
て
い
る
。
ち
ょ
っ
と
息
抜
き
の
つ
も
り
が
、
つ
い

ず
る
ず
る
と
呆
け
た
よ
う
に
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
、
そ
の

間
研
究
の
こ
と
が
ち
ら
っ
と
頭
を
か
す
め
る
と
い
う
こ
と
さ
え
な
か
っ
た
。

閃
き
と
い
う
こ
と
に
、
こ
れ
ま
で
一
度
も
縁
が
な
か
っ
た
と
は
い
わ
な
い

が
、
待
ち
構
え
る
姿
勢
と
い
う
も
の
が
必
要
で
た
だ
漫
然
と
待
っ
て
い
れ

ば
閃
く
と
い
う
も
の
で
は
な
い
し
、
そ
も
そ
も
い
ま
は
閃
き
に
頼
る
と
い

う
よ
う
な
段
階
で
は
な
い
。
地
道
な
積
み
重
ね
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
、

眼

鏡

店

立

花

種

久
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だ
か
ら
ま
ご
ま
ご
し
て
は
い
ら
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
厳
密
な
日
程
に
し

た
が
っ
て
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
が
、
日
々
着
実
に
ま
と
ま
り
を
な
し
つ

つ
あ
る
と
い
う
段
階
で
あ
っ
て
、
い
ち
お
う
の
完
成
を
見
る
の
も
そ
う
遠

い
日
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
め
ざ
す
は
、
当
然
な
が
ら
最
終
的
な
完
成
と
い
う

こ
と
に
な
る
は
ず
だ
が
、
派
生
的
な
問
題
も
あ
る
し
と
り
あ
え
ず
い
ち
お

う
と
い
う
こ
と
に
し
て
お
い
て
、
そ
の
完
成
を
俟
っ
て
じ
っ
く
り
検
討
し

て
み
る
つ
も
り
だ
。
だ
か
ら
そ
う
の
ん
び
り
構
え
て
も
い
ら
れ
な
い
。
な

に
を
研
究
し
て
い
る
か
っ
て
？　

い
や
、
そ
れ
は
秘
密
秘
密
、
だ
れ
が
教

え
て
や
る
も
の
か
。
だ
れ
が
と
は
い
わ
な
い
が
、
ど
う
せ
黴
が
生
え
た
研

究
だ
の
な
ん
だ
の
と
、
あ
れ
こ
れ
難
癖
を
つ
け
る
に
き
ま
っ
て
い
る
の
だ
。

│
眼
鏡
が
合
わ
な
く
て
。

わ
た
し
は
つ
い
そ
う
こ
ぼ
す
。
こ
ぼ
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
研
究
が
、

も
う
ひ
と
つ
び
し
っ
と
し
な
い
と
い
う
か
、
照
準
が
甘
い
よ
う
に
思
え
る

の
は
そ
の
せ
い
だ
と
本
当
は
い
い
た
い
の
だ
が
、
そ
ん
な
こ
と
を
い
え
ば

遁
辞
と
取
ら
れ
か
ね
な
い
か
ら
そ
の
こ
と
は
口
に
し
な
い
。
い
や
第
一
、

相
手
は
研
究
に
は
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
単
に
顔
見
知
り
と
い
う
だ
け
の
、

ど
う
い
う
素
性
の
な
に
を
職
業
と
す
る
男
な
の
か
も
知
ら
な
い
の
だ
か
ら
、

研
究
の
こ
と
な
ど
口
に
し
て
み
て
も
は
じ
ま
ら
な
い
。
わ
た
し
は
も
う
一

杯
と
お
か
わ
り
を
注
文
す
る
。
い
い
か
げ
ん
に
し
ろ
、
い
い
歳
を
し
て
飲

み
す
ぎ
だ
と
い
っ
て
く
れ
る
者
な
ど
生
憎
い
な
い
か
ら
、
自
分
で
自
分
に

そ
う
い
っ
て
こ
れ
が
最
後
と
い
う
そ
れ
は
あ
ら
か
じ
め
の
牽
制
の
つ
も
り

だ
。
ち
ら
ほ
ら
と
、
顔
見
知
り
が
散
見
さ
れ
る
程
度
に
は
た
し
か
に
な
じ

み
の
店
だ
が
、
な
に
も
連
日
の
よ
う
に
入
り
浸
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

い
っ
た
い
だ
れ
に
弁
解
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
い
い
で
は
な
い
か
、
あ

と
は
帰
宅
し
て
就
寝
す
る
だ
け
の
、
い
わ
ば
就
寝
へ
む
け
て
の
こ
れ
は
さ

さ
や
か
な
娯
し
み
と
い
う
わ
け
な
の
だ
。
な
る
ほ
ど
、
寝
食
を
忘
れ
て
と

い
う
の
で
は
な
い
が
、
帰
っ
て
も
な
お
あ
れ
こ
れ
研
究
の
こ
と
に
気
を
取

ら
れ
て
し
ば
し
ば
深
更
に
及
ぶ
と
い
う
の
が
む
し
ろ
普
通
だ
っ
た
の
は
そ

う
遠
い
日
の
こ
と
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
い
つ
か
ら
か
そ
ん
な
こ

と
も
ば
っ
た
り
な
く
な
っ
た
と
い
ま
さ
ら
な
が
ら
気
づ
く
。
い
ま
で
も
、

飲
ま
ず
に
帰
宅
す
る
日
の
ほ
う
が
多
い
し
、
と
な
れ
ば
心
に
か
か
る
研
究

の
こ
と
で
頭
を
占
め
ら
れ
る
と
い
っ
て
み
て
も
、
要
す
る
に
た
だ
の
惰
性

と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
そ
れ
が
な
に
か
を
生
む
な
ど
と
い
う
こ
と
は
ま
っ

た
く
期
待
で
き
な
い
。
そ
れ
が
つ
ま
り
は
歳
を
取
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ

ろ
う
。
ど
う
に
も
や
む
を
え
な
い
。
な
に
よ
り
も
気
力
が
つ
づ
か
な
く
な

っ
た
。
考
え
て
み
れ
ば
、
し
ば
し
ば
深
更
に
及
ん
だ
か
つ
て
の
日
々
、
あ

れ
ら
の
日
々
だ
っ
て
眼
鏡
が
ぴ
っ
た
り
合
っ
た
た
め
し
な
ど
絶
え
て
な
か

っ
た
の
に
、
一
度
没
頭
し
て
し
ま
え
ば
そ
ん
な
こ
と
は
気
に
も
な
ら
な
か

っ
た
。
眼
鏡
の
せ
い
に
し
て
は
い
け
な
い
。
要
す
る
に
眼
が
緩
ん
だ
と
い

う
こ
と
な
の
だ
。

│
ふ
ー
ん
、
眼
が
緩
む
ね
、
い
や
ま
あ
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
る
か
も

し
れ
な
い
け
ど
、
そ
れ
は
や
っ
ぱ
り
眼
鏡
の
せ
い
で
す
よ
。

│
そ
う
か
な
。

│
絶
対
そ
う
で
す
、
合
わ
な
い
眼
鏡
っ
て
の
は
よ
く
な
い
、
そ
こ
ら

の
い
ま
で
き
の
眼
鏡
屋
な
ん
て
駄
目
で
す
っ
て
、
じ
つ
は
寸
分
の
狂
い
も

な
く
ぴ
た
り
と
合
う
眼
鏡
を
作
る
名
人
を
知
っ
て
る
ん
で
す
、
今
度
紹
介

し
ま
す
か
ら
ま
あ
騙
さ
れ
た
と
思
っ
て
あ
つ
ら
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。

│
い
ま
で
き
の
っ
て
い
う
わ
け
で
も
な
い
ん
だ
け
ど
。

ど
う
せ
、
近
く
ま
た
新
し
い
眼
鏡
を
と
い
う
こ
と
に
な
る
に
き
ま
っ
て

い
る
の
だ
し
、
試
み
に
そ
の
名
人
と
い
う
の
に
作
っ
て
も
ら
っ
て
も
い
っ

こ
う
か
ま
わ
な
い
よ
う
な
も
の
だ
が
、
そ
う
い
え
ば
以
前
に
も
た
ぶ
ん
同

じ
人
物
に
な
の
だ
ろ
う
同
じ
よ
う
な
科
白
を
聞
か
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
気

が
す
る
し
、
つ
ま
り
は
こ
う
い
う
場
の
そ
の
種
の
は
な
し
の
通
例
で
紹
介

な
ど
と
い
う
こ
と
が
実
現
す
る
は
ず
も
な
い
と
思
え
ば
返
事
も
つ
い
う
わ

の
空
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
は
や
む
を
え
な
い
。
そ
れ
よ
り
、
気
も
そ
ぞ

ろ
と
い
う
ふ
う
に
視
線
は
も
う
何
度
目
だ
ろ
う
ま
た
も
や
そ
の
片
隅
の
ほ

う
へ
ふ
ら
ふ
ら
と
い
っ
て
、
若
い
わ
け
で
は
な
い
ど
こ
ろ
で
は
な
く
ど
う

見
て
も
も
う
結
構
な
歳
だ
ろ
う
に
な
ん
と
い
う
か
妙
に
妖
艶
な
女
の
、
そ

こ
だ
け
ぽ
っ
と
光
が
あ
た
っ
た
よ
う
な
存
在
が
さ
っ
き
か
ら
ど
う
に
も
気
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に
な
っ
て
し
か
た
が
な
い
。
い
や
い
や
、
そ
れ
も
眼
鏡
の
せ
い
で
わ
た
し

の
眼
に
そ
う
映
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
に
ち
が
い
な
く
、
眼
鏡
が
合
わ
な

い
と
い
う
こ
と
が
そ
ん
な
ふ
う
に
作
用
す
る
こ
と
も
稀
に
な
い
わ
け
で
は

な
い
。
い
い
歳
を
し
て
、
と
わ
れ
な
が
ら
思
わ
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、

た
だ
ひ
そ
か
に
眺
め
る
だ
け
な
ら
べ
つ
に
か
ま
う
ま
い
。
そ
の
手
の
女
が
、

ど
う
い
う
種
類
の
興
味
に
し
ろ
わ
た
し
に
興
味
を
示
す
な
ど
と
い
う
こ
と

は
あ
り
そ
う
も
な
い
ぐ
ら
い
の
こ
と
は
、
も
と
よ
り
承
知
の
う
え
だ
。

次
の
瞬
間
、
あ
っ
と
う
ろ
た
え
て
わ
た
し
は
視
線
を
そ
ら
し
、
と
い
っ

て
も
そ
ら
し
た
の
は
女
か
ら
で
は
な
く
、
視
線
が
た
ま
た
ま
ほ
ん
の
少
し

ふ
ら
つ
い
た
拍
子
に
女
の
す
ぐ
近
く
の
席
の
男
の
顔
を
捉
え
、
一
瞬
の
こ

と
だ
し
た
し
か
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
に
や
り
と
し
た
と
思
え
た
そ
の

男
か
ら
だ
っ
た
。
わ
た
し
の
そ
れ
は
さ
り
げ
な
い
視
線
で
あ
っ
て
、
な
に

も
食
い
入
る
よ
う
に
見
つ
め
て
い
た
わ
け
で
は
な
し
、
そ
れ
に
少
々
の
厚

顔
は
そ
れ
こ
そ
歳
の
甲
と
い
う
も
の
で
普
通
な
ら
そ
ん
な
こ
と
で
動
揺
す

る
は
ず
も
な
い
の
に
、
わ
れ
に
も
な
く
つ
い
う
ろ
た
え
る
こ
と
に
な
っ
た

の
は
例
の
あ
の
眼
鏡
店
の
店
主
で
は
な
い
か
と
と
っ
さ
に
思
っ
た
か
ら
だ
。

う
か
つ
な
こ
と
に
、
こ
の
店
と
あ
の
眼
鏡
店
は
わ
た
し
の
う
ち
で
ま
る
で

結
び
つ
か
ず
、
ま
っ
た
く
別
々
の
界
隈
に
あ
る
よ
う
に
思
い
込
ん
で
い
た

の
は
ど
う
い
う
錯
覚
な
の
か
、
考
え
て
み
れ
ば
こ
こ
か
ら
そ
う
遠
い
わ
け

で
は
な
く
十
五
分
も
歩
け
ば
辿
り
つ
け
る
は
ず
だ
か
ら
、
あ
の
店
主
が
こ

こ
に
姿
を
現
わ
し
た
と
し
て
も
さ
ほ
ど
不
思
議
で
は
な
い
。
視
線
を
そ
ら

し
て
も
な
お
動
揺
は
つ
づ
い
て
、
あ
の
店
主
に
ち
が
い
な
い
と
ほ
と
ん
ど

信
じ
か
け
た
の
は
た
ぶ
ん
そ
の
せ
い
な
の
だ
が
、
や
が
て
い
く
ら
か
冷
静

に
な
っ
て
仮
に
あ
の
店
主
だ
と
し
て
も
な
に
も
う
ろ
た
え
る
理
由
な
ど
さ

ら
さ
ら
な
く
、
も
し
そ
う
な
ら
い
っ
て
ぽ
ん
と
肩
の
ひ
と
つ
も
叩
い
て
つ

い
で
に
眼
鏡
が
合
わ
な
い
と
苦
情
を
い
っ
て
も
い
い
と
思
い
つ
く
。
と
い

う
の
も
、
考
え
て
み
れ
ば
こ
れ
ま
で
そ
の
種
の
こ
と
を
申
し
述
べ
た
こ
と

は
な
い
か
ら
で
、
単
に
眼
鏡
を
新
調
す
る
の
を
趣
味
と
す
る
へ
ん
な
ご
仁

と
思
わ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
ず
、
な
ん
だ
そ
れ
な
ら
そ
う
と
い
っ
て
く
れ

れ
ば
よ
か
っ
た
の
に
と
い
う
こ
と
に
、
ぴ
っ
た
り
の
眼
鏡
ね
ま
か
せ
て
く

だ
さ
い
と
か
な
ん
と
か
い
う
こ
と
に
な
っ
て
案
外
あ
っ
さ
り
解
決
し
な
い

と
も
か
ぎ
ら
な
い
と
考
え
、
と
な
る
と
逆
に
場
ち
が
い
と
い
う
か
い
か
に

も
こ
ん
な
店
に
は
似
合
わ
ず
あ
の
店
主
だ
な
ん
て
ど
う
も
あ
り
そ
う
も
な

い
と
思
え
て
き
た
。
と
い
う
わ
け
で
今
度
は
少
々
大
胆
に
、
に
や
り
と
し

た
い
な
ら
し
て
み
ろ
と
ば
か
り
そ
の
男
の
顔
を
わ
た
し
は
見
つ
め
、
に
や

り
と
す
る
ど
こ
ろ
か
気
づ
き
さ
え
し
な
い
あ
る
い
は
気
づ
か
な
い
ふ
り
な

の
か
い
ず
れ
に
し
ろ
そ
の
顔
は
、
似
て
い
る
と
い
え
ば
似
て
い
な
い
こ
と

も
な
い
が
や
は
り
ち
が
う
よ
う
で
も
あ
り
と
い
っ
て
そ
う
断
定
も
で
き
ず

と
な
に
や
ら
煩
悶
す
る
ほ
ど
に
い
よ
い
よ
わ
か
ら
な
く
な
る
。
莫
迦
莫
迦

し
い
、
要
す
る
に
酔
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
も
う
帰
ろ
う
と
立
ち
上
が
っ

た
拍
子
に
、
大
き
く
よ
ろ
め
き
か
か
る
。

│
大
丈
夫
で
す
か
？

│
う
ん
、
い
や
あ
り
が
と
う
、
大
丈
夫
。

わ
た
し
は
声
を
か
け
て
き
た
そ
の
だ
れ
か
に
手
を
振
る
。

│
大
丈
夫
で
す
か
？　

い
や
、
余
計
な
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

お
歳
を
召
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
に
、
少
々
す
ご
し
す
ぎ
で
す
。

や
れ
や
れ
、
さ
っ
き
う
ま
く
振
り
切
っ
た
つ
も
り
だ
っ
た
の
に
、
ど
う

も
し
つ
こ
い
や
つ
だ
。
そ
ん
な
こ
と
は
重
々
承
知
し
て
い
る
。
ま
っ
た
く

余
計
な
こ
と
だ
。
こ
の
と
お
り
、
ち
ゃ
ん
と
歩
け
る
と
つ
い
歩
く
こ
と
を

意
識
し
た
せ
い
で
、
か
え
っ
て
足
ど
り
が
覚
束
な
く
な
っ
た
よ
う
だ
。

│
ほ
ら
ほ
ら
、
だ
か
ら
い
わ
な
い
こ
っ
ち
ゃ
な
い
、
ま
あ
と
に
か
く

か
け
て
く
だ
さ
い
。

か
け
ろ
だ
と
？　

な
る
ほ
ど
、
往
来
を
歩
い
て
い
る
つ
も
り
だ
っ
た
の

に
、
ど
こ
や
ら
の
室
内
に
い
る
よ
う
だ
と
よ
く
よ
く
見
ま
わ
し
て
み
れ
ば
、

迷
路
じ
み
た
商
店
街
の
奥
ま
っ
た
一
劃
に
紛
れ
る
よ
う
に
ひ
っ
そ
り
と
た

た
ず
む
、
あ
の
お
な
じ
み
の
眼
鏡
店
の
陰
気
き
わ
ま
り
な
い
店
舗
の
な
か

で
は
な
い
か
。
い
や
、
お
な
じ
み
と
い
う
ほ
ど
に
頻
繁
に
訪
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
の
に
、
た
し
か
に
そ
う
い
う
気
が
し
て
と
い
う
の
も
い
ま
は

じ
め
て
気
が
つ
い
た
が
、
わ
た
し
の
研
究
室
と
よ
く
似
て
い
る
か
ら
だ
。

昼
な
お
暗
い
と
い
う
よ
う
な
店
舗
だ
が
、
夜
の
こ
の
時
刻
と
も
な
れ
ば
な

お
さ
ら
に
陰
々
と
し
て
と
い
う
こ
と
が
、
似
て
い
る
と
い
う
印
象
を
余
計

強
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
と
も
、
あ
る
い

は
ひ
ょ
っ
と
し
て
研
究
室
に
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
気
も
し
て
く

る
の
だ
が
、
ま
あ
ど
っ
ち
で
も
い
い
。
そ
れ
よ
り
、
ち
ょ
う
ど
い
い
機
会

だ
か
ら
、
こ
の
際
苦
情
を
申
し
述
べ
て
お
こ
う
。

│
ぴ
っ
た
り
の
眼
鏡
？　

い
や
い
や
、
わ
た
し
は
そ
ん
な
も
の
に
は

興
味
あ
り
ま
せ
ん
、
そ
の
こ
と
は
い
つ
か
も
申
し
上
げ
た
は
ず
で
す
し
、

先
生
も
よ
く
ご
存
じ
の
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
う
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

│
こ
れ
だ
か
ら
な
あ
、
ど
う
も
困
る
ん
だ
よ
な
あ
、
す
ぐ
酔
っ
ぱ
ら

っ
ち
ゃ
っ
て
。
い
っ
と
き
ま
す
け
ど
、
例
の
す
べ
て
が
醜
悪
に
見
え
る
と

い
う
や
つ
、
あ
れ
も
先
生
の
ご
注
文
で
す
か
ら
ね
。
困
っ
た
な
、
悪
酔
い

し
な
い
眼
鏡
と
か
ね
、
そ
う
い
う
の
が
作
れ
れ
ば
い
い
ん
で
す
け
ど
、
な

に
ぶ
ん
に
も
未
熟
な
も
の
で
す
か
ら
。
可
能
性
と
し
て
は
、
た
ぶ
ん
酒
が

嫌
い
に
な
る
眼
鏡
と
い
う
ほ
う
が
見
込
み
が
あ
り
そ
う
で
す
け
ど
、
そ
れ

じ
ゃ
あ
先
生
の
お
気
に
召
さ
な
い
だ
ろ
う
し
。
い
や
、
い
ろ
い
ろ
研
究
は

し
て
い
る
ん
で
す
け
ど
ね
、
も
と
も
と
そ
う
い
う
方
面
は
得
意
じ
ゃ
な
い

し
、
あ
い
す
い
ま
せ
ん
。

研
究
だ
？　

け
し
か
ら
ん
、
ひ
と
の
テ
ー
マ
を
勝
手
に
と
一
瞬
短
絡
的

に
考
え
か
け
る
が
、
い
や
い
や
も
ち
ろ
ん
わ
た
し
の
研
究
は
そ
ん
な
テ
ー

マ
で
は
な
く
、
そ
う
で
は
な
く
黴
の
い
や
ち
が
う
待
て
よ
な
ん
の
研
究
だ

っ
た
か
憶
い
出
せ
な
い
。
老
耄
の
き
わ
み
だ
。
い
や
い
や
、
憶
い
出
せ
な

い
の
は
酔
っ
て
い
る
か
ら
に
き
ま
っ
て
い
て
、
と
は
い
う
も
の
の
気
に
な

る
か
ら
こ
の
際
な
ん
と
か
憶
い
出
そ
う
と
わ
た
し
は
虚
空
を
睨
み
、
と
こ

ろ
が
そ
の
虚
空
の
は
ず
の
空
間
に
さ
っ
き
の
例
の
い
い
歳
だ
ろ
う
に
妙
に

妖
艶
な
女
が
い
て
、
い
か
に
も
嫣
然
た
る
典
型
と
い
う
ふ
う
な
造
り
も
の

め
い
た
笑
み
を
浮
か
べ
る
。
お
い
お
い
、
い
や
べ
つ
に
神
聖
な
研
究
室
な

ど
と
い
う
つ
も
り
は
な
い
し
、
ま
し
て
眼
鏡
店
の
店
舗
だ
と
す
れ
ば
口
を

挾
む
筋
合
い
も
な
い
よ
う
な
も
の
だ
が
、
ど
っ
ち
に
し
ろ
こ
れ
見
よ
が
し

の
笑
み
な
ん
て
場
ち
が
い
に
す
ぎ
る
と
い
う
も
の
だ
。
思
い
つ
い
て
、
眼

鏡
を
は
ず
し
て
み
る
と
女
の
姿
は
忽
然
と
消
え
、
か
け
る
と
ま
た
ま
た
現

わ
れ
て
同
じ
嫣
然
の
み
ご
と
な
コ
ピ
ー
の
く
り
か
え
し
だ
。

│
え
え
、
ほ
ら
歳
の
せ
い
か
若
い
女
性
は
閉
口
だ
と
、
こ
の
あ
い
だ

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
か
ら
。

そ
う
い
え
ば
、
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
あ
る
い
は
い
っ
た
か
も
し
れ

な
い
、
い
や
た
ぶ
ん
い
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
気
が
す
る
。

│
そ
う
そ
う
、
い
つ
だ
っ
た
か
ご
注
文
の
物
忘
れ
防
止
と
い
う
の
、

あ
れ
も
や
っ
ぱ
り
ち
ょ
っ
と
無
理
な
よ
う
で
す
、
所
詮
眼
鏡
は
た
だ
の
眼

鏡
で
す
か
ら
。

わ
た
し
は
う
な
ず
く
。
そ
の
拍
子
に
、
眼
鏡
店
の
店
舗
で
も
わ
た
し
の

研
究
室
で
も
な
く
、
自
宅
に
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
突
然
気
づ
く
。
こ

う
し
て
見
る
と
、
い
ず
れ
も
紛
ら
わ
し
い
ほ
ど
に
よ
く
似
て
い
る
と
気
づ

か
さ
れ
る
が
、
自
宅
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
は
そ
う
だ
、
あ

れ
か
ら
ま
っ
す
ぐ
自
宅
へ
帰
っ
て
さ
っ
さ
と
ベ
ッ
ド
に
潜
り
込
み
、
す
な

わ
ち
わ
た
し
は
い
ま
夢
見
て
い
る
と
い
う
わ
け
な
の
だ
。
と
は
い
え
、
夢

か
ら
醒
め
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
さ
ほ
ど
ち
が
う
現
実
が
あ
る
わ
け
で
は
な

い
。
早
速
、
あ
す
に
も
あ
の
眼
鏡
店
に
い
っ
て
、
例
に
よ
っ
て
親
父
に
難

題
を
吹
っ
か
け
て
や
ろ
う
、
悪
酔
い
し
な
い
眼
鏡
を
な
に
が
な
ん
で
も
作

れ
と
。

立
花
種
久
◉

T
a

c
h

ib
a

n
a

 T
a

n
e

h
is

a

47
年
生
。
息
が
長
く
端
正
か
つ
飄
飄
と
し
た
文
章
で
、
リ
ア
ル
と
幻
想
の
入
り
混
じ
っ
た
世
界
を
描

く
。『
電
気
女
』『
不
明
の
時
間
』『
大
蜥
蜴
』（
以
上
、
パ
ロ
ル
舎
）
な
ど
、
数
多
く
の
作
品
を
発
表

し
て
い
る
。
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そ
れ
と
同
時
に
明
ら
か
に
な
る
妙
子
の
出
生
の
秘
密
（
彼
女
の
実
母
は
お
蔦
の
先
輩
格
の

芸
妓
だ
っ
た
）。
道
子
の
出
生
の
秘
密
（
彼
女
は
河
野
の
母
が
馬
丁
と
通
じ
て
生
ま
れ
た
子
だ

っ
た
）。
そ
し
て
暴
か
れ
る
早
瀬
の
出
自
の
秘
密
（
彼
は
酒
井
に
拾
わ
れ
て
学
士
に
ま
で
な
っ

た
が
、
も
と
は
「
隼
の
力
」
と
呼
ば
れ
る
ス
リ
の
一
味
だ
っ
た
）。

悲
恋
の
物
語
だ
と
思
っ
て
読
む
と
肩
す
か
し
に
あ
う
。
新
潮
文
庫
版
の
解
説
で
四
方
田
犬

彦
が
〈
全
編
に
流
れ
て
い
る
の
は
階
級
の
問
題
〉
だ
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、『
婦
系
図
』

は
そ
う
、
早
瀬
主
税
と
い
う
悪
漢
を
主
役
に
し
た
一
種
の
ピ
カ
レ
ス
ク
・
ロ
マ
ン
な
の
だ
。

問
題
は
し
か
し
、
な
ぜ
こ
れ
が
「
希
代
の
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
に
改
編
さ
れ
、
改
編
さ
れ
た
ほ
う

の
物
語
が
人
口
に
膾
炙
し
た
か
、
だ
ろ
う
。

『
婦
系
図
』
と
い
う
く
ら
い
で
、
こ
こ
に
は
明
治
文
学
を
た
び
た
び
彩
っ
て
き
た
何
種
類
も
の

女
た
ち
が
登
場
す
る
。
妙
子
は
『
浮
雲
』
の
お
勢
以
来
の
「
女
学
生
の
系
譜
」
に
乗
っ
て
お
り
、

一
方
の
お
蔦
は
『
当
世
書
生
気
質
』
の
田
の
次
以
来
の
「
芸
妓
の
系
譜
」
を
継
い
で
い
る
。
早

瀬
が
妙
子
に
忠
誠
を
尽
く
す
あ
た
り
は
日
本
文
学
お
得
意
の
「
告
白
で
き
な
い
男
た
ち
」
を

思
い
出
さ
せ
る
し
、
お
蔦
が
病
で
死
ぬ
く
だ
り
は
、
こ
れ
ま
た
日
本
文
学
お
得
意
の
「
相
思

相
愛
に
な
る
と
女
は
死
ぬ
」
と
い
う
法
則
に
の
っ
と
っ
て
い
る
。

が
、
そ
こ
で
終
わ
ら
な
か
っ
た
の
が
、『
婦
系
図
』
の
特
異
な
と
こ
ろ
（
換
言
す
れ
ば
理
解

さ
れ
に
く
い
と
こ
ろ
）
だ
っ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
後
編
に
登
場
す
る
菅
子
と
道
子
は
中
産

階
級
の
人
妻
で
、
二
人
と
も
早
瀬
と
通
じ
た
あ
げ
く
、
最
後
に
は
非
業
の
死
を
と
げ
る
。
河

野
の
母
も
含
め
、
名
家
の
令
夫
人
が
次
々
と
不
義
密
通
を
は
た
ら
く
こ
の
展
開
！　

大
学
出

の
イ
ン
テ
リ
ぶ
っ
て
て
も
、
名
家
の
奥
様
ぶ
っ
て
て
も
、
一
皮
む
け
ば
男
も
女
も
こ
ん
な
も
の

さ
、
紳
士
淑
女
が
な
ん
ぼ
の
も
ん
じ
ゃ
い
、
と
で
も
泉
鏡
花
は
い
い
た
げ
だ
。

ウ
ジ
ウ
ジ
し
た
男
が
目
立
つ
中
、
出
自
が
怪
し
く
、
女
た
ち
を
次
々
手
玉
に
と
る
早
瀬
主

税
は
近
代
日
本
文
学
に
は
珍
し
い
タ
イ
プ
の
男
で
あ
る
。
結
末
近
く
、
彼
は
突
然
べ
ら
ん
め

え
調
に
な
っ
て
、
河
野
家
の
当
主
相
手
に
長
広
舌
を
ふ
る
う
。

〈
凡お

よ

そ
世
の
中
に
、
家
の
為
に
、
女
の
児
を
親
勝
手
に
縁
附
け
る
ほ
ど
惨む

ご

た
ら
し
い

事
は
ね
え
。（
略
）
／
娘
が
惚ほ

れ
た
男
に
添
わ
せ
り
ゃ
、
譬た

と

い
味み

噌そ

漉こ
し

を
提
げ
た
っ
て
、

玉
の
冠
を
被
っ
た
よ
り
は
嬉う

れ

し
が
る
の
を
知
ら
ね
え
の
か
。
傍は

た

の
目
か
ら
は
筵

む
し
ろ

と
見

え
て
も
、
当
人
に
は
綾あ

や

錦に
し
きだ

。
亭
主
は
、
お
い
、
親
の
も
の
じ
ゃ
無
え
ん
だ
よ
〉

恋
愛
至
上
主
義
者
風
の
早
瀬
の
こ
の
主
張
を
真
に
受
け
れ
ば
、『
婦
系
図
』
は
恋
愛
を
抑
圧

す
る
家
制
度
を
告
発
し
た
小
説
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
だ
が
し
か
し
、
い
か
に
酒
井
家
へ

の
恩
義
と
河
野
家
へ
の
復
讐
の
た
め
と
は
い
え
、
こ
の
早
瀬
っ
ち
ゅ
う
男
も
、
ず
い
ぶ
ん
と
都

合
の
よ
い
恋
愛
至
上
主
義
者
で
は
な
い
か
？

女
学
生
の
妙
子
に
は
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
な
愛
。
芸
妓
上
が
り
の
お
蔦
に
は「
味
噌
漉
を
提
げ
た
」

女
房
の
役
目
。
そ
し
て
人
妻
で
あ
る
菅
子
と
道
子
に
は
官
能
。
精
神
・
生
活
・
肉
体
と
、
性

質
の
異
な
る
「
恋
愛
」
を
別
々
の
女
に
分
担
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
、
思
え
ば
い
い
気
な
も
の
で

あ
る
。
こ
ん
な
女
た
ら
し
の
色
男
を
（
嫉
妬
半
分
で
）
読
者
は
見
た
く
な
か
っ
た
。
不
貞
の

女
た
ち
も
（
怖
い
の
で
）
見
た
く
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
「
湯
島
の
白
梅
」
っ
て
な
安
全
で
わ
か

り
や
す
い
悲
恋
の
ほ
う
に
、
劇
作
者
と
世
間
の
目
は
な
び
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

後
編
の
ド
ロ
ド
ロ
の
愛
憎
劇
は
、
だ
け
ど
お
昼
の
帯
ド
ラ
マ
に
ピ
ッ
タ
リ
。
あ
く
び
の
出
そ

う
な
悲
恋
な
ど
よ
り
、
ず
っ
と
視
聴
率
が
取
れ
る
こ
と
請
け
合
い
だ
！

泉
鏡
花
『
婦
系
図
』。「
ふ
け
い
ず
」
で
は
な
く
「
お
ん
な
け
い
ず
」
と
読
む
。
初
出
は

一
九
〇
七
（
明
治
四
十
）
年
の
「
や
ま
と
新
聞
」
の
連
載
だ
っ
た
。

「
切
れ
る
の
別
れ
る
の
ッ
て
、
そ
ん
な
事
は
、
芸
者
の
時
に
云
う
も
の
よ
。
…
…
私

に
ゃ
死
ね
と
云
っ
て
下
さ
い
」。『
婦
系
図
』
の
中
の
「
湯
島
の
白
梅
」
の
場
に
登
場
す
る

有
名
な
台
詞
で
あ
る
。
も
っ
と
も
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
柳
川
春
葉
の
脚
色
に
よ
る
新
派
劇

や
映
画
で
の
話
。
原
作
に
そ
ん
な
台
詞
は
な
い
。
主
役
の
男
女
は
湯
島
に
赴
き
も
せ
ず
、
そ

れ
ど
こ
ろ
か
小
説
に
は
男
が
女
に
別
れ
を
切
り
出
す
場
面
も
な
い
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
虚
心
坦
懐
に
読
ん
で
み
る
と
、
本
欄
で
こ
れ
ま
で
読
ん
で
き
た
明
治
文
学
の
エ

ッ
セ
ン
ス
が
詰
ま
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
こ
れ
で
興
味
深
い
。

主
人
公
の
早
瀬
主
税
は
、
恩
師
・
酒
井
俊
蔵
の
下
で
ド
イ
ツ
語
を
修
め
た
陸
軍
参
謀
本
部

の
翻
訳
官
。
最
初
に
二
人
の
女
性
が
登
場
す
る
。
ま
ず
お
蔦
。
も
と
は
と
い
え
ば
柳
橋
の
芸

妓
だ
が
、
い
ま
は
早
瀬
と
所
帯
を
も
っ
て
い
る
。
が
、
二
人
の
仲
は
恩
師
・
酒
井
に
は
内
証
で

あ
る
。
も
う
ひ
と
り
は
妙
子
。
酒
井
の
娘
で
、
早
瀬
と
は
兄
妹
の
よ
う
に
育
っ
た
仲
だ
。
才

色
兼
備
で
お
嬢
様
育
ち
。
女
学
校
の
生
徒
で
あ
る
。

芸
妓
と
女
学
生
。
明
治
文
学
が
好
む
二
大
ヒ
ロ
イ
ン
像
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

物
語
は
そ
ん
な
妙
子
の
縁
談
話
か
ら
は
じ
ま
る
。
相
手
は
早
瀬
の
友
人
・
河
野
英
吉
だ
が
、

静
岡
で
病
院
を
営
む
名
家
の
一
族
で
あ
る
河
野
と
そ
の
母
は
、
妙
子
の
「
遺
伝
」
や
「
肺
病
」

や
「
品
行
」
を
気
に
し
、
早
瀬
に
妙
子
の
身
元
調
査
を
依
頼
す
る
。

早
瀬
は
河
野
一
家
の
無
礼
な
ふ
る
ま
い
が
我
慢
な
ら
ず
、
断
固
と
し
て
拒
否
す
る
が
、
そ
の

早
瀬
も
ま
た
お
蔦
と
の
関
係
が
酒
井
に
バ
レ
、〈
俺
を
棄
て
る
か
、
婦

お
ん
な

を
棄
て
る
か
〉
と
迫

ら
れ
て
、〈
婦

お
ん
な

を
棄
て
ま
す
。
先
生
〉
と
誓
う
の
だ
。

か
く
し
て
早
瀬
と
お
蔦
は
別
れ
さ
せ
ら
れ
、
さ
ら
に
早
瀬
は
時
な
ら
ぬ
ス
リ
事
件
に
巻
き

込
ま
れ
、
職
場
を
ク
ビ
に
な
っ
て
、
東
京
を
去
る
こ
と
に
な
る
。

と
、
こ
こ
ま
で
が
前
編
。
ま
、
凡
庸
な
メ
ロ
ド
ラ
マ
で
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
お
芝
居

と
ち
が
っ
て
小
説
で
は
、
早
瀬
と
お
蔦
の
関
係
は
む
し
ろ
脇
筋
に
近
い
の
だ
。
話
題
の
中
心
は

妙
子
の
縁
談
で
、
い
っ
た
い
こ
の
早
瀬
と
い
う
男
は
、
お
蔦
と
妙
子
の
ど
ち
ら
が
大
切
な
の
か

も
ハ
ッ
キ
リ
し
な
い
。

後
編
に
入
る
と
、
さ
ら
に
話
は
横
へ
と
ズ
レ
て
い
く
。
故
郷
の
静
岡
に
帰
っ
て
ド
イ
ツ
語
の

塾
を
開
い
た
早
瀬
は
、
あ
ろ
う
こ
と
か
ま
ず
河
野
の
妹
（
理
学
士
夫
人
の
菅
子
）
と
ね
ん
ご

ろ
に
な
り
、
次
に
は
河
野
の
姉
（
病
院
長
夫
人
の
道
子
）
に
手
を
出
し
、
一
方
、
早
瀬
と
別

れ
た
お
蔦
は
病
に
臥
せ
っ
て
、
と
う
と
う
死
ん
で
し
ま
う
の
だ
。

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
。

『婦系図』　（新潮文庫）
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高
田
馬
場
駅
か
ら
、
明
治
通
り
沿
い
に
あ
る
ジ
ャ
ナ
専
（
日
本
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
専
門
学
校
）
に
行
く
の
に
は
、
幾

つ
か
の
ル
ー
ト
が
あ
る
が
、
神
田
川
沿
い
の
道
が
い
ま
の
よ
う
に
整
備
さ
れ
る
前
に
、
い
つ
も
通
っ
て
い
た
道
が
あ
る
。

明
治
通
り
の
崖
下
に
向
か
う
一
本
道
で
、
材
木
屋
が
あ
っ
た
り
、
ご
近
所
の
人
し
か
行
か
な
い
よ
う
な
小
さ
な
飲
み
屋

が
あ
っ
た
り
す
る
の
だ
が
、
九
月
ア
タ
マ
の
炎
天
下
の
午
後
に
向
か
っ
た
の
は
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
一
本
入
っ
た
路
地

の
突
き
当
た
り
で
あ
る
。
突
き
当
た
り
と
い
っ
て
も
行
き
止
ま
り
と
い
う
わ
け
で
な
く
、
い
ま
ど
き
珍
し
い
、
そ
の
分

年
季
の
入
っ
た
木
の
門
扉
を
閉
じ
た
家
の
前
に
は
、
左
右
に
抜
け
る
道
が
あ
り
、
右
側
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
石
段
に
な

っ
て
い
る
。
そ
こ
も
何
度
か
歩
い
た
こ
と
は
あ
る
の
だ
が
、
案
内
の
地
図
が
な
け
れ
ば
、
そ
ん
な
所
に
そ
ん
な
ス
ペ
ー

ス
が
あ
る
と
は
到
底
思
わ
な
い
、
そ
の
石
段
の
脇
に
、「
市
民
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ーM

edi R

（
メ
デ
ィ
ア
ー
ル
）」
は

あ
っ
た
。

も
っ
と
も
、「
メ
デ
ィ
ア
教
育
の
持
続
的
で
本
格
的
な
実
践
」
や
「
情
報
発
信
の
支
援
」
を
主
な
活
動
目
的
と
す
る

こ
の
場
が
ス
タ
ー
ト
し
た
の
は
、
六
月
頃
か
ら
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
わ
た
し
が
今
日
ま
で
、
こ
ん
な
所
に
、
こ
ん
な

空
間
が
あ
る
と
知
ら
な
か
っ
た
の
も
不
思
議
は
な
い
。
だ
が
、
案
内
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
、
十
月
か
ら
、「
映
像
メ

デ
ィ
ア
の
解
体
新
書
」
を
は
じ
め
と
す
る
講
座
が
目
白
押
し
に
並
ん
で
い
る
か
ら
、
活
発
に
な
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
。

わ
た
し
が
、
こ
こ
に
来
た
の
は
、
ジ
ャ
ナ
専
の
卒
業
生
か
ら
、「
わ
た
し
の
連
れ
合
い
」
が
、
こ
ん
な
ド
キ
ュ
メ
ン

タ
リ
ー
を
撮
っ
た
の
で
見
て
く
だ
さ
い
、
と
い
う
手
紙
を
も
ら
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
連
れ
合
い
の
名
は
土
屋
ト
カ
チ
。

彼
が
監
督
・
撮
影
・
編
集
し
た
作
品
が
『
フ
ツ
ー
の
仕
事
が
し
た
い
』
で
あ
る
。

こ
の
作
品
の
主
人
公
は
、
セ
メ
ン
ト
を
、
工
場
や
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
、
生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
造
工
場
へ

運
ぶ
仕
事
を
し
て
い
る
三
十
六
歳
の
セ
メ
ン
ト
輸
送
運
転
手
。
彼
は
、
有
限
会
社
東
都
運
輸
と
い
う
と
こ
ろ
で
仕
事
を

し
て
い
た
が
、
土
屋
ト
カ
チ
君
が
、
彼
に
会
う
二
〇
〇
六
年
の
四
月
ま
で
は
、
月
に
五
五
二
時
間
も
働
い
て
い
た
と
い

う
。
こ
れ
は
、
映
画
に
も
出
て
く
る
が
、
一
ヵ
月
三
〇
日
と
す
る
と
、
全
部
で
七
二
〇
時
間
で
あ
る
。
五
五
二
時
間
働

い
て
い
た
と
す
る
と
、
残
り
は
一
六
八
時
間
で
、
仕
事
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
は
、
一
日
あ
た
り
五
・
六
時
間
だ
。
そ
こ

か
ら
さ
ら
に
、
通
勤
に
要
す
る
時
間
な
ど
を
引
く
と
、
ま
と
も
に
寝
ら
れ
る
時
間
は
、
？
と
い
う
し
か
な
い
。
し
か
も
、

給
料
は
完
全
歩
合
制
だ
か
ら
、
セ
メ
ン
ト
を
運
ば
な
い
限
り
も
ら
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
彼
、
皆
倉
信
和
さ
ん
は
、
こ

の
業
界
で
は
、
そ
れ
が
フ
ツ
ー
だ
と
思
っ
て
い
た
と
い
う
の
だ
。

そ
ん
な
彼
が
、
さ
す
が
に
、
こ
れ
じ
ゃ
タ
マ
ラ
ん
、
と
「
連
帯
ユ
ニ
オ
ン
」（
全
日
本
建
設
運
輸
連
帯
労
働
組
合
）

に
駆
け
込
む
の
は
、
そ
の
歩
合
制
の
、
歩
合
の
比
率
を
一
方
的
に
下
げ
る
と
通
告
さ
れ
た
と
き
で
あ
る
。

映
画
が
、
俄
然
面
白
く
な
る
の
は
、
こ
こ
か
ら
で
あ
る
。
会
社
関
係
者
と
い
う
強
面
の
男
が
出
て
き
て
、
皆
倉
さ
ん

に
、
ユ
ニ
オ
ン
を
や
め
る
よ
う
強
要
す
る
の
だ
。
監
督
自
身
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
そ
の
会
社
関
係
者
な
る
男
（
正

体
は
運
転
手
派
遣
の
ブ
ロ
ー
カ
ー
ら
し
い
が
）
に
連
れ
ら
れ
て
ユ
ニ
オ
ン
の
事
務
所
に
来
て
、
組
合
を
辞
め
ま
す
と
い

う
と
き
の
皆
倉
さ
ん
の
印
象
は
、
い
か
に
も
弱
々
し
そ
う
だ
っ
た
と
い
う
。　

と
こ
ろ
が
、
い
っ
た
ん
は
組
合
を
脱
退
す
る
と
い
っ
た
彼
だ
が
、
す
ぐ
に
、
そ
れ
を
撤
回
す
る
と
会
社
に
通
告
す
る
。

こ
の
あ
た
り
、
ユ
ニ
オ
ン
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
、
く
だ
ん
の
会
社
関
係
者
に

よ
る
執
拗
な
攻
勢
が
始
ま
り
、
つ
い
に
は
、
皆
倉
さ
ん
の
母
の
葬
儀
の
場
で
の
暴
力
沙
汰
に
ま
で
発
展
す
る
。
こ
の
あ

戯
言
人
生

上

野

昻
志
の

⑧
高
田
馬
場
の

路
地
裏
で

ド

キ
ュ
メ

ン

タ

リ

ー

を

見
る

副
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私
は
こ
の
連
載
の
第
二
回
で
、
バ
イ
ロ
イ
ト
音
楽
祭
で
偶
然
小
泉
首
相
（
当
時
）
を
目
撃
し
た
話
を
書
い
た

（「
バ
イ
ロ
イ
ト
で
見
た
「
小
泉
劇
場
」」）。
特
に
書
き
た
か
っ
た
の
は
、
小
泉
が
貴
賓
席
か
ら
立
ち
上
が
っ
て
聴

衆
に
手
を
振
っ
た
の
に
、
な
ぜ
か
ブ
ー
イ
ン
グ
が
起
き
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
長
く
私
の
中
で
謎
で
あ
り
、

以
前
こ
の
コ
ラ
ム
で
紹
介
し
た
時
も
分
っ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
が
、
今
年
小
泉
が
出
し
た
『
音
楽
遍
歴
』
と
い
う

本
を
読
ん
で
、
や
っ
と
そ
の
謎
が
解
け
た
思
い
が
し
た
。

こ
の
本
は
日
経
新
聞
の
記
者
が
小
泉
に
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
し
た
も
の
を
ま
と
め
た
薄
い
本
で
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を

習
っ
た
こ
と
か
ら
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
中
で
も
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
音
楽
に
特
に
興
味
を
持
っ
た
こ
と
な
ど
、
小
泉
の
性
格

を
知
る
上
で
参
考
に
な
る
本
だ
が
（
小
泉
が
ピ
ア
ノ
を
習
っ
て
い
た
ら
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
変
っ
て
い
た
か
も
し
れ

な
い
）、
そ
の
中
に
バ
イ
ロ
イ
ト
の
思
い
出
話
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
小
泉
は
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
首

相
（
当
時
）
の
招
待
で
一
緒
に
バ
イ
ロ
イ
ト
に
行
っ
た
の
だ
が
、
会
場
に
入
っ
た
後
、
ま
だ
時
間
が
あ
る
か
ら
と

言
わ
れ
て
二
階
正
面
の
バ
ル
コ
ニ
ー
に
出
て
手
を
振
っ
た
。
と
こ
ろ
が
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
は
出
て
こ
な
い
で
後
ろ
に

座
っ
て
い
る
。
小
泉
が
な
ぜ
出
な
い
の
か
と
聞
く
と
、「
ヒ
ト
ラ
ー
も
同
じ
場
所
に
立
っ
て
い
た
」
と
答
え
た
と

言
う
。

本
文
に
つ
け
ら
れ
た
注
釈
は
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
は
左
派
の
社
会
民
主
党
で
あ
り
、
こ
の
振
舞
い
は
「
ド
イ
ツ
首

相
と
し
て
で
は
な
く
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
個
人
の
こ
だ
わ
り
で
は
な
い
か
」
と
語
っ
て
い
る
が
、
他
の
ド
イ
ツ
の
首

相
が
こ
の
「
ヒ
ト
ラ
ー
お
立
ち
台
」
に
立
っ
て
手
を
振
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
か
ど
う
か
は
こ
の
記
述
だ
け
で
は
分

ら
な
い
。
私
は
劇
場
の
中
に
入
っ
て
い
た
の
で
小
泉
が
バ
ル
コ
ニ
ー
で
手
を
振
っ
て
い
た
の
は
見
て
い
な
い
が
、

そ
の
後
劇
場
の
中
で
も
う
一
度
小
泉
が
立
っ
て
聴
衆
に
挨
拶
し
た
時
拍
手
と
共
に
ブ
ー
イ
ン
グ
が
起
き
た
の
が
、

こ
の
「
お
立
ち
台
」
で
手
を
振
っ
た
こ
と
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
納
得
で
き
る
。
ち
な
み
に
こ
の
本
に

は
ブ
ー
イ
ン
グ
が
あ
っ
た
こ
と
は
一
言
も
書
か
れ
て
い
な
い
。
小
泉
は
気
が
つ
か
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

私
だ
け
で
は
な
く
、
同
行
し
て
い
た
他
の
日
本
人
が
「
失
礼
だ
」
と
眉
を
ひ
そ
め
て
い
た
の
で
よ
く
覚
え
て
い
る
。

こ
の
日
の
演
目
『
タ
ン
ホ
イ
ザ
ー
』
を
指
揮
し
て
い
た
の
が
ネ
オ
ナ
チ
に
親
近
感
を
持
っ
て
い
る
と
噂
さ
れ
る

テ
ィ
ー
レ
マ
ン
だ
っ
た
と
い
う
の
も
出
来
過
ぎ
て
い
る
が
（
演
奏
そ
の
も
の
は
予
想
と
は
異
な
り
優
等
生
的
に
端

正
で
美
し
い
も
の
だ
っ
た
）、
し
か
し
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
小
泉
の
「
鈍
感
力
」
の
内
実
を
物
語
る
も
の
で
は
あ

っ
て
も
、
小
泉
が
ヒ
ト
ラ
ー
に
つ
な
が
る
危
険
な
存
在
だ
っ
た
こ
と
の
現
れ
と
は
読
め
な
い
。
実
際
ヒ
ト
ラ
ー
と

小
泉
の
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
共
通
点
は
、『
音
楽
遍
歴
』
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
初
期
の
オ
ペ
ラ
『
リ

エ
ン
ツ
ィ
』
を
好
ん
で
い
る
こ
と
だ
が
、
こ
の
オ
ペ
ラ
の
内
容
（
そ
れ
に
付
け
ら
れ
た
音
楽
は
、
主
役
た
ち
の
声

が
上
声
部
に
偏
っ
て
い
て
ワ
ー
グ
ナ
ー
ら
し
い
バ
リ
ト
ン
や
バ
ス
の
歌
が
貧
弱
で
あ
る
こ
と
を
除
け
ば
、
既
に

『
さ
ま
よ
え
る
オ
ラ
ン
ダ
人
』
以
降
に
つ
な
が
る
充
実
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
オ
ペ
ラ
が
現
在
あ
ま
り
上
演
さ

れ
な
い
の
は
お
そ
ら
く
ヒ
ト
ラ
ー
が
好
ん
で
い
た
こ
と
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
）
は
ま
た
両
者
の
隔
た
り
を
も

示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
『
リ
エ
ン
ツ
ィ
』
は
十
四
世
紀
ロ
ー
マ
の
政
治
家
リ
エ
ン
ツ
ィ
が
古
代
ロ
ー
マ
の
民
主

政
の
復
活
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
民
衆
の
支
持
を
集
め
て
貴
族
た
ち
を
打
倒
し
よ
う
と
す
る
が
、
貴
族
と
組
ん
だ
ロ
ー

マ
教
皇
か
ら
破
門
さ
れ
る
こ
と
で
支
持
を
失
い
破
滅
す
る
物
語
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
よ

大
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た
り
、
ま
さ
に
絵
に
描
い
た
よ
う
な
「
悪
役
」
ま
で
登
場
し
て
、
す
こ
ぶ
る
面
白
い
の
だ
が
、
具
体
的
な
点
は
十
月
に

ポ
レ
ポ
レ
東
中
野
で
公
開
さ
れ
た
と
き
に
、
劇
場
で
ご
覧
下
さ
い
。

こ
の
あ
と
、
ユ
ニ
オ
ン
は
、
東
都
運
輸
に
仕
事
を
出
し
て
い
る
輸
送
会
社
に
抗
議
行
動
を
仕
掛
け
、
ラ
チ
が
あ
か
な

い
と
み
る
と
、
セ
メ
ン
ト
を
製
造
販
売
し
て
い
る
住
友
大
阪
セ
メ
ン
ト
に
対
し
て
、
抗
議
行
動
を
展
開
す
る
の
だ
が
、

そ
こ
で
面
白
い
の
は
、
こ
の
会
社
の
前
の
通
り
に
仮
の
ス
ク
リ
ー
ン
を
立
て
て
、
そ
れ
ま
で
の
経
緯
な
ど
を
撮
っ
た
記

録
映
像
を
上
映
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
結
局
、
住
友
大
阪
セ
メ
ン
ト
は
、
こ
の
攻
勢
に
折
れ
て
、
運
輸
会
社
に
教
育
的

指
導
（
!?
）
を
し
、
そ
の
結
果
、
孫
請
け
の
東
都
運
輸
は
解
散
、
皆
倉
氏
は
、
新
会
社
で
、「
フ
ツ
ー
」
の
業
務
形
態

で
セ
メ
ン
ト
輸
送
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
彼
と
連
帯
ユ
ニ
オ
ン
は
勝
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
こ
れ
は
、
最
近
で
は
珍
し
い
労
働
者
の
勝
利
を
描
い
た
映
画
な
の
だ
。
と
い
っ
て
、
む
ろ
ん
、

か
つ
て
の
皆
倉
氏
と
同
じ
よ
う
な
労
働
を
強
い
ら
れ
て
い
る
人
た
ち
は
ゴ
マ
ン
と
お
り
、
ま
た
、
東
都
運
輸
ほ
ど
悪
質

で
は
な
く
と
も
、
労
働
者
に
苛
酷
な
労
働
を
押
し
つ
け
な
け
れ
ば
立
ち
ゆ
か
な
い
と
い
う
中
小
零
細
企
業
は
、
他
の
業

界
に
も
、
掃
い
て
捨
て
る
ほ
ど
あ
る
の
だ
か
ら
、
問
題
は
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
る
と
い
う
し
か
な
い
。
た
だ
、
個
別

の
局
面
で
は
、
こ
う
し
て
、
と
り
あ
え
ず
の
勝
利
を
得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
と
い
う
点
で
、
こ
の
ド

キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
に
は
教
育
的
な
効
果
が
あ
る
。

映
画
と
し
て
は
、
輸
送
業
務
と
い
う
労
働
そ
の
も
の
が
、
運
転
手
に
ど
れ
ほ
ど
の
負
荷
を
お
わ
せ
る
か
が
十
分
描
か

れ
て
い
な
い
と
い
う
不
満
は
残
る
。
た
だ
、
こ
れ
は
、
輸
送
を
典
型
と
し
て
、
現
代
の
流
通
や
サ
ー
ビ
ス
に
関
わ
る
ほ

と
ん
ど
の
労
働
は
〝
見
え
な
い
労
働
〞
だ
か

ら
、
そ
の
点
を
い
か
に
可
視
化
す
る
か
が
今

後
の
課
題
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
土
本
典
昭

の
『
あ
る
機
関
助
士
』（
63
）
や
『
ド
キ
ュ

メ
ン
ト
路
上
』（
64
）
が
参
考
に
な
る
。

っ
て
世
俗
的
権
力
を
握
り
の
し
上
が
っ
た
独
裁
者
が
既
成
勢
力
を
駆
除
し
よ
う
と
し
て
最
終
的
に
宗
教
的
権
威
の

壁
に
ぶ
つ
か
っ
て
挫
折
す
る
物
語
と
し
て
読
み
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
こ
に
は
ワ
ー
グ
ナ
ー
が
見
聞
し
た

七
月
革
命
の
挫
折
に
対
す
る
批
評
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
ワ
ー
グ

ナ
ー
が
『
タ
ン
ホ
イ
ザ
ー
』『
ロ
ー
エ
ン
グ
リ
ン
』
か
ら
二
月
革
命
の
挫
折
経
験
を
経
て
『
パ
ル
シ
フ
ァ
ル
』
に

至
る
道
に
お
い
て
、
こ
の
宗
教
的
権
威
へ
の
屈
服
・
帰
依
へ
と
転
向
し
て
行
く
（
ニ
ー
チ
ェ
は
そ
れ
を
激
し
く
批

判
し
た
）
の
に
対
し
て
、
ヒ
ト
ラ
ー
は 『
リ
エ
ン
ツ
ィ
』
を
反
面
教
師
と
す
る
こ
と
で
独
裁
者
と
し
て
の
自
己
の

イ
メ
ー
ジ
を
固
め
て
行
く
。

日
本
に
お
い
て
『
リ
エ
ン
ツ
ィ
』
の
ロ
ー
マ
教
皇
に
対
応
す
る
の
は
天
皇
で
あ
る
。
小
泉
が
天
皇
制
に
手
を
つ

け
よ
う
と
し
た
例
と
し
て
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
皇
位
継
承
権
を
女
性
に
も
認
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
だ
が
、

秋
篠
宮
家
に
男
子
が
産
ま
れ
た
た
め
に
あ
っ
さ
り
と
挫
折
し
た
。
小
泉
が
首
相
だ
っ
た
頃
、
そ
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム

的
手
法
に
よ
る
強
引
な
政
権
運
営
と
靖
国
神
社
参
拝
に
象
徴
さ
れ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
的
振
舞
い
に
批
判
が
集
ま

っ
た
が
、
天
皇
制
と
い
う
リ
ミ
ッ
タ
ー
が
あ
る
限
り
、
良
く
も
悪
く
も
日
本
に
独
裁
者
が
登
場
す
る
こ
と
は
な
い

だ
ろ
う
。
ど
う
す
れ
ば
こ
の
リ
ミ
ッ
タ
ー
は
外
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
外
す
べ
き
な
の
か
。
い
ず
れ
に
し
ろ
小
泉

は
独
裁
者
の
演
技
を
し
て
見
せ
た
だ
け
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
を
支
持
す
る
人
々
は
そ
れ
が
分
っ
て
い
た
か
ら
支

持
し
た
の
だ
し
、
批
判
す
る
人
々
も
そ
れ
が
本
当
は
危
険
で
は
な
い
こ
と
が
分
っ
て
い
た
か
ら
安
心
し
て
危
険
だ

と
騒
い
で
い
た
だ
け
に
見
え
る
。「「
真
実
の
う
そ
」
は
感
動
的
だ
」
と
い
う
言
葉
が
『
音
楽
遍
歴
』
の
帯
に
あ
る

が
、
極
め
て
冷
徹
な
意
識
的
マ
キ
ャ

ベ
リ
ス
ト
と
し
て
演
技
を
貫
徹
し
た

小
泉
は
、
論
壇
・
文
壇
の
右
や
左
の

凡
百
の
小
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
た
ち
よ
り

は
何
枚
も
役
者
が
上
で
あ
っ
た
。

大
杉
重
男
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年
生
。
主
要
著
書
『
小
説
家
の
起
源
│
│
徳
田

秋
声
論
』『
ア
ン
チ
漱
石
│
│
固
有
名
批
判
』
。
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で
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▼校了前すっかり体調を崩し、今号ゲラの進行はほぼ全部、今春この編集室に拾ってきた、もと教
え子・窪木竜也 26歳が管理してくれました。学生達もそうだけど、よく働く若者がいるっていい
なあ。来年の今頃には彼が１から編んだ「ワセブン」クボキ ver.（？）もお届けできるはず。って
ことでぼくは、「ぱちんこ CR 北斗の拳」新装に備えて寝……いや、隠し球企画アリの本誌「２」
に 新 W B や P.3 告知のシンポ、ワセブン「ニ●動」化計画と単行本など、ちゃんと準備してます。
諸般の事情で「２」刊行が遅れるのはご愛嬌、進行回復は彼のがんばり次第。なあクボキ？（Ic）
▼ 寝たきり老人を介護するような気持ちで、編集室にやってきて早半年。今年は年頭から草思
社と新風舎の倒産、7 月末の洋販倒産、相次ぐ雑誌の休刊……など、不景気っぷりが止まらない。
また、この狭い業界を離れたところで、日々苦しんでいる人がいることは周知のとおり。そうし
た状況下で生まれる小説のありようを、社会を批評する、青木純一 + 倉数茂両氏の「アモイで、
考えてみた。」が、今号より始まりました。
▼一方で目を別のところへ向けるなら、日進月歩のいきおいで開発される情報環境のもと、同年
代のひとびとが、文芸・批評界隈にかぎらず、思い思いのメディアで、以前なら考えつかなかっ
たような仕方で活動を始めつつある。これは、巻頭の東浩紀氏の言葉にあるとおり。そして何よ
り第 23 回早稲田文学新人賞。新たな書き手の誕生を切に願います。
▼こうした状況にあって、新しい流れとともに／また違うかたちで、「WB」「早稲田文学」は文芸・
批評の回路をつなげていく。とりあえず、ムサい男ばっかの文芸・批評界ってどうよ？　という
とこから始めます。乞御期待。ってことで学生スタッフをおやつで懐柔しようとして失敗。（K）
▽アラフォーとアラサーのムサい男があれこれうるさいです。（学生／匿名希望）
▼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の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）。関心を持って頂け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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この暴動で逮捕された人数は計 24 人以上（17 歳の少年 5 人を含む）。肋
骨を折った人、機動隊に顔面をどつかれて血まみれになった中学生など多数
がケガを負っている。逮捕・起訴された人への救援活動、提訴などの準備が
いまも進められている。

釜ヶ崎でのこうした暴動は、1961 年以来、今回で実に 20 回を越える。ぼ
くは 90 年、92 年の暴動、そして今回の暴動もずっと現場にいた。機動隊と
群衆が激しく衝突する光景は、よく言われるように「日本とは思えない」も
のだった。しかし、今回の暴動は新聞でもテレビでもほとんど報道されなか
った。以前のフランスやチベットの暴動の方がよほど多く報道されていた

（そう言えば、雑誌『現代思想』は「フランス暴動」「チベット騒乱」の臨時
増刊号を出しているが、「釜ヶ崎暴動」の記事は見たおぼえがない）。

釜ヶ崎は日本社会が抱える労働、差別、貧困、医療、福祉の矛盾が集中す
る「日本の縮図」だとよく言われる。釜ヶ崎の日雇労働者は、不安定就労の
問題、そして「手配師（派遣業）」によるピンハネなどのために常に貧困に
直面し、何十年もの間、野宿、路上死、そして襲撃や排除に直面してきたか
らだ。しかし、多くのメディアはその現実を黙殺し続けている。

どれほど無視されようと、「日本の縮図」で起こった暴動は、われわれの
社会を映し出す。そして、現場は、悲壮感というより、お祭りのような活気
にみちていた。プレカリアートの
抗議活動、ビンボー人の抵抗は、
日本ではどこよりも日雇労働者の
街、釜ヶ崎で起こっているのだ。

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9

生 田 武 志

こうした光景をもう一度見るとは思わなかった。警察署を囲む機動隊に向
かって、数百人の労働者や若者が空きビンや自転車を投げつけ、投石を繰り
返す。機動隊は消火剤を撒いて労働者を追い散らし、2 台の放水車が集まっ
た群衆に向かって放水を始めた。労働者は自転車を路上に並べてバリケード
を作って対抗し、機動隊に体当たりし、もみあい、消火器を投げ込み、ダン
ボールを満載したリヤカーで機動隊めがけて突撃を繰り返す……。

今年 6 月 13 日から 6 日間、釜ヶ崎（大阪市西成区）で暴動が起こった。
きっかけは、お好み焼き屋に行った元日雇労働者が、店員の態度に苦情を言
ったところ、店員が「営業妨害だ」と言って警察に電話したこと。その人は
署員に事情を話したが、西成署に連れて行かれ、イスに座らされた上で、4
人の刑事にかわるがわる顔を殴られ、紐で首を絞められ足蹴にされたという

（西成署は否定。ただし、弁護士によると、「同様の相談はこの 10 年で数十
件あった」という）。

13 日夕方、西成警察署前で労働組合が抗議活動を呼びかけ、本人が被害
を訴え始めると、「オレもやられた」「よく言ってくれた」と多くの日雇労働
者が集まり、「暴力警官は謝罪しろ」と抗議を開始した。それに対して、府
警の機動隊数百人が出動し、労働者と激しい衝突が起きた。多くの労働者が
空きビンや自転車などを投げつけ始め、さらにフェンスを越えて署に突入し
た労働者など 10 人（女子高校生一人を含む）が逮捕される。翌日から機動
隊との衝突が続き、機動隊は消火剤や 2 台の放水車で労働者を追い散らそ
うとする（この放水は強力で、一人は眼に直撃して手術を要するけがを負っ
た）。労働者は機動隊に体当たり、消火器の投げ込み、リヤカーでの突撃を
繰り返し、もみあいや投石が 5 日後まで続いた。

❻
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

思えば流行り物に弱かった。しかし、別に流行を意識したことなど一度も
ないのだ。ただ、なぜか気が付くと空気というか流れのような何かにいつの
間にか押し流されているのである。見たことも聞いたこともないものにいか
に抵抗することが可能だろうか。見たことも聞いたこともない証拠に、その
時々に乗った流行物が何一つとして思い出せない。ただ「ああまた流された」
という記憶だけが残っているのみである。このままではついうっかりと忘却
の河すらも越えていそうである。それは流石に不可。不可であるということで、
今回は忘却の河に辿りつく前に少しばかり書き残しておこうと思うのである。
というわけで『崖の上のポニョ』と『よつばと！』の話である。伊藤剛のキ
ャラ／キャラクター理論から導き出されるところによると、キャラとは記憶
= 歴史を持たない存在である。記憶= 歴史=物語を持ち、固有の人格に相
応しいくっきりとした輪郭を有するキャラクターに対し、それらを持たない
キャラは代わりに無垢と無限の潜在的可能性を持つ。そして、この夏の話題
をさらった『ポニョ』と既刊 8 巻の累計が五五〇万部に達する人気作『よつ
ばと！』が共に、キャラがいかに記憶=歴史を持ちうるか、つまりキャラが
いかにしてキャラクターになるのかという試みをしているという点は、現代
の文化状況を考える上で徴候的なのではないかと思う。「宗介、すき」という
情動をそのまま擬人化したようなポニョは、その潜在力を最大限解放し、表
現形をさまざま変えながら、最終的に人間になること=約束を交わすこと=
結婚することを目指す。一方、幼児であり外国人という意味で、ルソー的タ
ブラ・ラサであるよつばは、日々の出来事、周囲の環境、彼女を取り巻く人々
etc.との細やかなインタラクションを通して、自身の可能性を固定させ、や
はり人間になっていく（だろう）。『ポニョ』はそれを二時間という枠で見せ
るために、全体としては「（成長）物語」的に展開され、アニメという形式を
最大限活かして情動の自由に可変する力能を見せつけたが、さしあたってそ
のような枠の制限のない『よつばと！』は、実際の子どもの成長のような物

語なき物語、シームレスで分節化されない成長なき成長をきわめてミクロな
ところで丹念に見せようとしている。そして、流行り物つながりということ
で言えば、『初音ミク』は『ポニョ』『よつばと！』が、とはいえあくまでコ
ンテンツのレベルで行っていることを、もっとシステムやインフラというレ
ベルで行っていると言えるだろう。キャラからキャラクターへという移行の
物語を描くのではなく、キャラとキャラクターを異なる位相として扱う、し
かし前者から後者が派生するという順序は保持するという意味で。もちろん、
キャラ／キャラクターに発展段階や優位劣位の区別などがないことは言うま
でもない。しかし、大きな流れとして、戦後（それ自体が大きな物語でもあ
った）という時空において長らく支配的だったのはやはり重厚な物語=キャ
ラクターであり、その呪縛、重みからいかに逃れ、キャラの自由、軽さを獲
得するかということが八〇年前後、ニューウェーブのあたりより指向されて
きたことも間違いないだろう。それがいつしか反転し、いまやキャラ→キャ
ラクターという流れのほうが国民的な人気を獲得しているということは何を
意味するのか。まず、単なる物語回帰ではないということは言えるだろう。
もはや単一の、強く大きな「物語」には戻れないというところから、各々の
苦闘は始まっているのだから。同じ道でも行きと帰りではまったく異なる風
景になるのだし。先に結論だけを言えば、彼らの試みはキャラ／キャラクタ
ーの分割を統合し、言うなれば「「キャラ」クター」の統一理論を模索してい
るものだと思われる（伊藤剛ももとよりそれをやっているが）。言い換えると、
単一であるがゆえに強く大きかった「物語」の強度をそのまま複数化させる
ための基礎理論の構築が目指されているのである。それはおそらく「ゼロ年
代の想像力」の最終目標でもあり、ここで当然俎上にあがるべき数多の作品
がそれにいかに成功／失敗しているかを述べていきたいのだが、紙幅が尽き
た。忘却の河は意外と近い。
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青木です。八月三十一日、予定通り福建省のアモイに着きました。東
京より気温も湿度も高くて、本来なら不快なはずなのに、アモイの空気
は僕に馴染むのかな、海からの風がいつも柔らかく体を包んでいる感覚
があって、心地いいんだよね。着いて早々買い物や手続きがクソ忙しく、
それにまだ中国語が全然できないからいろいろビビってるんだけど、倉
数さんも近いうちにこちらに戻ると信じてなんとか毎日をやり抜いてい
ますよ。本当に戻ってきて下さいよ。ところで、倉数さんはもう中国に
は三年になるんでしたっけ。

倉数さんは知っているだろうけど周囲にはなんだか誤解もありそう
だから記しておくと、僕が今回中国で日本語教師をすることを決意した
のは、酔狂や学的関心からじゃなくて、生活の必要に迫られてなんで
す。勤めていたパート先が都立駒込病院に隣接した東京都臨床医学総
合研究所という施設だったのですが、ここが近々移転する予定なんで
すね（いや、僕の仕事は医学とは何も関係ないですよ。ビル管理です）。
移転先に勤められる保証はないし、駒込病院も PFI（Private Finance 
Initiative、ちなみに日本での PFI法の公布は 1999年）、つまり都から民
間に資金調達と施設整備を委ねる体制を導入して、その委託先の業者も
すでに今とは違う大手に決定しているから、僕が残れるはずもない。も
ともと僕はグータラなパート社員でボイラー 2級の免許も持ってないか
ら、他の職場にスムーズに転職できるとも思えない。でも定収入はこの
パート先だけだったし、原稿収入だけじゃ家賃を払うのもおぼつかない
から、急いで新しい職を探していたら、中国の大学で日本語教師をやら
ないかという話があったわけ。もう渡りに船って感じで決断しました。

こう書くと、僕も結局はネオリベラリズム（新自由主義）の影響をひ
っかぶりながら生きているんだよね。最近デビューした作家たちもそう
じゃないのかな。一旦就職してから作家になるという道は別に珍しくな
いのかもしれないけど、大学院を出てから一回就職して新人賞を獲って
いるひともいるしね。大学院なんて本質的には大学に特化した就職予備
校のはずじゃないですか。でも大学がもう非常勤しか雇わないから、大
学院が一種社会の空洞のような場所になっているんじゃないでしょうか。
この辺りは倉数さんの方が詳しいだろうけど、僕も長年大学院にいなが
ら今までまったく日本の大学では働いていないウスノロですから、事情
はおよそ見当がつくつもりなんです。 

でもね、僕はこの光景を少し面白いとも思っているんだよね。小説と
いうジャンルが、何を書こうと、何を素材にしようと、それとは関係な
く、否応なく社会を反映する芸術ジャンルだとするなら─実際僕はそ
う思っているんだけど─、ネオリベの直撃を受けたひと、あるいはネ
オリベ導入以前とネオリベ導入以降の時代の変化を見てきたひと（これ
には僕の世代も含まれるね）が何を書き始めるか楽しみですよ。後者の
世代の作家には知的な作風が復活しているよね。ポスト・ボルヘス風の
実験意識やラテンアメリカ文学の影響など、海外文学からの影響も顕
著です。僕はちょっと二十世紀後半の東欧の作家を思い出します。特に
旧ユーゴの作家たち、ダニロ・キシュ（1935 -1989）やミロラド・パヴ
ィチ（1929 -）の実験精神を思い起こすのです。そうだ、中国にも残雪

（1953 -）がいたね。彼女はカフカ論とボルヘス論も書いている。転換期
にある地域の文学ほど形式や文体の実験を重視する傾向が強まるみたい
なんだけど、だとしたら今の日本はまぎれもなく転換期にいることにな
るなあ。僕も住まいだけは日本から中国へ転換です。

や、取り留めのない結びになったけど、気長に返事を待っています。
では、またね。

倉
数
茂

こんにちは、青木さん。とりあえず無事について何より。僕はあと数日、
日本に滞在するつもりです。そう、これからのアモイは一番いい季節です。
連日の晴天と海からの微風。湿度もだいぶ下がるはずです。そちらでの生活
を始めたちょうど一年前、僕はひそかにアモイのことを「光と風の街」と呼
んでいました。

大学院を終えた僕が中国に渡った事情も、青木さんと大差ありません。な
によりも国内に就職口がなかったことが大きい。いわば「出稼ぎ」です。今
や中国から日本へばかりでなく、日本から中国へ仕事を求めて移住する時代
が来ていると身をもって実感しました。

けれど、中国での生活は決して退屈なものではないと思う。中国がおもし
ろいのは、都市化、工業化といった急速な近代化と、日本以上のネオリベ化が
同時に進行しているところです。文化大革命の傷跡を性急に埋めようと九〇
年代の中国が選択したのは、外資を導入して緩衝材抜きで国民経済を世界資
本主義に接合することでした。その結果、世界の趨勢になりつつあった投機
的資本主義が社会を席巻することになった。いわばすっぱだかでグローバリ
ゼーションに飛び込んだわけ。これが米国の加護の下、比較的自律した国民
経済と安定した国民統合を達成できた高度成長期の日本との違いです。もち
ろんそうした戦後型システムはここ十年で崩壊したけれど、日本では時間的
な順序としてあったモダンとポストモダンが、中国では並存している。いや、
過半を占める農村人口を考えれば、プレモダンも含めた三層構造だとさえい
えるかもしれない。青木さんも学生たちとつきあってみれば、すぐに、過剰に
流動化した社会で彼らがかかえる不安やシニシズムに気づくでしょうし、一
歩郊外に出れば、地方から来た膨大な工場労働者の群れを目撃するはずです。
世界資本主義の最前線である今の中国には、そうしたモダンとポストモダン
が生み出した矛盾と活力の双方が充満している。だからこそ、知的な興味を
持つ若い人間にとって、中国はチャレンジングな環境になりうると僕は信じて
ます。

話を文学に向けましょう。青木さんの言うように、ここ一年ほどで日本に
は実験的な作風を持つ新人作家が輩出した。具体的には諏訪哲史、磯﨑憲
一郎、青木淳悟、円城塔、岡田利規といった人たちだけど、彼らを動かしている
のは記号が世界を写像するメカニズムへの技術者的ともいえる関心だと思う。
そこには、小説を言語的マシーンとみる感性がある。彼らは語るべき「物語」も、
表象すべき「社会」も信じておらず、社会は、むしろ記号的モジュールがガチ
ャガチャとぶつかりあう不可視の環境だと感じられている。作品というのも、
そのモジュールのひとつなわけだよね。しかしこれは小説に限ったことじゃ
ない。アニメやコミックのようなサブカルチャーにも似たようなストリーム
が存在するからです。そして中国の若者たちへの日本発サブカルチャーの浸
透ぶりを考えれば、これはネオリベ化した社会におけるリアリティの位相と関
わっているのだと考えたくなる。彼らは、共通の「現実」像が維持できなく
なった環境で、「像（イメージ）」を生み出すメカニズムの作動だけにリアリ
ティを感じている。周知のように、ここ十年の日本の文化的風景は、無数のシ
ミュラクル、小さな物語で埋め尽くされるようになったけど、たぶん、それは中
国もかわらない。だとすれば意欲的な作家たちが、物語の内容以上にそれが
生み出される仕組みの解析に向かうのも自然なことでしょう。これは東アジ
アを覆うネオリベ圏における普遍的なテーマだと思う。近代が整合的な形で
根付くことのなかった中国、近代社会がドラスティックに倒壊しつつある日本
の両者は、脱－近代文学的な想像力の過酷な実験室になりつつあるのかもし
れない。二つの社会を睨みあわせながら、そうした文化産物を分析していく
のは、なかなか刺激的な作業だと思うけど、どう ?

では、アモイでの再会を楽しみにしています。
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青木純一◉ A o k i  J u n i c h i

64 年生。文学と音楽、映画、演劇など複数ジャンルを横断、さらには社会との接点を
新たな形で模索している。メルマガ「ハトポッポ批評通信」を好評配信中。http://
www.mag2.com/m/0000206311.html

倉数茂◉ K u r a k a z u  S h i g e r u

69 年生。仏文科卒、教育出版社勤務を経て東西二つの大学院に学び、現代文学から建築まで
を論じる文字通り「自由（フリー）」な批評家。現在、中国・福建省アモイ大学教員。http://
d.hatena.ne.jp/kurageruru/



頭のよさ、頭の
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どんな業界にも、誰もが了解しているにもかかわらず、それを口外するこ
とだけは絶対に避けなければならないという類の言葉がある。「それをいっち
ゃあ、おしめえよ」と寅さんがいう、あの「それ」が、わたしのいいたいこ
となのだ。
「あたしたちが小さいころ、小説家っていったら、モンのすごく頭がよくっ
て、いろんなことを考えていて―なにしろ、世の中で一番尊敬できる人た
ちだと思ってたじゃない。それが、今、日本じゃあ、あたしなんかより頭の
悪い人たちが書いてるんだから、あんなもん読む気がしない」

ぎゃはは、いったあ！　よくぞ、誰もが心に思っていることを、臆せずに
いってくれたものだ。
「新潮」9月号に水村美苗が発表した「日本語が亡びるとき―英語の世紀
の中で」を読んでいて、思いがけずもこの発言に出会ったとき、わたしは快
哉を叫びたい気になりましたね。誤解がないようにいっておくと、これを口
にしたのは小説家の水村ではない。彼女の「数少ない友人」で長らくニュー
ヨークに住んでいる、日本人の大学教師である。場所はアップタウンの中華
料理屋というのだから、これは何となく見当がつくぞ。たぶんコロンビア大
学の向かいにあって、オースターの『ムーンパレス』の舞台となった月宮飯
店だろう。となるとこの発言の主は……おっといけない。作者があえて名を
伏せたのを詮索して、モデルに迷惑がかかってはならない。日本文学科のあ
る世界中の大学の図書館では、「早稲田文学」が定期購読されているという話
じゃないか。ここではとりあえずエリアーデの翻訳者とだけ、彼女の素性を
暗示しておくことにしよう。

それにしてもよくぞいったものだと、わたしは思う。こんなことが思い切
っていえたのは、おそらくこの人物が日本を離れ、長い歳月を海外で過して
いたからだ。アンデルセンの童話でも、王様は裸だと喝破できたのは帰国子

女であったというではないか。もしこれが新宿のバアでの発言だったとした
ら、たちどころに居合わせた（頭のいい方の）小説家たちによって、ボコボ
コにされてしまうこと必定。いやその前に内面で規制が働いてしまい、こう
した発言に結実することはなかっただろう。

小説家の頭がいいか悪いかについては、わたしには判断すべき基準がない。
他のどんな職業と比べてということも、わたしにはわからない。わたしが知
っているのは、彼らがアパートの家賃を払ったり、家族を養ったり、ときに
愛人といっしょに焼肉を食べにいったりするために、原稿料を得るための方
便として小説を執筆しているという事実だけである。小説家とは職業にすぎ
ず、職業には貴賤も馬鹿利口もない。悲劇がもし生じるとすれば、小説家み
ずからが、自分は人よりも頭がいいと思いこんだ次の瞬間だろう。

先に引いた引用のことで思い出したのは、鏡花はそれほど頭がいい人では
なかったと、石川淳がふと思い出したように書いていたことである。石川淳
は並みの評論家などよりもはるかに明敏な人であったから、おそらく自分が
鏡花に比べると、小説家として 2 段か 3 段は低いところに立っていることを
察知し、それをこうした軽妙な評言で示したのだろう。わたしもまたそれに
同感する。鏡花がもし聡明であったなら、あのように愚直に、ひどく効率の
悪い方法でエクリチュールの企てを続けることはなかっただろう。だがそれ
は、鏡花を論じる者の頭が悪くてもいいことを意味はしていない。むしろ鏡
花の眼前には、批評家として冴えに冴えきった頭脳が必要なのだ。批評家だ
けは馬鹿であっては困る。

四方田犬彦 Y o m o t a  I n u h i k o
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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。

ビ ールの 泡 大久秀憲　Ohisa Hidenori5
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。

僕には義妹が四人いる。ちょっと多い。三人だったはずがいつのまにかひ
とりふえて、その子もこの春小学校にあがった。

男のまじらない女十割の五姉妹の長女であるところの妻を１とし、以下順
に２３４５と呼び、このことは今後いちいちことわらない。

５はほかの姉たちにくらべて写真がすくない。１２３４とつづいての５だ
から、親の気持ちが分からなくもないが、僕は親ではないので、５と遊ぶと
きにはやみくもに写真を撮り、１の子どもの頃にはまだ普及していなかった
ビデオカメラを存分にまわした。

金沢は３が学生時代を過ごした町だった。１が３の暮らしぶりを視察しに
いくのについていったのが僕にとってのはじめての金沢で、それから十年以
上、３が卒業して町を離れてからも毎年遊びにいっている。金沢には１の高
校の親友が何年か赴任していたこともありよく寄せてもらった。すると、家
が近いのでつきあいがはじまった東京の友人の実家がじつは金沢で、いまい
った１の友人とかねて交友があると分かっておどろいた。その金沢出身のご
近所さんの彼氏の大学時代の友人が、さっきいった１の高校の友人と高校で
友人で、ということは１とも旧知で、ややこしいのでいっそ図にしたくなる
が、僕はその最後にでてきた１の旧知の結婚披露宴で突然スピーチをたのま
れてまごついた。ややこしいことはなくて、ほどいてみればそのほかいろい
ろみな無駄のない糊しろでつながっている。そんな輪の中心に金沢はあるの
だった。

そしてこの夏思いがけず輪がすこし広がった。海外暮らしの２が夏の休暇
のうちの二週間を金沢での臨時の仕事にあてるという。輪の広がりが町の磁
力に作用して、学校が夏休み前で社会人１３４より休みの取りにくい５の都
合もつき、五年ぶりの１２３４５そろい踏みが金沢で実現することになった。
僕はある企画を手に、カメラマンとして従軍した。

蒸し暑い午後、高速バスが駅前に停まった。名古屋から３とともにやって

きた汗びっしょりの５が、前日金沢入りしていた１と僕に、
「映画やるんでしょう？」といった。

ビデオカメラはそれまで５専用だったが、めったにない機会だから五人を
撮ろう。姉妹の自然なさまを写してみたい、とはじめはそう思った。しかし
無理だ。障壁は２だった。こちらがカメラをかまえようものなら瞬時に自己
ベストのポーズで切り返してくる。野球でよく、ボールへの反応が速いとい
ういいかたをするが、２はカメラへの反応がおそろしく速いのだ。２に負け
じとほかのものもそれにつづく。君たち、それは不自然だ。

そこで映画という方法がえらばれた。５単独が対象のときには通用してい
たドキュメンタリーの方法では五姉妹は捉えられない。カメラが写し取る不
自然なすがたをシナリオとフレームの締めつけでいっそう強化することによ
って、自然のすがたへと裏返してしまえないかというこころみである。

主計町や橋場町に残る格子戸の町家の並びは撮っていて気持ちがいいだろ
うけれども、五人をさばくのに屋外は避けたい。室内に閉じこめたうえで、
座らせたなら座らせたなりで動きを封じなくてはいけない。撮影は僕ひとり
の作業になり、僕も出演するのでカメラを動かすことができない。覚えやす
いよう台詞は切りつめ、もとより演技はもとめず、NG被害を最小限にとどめ
るために各ショットはみじかいものとする。

どうも条件をあげていくほどに、見かけだけは小津作品に近づいていくよ
うなのだ。ならばとシナリオも小津にのっとり娘の結婚を主題に取った。五
姉妹のなかには冗談ではなく婚期を逸しかねないものがいる。３のことだが、
おかげでシナリオの見通しもついた。

金沢ではみんなで食事をする予定があった。狙うとしたらそこで、料亭の
離れを借りられたのは具合がよかった。早めに部屋に通してもらって、撮影
はビールが出されるまでのあいだにゲリラ的におこなうことになった。

金沢の 1

16



h
ttp

://w
w

w
.m

a
m

iw
e

b
.o

rg

N
O
.0
0
5
_m
axu
☆
m
axu

1983
年

9
月

3
日

生
ま
れ

　
埼

玉
県

出
身

☆
ト
イ
プ

ー
と
魔

法
少

女
を
こ
よ
な
く
愛
し
て
ま
す

☆
犬

友
と
お

仕
事

募
集

中
～

～
～

☆
http://blogs.yahoo.co.jp/m

axu_and_lalph

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

私
た
ち
は
、
M
A
M
I
に
よ
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あ
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。



IKEDA YUICHI俺の人生に時給くれ連載❾貧者のくにをつくれ！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』。

！
アーネスト・ゲルナーによるシンプルな定義によれば、ナショナリズムと

は政治の単位と民族の単位を一致させていこうという政治的な原理のことだ。
政治的単位とは、ここでは暴力の単位ということになる。国家とは、正当

な物理的暴力行使の独占を要求する人間共同体である、というウェーバーに
よる定義にもとづくものだ。たとえば江戸時代では「藩」がそのような暴力
の独占共同体だということになる。こうした暴力を独占するのにもっとも効
率のいい「大きさ」が、ひとつの政治的単位としてカウントされる。当然の
ことながら、この単位は戦争などに使われる技術の進展に応じて変化するし、
また経済等の発展といった文脈に応じても変化する。日本では、明治維新の
あとに政治的な単位が「藩」から「国家」にシフトする。「鉄と血」の時代
においては、近代的な国家がもっている大きさが政治的な単位として機能す
ることになるのだ。今後も政治的単位は、テクノロジーの発展によって、大
きくなる可能性もあるし、また場合によっては小さくなる可能性もあるだろ
う。

では民族の単位とは何なのか。政治の単位とはちがって、民族は何かとい
う問いに対するゲルナーの説明はあいまいだ。民族はナショナリズムの時代
においてはじめて定義されるといっている。ところが、最初の定義ではナシ
ョナリズムとは政治と民族の一体化の意志だということになるわけで、そこ
では民族があらかじめ存在していることが条件となっている。ゲルナー自身
がみとめているように、これは「パラドックス」だと言うしかない。

ゲルナーの説明では、農耕が主流の時代から、産業が主流の時代にシフト
すると、社会の成員もまた地縁、血縁、職業、階層といった要素にもとづい
た半永久的な分類の状態から、そうした分類が解除され均質化された状態へ
と移行することになる。産業社会そのものが、成員のすべてに読み書き能力
を獲得することをもとめるからだ。それをゲルナーは、「エントロピー」の
メタファーで表現している。均質化と無定型化への流れの比喩として熱力学

を使っているのだ。近代国家ではその成員がみな均質であるような状態が理
想だとされているのは、近代が産業社会だからだということになる。

こうした均質化の流れを阻害する要素がある。言語のちがい、慣習のちが
い、住んでいる地域のちがい、そしてそれらとはまったく別の位相にある身
体的な特徴のちがい、といった要素のことである。これら「生の痕跡」とで
も呼ぶべき要素のちがいが、社会の均質化を阻害する。ここでいわれている
生の痕跡とは、ジャック・デリダが使用している痕跡概念、つまり「エクリ
チュール」に近い。産業化によって読み書き能力を獲得した社会においては、
これら生の痕跡を舞台にして、その内部は均質でなければならないような領
域が構成されることになる。こうして構成された領域が「民族」だというこ
とになる。それはどんなに自然なもののようにみえても、生の痕跡とその解
釈によって構成されたものだ。

そうなると、民族を構成する生の痕跡は原理的には何でもよい、というこ
とになるはずだ。自分が抱えている趣味的な嗜好、政治的な主張、経済的な
状況といった要素によって民族が構成される可能性はないだろうか。そう考
えるのは、近年の「ワーキングプア」や「ロスジェネ」についての言論が、
なんというか、端的に言って「ナショナリズム」に似ているような印象があ
るからだ。いわゆる「富裕層」への敵愾心を惜しげもなく表明する、「こい
つナイーブすぎるのとちゃう」と言われるのも厭わない理想主義的な信条、
そして「いざとなったらやってやる」といった武闘派的なかまえ、といった、
これらの言論にみられる特徴は、人々が知っているはずのナショナリズム的
な熱狂とどこか重なっているようだ。その熱狂がどういった状況を切り開き、
またどういった「ステイト」を構築するのかはみえてこない。とりあえずナ
ショナリズムがかかえている諸問題についてガチの検討、これをしないこと
には先に進めないだろう。
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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

⑤
松
本
清
張
＝
ア
ン
コ
ウ

文 画

一
度
だ
け
、
ナ
マ
の
松
本
清
張
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。

ぼ
く
の
実
家
に
近
い
荒
神
谷
遺
跡
で
大
量
の
銅
剣
が
発
掘
さ
れ
た
の
を
受
け
て
、
松
江
市
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

が
行
な
わ
れ
た
。
考
古
学
界
の
先
生
た
ち
を
尻
目
に
、
司
会
役
で
あ
る
清
張
ひ
と
り
が
喋
り
ま
く
っ
て
い
た
と

い
う
記
憶
が
あ
る
。

お
ば
さ
ん
の
よ
う
な
ザ
ン
バ
ラ
の
髪
、
ギ
ョ
ロ
リ
と
し
た
眼
、
な
に
よ
り
も
あ
の
タ
ラ
コ
く
ち
び
る
。
自
信

に
満
ち
溢
れ
た
「
大
作
家
」
が
そ
こ
に
い
た
。

し
か
し
、
そ
の
作
品
を
読
ん
で
み
て
、
作
家
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
ま
っ
た
く
逆
の
印
象
を
持
っ
た
。
登
場
人
物

が
み
ん
な
小
心
者
な
の
だ
。

『
内
海
の
輪
』
の
主
人
公
は
、
誰
に
も
知
ら
れ
ず
に
女
に
会
う
た
め
に
多
大
な
努
力
を
し
て
い
る
。「
ど
ん
な
こ

と
か
ら
破
綻
が
生
じ
る
か
分
か
ら
な
い
」
か
ら
、
不
倫
の
痕
跡
を
残
さ
な
い
よ
う
に
「
万
事
、
安
全
を
期
し
た
」。

ま
た
、『
渡
さ
れ
た
場
面
』
の
主
人
公
は
、
愛
人
の
女
か
ら
あ
る
作
家
の
原
稿
を
手
に
入
れ
、
女
を
殺
し
た
。

そ
し
て
、
そ
の
作
家
が
病
死
し
た
の
を
確
か
め
て
、
自
分
の
作
品
と
し
て
同
人
誌
に
発
表
す
る
。
そ
れ
が
文
芸

誌
の
同
人
誌
評
で
取
り
上
げ
ら
れ
、
地
方
文
化
人
の
仲
間
入
り
し
た
あ
と
も
、
彼
は
女
を
殺
し
た
現
場
近
く
に

は
絶
対
に
近
づ
こ
う
と
し
な
か
っ
た
。

だ
が
、
そ
の
小
心
さ
こ
そ
が
、
彼
ら
の
命
取
り
に
な
る
。
小
細
工
を
し
た
こ
と
が
、
か
え
っ
て
、
あ
と
で
動

か
ぬ
証
拠
と
な
る
の
だ
。
ま
る
で
、
自
ら
フ
ラ
フ
ラ
と
死
地
に
赴
い
て
い
る
か
の
よ
う
で
、
読
み
な
が
ら
、「
そ

ん
な
余
計
な
コ
ト
し
な
け
り
ゃ
い
い
の
に
！
」
と
何
度
も
思
っ
た
も
の
だ
。

こ
れ
ら
の
登
場
人
物
の
小
心
さ
は
、
松
本
清
張
自
身
の
も
の
で
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
二
十
代
か
ら
三
十
代
に

か
け
て
の
清
張
は
、
版
下
職
人
と
し
て
の
技
術
を
身
に
着
け
、
朝
日
新
聞
九
州
支
社
の
広
告
版
下
を
描
い
て
い

た
。
大
阪
か
ら
来
て
い
る
大
学
出
の
社
員
と
違
い
、
学
歴
の
な
い
現
地
採
用
者
、
し
か
も
図
案
係
と
い
う
陽
の

当
た
ら
な
い
仕
事
な
の
で
、
自
分
の
「
存
在
そ
の
も
の
が
認
め
ら
れ
」
な
か
っ
た
と
、
清
張
は
『
半
生
の
記
』

で
回
想
し
て
い
る
。

広
告
部
の
後
輩
だ
っ
た
吉
田
満
が
見
た
清
張
は
、「
ず
ん
ぐ
り
タ
イ
プ
で
顔
色
は
黒
く
、
折
目
の
消
え
た
茶
色

と
も
黒
色
と
も
つ
か
ぬ
古
い
背
広
を
、
い
つ
も
着
て
い
る
よ
う
な
印
象
」
だ
っ
た
。「
よ
ご
れ
松
」
と
い
う
ひ
ど

い
あ
だ
名
を
付
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
（『
朝
日
新
聞
社
時
代
の
松
本
清
張
』
九
州
人
文
化
の
会
）。

「
こ
の
呼
称
は
、
図
案
描
き
は
い
く
ら
足
搔
い
て
も
図
案
描
き
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
と
い
う
蔑
視
と
、
強
い
個

性
か
ら
く
る
行
動
を
揶
揄
し
た
も
の
だ
っ
た
。
朝
、
出
勤
し
て
仕
事
に
か
か
る
前
、
硯
の
墨
を
磨
り
な
が
ら
、

ぎ
ょ
ろ
ぎ
ょ
ろ
鋭
い
眼
を
動
か
し
、「
は
は
は
…
」
と
突
然
笑
い
出
し
た
り
、「
畜
生
」
と
何
度
も
叫
ん
だ
り
す

る
の
を
聞
く
と
、
心
得
た
校
正
係
員
は
、（
ま
た
や
っ
と
る
）
で
聞
き
流
し
た
が
、
出
張
か
ら
帰
っ
て
き
た
部
長
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や
外
交
員
は
、
突
然
、
松
本
さ
ん
の
奇
声
を
聞
い
て
、
暫
く
は
呆
気
に
と
ら
れ
た
」

不
勉
強
だ
と
軽
蔑
し
て
い
る
連
中
か
ら
学
歴
や
社
内
の
地
位
の
こ
と
で
蔑
ま
れ
、
家
に
帰
れ
ば
両
親
や
妻
子
を

抱
え
て
身
動
き
が
と
れ
な
い
。
奇
声
は
、
そ
れ
ら
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
に
耐
え
か
ね
て
放
た
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
時
期
の
清
張
の
顔
は
、
深
海
の
水
圧
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
る
ア
ン
コ
ウ
を
思
わ
せ
る
。

作
家
と
し
て
成
功
し
て
か
ら
も
、
編
集
者
に
何
枚
か
原
稿
を
渡
す
ご
と
に
感
想
を
云
わ
せ
た
り
、
他
の
作
家

の
動
向
を
気
に
し
た
り
と
、
小
心
者
で
あ
り
続
け
た
。
し
か
し
、
そ
の
背
後
に
は
、
そ
ん
な
執
拗
な
性
格
を
陽

気
に
笑
い
飛
ば
し
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
話
を
創
り
だ
す
も
う
ひ
と
り
の
清
張
が
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う

思
え
て
な
ら
な
い
。

居
酒
屋
で
焼
鳥
を

食
べ
な
が
ら
炭
坑
の

カ
ナ
リ
ア
を
想
う

文
学

中 森 明 夫
NAKAMORI  AKIO

6

l
y
h
r
.

60 年生。アイドル評論家。『週刊朝日』で「アタシジャーナル」、『サブラ』で「美少
女映画館」を連載中。青山ブックセンターでやった宇野常寛氏との公開対談は 10 月
25 日発売の「ＳＦマガジン」12 月号に掲載予定です！

ク炭坑の悲劇」って小説があるけど（『中国行きのスロウ・ボート』

所収）、これはビージーズの往年のヒット曲のタイトルを借りて、

内容的にはヴォネガットの“炭坑のカナリア理論”を主題にしたも

んなんだろうね。炭坑夫はカナリアの鳥カゴを持って坑穴へと入っ

てゆく。カナリアは人間より敏感だから、ガスもれがあると早くバ

タバタ死んじゃうってんだ。早期危機警報だね。ほら、オウム真理

教のサティアン捜査の時にも捜査官らがカナリアのカゴを持ってた

でしょ。塩田明彦監督にはオウムを主題としたズバリ『カナリア』

っていう傑作映画もあったけどさ。で、その炭坑のカナリアこそが、

作家だってヴォネガットは言うんだよ。作家は弱くて敏感だから、

早くバタバタと息絶えちゃうことで人々に危機を報せるってワケ

（独裁政権下で言論弾圧される作家なんてもろそうでしょ）。春樹と

共にもっともこの考え方に影響を受けたのが大江健三郎だろうな。

そういや大江には『壊れものとしての人間』というタイトルの批評

集もあったっけ（平野啓一郎の小説『決壊』の鋭い主題に 30 年は

先んじてるね !?）。ところでボクのヴォネガットのベストは『スロ

ーターハウス５』だな。主人公がトラルファマドール星人って宇宙

人につかまって時間の巡礼者になっちゃう。この宇宙人にとっちゃ、

時間はリニアックに流れるもんじゃなく、遍在する、つまり場所の

ように存在するってんだよ。そう、過去は決して消え去ったりはし

ない。これはヴォネガットが第２次大戦に従軍して、ドイツ軍の捕

虜となり、味方である連合軍のドレスデン大爆撃に遭い（膨大な死

傷者が出た）、九死に一生を得たってのが根底にあるんだな。この

経験を過去の出来事＝ノスタルジーとして描くことを拒んでるんだ。

『スローターハウス５』の主人公にとって過去の傷は、いつも生々

しい現在として立ち現れる。彼の名前はビリー・ピルグリム（巡礼

者）って言うんだな。だけどさ、そもそも書物－小説における時

間も同じでしょ。過ぎ去ったはずの時間が、前のページをめくれば、

ちゃんとそこにあるじゃん。永遠にね。つまり小説ってのはトラル

ファマドール星人の発明で、それを読む時、ボクらは誰もが『スロ

ーターハウス５』の主人公のように時の巡礼者（ピルグリム）にな

るんじゃないかってさ。

注目の若手批評家・宇野常寛の『ゼロ年代の想像力』が単行本化

されたね。90 年代＝セカイ系から、ゼロ年代＝決断主義へ！　と、

古い感性の葬送を宣言する挑発的な批評集だ。この本の刊行記念イ

ベントが 8 月末に青山ブックセンター（本店）であってさ、宇野

くんの対談相手としてゲスト出演しました。当日はこの夏、世を騒

がせた例のゲリラ雷雨の直撃を受けたけど、大雨の中、満杯の観客

が駆けつけてくれたよ。「最近は天気までが宇野くんの本の影響を

受けて、決断主義の大雨となって」なんてツカミのジョークをカマ

したら、やや受けだったな（苦笑）。イベント終了後の打ち上げに

は、東浩紀やチャーリー（鈴木謙介）はじめ、川上未映子と市川真

人という我がワセブン・ファクトリーのイーディ＆アンディ・ウォ

ーホル組も顔を出したりしてね、いや、けっこうニギヤカな宴にな

ったね。宇野くんの命名で『早稲田文学』は「文学界のキューバ」

と呼ばれていてね、打ち上げの居酒屋でも我がキューバ・チームの

テーブルは市川（カストロ）真人議長の音頭のもとラテンのリズム

で場違いに踊りまくってたっけ。川上未映子さんとも久々にお会い

したんだけど、宇野くんの『ゼロ年代の想像力』が早川書房の「Ｓ

Ｆマガジン」に連載されてたということもあってさ、カート・ヴォ

ネガット話で大いに盛りあがったね。もともとはカート・ヴォネガ

ット・ジュニアだったのが、いつ「ジュニア」のシッポが取れたん

だっけ、とかさ。川上さんは『タイタンの妖女』がお気に入りみた

いだけど、そういやヴォネガットをリスペクトする爆笑問題・太田

光の事務所は「タイタン」って名前なんだね !?　映像作家・中野

裕之さんの事務所は「タイレル・コーポレーション」で、これは映

画『ブレードランナー』の原作、フィリップ・Ｋ・ディック著『ア

ンドロイドは電気羊の夢を見るか？』の中でレプリカントを作って

る会社なんだよな。ヴォネガットはボコノン教が出てくる『猫のゆ

りかご』が傑作だけど、「愛は負けても、親切は勝つ」って名言が

載ってんのは『スラップスティック』だっけ？　それとも『チャン

ピオンたちの朝食』？　『ジェイルバード』？　ヴォネガットの小

説にゃ著者自身を戯画化したキルゴア・トラウトっていう架空のＳ

Ｆ作家が出てくる。『貝殻の上のヴィーナス』が代表作だけど、実

際、トラウト名で同名の小説も出版、翻訳もされてるんだよね（著

者はフィリップ・ホセ・ファーマー）。村上春樹の『風の歌を聴け』

に出てくるデレク・ハートフィールドって、もろキルゴア・トラウ

トの影響下の作家なんだろうな。春樹の初期の短篇に「ニューヨー
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高橋万里子◉ T a k a h a s h i  M a r i k o

70 年神奈川生。2002 年、photographers' gallery に参加。個展に「月光画」
（photographers' gallery 東京 2007）ほか、グループ展に「VOCA 展 2006」（上野
の森美術館 東京 2006）、「MOTアニュアル 2008 解きほぐすとき」（東京都現代美
術館東京 2008）など。10/3から 10/31まで photographers' gallery にて個展開催。

p h o t o g r a p h e r s '  g a l l e 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、「pg」
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「WB」
では、pgのメンバーの作品が交代で、小説側表紙を飾ります。http://www.pg-web.net/



［内田］でも、お店とかにはわたしの本ないですよ。
行くとこに行けば「あ、ここはあった、よかった」
っていうときもあるけど、近所の本屋には「ぜ
んぜん置いてないよ、チッ！」とか、文句言っ
てやろうかなって思うこともある（笑）。でも、も
うそれも慣れました。

◉
［川上］春菊さんに聞くのは違うのかもしれないんで
すけど、卵巣にこう、手みたいのあるじゃない
ですか？　 「乳と卵」でも書いたんですけど、
あの、卵巣と手のつながってるところは何なん
ですか？　ポーンと飛び出すとか言うじゃないで
すか。
［内田］あの絵はねぇ、卵管が卵巣にかぶってる絵
らしいんですよ。絵、描こうか？　ハンガーみたいになってますよね。こう、子宮があって膣があ
って……ほんとうは離れているんですよね。わたしも途中まで繫がってると思ってたの。
［川上］ここからポーンて飛ぶって言って。
［内田］飛ぶの飛ぶの！
［川上］どこを飛んでいくんですか？　肉？　この空間は肉なんですか？
［内田］腹腔内です。
［川上］え……空？　隙間？
［内田］女の体っていうのは腹腔内にいろんなものがいくんですよ。それもわたしショックだったの。
男は閉じているものが、女に関しては開いてる。
［川上］じゃあ内臓の隙間みたいに空洞があるってこと？
［内田］ぱこって空いてるわけじゃないんですけど。卵巣が交互に卵を出すとき、もう既に卵管が「さ
あ、来い」って動いてるらしいんです。逃すことはほとんどないらしいんですけど、たまに逃れて
腸の裏とか行っちゃうらしいんですよ。
［川上］卵が！
［内田］さらに受精卵も行っちゃうことがあって。摑みそこねるとどこかへ旅してしまう。
［川上］ああ、それが子宮外妊娠だったりするんだ！　腹腔って、肉や液体でみちみちじゃないんだ
なあ……自分の体やのに知らんことばっかり！
［内田］わたしもこれ聞いたときびっくりして。精子っていうものは膣を通ってやってきて子宮でだけ出
会うのかと思ってたんですけど、通過を許された精子が腹腔内にもいるんですよね。
［川上］真ん中で出会って、ピタッて着床するのかと……。
［内田］「こちらからどうぞ」っていうところじゃなくて、壁を抜けていきなり家のなか入っちゃうみたいな。
［川上］裏技ですね。
［内田］うっかり好きじゃないひととセックスとかしたら「そ
んなやつの精子が腹のなかを～」みたいなえらいこ
とに（笑）。養老さんの本では「迷走」って言葉
を使うんですけど、受精卵になったあとに迷走する
受精卵も、稀にある。
［川上］迷走の果てに……？
［内田］腸に着床したりするのも稀にある。
［川上］でも腸では産めないですよね？
［内田］そこで産まれてきた子どもも稀にいるんですって！
［川上］えっ、まさか肛門から産まれるの（笑）？
［内田］それはもうお腹を切るしかないんじゃないでしょう
か。でも、腸の裏で産まれてきちゃう子どももいるっ
てことは、わたしたちの胎盤とか子宮の立場は？　と
か思いますよね（笑）。
［川上］腸の裏で育った胎児とへその直通のラインをもってる胎児とは栄養の雰囲気も違いますし
……同じように産まれてくるのかしら。
［内田］3キロ以上っていうようなことではないとは思うんですけれど、産まれてきた子もいるんですよ。
脳細胞だって、どこかがだめになるとどこかが代わりになるって言うじゃないですか。だからきっと、
「大変だよここ着いちゃったよ、おい、なんとかしよう！」ってなるんじゃないかなぁ。すごいです
よね。
［川上］不思議なもんですよねぇ。
［内田］わたしも卵管だめにして取ったときに、「卵巣もいっしょにとってたよ」って見てたひとに言わ
れて、「卵巣がいっこなくなったんだ、半分になっちゃった……」ってすごいショック受けて。も
ういっこあるって言われてもすごい落ち込んだんですよ。でもお医者さんに聞いたら、とったのは
卵巣じゃなくて卵管で。しかもそのあと3人産んでますから、人間の体にやっぱり必要なものは
ふたつあるっていうことなんですね。知り合いで、睾丸いっこのひとで子どもいるひともいますし。
3個のひとも3人ぐらい知ってますけど、たいして役に立ってない（笑）。
［川上］全部稼動してたらいいですけどね。何がいいのかわかりませんけど（笑）！

［川上］その「大丈夫」っていうのは？　具体的にどういうことを？
［内田］当時のコンピューター技術だと、線が切れてると、すごい大変だったんですよ。目ン玉が、
囲まれてなかったりすると……。
［川上］色がもれちゃう？
［内田］そう、だからなるべく線が閉じてるのがいい。そういう絵で、当時いちばんお手本になってた
のが、ディズニーだったんですよね。それで、ティズニーの絵をずいぶん見ました（笑）。そした
ら吉田戦車に見抜かれて。「ディズニーになったね」とかいって……さすがは吉田！（笑）。

◉
［川上］いまのお話は、コンピュータを使うための技術的な部分ですよね。いままで描いてきた絵に
対して「変えてみよう」っていう、創作上の理由で変えたことはないですか？
［内田］それもあったのかも。コンピュータを使い始めたのはそのとき結婚してたひとの提案なんで
すけど、そういう相手から言われても、「自分の絵を変えたくない」と思ったら変えなかったはず
ですよね。だから、ちょっと飽和状態にきてた時期ではあったんじゃないかなあ。
［川上］すごい的確な提案ですよね、「パソコンに対応できるように繫げてくれ」って。
［内田］繫げようと思ったのは、自分だったんです。「色をつけるのが大変だ」って言われて。カ
ラートーンとかスクリーントーンとかで影をつけていても、目尻の曲線とかは、アシスタントさんの
癖が出ちゃうんですよ。それを見て「大変なんだろうな」と思ってたので、機械だとなおさらで
すよね。いまも離れたりはしてますけど、いちど閉じる癖がついたので、誰にでも世話をしてもら
いやすくなりました。
［川上］世話を（笑）。

［内田］もっと初期の頃には、サインペンをやめ
てGペンにしたので絵柄が変わったこともあり
ます。サインペンは線が均一になっちゃうんで、
タチカワっていうブランドの Gペンに変えたん
だけど、硬いので細くすべらせて描いてたら、
やっぱり均一な線になっちゃう。それで、セブ
ラの、押すといちばんバシっとひらくペンに変
えたんですよ。お習字みたいな感じで、線
の味を出そうと。で、タチカワのペンが 40本
ぐらいあまったから、それも吉田戦車に―
また吉田戦車が出てくるんですけど（笑）
―、彼の持ってたセブラとトレードしたんです。
［川上］交換ですね（笑）。
［内田］吉田戦車ね、すごい筆圧が強いからペン

がすぐにだめになっちゃって、タチカワじゃなきゃだめなんだって。でもタチカワってあんまり売って
ないって言ってたから、「じゃあわたしのと取り替えて」って（笑）。

◉
［内田］画材とか、使ってるものとか、まわりから情報をもらうんだけど、みんなほんとうに惜しげなく
教えてくれるんですよね。それに関しては「秘密です」っていうひとに会ったことないな。
［川上］教えるといえば、内田さん、京都の造形芸術大学でマンガの講座をもってらっしゃるんです
よね。
［内田］わたしの授業はほんとうにちいさな塾みたいなもので、十人ぐらい。寺子屋系です。
［川上］どんなことを教えてらっしゃるんですか？
［内田］最初、自己紹介マンガを描いてもらうの。だってエッセイマンガって、教えることないじゃな
いですか、どんな風に描いてもいいから。だからそれ見て笑ってる、わははと（笑）。なんかい
い加減なんですけど。
［川上］でも楽しそう。
［内田］まだ二年目なんですけど、去年は前期がわたしで、後期が『静かなるドン』とかを描いて
らっしゃる新田たつおさん……この組み合わせ、生徒さんがめちゃめちゃ困るのね（笑）。
［川上］すごいですね、大学側のそのチョイス（笑）。
［内田］でも、去年の生徒がひとり、卒業したあとわたしのところで手伝ってくれてるんです。
［川上］アシスタント？
［内田］最初から描けたから、わたしは何も教えることがなかったんですけど。
［川上］「この子描けるな」っていうのは、どこでわかるの？　どこ、とは取り出せないものですか？
［内田］そのひとはね、もうぜんぜん描けるんですよ。
［川上］ど……どう？　どう描けるの？
［内田］本に載ってるのと同じものが描けるんですよ。で、もうデビューが決まったの。 来月デビュー
なんです。

◉
［川上］でも、文章も、ワークショップとかしても、はっきり「これ」っていうところはわからないです
よね。「混沌としてるけどなんかある」って感じで。これは素人のマンガだ、これはプロのマン
ガだ、という直感のようなものが、説明できない感じであるんですか？
［内田］「この絵はどうかな？」って思ってても、読めちゃうマンガとかはありますね。
［川上］絵ってぜんぜんわからない。やっぱりみんな基本的に上手だから。崩してあえて単調な絵
を描いてるひととか見ると、どれぐらいまわってきて、本質的にどのくらいの絵の上手さかまったく
わからないんですよ。
［内田］線がいっぱい引いてあって、上手なのかなって思ったら、よく見るとデッサンが狂ってたりと
かはしますよね。でも、デッサン狂ってても「そのひとの絵が好き」っていうひとも確実にいる。
だから、最後は趣味なのかなって気もしますね。
［川上］たとえば、セリフにすごく重きを置くひともいれば、絵がすごく好きなひともいますもんね。だ
から、どの部分でも成り立つといえば成り立つのかなあ。
［内田］あと、ウンチク系のマンガがすごく好きだと、「絵とかセリフとかどうでもいい」ってひともいま
すよね。知識がつまってれば、それだけで読んじゃうひと……じつはわたし、ちょっと苦手で。「こ
んなことしてるのが大人だね」で終わるみたいなの読むと、「ケッ！」とか思っちゃう（笑）。
［川上］ものすごい作品の洪水のなかで内田さんはずっと描き続けてらっしゃるんだから、すごいパワ
ーだと思いますし励みになります。

内田春菊◉ U c h i d a  S h u n g i k u

59 年生。84 年漫画家デビュー。『目を閉じて抱いて』『ワイルドハンズ』など著書多数。94 年に『わたし
たちは繁殖している』『ファザーファッカー』で Bunkamuraドゥマゴ文学賞受賞。セックスを正面から扱う
作品群は、男女を問わず多くの共感を呼んでいる。

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。初小説『わたくし率 イン 歯ー、または世界』が芥川賞候補となるなど各所で激しめ
に絶賛。言動も含め、いまもっとも期待される書き手のひとり。アルバム『頭の中と世界の結婚』、エッセイ『そ
ら頭はでかいです、世界がすこんと入ります』も！　http://www.mieko.jp/



［内田］いちおうホルモンでいうと、オキシトシンというものが出てるらしいですよ。陣痛のとき出ていて、
オーガズムのあとと、母乳の分泌まえぐらいにも出てるらしい。それが出てると、自分の子どもが
かわいいと思えるって効果があって、人類愛っぽいホルモンらしいんです。それを取ってこのへん
（鼻を指す）に塗ったりすると騙されやすくなるんだって。
［川上］人類愛が行き過ぎちゃうんですかね（笑）。
［内田］子どもだって、たいしてかわいくなくても自分の子どもだからかわいくなるわけですからね
（笑）。男のひとは、射精後のホルモンってどうなんだろう。
［川上］何もかもに興味が失せるんでしょ？
［内田］「あー済んだ済んだ」って感じになるんでしょうね。昔、女性が嫌がってセックスレスになる
おウチがあると、「男のひとはやらせてあげないと、何も考えられなくなるようになる」みたいに
言って、奥さんを責めるひといましたよね。どうなのって感じだけど、確かに「やりたい」と思っ
たときの熱心さは、女とかなり違う。
［川上］性犯罪は、まあ分かってるぶんということでは圧倒的に男性のほうが多いですよね。
［内田］ドーパミンの量ですよね、たぶん。
［川上］どんな気分になるんでしょうね。
［内田］脳には、セックスを司る部分があるらしいんですけど、エイズが流行りかけのときにゲイのひ
とがいっぱい亡くなったでしょう。そのときに、新しい病気だったこともあって脳の解剖がすごい勢
いでされるわけですよ。
［川上］その部位が違うんですか？
［内田］一般男性よりゲイのひとは小さいらしい。女性も小さい。その部位が大きければ欲望も大き
いし、リードするような強引さもきっとあると思うんです。わたしはたぶん、女のわりにはそこが大
きいんだろうなって自分で思ったんです。
［川上］初期設定として（笑）。
［内田］この歳になると認めるしかない。

◉
［川上］春菊さんの文章は、比喩とかも毎回毎回ご自分の頭で、「今まさに切実に考えている最中
だ」って感じが伝わってきます。その都度に女のひとの体だったり男のひとの体だったりを使っ
て関係を鮮やかに書かれます。「こうだからこれを書くんだ」って、あらかじめ結論だして書いて
る感じがしないのが好きなんです。 
［内田］それ、できないんですよ。ある作家さんが「わかっていることを書いちゃだめなんだ」って
おっしゃっていたと、ひとに聞いたんです。ちょっと安心。だけど、書いたあとで「じつは最初か
ら決まってましたウフフ」とか言ってみたいよねぇ（笑）。
［川上］三島由紀夫みたいに、噓かほんとかわからないんだけれども「最後の一行を決めてから書
く」みたいなことを言うひともいるんですよね。それも素敵ですけどね。
［内田］マンガ家でもいますよ。「予想外の方向へストーリーが展開することありますか」って誰かが
質問したら、ちょっとムッとして「計算づくです」って。「すごい！」と思いつつ、わたしは違うタ
イプだから……。
［川上］どっちも突き詰めてやると、そのすばらしさって絶対あると思うんですよね。春菊さんは、養
老（孟司）さんも指摘されてたけれども、背景があんまりなくて、人間がすごく大きく描かれて
いる、顔とか表情とか。それは人間のことを描こうとしてる、読み手にもそういうふうに伝わります。
その内田さんの、わからないままに描いてやってるんだっていうのがすごくぴったりっていうか、
素敵なかたちだなぁと思うんです。
［内田］うれしい。うふふ。
［川上］さっきの「普通」問題でもそうなんですけど、「個性が大事」ってあんなに標榜してるのに、
ほんとにちょっと枠外的なことしたら叩かれるんですよね。好きな服着て、自分がいいと思った道
を生きればいいじゃんってのが、言葉上では認めてる顔をしてるのに、実際のレベルではひとは
ぜんぜん認めない。でもやっぱりわたしもすごく保守的……って言うのもいやなんですが、親とか
まわりから与えられた価値観で構成されていて、ここぞというときにもそれに基づいて動いてしまう
ところがあるんですよね。
［内田］それはもう、無理もないことですよ。
［川上］でも、それが自分で吟味して選び直したものならいいんだけど、吟味が追いつかない形で
出てきちゃったりする。そういうときに、内田さんのインタビューや対談を見たりすると、ほんとに「ひ
とが何を言うとか言わないとか気にしない」ってことすら言わない、みたいなね。それは凄いこと
だなと思いますよ。でもそれは内田さんにとっては、まさに「普通のこと」なんですよね。
［内田］わたしの育ちが、田舎なうえに、父親がいるんだかいないんだか、母親がホステスしている

ようなとこだから、そんな場所で長屋で住んでいたりすると、もうほんとうにベタベタな感じなんで
すよ。実際はそんなことないのに「あそこ、父親が姉妹で違うらしい」っていう噂にいつの間に
かなってたり、「ああ、そんなこと考えてるんだあ」みたいなことをあとから聞いてびっくり。そ
れを母は、けっこう他人からなんて言われてるか気にするんですよね。「気にしてもしょうがない
のに」っていうのは、母を見ててその逆説的に出てきたことかもしれないですね。
［川上］例えばお母様だったら気になさって、それにたいしてどういうふうにされていました？　悩んだ
りするんですか？
［内田］外面（そとづら）がいいんですよね。でも、あとでひとの悪口言ったりする。そういうの面と
向って言えばいいのになって。
［川上］そういうのを通して内田さんの最初期にはもう、世間の表で回っていくものの見え方と、実
際にある事実とは、もともと違うものだっていう見方ができたのかもしれませんね。
［内田］それが言葉になっていくのはもっとずっとずっとあとのことなんですけどね。さっきの個性がっ
ていう話だと、仲のいい岸田秀さんが「教育は平凡への矯正である」っておっしゃるんです。
個性は誰にでもありそうにいうけれど、他人と同じことをしてたほうが痛い目をみなくて幸せだって
ひともいっぱいいるわけだから、「とりあえず平凡にしていれば、君は失敗しないよ」って個性を
押さえつけるのが教育なんだって。「だから教育はダーティビジネスである」って言い切られてい
るんですよね。それが悪いという意味じゃなくて、芽を押さえつけても、個性があるひとは出てく
るんだと。そこでまず「普通にしてなさい」っていうのはある種の親切だっておっしゃるんです。
［川上］まず、耕すじゃないけどとりあえず平らにして、畑にして、そこから自然に出てくるものは出て
くる、みたいな。
［内田］才能もないひとに、下手に「君の個性で生きなさい」って言ったら、そのひとが戸惑ったり、
あとでえらい目にあうことのほうが多いんだから、って。そういうことを言葉にするひとに出遭うと、
「ああ！　そうだったんだあ！」みたいにスッとしますよね。個性を伸ばす教育っていまはいろいろ
言われるし、わたしの子どもたちも言われてるのかもしれないですけど、真に受けてないんで、
わたしも（笑）。

◉
［川上］それにしても、「ジャンル」って言葉も意味がなくなるぐらい、内田さんはたくさんのことを
おやりになってますよね。マンガ描くし小説書くし、映画出るし歌も歌うし。
［内田］それは川上さんも（笑）。
［川上］わたしは気がついたら歌と小説だったんです。だから「何故かやることが増えていく」感じ
はわかるんですけど、内田さんの場合、マンガのなかでもたくさんのことをしてらっしゃるでしょ
う？　いちばん最初って、どうしてまずマンガを取ったんですか？　当時から、文章をお書きにな
るのもたぶんお好きだったでしょう？
［内田］ふつうに好きですね。でも、幼稚園ぐらいから「マンガ家になろう」と思ってたんですよ、
たぶん。親に言ったのは小学生のときで、怒られたんだけど、怒られたからよけいに意識した
んだと思う。好きで好きでずっと描いていたから、親もわたしがマンガ家になりたいとわかってると
思い込んでいたのに、親はそんなことは想像もしてなくって（笑）。文章も好きで書いてましたけ
ど、それも含めて、マンガ以外のことを仕事にしようとは、最初は思ってませんでしたね。
［川上］そういう、絵を描くのが好きなたくさんの子どもが幼稚園のころ思うだろう感じからスタートして、
現実感がでてきたのっていつごろですか？
［内田］最初は、仕事ってものがあんまり分かってなかったですよね。どうすればなれるのかも。とり
あえず、本に載ってる作品みたいなことができればいいんだと思って、描いてみたんです。でも、
パース用の定規なんて持ってなかったから、線を引くだけでも汚れてしまって、「なんでみんな
きれいに引けるんだろう」って悩んでた（笑）。インクも、持ち込みのとき最初は手紙用のイン
クで描いていて。担当さんに「これ、万年筆で描いたでしょ？」って言われて、「え、失礼な！」
とか思ったけど、製図インクとか証券用インクの知識もなかったんですよね。
［川上］そこから今日にいたるまでに、絵があきらかに変わったって、内田さんご自身で感じることっ
てありました？
［内田］それはね、ちょっとわざとやったときがあるんです。
［川上］絵柄って、小説でいったら文体に相当するものだと思うんです。だとしたら、ペンを変えると
か用具を変えるとかで変わっていくものだろうか、それとも意識的に変えるのかなって。
［内田］画材が変わっていったのももちろんあるし、あと、コンピュータを導入するとき、誰が加工し
てくれても大丈夫な絵にしなくちゃいけないと思った時期がありましたね。そうすると、どうしてもア
ニメーションの絵を参考にしないといけないのね。それで一時期は絵が変になったんですけど、
けっきょくは、誰にやってもらっても大丈夫、っていうかたちに落ち着きましたね。



［川上］もう！？　ずっとくりかえし読んでるのが、みんなちっちゃいころの話やから……なんか不思議
です。
［内田］4コマだから単行本分たまるのに時間がかかって、本になるころには成長しちゃってるんです
よね。マンガだと、人物をコロコロちっちゃく描くじゃないですか。そのせいで、息子①が中学生
になったころ、友だちから「似てないよ」って苦情が（笑）。

◉
［川上］そういえば、4人お子さんがいらしても「チャンスがあればまだまだ産みたい」って言ってら
したのを、どこかで読んだことがあるんです。
［内田］そうだったんですけど、そろそろ打ち止めでしょうね（笑）。ひとり目を産んだとき、すごくおも
しろかったんですよ。
［川上］出産がですか？　産んだあと？
［内田］妊娠も出産もそのあとも。いまね、家と仕事場が一緒なので、マンガ描いているときに「母
ちゃん見て、歯が抜けた～」とかって来たりするんですよ。だから「エッチなの描いてるから、
いま入っちゃだめだよ」とか言ったりして（笑）。
［川上］いちばん上のお兄ちゃんだったら、もうどんどん読めるでしょう？
［内田］いつのまにか全部読んでましたね。
［川上］どういう反応でした？ 
［内田］息子は幼稚園のとき、「コンドームって何？」って聞いてきたんです。「おちんちんに被せ
る袋で、子どもがほしくないとき、赤ちゃんの卵のほうに種が行かないようにするんだよ。病気の
予防にもなるの」って教えたんだけど、考えたらなんで知ってるんだろうと（笑）。
［川上］幼稚園児なのに。
［内田］そしたら、榎本俊二さんの『えの素』のなかに、「『コンドームって何？』って聞いたらお母
さんが火のついたように怒った」ってエッセイ漫画が入ってたの。それを読んだみたいなのね。
でもじゃあ息子は、わたしが烈火のごとく怒るとは思ってなかったんだろうか（笑）。あとから話し
合ったら、「たぶん思ってなかったと思う」って言うんですけど。
［川上］話し合ったんですか？
［内田］うん。息子が精通のときには、「身体が大人になっておめでとう」って乾杯もしましたよ。
［川上］本当ですか！　それは息子さんからの報告ですか？　旦那さんに？
［内田］いまの相手と暮し始めてから、男同士だし、だんだんと身体のこともちゃんと相談するように
なって。「なんか出たぞ」っていうときも、彼に先に話して、わたしにも話して、「大人大人！」
って乾杯を。
［川上］すごい！
［内田］ひとに話すと驚かれますけどね。同居人の男友達もびっくりして、「それはマスターベーショ
ンしてることが前提のお祝いじゃん」って。でも、下に妹がいるんだから、TPOは考えてもらわ
ないといけないしねえ。鍵のかかるような部屋じゃないので、素っ裸で寝ちゃったりとかして、妹が
トントン、ガチャ……「あっ」（ドアを閉める）……っていうこともあるでしょ（笑）？

◉
［内田］そうそう、『乳と卵』を読んでるとき、六年生の娘に初潮がきて。
［川上］「なったよ」って言ってきました？ 
［内田］はい。「母ちゃん始まっちゃった！」って。なんてタイムリーなんだろう（笑）。
［川上］ちゃんと言える家庭と言えない家庭の違いって何なんでしょうね。わたしは 3年くらい隠しまし
た。言えなかったんですよ。
［内田］わかったときも、「ああ、ばれちゃった！」って感じ？
［川上］たぶん、1歳違いの姉より先に来てたんですよ。うちは 6人家族が四畳と六畳に住んでて、
プライベートが一切なかったんです。もちろんトイレは一個。セックス全般に対して特にタブー感も
何もなかったんですけれど。
［内田］オープンでもなかった？
［川上］そう。共通に目に見えるものとしてトイレにナプキンがあるかどうかって、けっこう大きいですよ
ね。うちの母は生理が軽かったのか面倒だったのか、置いてなかったんですよ。だから初潮の
ときはナプキンを獲得する冒険から始めなきゃいけなくて（笑）。でも子どもでお金もないから
……みんなお母さんに言って買ってもらうのか、どうしてんねやろ、と。
［内田］最初の何回かは隠したっていうひと、やっぱりいますよ。このあいだ春日武彦さんとお会いし
たときも、そんな話に。わたしも母に言ったとき、ちょっとからかうような反応をされたんですよね。
失敗すると「あんたももう……」とか言って半笑いする。それがすごく嫌で。
［川上］いまも覚えているショックなことがあって。下着が汚れちゃうと、いつもお風呂で洗ってたんで
す。それをいちど置きっぱなしにして学校に行っちゃって……。
［内田］知られちゃった？
［川上］「もう死んだほうがいいんじゃないか」ってくらいに。不思議ですよね。なんであんなふうに
感じるのかな。『乳と卵』のナプキン裏返しっていうのも、実際のエピソードなんですよ。誰にも
教えてもらえなかったから。
［内田］痛かったでしょう？　でもうちの娘も、自分の妹には話さないんですよ。わたしに話して、そ
れから自分の兄に話して……。
［川上］高校生のお兄ちゃんに？
［内田］うん。それから、いま父親役をやっている同居人に話して、それから女性スタッフに話をして
……さすがに 6歳の弟には話してないんですけど、妹にも言ってないんですよね。
［川上］なんでだとか、聞かれました？
［内田］ちょっとからかうんですよね、その子が。
［川上］性的なことを？
［内田］そう、体毛が生えてきたころにお風呂ですれちがうと、「娘①ちゃん、髪の毛ついてるよ」
とかってわざと言う（笑）。だから、そういうどこか話せないポイントが、川上さんの場合にもあっ
たんでしょうね。
［川上］でも、さっき春菊さんの言ってらした、精通があったときに「おめでとう」って言うのはいい
ですよね。女の子に対しては普通にあることだし。それとはまた違いますけど、性的な部分の隔
離を無くしたいって友人がいて、例えば、トイレにはドアを付けない、とか実践してるひともいます
（笑）。
［内田］中国だ、中国（笑）！

［川上］そこまでやっぱりいくひとはいるんですよね。
［内田］でも、そういうひとは中国行っても抵抗ないよね。
［川上］中国、びっくりしましたけどね、わたし。普通に新聞読んだりしてますもんね、開けたまま。
さすがに北京空港には付いてましたけど、ちょっと離れた街行ったら、ぜんぜんない。
［内田］あたしそういうとこで生きて行けるかなあ……。
［川上］中国の小さい子どもって、ズボンの股のところがもともと開いてて、その辺で立ちながら排泄
するんですよ。それで、お母さんが拭くかと思ったら拭かないんですよ。出したらそのままで清
掃員がぱっときて拭き取る（笑）。
［内田］ズボンあってもお尻のところがパコッって開いてるのあるよね。ちょっとしゃがむとパッとお尻が
出るの。
［川上］丸見えなんですよね、オムツもない。
［内田］わたしは中国には行ったことないんだけど、子どもが産まれたときに中国服をもらったことが
あって。「開いてるよ！」とか思って縫い付けた（笑）。ここは日本だから縫い付けておこう、っ
てね（笑）。
［川上］春菊さんについて「すごくいいなあ」と感じられてしまうのは、さっき精通のお祝いの話で「普
通」って言いましたけど、それがいわゆる「力の入っていない自然な普通」だからだっていう感
じがします。
［内田］ただ、初潮のお祝いっていうのは、戸籍制度とかの昔のところから考えると、女が売り物に
なったお祝いなんですよね。
［川上］嫁げるようになったということですね？
［内田］うん、そういうお祝いだからお赤飯まで炊くんですよ。男の子は大人になったお祝いってしな
いじゃん？
［川上］確かに。励ましはあっても。
［内田］わたしの勝手な考え方だけど、男の子は傷つけないようにってしてるんじゃないかなって。
大人にする手ほどきをして、大事に大事に、男の子を過剰に傷つけないようにしている気がする。
でも、男の子の身体が大人になるのも、女の子の身体が大人になるのも……。
［川上］同じですよね。
［内田］だけど、男の子のお祝いは驚かれる。だから、わたしの思い込みじゃなくて、意外と正しい
んじゃないかなーとかって思うんですよ。

◉
［川上］わたしの女友達の大多数が言っているんですけど、春菊さんの描くセックスシーンを見てる
と台詞も構図もそのままのセックスがしたくなるんです。できればそのときだけ登場人物になりた
いくらいですよ。
［内田］嬉しい！
［川上］したくなりませんか？
［内田］自分で描いてて？　なりますね。
［川上］なるんですよねえ……。 わたしこんな気持ちになるマンガがほかにないんですよ。
［内田］じつは、さいきん困ってるんですよ。自分のはともかく、「まえはこれでそそられたのにな」
っていうものが多くなってきた。でも、女性のエロもやるひとの話を聞いてると、AVでもレイプも

のはダメだとか、こういうシーンがなきゃイヤとか趣味があって、変わっていくんですよね。「子ど
ものときぐっときたセックスシーンはずっと残る」とか、あれ噓ですよ（笑）。
［川上］変わらないと困りますよね（笑）。とくに好きな場面があるんです。『目を閉じて抱いて』で、「花
房さん好き」ってぽろぽろ泣く、津也子さんって女のひとがいますよね。その 2人のセックスシ
ーンが絵も台詞もひっくるめてものすごく好きで、拡大コピーしたことありますよ（笑）。
［内田］（笑）。
［川上］あと、擬音語がいいです。精液が出る音で「プップッ」っていうのを春菊さんの作品で初
めて読んだんですよね。
［内田］山本直樹のマンガで、セックスしたあとに、女性器から精液がフローバックしてくるときに「プ
ップッ」て音してたよ。
［川上］えー。そんな音しますか？
［内田］音が、っていうより、そういう感じなんですよ（笑）。
［川上］でも春菊さんのは「プップッ」て（笑）。わたし、もう友達と感激して。いままで射精にあて
られていた擬音語の、なんという大げさ&歯がゆさ。
［内田］「どぴゅ！」みたいなね。
［川上］そうですよ。男の幻想というかなんか一大事みたいな感じがあったけど。ほんとに「プップッ」
ぐらいなんですよ（笑）！
［内田］実際の音聞いてみたいですよね。マイクつけたひとの話は聞いたことあります。
［川上］どこに（笑）？
［内田］ちんこに。だけど、そのマイクはちょっと高性能すぎたみたいで、精液が出てくるときに「ザ
ァァッ」て音が……。
［川上］あはははは（爆笑）！
［内田］性能よすぎだ（笑）。
［川上］なんかのぼってきたみたいな（笑）！
［内田］子ども産むときにマイクつけるんですよ。それとお腹のはり具合を見る機械がつくんだけど、
マイクはずっとサァーッて音がしてるんです。あれも水の音なんですって。それに近いんだろうと
思うんだけど（笑）。
［川上］それと『キオミ』に、女のひとがイクときに「出るものはないんだけど、あたしたち絶対な
にか抜いてると思うの」って描写があってその通りだと思いました。抜いてますよね、やっぱり。
［内田］抜けますよね。
［川上］こないだ、ある批評家でもあり哲学者でもある方とお話したときなぜか射精の話になって。
［内田］面白そうですね、哲学者（笑）。
［川上］男の場合は、射精するまえとしたあとだと考え方が激変するっていう。一個の問題について
取り組んでても思考そのものが変わっちゃうんだとか。男女で喋っても比較できないから仕方ない
んですけど。この違いは女性にも……。
［内田］うーん、でも多少はありますよね。
［川上］なんかを抜いてる感じっていうのは、しっくりきたんです。
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内田春菊＋川上未映子／中森明夫／南陀楼綾

繁＋内澤旬子／池田雄一／大久秀憲／四方田

犬彦／青木純一＋倉数茂／生田武志／山本動

物／大杉重男／上野昻志／斎藤美奈子／立花
種久／町田康→中島らも／ nanakikae ／海猫

沢めろん／福永信＋法貴信也／東浩紀

［ゲスト］内田春菊

川上未
映子の

対談だ
ぜ！！

［内田］ あのね、クッキー焼いてきたの。動物の型抜きなんですけど、これが川上さんの。
［川上］ きゃ！　歯だ！　写真撮りたい！　ありがとうございます、じつはすごい緊張してたんです、今日。
［内田］あらあ……わたしも緊張してきました（笑）。
［川上］この連載で「次はどなたと」ってとき、「ぜひ、内田さんとお会いしたい」って、ダメもとで
お願いしたんです。春菊さんのマンガ、曲線の感じはもちろん大好きなんですけど、全体的に
お医者さんでいったら外科医的なところを感じて。
［内田］怖そう？
［川上］でもお会いしてみたら、すごく産婦人科っぽいあたたかさというかしなやかさがあって……
（笑）。でも色々な作品とのギャップがあるって言われませんか？
［内田］どうだろう。若いときはもっと違ってたのかもしれませんね。でも、『こんな女じゃ勃たねえよ』
みたいな本は、子どもの同級生のお母さんとかにはあげないようにしてます（笑）。
［川上］それはどうして？
［内田］やっぱり、びっくりされるかなって（笑）。「漫画サンデー」っていう、「飲む」「打つ」「買う」
の油くさい男性誌に描いてたから、女性読者がいるなんて思ってなかったんです。けど、どこか
へお芝居を見に行ったら、女の子から声かけられたんです。
［川上］それはいますよ！
［内田］そしたら、「ここに出てくる男がわたしの彼氏にそっくりなんです」って。
［川上］どんな彼氏（笑）！
［内田］「やめとけえっ」てね（笑）。
［川上］わたしも高校生のころから読んでました。『ファザーファッカー』とかやっぱりクラスで話題に
なったんですよ。で、5、6年前ぐらいから、出産と子育てを書かれた『私たちは繁殖している』
を読み出して……あそこに出てくるご長男は、いまおいくつなんですか？
［内田］高校生です。

Uchida Shungiku
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