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こ
の
舞
台
の
上
に
は
一
頭
の
髭
の
あ
る
獣
が
、
や
け
に
ば
か
で
か

い
図
体
を
し
て
、
爪
を
床
に
引
っ
か
け
た
ま
ま
磁
石
の
よ
う
に
座
っ

て
い
る
。
鉄
の
檻
は
閑
と
し
て
い
て
、
巡
ら
さ
れ
る
太
い
鎖
も
大
き

な
錠
前
も
、
こ
の
獣
を
閉
じ
こ
め
て
お
く
に
は
心
な
し
か
頼
り
な
げ

だ
。
獣
は
顔
を
舐
め
と
る
ほ
ど
の
舌
な
め
ず
り
を
す
る
。
黒
い
ガ
ラ

ス
玉
に
そ
っ
く
り
な
瞳
が
顔
の
隙
間
に
匿か
く

さ
れ
て
い
る
。
投
げ
出
さ

れ
た
尻
尾
の
房
が
、
ま
る
で
背
後
に
い
る
誰
か
が
適
当
に
操
り
糸
を

引
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
え
る
ほ
ど
、
ひ
ど
く
ぞ
ん
ざ
い
に

足
も
と
を
掃
い
て
い
る
。

獣
は
こ
れ
ら
の
物
静
か
な
身
繕
い
を
終
え
た
き
り
、
動
き
出
す
様

子
も
な
い
。
低
く
ざ
わ
め
く
観
衆
の
声
も
用
意
さ
れ
た
舞
台
も
よ
そ

に
、
檻
か
ら
解
放
さ
れ
た
一
時
の
境
遇
に
さ
え
己
の
影
に
向
け
る
ほ

ど
の
注
意
も
払
わ
れ
て
お
ら
ず
、
用
途
の
見
い
だ
せ
な
い
機
械
の
働

き
に
退
屈
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
こ
う
し
た
獣
の
態
度
か

ら
、
人
は
、
か
す
か
に
し
か
日
の
差
さ
な
い
廃
墟
の
長
い
廊
下
を
想

う
。
立
ち
は
だ
か
る
頑
丈
な
足
つ
き
扉
を
、
や
や
あ
っ
て
叩
い
て
み

る
、
す
る
と
死
ん
だ
兎
の
耳
の
よ
う
に
身
を
庇
う
神
経
の
働
か
な
い
、

脱
臼
し
た
ネ
ジ
と
締
め
付
け
具
、
老
爺
の
歯
の
な
い
欠
伸
、
開
き
か

け
て
貧
血
を
起
こ
し
忽
ち
後
ろ
に
外
れ
て
倒
れ
て
し
ま
う
、
壊
れ
た

戸
の
よ
う
な
獣
の
口
。

猛
獣
使
い
は
帽
子
を
取
っ
て
お
辞
儀
し
た
。
泥
の
上
で
靴
を
汚
し
、

眼
球
の
隅
か
ら
血
を
垂
ら
し
、
三
角
巾
で
腕
を
吊
っ
て
い
た
、
そ
ん

な
姿
が
夢
の
よ
う
に
淡
く
思
い
返
さ
れ
る
。
真
新
し
い
大
地
か
ら
生

え
た
裸
木
の
な
め
ら
か
な
姿
と
移
り
ゆ
く
重
心
、
そ
し
て
繊
維
は
膨

ら
み
、
樹
皮
を
内
側
か
ら
か
き
む
し
る
よ
う
に
し
て
破
り
出
よ
う
と

す
る
、
露
わ
な
闘
志
が
棘
の
先
か
ら
一
振
り
の
枝
に
ま
で
見
る
間
に

赤
く
切
り
ひ
ら
か
れ
て
ゆ
く
。
鼻
。
呼
吸
を
す
る
数
瞬
間
。
両
腕
を

空
に
伸
ば
す
、
不
可
能
と
恐
怖
に
抗
す
る
挑
戦
の
印
。
木
の
葉
の
、

繁
茂
の
数
千
が
、
間
も
な
く
風
に
振
ら
れ
て
揺
れ
動
く
。
土
は
軽
い
。

粉
を
巻
き
上
げ
る
。
空
を
打
ち
鳴
ら
す
逆
光
で
、
入
り
日
は
雲
を
引

き
裂
き
な
が
ら
駄
々
っ
子
の
怒
れ
る
咽の

ど喉
を
開
く
。
思
惑
通
り
に
ゆ

く
も
の
か
。
地
表
に
黒
い
点
が
ば
ら
ま
か
れ
る
。
綱
を
巻
き
つ
け
た
。

逆
さ
に
な
っ
て
回
転
し
な
が
ら
登
る
独
楽
。
二
股
の
太
い
枝
に
巻
き

つ
け
て
、
巻
き
尺
に
似
た
速
さ
で
、
関
節
と
軟
骨
を
組
ん
だ
強
靱
な

突
起
が
逆
光
に
浮
か
ぶ
。
登
り
つ
め
て
空
に
肉
迫
し
た
力
瘤
と
高
温

の
血
液
、
精
製
さ
れ
た
手
と
足
の
指
先
に
、
空
気
の
魂
が
触
れ
て
ゆ

く
。
遠
く
、
無
声
の
細
や
か
な
木
の
葉
の
さ
ざ
め
き
。
雑
木
林
を
駆

け
て
過
ぎ
、
重
な
り
合
う
枯
れ
葉
に
土
は
覆
い
隠
さ
れ
て
、
未
だ
眠

り
の
落
下
を
つ
づ
け
な
が
ら
木
の
葉
は
色
を
噴
き
出
し
、
ふ
や
け
て

ゆ
く
。
そ
の
な
か
に
佇
む
風
景
は
、
静
か
な
生
物
、
無
邪
気
な
一
頭

の
獣
を
見
つ
め
る
猛
獣
使
い
の
も
の
だ
っ
た
。

口
を
あ
け
ろ
。

獣
は
即
座
に
理
解
し
た
。

景
気
づ
け
の
拍
手
。
歯
と
舌
に
よ
っ
て
顎
の
内
部
は
死
と
直
結
し

た
部
屋
と
な
る
。
頭
を
潜
り
こ
ま
せ
る
猛
獣
使
い
の
腰
を
屈
め
る
後

ろ
姿
に
半
ば
刎ふ
ん

頸け
い

を
予
感
さ
せ
る
の
は
、
獣
が
人
の
死
を
恐
れ
な
い

こ
と
を
観
客
た
ち
が
知
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
投
げ
売
り
さ
れ
る
「
理

解
」
の
一
語
。
曖
昧
な
虚
偽
の
取
り
決
め
。「
ち
ょ
っ
と
熱
い
か
も

し
れ
な
い
」
双
子
の
道
化
師
が
、
い
れ
た
ば
か
り
の
茶
を
渡
さ
れ
る
。

双
子
の
片
割
れ
が
そ
れ
を
受
け
取
る
。
恐
る
恐
る
飲
ん
で
み
る
。「
な

る
ほ
ど
、
た
し
か
に
ち
ょ
っ
と
熱
い
」
白
粉
の
下
で
、
か
れ
は
常
に

真
実
し
か
口
に
し
な
い
。
安
心
し
て
も
う
一
人
の
道
化
師
が
カ
ッ
プ

を
傾
け
る
、
途
端
に
投
げ
出
し
て
叫
ぶ
。「
口
を
火
傷
し
た
！
」

電
気
に
濡
れ
て
艶
や
か
な
床
は
い
か
に
も
野
卑
な
木
目
を
消
し
て
、

靴
の
影
を
彩
る
赤
茶
け
た
模
様
に
変
え
て
し
ま
い
、
猛
獣
使
い
の
首

と
胴
体
が
未
だ
切
り
離
さ
れ
な
い
で
い
る
の
を
照
明
へ
と
合
図
す
る
。

く
び
れ
て
い
る
、
照
明
の
黒
い
骨
。

頭
は
夜
の
煙
の
な
か
へ
欠
け
て
ゆ
く
月
と
想
像
の
う
ち
に
交
ざ
り

合
い
、
浸
り
失
せ
て
、
湖
に
伸
び
る
月
影
の
よ
う
な
首
を
吸
い
込
み
、

闇
は
肩
へ
と
滑
り
出
す
。
猛
獣
使
い
の
胴
体
に
腕
が
し
が
み
つ
く
。

獣
は
口
を
あ
け
た
ま
ま
、
時
折
薄
い
檗は
だ

色
の
目
瞬
き
を
す
る
。
庭
を

な
が
め
る
老
爺
の
目
瞬
き
と
同
じ
も
の
だ
。
も
は
や
規
律
で
な
い
、

習
慣
が
獣
を
支
配
し
口
を
開
け
放
し
に
さ
せ
て
い
る
。
見
か
け
は
命

令
が
こ
の
野
性
を
従
え
て
い
る
も
の
の
。
猛
獣
使
い
は
獣
を
操
る
術

を
心
得
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
は
催
眠
術
の
類
で
は
け
っ
し
て
な
い
。

深
い
湿
気
の
穴
ぐ
ら
で
、
猛
獣
使
い
は
何
を
見
て
い
る
の
か
。
あ
る

い
は
眼
を
閉
じ
、
祈
る
以
外
に
す
べ
き
こ
と
な
ど
何
一
つ
な
い
の
か

も
し
れ
な
い
。
突
然
の
悲
鳴
。
男
た
ち
は
ぞ
っ
と
す
る
。
悲
鳴
そ
の

も
の
に
驚
か
さ
れ
て
と
い
う
よ
り
は
、
そ
れ
が
獣
へ
の
刺
戟
と
な
っ

て
引
き
起
こ
さ
れ
る
事
故
を
す
ぐ
さ
ま
予
見
し
た
の
だ
ろ
う
。
婦
人

の
唇
は
今
さ
ら
な
が
ら
色
白
の
手
で
覆
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
す
れ
ば

出
て
行
っ
た
飼
い
犬
を
呼
び
戻
す
よ
う
に
、
放
た
れ
た
悲
鳴
を
回
収

で
き
る
の
で
す
と
い
っ
た
ふ
う
。

し
か
し
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
獣
の
制
御
を
失
う
な
ら
ば
、
猛
獣
使

い
の
首
は
幾
つ
あ
っ
て
も
不
足
す
る
。
そ
う
な
れ
ば
獣
は
肉
屋
行
き

だ
。
実
の
と
こ
ろ
肉
屋
は
引
き
取
る
ま
い
。
太
い
ば
か
り
の
骨
と
た

る
ん
だ
皮
、
締
ま
り
の
な
い
肉
が
あ
る
だ
け
。
食
用
と
し
て
は
無
用

の
生
物
で
あ
る
。
せ
い
ぜ
い
苦
痛
の
少
な
い
毒
を
注
射
し
、
砂
を
被

せ
て
「
安
ら
か
な
れ
」
と
心
で
呟
く
か
、
ま
た
は
そ
れ
す
ら
億
劫
が

っ
て
、
一
塊
の
有
機
物
を
廃
棄
し
た
と
い
う
虚
ろ
な
疲
労
を
そ
こ
に

残
し
、
立
ち
去
る
の
で
あ
ろ
う
。
夕
焼
け
を
映
し
て
死
骸
の
黒
い
眼

球
が
重
く
人
々
の
去
っ
て
ゆ
く
方
角
を
見
て
い
る
。
こ
れ
は
肉
屋
の

未
来
の
悪
夢
だ
。
そ
し
て
、
い
ま
顎
を
間
貸
し
し
た
獣
は
、
口
内
に

一
対
の
小
さ
な
眼
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
獣
の
反
吐
の
よ
う
に
首

か
ら
胴
体
へ
と
繫
が
っ
て
、
不
行
儀
に
も
見
物
客
に
尻
を
向
け
た
脚

へ
と
つ
づ
き
、
足
首
は
最
も
値
札
の
似
合
わ
な
い
恰
好
で
靴
を
さ
ら

け
だ
す
。

「
嚙
み
ち
ぎ
れ
！
」
子
供
の
声
が
飛
び
回
る
。
幾
つ
か
の
忍
び
笑
い

が
肩
を
叩
く
。
口
を
あ
け
た
ま
ま
で
主
に
服
従
し
て
い
る
獣
の
目
は
、

百
年
の
瞑
想
を
終
え
た
か
の
よ
う
に
動
揺
の
気
配
は
微
塵
も
な
く
、

寿
命
を
迎
え
つ
つ
あ
る
就
寝
者
の
深
い
瞳
を
思
わ
せ
る
。
し
か
し
開

日
曜
の
事
件

間
宮
緑
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か
れ
た
口
内
か
ら
漏
れ
出
る
息
は
、
湿
気
に
さ
ら
さ
れ
た
肥
料
の
臭

い
に
近
く
、
顔
を
揃
え
た
人
々
の
敏
感
な
鼻
を
容
赦
な
く
刺
す
の
だ
。

潜
り
こ
む
猛
獣
使
い
の
肉
体
は
、
も
し
僅わ
ず

か
に
で
も
接
触
す
れ
ば
皮

膚
を
突
き
抜
け
、
心
臓
の
送
り
出
す
ま
ま
に
血
液
を
漏
出
さ
せ
、
気

を
失
い
、
残
骸
と
な
っ
て
転
が
り
落
ち
る
、
錆
の
染
み
つ
い
た
牙
を

縫
っ
て
咽
喉
へ
と
向
か
う
。
息
を
す
る
城
の
舌
の
上
を
闊
歩
す
る
、

青
天
の
も
と
で
の
穏
や
か
な
騎
行
、
遙
か
な
城
壁
の
門
が
開
か
れ
て

聳そ
び

え
立
つ
鐘
楼
を
見
上
げ
る
馬
上
の
兵
士
、
か
れ
を
取
り
囲
む
の
は

陸
続
き
に
生
え
揃
っ
た
槍
の
荊い
ば
らだ

。

も
し
ま
か
り
間
違
っ
て
獣
の
虫
歯
に
触
れ
で
も
し
た
ら
。
機
嫌
を

損
ね
る
よ
り
速
く
、
痛
み
の
た
め
に
こ
の
動
物
の
脊
髄
は
火
傷
を
負

い
、
残
忍
な
矛
を
生
や
し
た
屠
殺
の
大
伽
藍
を
、
ね
ず
み
取
り
の
よ

う
に
一
瞬
に
閉
じ
き
り
空
気
を
切
断
す
る
だ
ろ
う
。
憐
れ
み
深
く
思

慮
深
い
獣
の
口
の
奥
に
は
ど
こ
と
も
し
れ
ず
、
神
経
も
露
わ
に
黒
く

溶
か
さ
れ
た
奥
歯
が
あ
る
も
の
だ
。
そ
ん
な
空
想
も
一
く
さ
り
。
猛

獣
使
い
の
頭
は
こ
の
ね
ぐ
ら
で
何
を
思
う
の
か
。
不
幸
な
幾
歳
月
、

か
れ
は
そ
れ
を
ピ
ン
ク
色
の
泡
の
な
か
に
封
じ
込
め
て
お
り
、
今
ま

た
そ
れ
を
思
い
出
す

―
わ
め
き
、
悲
し
み
、
記
憶
を
拭
い
去
り
た

い
と
願
う
代
わ
り
に
、
暗
い
格
子
の
向
こ
う
の
教
誨
懺
悔
僧
す
な
わ

ち
獣
の
舌
に
頭こ
う
べ首

を
垂
れ
、
告
白
す
る
。
こ
の
よ
う
な
め
そ
め
そ
し

た
懊
悩
、
普
段
は
隠
さ
れ
た
こ
の
手
の
と
め
ど
な
い
嘆
き
な
ど
、
底

な
し
に
飲
み
こ
ん
で
し
ま
え
る
ほ
ど
の
穴
ぐ
ら
、
部
屋
、
告
解
室
、

入
り
口
と
出
口
の
あ
る
肥ふ
と

っ
た
通
路
、
或
い
は
数
え
き
れ
な
い
個
々

の
差
出
人
た
ち
に
よ
る
宛
先
不
明
の
封
書
群
を
た
っ
た
一
つ
の
宛
名

の
も
と
に
引
き
受
け
る
寡
黙
な
郵
便
受
取
人
、
獣
の
胃
袋
と
は
か
く

も
広
大
な
閉
架
書
庫
、
け
っ
し
て
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
記
憶
装

置
に
似
た
海
続
き
の
墓
所
と
思
え
る
で
は
な
い
か
。
真
夜
中
よ
り
も

な
お
静
か
な
井
戸
の
底
へ
、
重
苦
し
い
一
滴
ず
つ
が
離
さ
れ
落
下
し

て
い
き
、
つ
い
に
は
水
の
気
配
も
絶
え
、
し
ら
け
る
、
取
る
に
足
ら

な
い
こ
と
だ
っ
た
、
心
は
軽
く
な
る
。
だ
が
そ
ん
な
も
の
を
胃
袋
に

注
ぎ
込
ま
れ
、
獣
が
胸
焼
け
を
起
こ
さ
ぬ
わ
け
が
あ
ろ
う
か
。
む
し

ろ
そ
の
逆
流
こ
そ
が
猛
獣
使
い
の
頭
を
腐
ら
せ
、
溶
か
し
て
し
ま
う

強
烈
な
酸
な
の
だ
。
そ
れ
ば
か
り
か
体
温
に
熱
さ
れ
た
胃
液
は
獣
自

身
の
歯
を
も
溶
か
す
作
用
を
す
る
。
そ
の
結
末
は
、
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
歯

に
嚙
み
殺
さ
れ
る
か
、
嚙
み
殺
さ
れ
た
代
償
に
歯
を
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
し

て
や
る
か
だ
。

演
技
が
進
む
に
つ
れ
て
人
々
は
、
無
傷
の
肉
体
を
の
み
こ
み
は
じ

め
た
こ
の
目
の
触
れ
な
い
死
の
部
屋
で
、
充
溢
す
る
獣
の
唾
液
が
猛

獣
使
い
の
頭
を
、
分
け
て
も
そ
の
頭
髪
を
、
洗
浄
し
て
い
る
の
だ
と

思
い
こ
ん
で
い
る
。
理
髪
店
の
洗
髪
台
は
な
る
ほ
ど
、
街
路
か
ら
ガ

ラ
ス
を
隔
て
て
散
髪
客
の
首
を
隠
す
恰
好
の
塹
壕
で
あ
ろ
う
。
窺
い

知
れ
な
い
肉
食
の
洞
穴
で
、
猛
獣
使
い
の
肩
は
ほ
と
ん
ど
見
え
な
く

な
り
、
両
手
を
観
客
に
振
る
た
め
に
は
関
節
が
足
り
な
い
ら
し
く
、

死
ん
だ
動
物
の
よ
う
な
お
と
な
し
さ
、
泡
立
つ
唾
液
。
銃
眼
か
ら
覗の
ぞ

く
人
々
は
こ
れ
ら
獣
と
人
間
と
の
異
物
的
な
結
合
、
或
い
は
そ
れ
に

似
通
っ
た
も
の
と
し
て
機
械
へ
の
出
入
と
不
愉
快
な
反
知
性
と
の
や

り
取
り
を
目
前
の
光
景
と
重
ね
、
漂
う
獣
の
口
臭
を
己
の
鼻
か
ら
追

い
だ
し
た
あ
と
で
「
と
に
か
く
こ
れ
で
あ
い
つ
の
頭
も
き
れ
い
に
洗

わ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
」
な
ど
と
ぼ
ん
や
り
思
い
な
が
ら
、
納
得
す
る

の
だ
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
煮
え
切
ら
な
い
捕
食
の
姿
で
あ
る
。
が
、

か
れ
ら
自
身
の
食
事
の
こ
と
な
ど
思
い
も
寄
ら
な
い
。
唇
か
ら
尻
尾

を
の
ぞ
か
せ
て
金
魚
を
嚙
ま
ず
に
口
か
ら
出
し
て
み
せ
る
な
ど
、
い

と
も
た
や
す
い
。
ま
さ
か
そ
ん
な
こ
と
を
見
世
物
に
す
る
は
ず
が
な

い
。
そ
れ
と
も
獣
は
業ご
う

突つ
く

張ば

り
で
、
一
度
口
に
入
れ
た
も
の
は
絶
対

に
放
さ
な
い
と
で
も
い
う
の
か
。
な
ら
ば
駆
り
出
さ
れ
る
べ
き
は
法

衣
を
ま
と
っ
た
税
務
署
員
で
あ
っ
て
、
無
学
で
貧
し
い
猛
獣
使
い
で

は
な
い
は
ず
だ
。

こ
ぼ
れ
出
て
舞
台
を
濡
ら
す
涎よ
だ
れ。

息
継
ぎ
の
た
め
か
、
猛
獣
使
い
の
上
半
身
が
腕
を
伴
い
、
ず
る
ず

る
と
顎
の
あ
い
だ
か
ら
帰
還
し
は
じ
め
る
。
観
客
は
失
望
す
る
。
か

れ
に
は
窒
息
し
て
で
も
一
人
、
口
の
な
か
で
頑
張
っ
て
も
ら
い
た
か

っ
た
！　

し
か
し
こ
こ
で
猛
獣
使
い
は
片
手
を
挙
げ
、
お
ど
け
る
よ

う
に
左
右
に
振
っ
て
み
せ
る
。
観
客
は
手
ぶ
ら
で
あ
る
。
な
ら
ば
両

の
掌
を
、
時
間
を
埋
め
る
た
め
に
叩
き
合
わ
せ
る
し
か
な
い
で
は
な

い
か
。
初
め
か
ら
取
り
決
め
ら
れ
て
い
た
か
の
よ
う
に
拍
手
が
起
こ

り
、
減
速
を
感
じ
取
り
、
そ
れ
が
済
む
と
、
猛
獣
使
い
は
出
し
か
け

た
首
を
元
通
り
に
深
く
潜
ら
せ
、
再
び
獣
の
体
内
洞
窟
に
向
か
い
匍ほ

匐ふ
く

す
る
。

か
つ
て
猛
獣
使
い
は
後う
し

ろ
襟え
り

の
あ
い
だ
に
ち
っ
ぽ
け
な
毒
薬
の
壜び
ん

を
隠
し
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
も
し
か
れ
が
獣
の
餌
食
と
化
し
た

場
合
に
栓
が
抜
け
る
か
壜
が
割
れ
る
か
し
即
座
に
獣
を
道
連
れ
に
す

る
、
死
な
ば
諸
共
と
い
う
よ
う
な
復
讐
の
担
保
で
は
な
く
、
獣
の
様

子
に
異
変
を
感
じ
た
際
、
躊
躇
な
く
目
の
前
の
咽
喉
に
注
ぎ
入
れ
、

殺
す
た
め
の
も
の
だ
っ
た
。
だ
が
獣
の
な
い
猛
獣
使
い
ほ
ど
間
の
悪

い
男
は
い
な
い
。
す
ぐ
に
あ
ら
た
な
獣
を
見み

繕つ
く
ろえ
ば
よ
い
、
と
気
の

短
い
仲
買
人
は
教
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
か
れ
の
復
帰
を
妨

げ
る
の
は
昼
夜
の
調
教
の
手
間
で
は
な
く
、
調
教
の
怠
り
と
自
信
の

な
さ
か
ら
獣
に
竦す
く

み
、
こ
の
芸
の
さ
な
か
に
大
切
な
主
役
を
あ
っ
け

な
く
処
分
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
単
純
な
汚
名
だ
。
こ
う
し
た
猛
獣

使
い
に
は
、
も
は
や
獣
の
開
い
た
口
に
頭
を
突
っ
込
む
よ
う
な
度
胸

は
失
わ
れ
て
い
る
。
手
足
の
あ
る
滑
稽
な
毒
蛇
の
真
似
事
は
、
冷
酷

で
計
算
高
い
職
業
人
の
知
恵
と
呼
ぶ
に
は
程
遠
い
、
甘
や
か
さ
れ
た

悪
童
の
小こ

狡ず
る

さ
と
称
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。
或
い
は
生
身
の
猛
獣
使
い

を
、
頑
迷
で
あ
る
、
狂
気
で
あ
る
、
と
見
る
人
も
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
然し
か

る
に
順
応
性
に
あ
ふ
れ
た
正
気
の
男
が
、
理
性
の
な
い
獣
の

開
か
れ
た
咽
喉
の
奥
を
覗
き
見
よ
う
と
試
み
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
た

っ
た
ひ
と
つ
の
命
を
、
お
よ
そ
生
産
性
の
な
い
、
記
録
に
も
残
ら
ぬ

試
み
に
賭
し
て
し
ま
え
る
も
の
だ
ろ
う
か
。

毒
薬
の
壜
を
持
た
な
い
猛
獣
使
い
の
ひ
と
揃
い
の
眼
球
を
塞
ぐ
の

は
肉
に
飢
え
た
夜
の
独
房
で
あ
る
。
眠
気
を
誘
う
寝
台
の
代
わ
り
に
、

粘
液
の
滲
む
ざ
ら
ざ
ら
し
た
舌
が
か
れ
の
か
ら
だ
を
舐
め
支
え
る
。

今
や
か
れ
は
髪
を
生
や
し
た
真
っ
黒
な
獲
物
に
す
ぎ
な
い
。
顎
の
隙

間
か
ら
洩
れ
出
る
光
は
真
向
か
い
に
見
る
に
は
強
す
ぎ
て
、
舞
台
も

照
明
器
具
も
、
人
々
の
見
守
る
視
線
も
、
が
ら
ん
と
し
た
鉄
の
檻
さ
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え
も
意
識
の
底
か
ら
見
失
う
。
荒
々
し
く
息
を
噴
き
出
す
咽
喉
の
感

触
だ
け
が
か
れ
の
知
覚
を
刺
戟
す
る
。
い
ま
猛
獣
使
い
の
頭
脳
に
は
、

祈
り
の
言
葉
や
箴し
ん

言げ
ん

や
計
算
式
の
類
は
不
在
だ
。
脈
動
す
る
体
内
を

頰
に
感
じ
、
流
れ
る
体
液
に
温
め
ら
れ
て
、
内
部
の
獣
に
の
み
こ
ま

れ
つ
つ
あ
る
身
に
は
、
輪り
ん

郭か
く

の
あ
る
獣
の
す
が
た
、
体
毛
の
あ
ざ
や

か
さ
、
動
き
回
る
影
は
す
べ
て
記
憶
に
染
み
こ
ん
だ
過
去
で
し
か
な

い
。
猛
獣
使
い
は
鈍
重
な
ヤ
モ
リ
の
恰
好
で
い
つ
尽
き
る
と
も
な
い

口
蓋
の
下
を
進
み
な
が
ら
、
外
に
開
か
れ
た
獣
の
目
に
出
く
わ
す
こ

と
は
け
っ
し
て
な
い
。
こ
こ
で
の
か
れ
は
、
よ
ど
み
な
く
活
動
す
る

こ
の
筋
肉
と
臓
器
を
生
育
し
た
、
数
々
の
血
肉
を
具
え
た
生
命
、
牛

や
兎
と
い
っ
た
細
切
れ
に
さ
れ
た
動
物
た
ち
と
等
し
く
、
個
を
剝
奪

さ
れ
、
名
を
持
た
な
い
歴
史
の
糧
で
あ
り
、
犠
牲
で
あ
る
。
嚙
み
砕

か
れ
分
解
さ
れ
る
運
命
か
ら
脱
し
て
蓄
え
た
経
験
に
つ
い
て
も
、

日
々
変
容
す
る
肉
体
の
成
熟
、
と
ど
ま
る
こ
と
を
し
ら
な
い
代
謝
運

動
の
な
か
で
ど
れ
ほ
ど
の
信
頼
が
お
け
る
と
い
う
の
か
。
鼻
を
塞
ぐ

こ
と
も
か
な
わ
ず
、
猛
獣
使
い
は
う
ね
り
狂
う
舌

―
顎
の
外
の

人
々
に
は
よ
ほ
ど
お
と
な
し
く
収
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
で
あ

ろ
う
均な
ら

さ
れ
た
舌

―
の
上
で
孤
独
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。
息
づ
い

て
い
る
体
内
、
そ
の
入
り
口
に
嵌は
ま

り
込
み
な
が
ら
、
そ
の
体
温
に
包

ま
れ
な
が
ら
、
か
れ
は
虫
歯
に
触
れ
る
こ
と
を
恐
れ
つ
づ
け
、
沈
黙

を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
し
か
し
猛
獣
使
い
を
猛
獣
使
い
た
ら
し
め
て

い
る
の
は
紛
れ
も
な
く
、
こ
の
奥
底
の
窺
い
知
れ
な
い
一
頭
の
獣
な

の
で
あ
る
。
獣
に
し
て
も
、
猛
獣
使
い
を
失
え
ば
寝
食
に
窮
す
る
の

だ
。
だ
が
、
飼
い
犬
と
違
っ
て
獣
は
計
画
を
立
て
な
い
。
獲
物
が
あ

れ
ば
食
ら
い
つ
く
。
そ
の
衝
動
を
抑
え
て
い
る
の
は
訓
練
か
ら
萌き
ざ

し

た
厳
格
な
習
慣
で
あ
っ
て
、
因
果
律
は
汚
く
狭
い
路
地
に
繫
が
る
裏

の
戸
の
外
に
羽
根
を
散
ら
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
相
手
に
宝
石
の
付

い
た
短
剣
の
切
れ
味
ほ
ど
当
て
に
な
ら
ぬ
も
の
は
な
い
。
猛
獣
使
い

は
自
ら
も
ま
た
一
頭
の
獣
に
な
り
き
る
。
そ
し
て
思
考
を
眠
ら
せ
る
。

こ
の
居
眠
り
は
獣
の
不
興
を
買
う
が
、
怒
ら
せ
る
よ
り
は
ず
っ
と
い

い
。
少
な
く
と
も
共
食
い
は
し
ま
い
。
口
上
は
這
い
出
し
た
あ
と
で

ゆ
っ
く
り
と
述
べ
れ
ば
よ
い
。
呼
吸
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
、
安
ら
か

な
る
溶
暗
。
軽
業
師
は
風
の
う
め
き
に
さ
ま
よ
い
、
老
修
道
僧
は
辞

書
を
抱
い
て
眠
り
に
就
く
。

大
き
な
く
し
ゃ
み
！

唾
ま
み
れ
の
死
体
。

や
が
て
赤
い
血
が
薄
っ
ぺ
ら
な
円
形
の
舞
台
か
ら
は
み
出
し
て
、

ご
つ
ご
つ
し
た
駐
車
場
の
灰
色
の
舗
装
に
ま
で
流
れ
て
き
た
。
黒
い

斑
点
、
傷
だ
ら
け
の
鱗う
ろ
こを
も
っ
た
大
き
な
怪
物
の
死
骸
が
地
面
に
半

ば
埋
ま
っ
て
い
て
、
そ
の
上
に
人
々
は
立
ち
止
ま
っ
て
い
る
、
そ
ん

な
感
慨
も
、
車
輪
と
雑
踏
が
か
き
消
し
た
。
照
明
は
点
け
た
ま
ま
で
、

建
築
の
あ
い
だ
か
ら
夕
日
に
舗
装
も
染
ま
り
出
し
、
乾
き
始
め
た
血

が
萎
び
た
色
を
反
射
し
た
。
人
々
の
目
玉
は
揃
っ
て
対
と
な
り
、
粗

末
な
舞
台
の
上
で
右
目
と
左
目
の
矛
先
が
交
差
し
て
い
る
。
演
技
は

中
断
し
た
ま
ま
、
い
つ
ま
で
待
っ
て
も
再
開
し
な
か
っ
た
。

獣
が
血
の
染
み
た
口
に
ブ
リ
キ
の
罐か
ん

を
く
わ
え
て
、
人
々
の
胸
の

前
に
差
し
出
し
て
待
つ
。
の
ろ
ま
な
動
き
で
徘
徊
す
る
。
し
ば
ら
く

し
て
紳
士
諸
兄
は
、
こ
う
し
た
獣
の
動
作
か
ら
よ
う
や
く
「
要
求
」

と
い
う
語
を
連
想
し
始
め
た
が
、
獣
は
依
然
と
し
て
空
の
罐
を
く
わ

え
た
き
り
、
慣
ら
さ
れ
た
緩
慢
な
焦じ

ら
し
歩
き
で
人
々
の
前
を
通
り

過
ぎ
る
の
み
だ
っ
た
。
罐
に
は
つ
い
に
一
枚
の
硬
貨
も
入
れ
ら
れ
な

い
。
空
は
赤
く
晴
れ
、
雲
は
時
間
を
隔
て
た
向
こ
う
で
風
に
従
っ
て

い
る
。
再
び
厚
み
の
な
い
舞
台
の
端
に
戻
る
と
、
獣
は
、
ブ
リ
キ
の

罐
を
乾
い
た
地
面
へ
と
落
と
し
た
。

だ
が
直
ち
に
人
々
を
吝け

ち嗇
と
見
做
す
べ
き
か
ど
う
か
。
失
敗
し
た

芸
に
い
っ
た
い
ど
れ
ほ
ど
の
価
値
が
あ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
？　

猛

獣
使
い
が
生
還
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
の
な
ら
ば
、
こ
の
芸
は
失
敗

に
違
い
な
い
。
或
い
は
、
頭
を
食
い
ち
ぎ
ら
れ
る
ま
で
が
演
目
の
う

ち
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
見
守
る
見
物
客
に
と
っ
て
は
い
さ
さ
か
拍
子

抜
け
な
幕
切
れ
と
い
わ
ざ
る
を
得
ま
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
死
体
に

報
酬
が
要
る
は
ず
も
な
い
。
金
を
使
う
す
べ
を
も
た
な
い
獣
に
し
て

も
同
様
だ
。
一
人
、
ま
た
一
人
と
、
人
々
は
舞
台
に
背
を
向
け
、
立

ち
去
っ
た
。
供
給
の
た
め
の
木
々
は
、
人
々
の
酸
素
の
需
要
に
応
え

る
た
め
光
合
成
を
し
続
け
る
。
夕
日
が
沈
ん
で
し
ま
え
ば
、
木
々
の

葉
は
己
の
責
務
を
忘
れ
、
無
益
な
呼
吸
ば
か
り
に
う
つ
つ
を
抜
か
し

始
め
る
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
許
し
が
た
い
怠
惰
な
根
を
も
つ
木
々
の

あ
い
だ
を
す
り
抜
け
、
人
々
は
静
か
な
町
角
の
喫
茶
店
へ
と
向
か
う
。

庭
を
な
が
め
て
青
年
た
ち
、
そ
し
て
紳
士
た
ち
は
め
い
め
い
の
椅

子
に
掛
け
て
い
る
。
給
仕
は
コ
ー
ヒ
ー
を
運
ん
で
く
る
。
銀
色
の
盆

が
あ
ら
ゆ
る
航
路
を
飛
行
し
終
え
る
と
、
テ
ー
ブ
ル
に
は
温
か
な
飲

み
物
と
、
陶
器
と
、
煙
草
が
あ
る
。
ち
い
さ
な
中
庭
に
は
垣
根
を
覆

い
隠
す
ほ
ど
厖
大
な
植
物
が
群
が
っ
て
い
る
。
燃
え
る
よ
う
な
花
々
、

緑
色
の
葉
む
ら
。

「
結
局
あ
れ
は
単
な
る
娯
楽
に
過
ぎ
な
い
」

会
話
の
合
間
に
湯
気
が
立
ち
の
ぼ
る
。
唇
か
ら
煙
が
洩
れ
る
。

「
ど
ん
な
文
化
商
品
だ
っ
て
、
人
を
楽
し
ま
せ
る
た
め
に
あ
る
の
で

す
。
使
っ
た
金
に
見
合
う
だ
け
、
愉
快
な
気
持
ち
に
な
れ
れ
ば
い
い

の
で
す
よ
。
…
…
た
だ
で
さ
え
、
わ
れ
わ
れ
は
真
実
に
囲
ま
れ
て
暮

ら
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
」

煙
は
漂
い
、
コ
ー
ヒ
ー
は
の
ど
を
温
め
る
。
知
性
の
嬉
遊
の
ほ
か

に
か
れ
ら
を
慰
め
る
も
の
は
な
い
。
植
物
は
な
に
も
語
ら
な
い
し
、

動
物
は
な
に
も
知
ら
な
い
。
そ
れ
ら
に
囲
ま
れ
た
と
き
、
か
れ
ら
は

た
だ
じ
っ
と
墓
石
の
よ
う
に
座
っ
て
、
な
ぜ
美
し
く
も
な
い
も
の
が

こ
こ
に
あ
る
の
か
と
い
わ
ん
ば
か
り
の
顔
を
し
て
み
せ
る
。
つ
ま
り

そ
れ
が
か
れ
ら
の
流
儀
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
頭
に
は
甘
美
な
る
知

識
が
写
し
取
ら
れ
、
手
は
虚
妄
と
は
無
縁
の
高
貴
な
宝
飾
を
造
り
出

す
、
そ
し
て
か
れ
ら
の
消
費
は
す
べ
て
を
解
決
す
る
。

庭
に
は
い
く
つ
か
の
実
を
つ
け
た
り
ん
ご
の
木
が
、
い
ば
ら
に
埋

も
れ
か
け
な
が
ら
背
を
伸
ば
し
、
枝
を
ひ
ろ
げ
て
い
る
。
や
や
湿
っ

た
庭
の
地
面
に
赤
い
り
ん
ご
の
実
が
ま
ば
ら
に
転
が
っ
て
い
る
。
あ

る
と
き
、
た
ま
た
ま
実
は
落
ち
て
、
ど
す
ん
と
地
面
を
叩
く
。
草
む

ら
を
、
あ
る
い
は
葉
む
ら
を
叩
く
。
漂
っ
て
い
た
会
話
が
力
を
な
く

す
こ
ろ
、
ふ
と
、
窓
の
外
か
ら
そ
ん
な
音
が
聞
こ
え
て
く
る
。

夕
闇
が
お
り
始
め
て
い
た
の
で
、
気
を
そ
ら
さ
れ
て
の
ぞ
い
た
窓

に
は
か
れ
ら
の
物
憂
げ
な
頰
し
か
映
ら
な
い
。
電
気
の
明
か
り
の
下

で
、
灰
を
ふ
る
い
落
と
す
指
先
と
、
笑
い
。
か
れ
ら
は
不
死
身
だ
。

季
節
の
一
日
は
早
す
ぎ
て
、
一
刻
の
猶
予
も
な
い
。
だ
が
厖
大
な
時

間
が
あ
り
余
る
。
強
大
な
力
を
蓄
え
る
ほ
か
に
、
か
れ
ら
は
時
間
を

使
う
す
べ
を
も
た
な
い
。

月
曜
が
や
っ
て
く
る
ま
え
に
、
か
れ
ら
は
店
を
去
っ
て
ゆ
く
。
空

の
カ
ッ
プ
と
、
吸
い
殻
で
満
た
さ
れ
た
灰
皿
が
残
さ
れ
、
ド
ア
ベ
ル

が
鳴
ら
さ
れ
る
。
扉
か
ら
出
て
ゆ
く
前
に
か
れ
ら
は
レ
ジ
ス
タ
ー
に

向
か
い
行
列
を
つ
く
る
。
そ
し
て
訓
練
さ
れ
た
よ
う
に
慣
れ
た
手
つ

き
で
、
惜
し
げ
も
な
く
紙
幣
を
差
し
出
す
の
だ
。

間
宮
緑
◉

M
a

m
iy

a
 M

id
o

r
i

85
年
生
。
04
年
、
19
歳
で
「
新
潮
」
新
人
賞
最
終
候
補
。
落
選
す
る
も
選
考
委
員
の
熱
心
な
コ
メ
ン
ト

に
よ
り
、
読
み
手
の
関
心
を
強
く
惹
い
た
。
08
年
、
中
原
昌
也
の
選
ん
だ
早
稲
田
文
学
新
人
賞
受
賞
作

「
牢
獄
詩
人
」
で
デ
ビ
ュ
ー
、
追
っ
て
「
新
潮
」
に
発
表
し
た
「
実
験
動
物
」
と
併
せ
、
硬
質
な
文
体

と
フ
ァ
ン
タ
ジ
ッ
ク
な
内
容
が
多
く
の
読
者
の
心
を
摑
ん
だ
期
待
の
新
星
。
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曖
昧
模
糊
は
、
み
ず
う
み
の
名
前
だ
。

曖
昧
模
糊
湖
が
正
式
な
名
だ
が
、
「
あ
い
ま
い
も
こ
こ
」
で
は
、
呼
び
に
く
い
の
で
、

最
後
の
「
こ
」
は
、
た
い
て
い
、
省
略
さ
れ
る
。
高
い
山
を
い
く
つ
も
越
え
た
人
里
は
な

れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
、
曖
昧
模
糊
を
訪
れ
る
ひ
と
は
少
な
い
。
「
あ
い
ま
い
も
こ
こ
」

は
も
ち
ろ
ん
、
「
あ
い
ま
い
も
こ
」
が
話
題
に
な
る
こ
と
も
、
ほ
と
ん
ど
な
い
。

曖
昧
模
糊
湖
に
は
、
お
そ
ろ
し
い
秘
密
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
、
私
も
、
じ
っ
さ
い
に
そ

こ
に
行
く
ま
で
は
知
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
行
っ
た
の
だ
、
そ
し
て
、
そ
の
お
そ
ろ
し
い

秘
密
を
知
っ
た
の
だ
。

恐
竜
の
背
中
に
乗
っ
て
山
を
越
え
、
曖
昧
模
糊
湖
に
着
い
た
。
大
き
な
駐
車
場
付
き
の

「
曖
昧
模
糊
湖
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
」
が
あ
っ
た
か
ら
、
た
し
か
に
、
そ
こ
は
、
曖
昧

模
糊
湖
だ
。

訪
れ
る
ひ
と
が
少
な
い
の
に
、
な
ぜ
、
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
が
あ
る
か

と
い
え
ば
、
世
界
の
人
口
に
く
ら
べ
れ
ば
少
な
い
が
、
ま
あ
、

そ
こ
そ
こ
の
人
数
は
、
海
岸
の
ほ
う
か
ら
、
高
い
山
は
越
え

ず
に
来
る
か
ら
だ
。
恐
竜
の
背
に
乗
っ
た
こ
と
に
つ
い
て

の
説
明
は
、
と
か
、
考
え
て
い
た
ら
、
は
な
し
が
先
へ
進

ま
な
い
の
で
、
質
問
が
あ
る
ひ
と
は
、
授
業
が
終
わ
っ
て

か
ら
、
個
別
に
来
て
く
だ
さ
い
。
で
も
、
私
に
は
、
ひ

と
に
教
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
な
に
も
な
い
。
授
業
は
し

な
い
か
ら
、
だ
れ
も
質
問
に
来
な
い
。
あ
あ
、
よ
か
っ
た
。

曖
昧
模
糊
湖
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
前
で
は
、
イ
カ
焼
き
を

売
っ
て
い
る
。
な
か
で
は
、
名
物
ニ
ジ
マ
ス
定
食
が
食
べ
ら

れ
る
が
、
ど
ち
ら
も
、
も
ち
ろ
ん
冷
凍
だ
。
そ
れ
で
も
、
つ

い
つ
い
、
ど
ち
ら
も
、
食
べ
て
し
ま
っ
た
。
ニ
ジ
マ
ス
の
フ
ラ
イ

は
カ
リ
カ
リ
し
て
い
た
が
、
イ
カ
は
、
思
っ
た
よ
り
、
や
わ
ら
か
だ

っ
た
。
「
し
な
や
か
な
感
性
」
が
、
そ
の
昔
の
私
の
小
説
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ

ー
だ
っ
た
が
、
今
で
は
「
や
わ
ら
か
な
イ
カ
」
が
好
き
で
す
。

曖
昧
模
糊
湖
に
は
、
モ
コ
・
ビ
バ
・
オ
リ
ー
ブ
と
い
う
、
三
人
の
魔
女
が
住
ん
で
い
る
。

こ
の
三
人
の
魔
女
の
投
げ
キ
ッ
ス
を
受
け
る
と
、
十
日
間
、
大
量
の
山
椒
が
ま
ぶ
さ
れ
た

よ
う
に
、
唇
が
し
び
れ
る
。
そ
れ
は
、
た
だ
ち
に
う
な
丼
を
食
べ
る
と
な
お
る
。
だ
か
ら
、

湖
畔
の
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
人
気
メ
ニ
ュ
ー
は
、
う
な
丼
だ
。
「
し
び
れ
唇
に
は
、
う
な
丼
を

ど
う
ぞ
」
と
、
店
の
前
に
看
板
を
出
し
て
い
る

三
人
の
魔
女
が
住
ん
で
い
る
の
は
、
み
ず
う
み
の
、
深
い
深
い
、
湖
底
。
そ
こ
で
、
三

人
で
、
毎
日
、
花
札
を
し
て
い
る
。
そ
れ
に
あ
き
た
ら
、
湖
面
に
あ
が
っ
て
き
て
、
ボ
ー
ト

に
乗
っ
て
い
る
ひ
と
め
が
け
て
、
投
げ
キ
ッ
ス
を
す
る
。
で
き
れ
ば
、
若
い
男
、
い
な
け
れ
ば
、

だ
れ
に
で
も
。

魔
女
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
は
、
マ
ス
ク
を
し
て
、
ボ
ー
ト
に
乗
る
。
花
粉
の
季
節
で

も
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
、
マ
ス
ク
の
人
が
多
い
の
か
な
あ
、
と
、
は
じ
め
て
の
人
は
思
う
。

ボ
ー
ト
乗
り
場
で
は
、
マ
ス
ク
を
売
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
魔
女
の
投
げ
キ
ッ
ス
予
防
に
、

ぜ
ひ
、
ど
う
ぞ
」
と
い
う
、
従
業
員
手
作
り
の
ポ
ッ
プ
は
、
う
な
丼
を
出
し
て
い
る
レ
ス

ト
ハ
ウ
ス
の
お
ば
ち
ゃ
ん
が
、
「
よ
け
い
な
こ
と
し
な
さ
ん
な
」
と
言
っ
て
、
は
ず
し
て
し

ま
っ
た
。

レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
お
ば
ち
ゃ
ん
と
魔
女
は
、
グ
ル
な
の
で
は
な
い
か
と
、
言
わ
れ
て
い
る
。

「
そ
ん
な
こ
と
な
い
よ
お
」
と
、
お
ば
ち
ゃ
ん
た
ち
は
言
う
。
「
へ
ん
な
こ
と
書
か
れ
て
、

客
が
減
っ
た
」
と
、
五
人
の
お
ば
ち
ゃ
ん
が
お
こ
る
の
が
お
そ
ろ
し
く
て

0

0

0

0

0

0

、
魔
女
の
こ
と

を
記
事
に
し
た
人
は
い
な
い
。
こ
れ
が
、
「
曖
昧
模
糊
湖
の
、
お
そ
ろ
し
い

0

0

0

0

0

秘
密
」

で
あ
る
。「

書
か
れ
れ
ば
、
逆
に
、
宣
伝
に
な
る
の
で
は
」
と
説
得
し
よ
う

と
し
て
も
、
「
そ
れ
は
、
安
く
な
っ
た
の
で
買
い
込
ん
だ
、
冷

凍
う
な
ぎ
が
全
部
な
く
な
っ
て
か
ら
に
し
て
く
れ
」
と
、
断

ら
れ
て
し
ま
う
。

も
ち
ろ
ん
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
は
、
ウ
ワ
サ
に
は
、

な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
、私
も
行
っ
て
み
た
の
だ
。
そ
し
て
、

イ
カ
焼
き
に
、
ニ
ジ
マ
ス
定
食
を
食
べ
た
あ
と
、
魔
女
た

ち
の
投
げ
キ
ッ
ス
を
受
け
、
う
な
丼
も
食
べ
て
し
ま
い
、

苦
し
か
っ
た
。
も
っ
と
、
書
き
込
み
を
、
ち
ゃ
ん
と
読
め

ば
よ
か
っ
た
。
で
も
、
パ
ソ
コ
ン
の
画
面
の
字
を
読
む
の
は
、

あ
ん
ま
り
好
き
じ
ゃ
な
い
の
。
そ
う
言
い
な
が
ら
、
自
分
が

書
い
た
も
の
を
、
ひ
と
に
読
ま
せ
て
い
て
い
る
け
れ
ど
…
…
。

最
初
の
ほ
う
で
、
「
曖
昧
模
糊
湖
が
話
題
に
な
る
こ
と
は
ほ
と

ん
ど
な
い
」
と
書
い
た
と
き
は
、
ま
さ
か
、
こ
ん
な
は
な
し
に
な
る

と
は
、
思
わ
な
か
っ
た
。

曖
昧
模
糊
湖
に
は
、
「
モ
ッ
コ
ー
」
が
い
る
と
い
う
、
平
凡
な
は
な
し
に
な
り
そ
う
で
、

ま
ず
い
、
と
、
モ
コ
・
ビ
バ
・
オ
リ
ー
ブ
に
し
た
。
昔
、
こ
の
三
人
の
お
姉
さ
ん
た
ち
（
当

時
）
が
、
D
J
を
し
て
い
る
ラ
ジ
オ
番
組
が
あ
っ
て
、
お
色
気
が
売
り
物
の
番
組
で
も
な
い

の
に
、
最
後
に
三
人
で
、
時
間
差
攻
撃
で
、
「
チ
ュ
ッ
、
チ
ュ
ッ
、
チ
ュ
ッ
」
と
、
や
っ
て

い
た
ん
だ
よ
。
そ
う
だ
、40
年
も
前
の
こ
と
だ
。
あ
の
こ
ろ
は
、ラ
ジ
オ
が
お
も
し
ろ
か
っ
た
。

深
夜
放
送
を
聞
い
た
翌
日
は
、
三
時
間
ぐ
ら
い
昼
寝
し
て
い
た
。
中
学
生
の
と
き
が
、
い

ち
ば
ん
、
夜
ふ
か
し
だ
っ
た
。

今
、
夜
の
十
時
半
。
眠
く
て
つ
ら
い
。
も
う
寝
よ
う
。
モ
コ
・
ビ
バ
・
オ
リ
ー
ブ
の
キ
ャ

ラ
は
、
つ
く
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
で
き
た
ら
、
曖
昧
模
糊
湖
の
、
第
二
話
を
書
き
ま
す
。

二
話
で
は
、
や
っ
ぱ
り
、
モ
ッ
コ
ー
も
、
登
場
さ
せ
よ
う
か
な
。

田中りえ 56年生。小説家。『

お
や
す
み
な
さ
い
、と
男
た
ち
へ
』『
や
さ
し
く
、
ね
む
っ
て
』他
　R

ie Tanaka　「早稲田文
学２」

で歌
人・
枡野

浩
一と
の
離
婚
者
対
談
『「
ち
く
わ
の
い
い
わ
け
」ち
こ
く
の
い
い
わ
け
』が

爆笑
掲載
中 !

曖
昧

模
糊

06
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き
ま
で
そ
ん
な
予
定
は
な
か
っ
た
の
だ
け
ど
。

手
も
と
に
影
が
落
ち
る
。
ス
カ
ー
ト
の
上
を

這
っ
て
お
な
か
に
あ
が
っ
て
首
の
と
こ
ろ
ま
で

来
た
。
く
す
ぐ
っ
た
く
て
目
を
つ
ぶ
る
。
ポ

ケ
ッ
ト
が
ふ
く
れ
て
い
る
。
中
身
を
出
そ
う
と

し
て
た
指
が
ま
ぶ
た
を
こ
す
る
。
虫
が
と
ん
で

き
た
の
だ
。
バ
ス
が
停
ま
る
た
び
に
手
も
と
に

影
が
落
ち
る
。
ス
カ
ー
ト
の
上
を
這
っ
て
お
な

か
に
あ
が
っ
て
首
の
と
こ
ろ
ま
で
来
た
。
と
う

と
う
笑
っ
て
し
ま
っ
た
。
派
手
な
帽
子
を
か

ぶ
っ
た
お
ば
さ
ん
の
足
も
と
に
緑
色
の
カ
ゴ
が

あ
る
。
ご
と
ん
と
ゆ
れ
る
と
小
さ
く
ニ
ャ
と
聞

こ
え
た
。
後
ろ
を
向
く
と
お
じ
い
さ
ん
と
お
ば

あ
さ
ん
。
に
っ
こ
り
と
こ
ち
ら
を
見
る
。
違
う

席
に
座
る
こ
と
に
し
た
ら
マ
イ
ク
の
声
に
注
意

さ
れ
た
。
後
ろ
へ
後
ろ
へ
と
景
色
が
流
れ
て
い

く
。
ほ
っ
ぺ
た
を
ふ
く
ら
ま
せ
た
顔
が
ト
ン
ネ

ル
の
あ
い
だ
だ
け
目
の
前
に
映
っ
た
。
そ
れ
が

消
え
て
日
差
し
に
目
を
ほ
そ
め
て
も
ま
だ
よ
く

知
っ
た
町
並
み
が
つ
づ
く
。
こ
の
へ
ん
あ
た
り

は
昨
日
だ
っ
て
自
転
車
で
走
っ
た
。
B
が
期
待

す
る
ほ
ど
町
は
狭
く
な
ん
か
な
い
の
だ
。

自
宅
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
二
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

離
れ
た
場
所
に
三
つ
の
遊
園
地
が
あ
る
。
各
遊

園
地
間
は
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
て
い
る
。

徒
歩
自
動
車
バ
ス
電
車
自
転
車
い
ず
れ
の
選
択

も
移
動
手
段
と
し
て
可
能
と
す
る
。
天
候
は

晴
。
季
節
は
晩
春
。
連
休
の
二
日
目
。
バ
ス
に

乗
っ
て
電
車
に
乗
っ
て
と
い
う
ふ
う
に
組
合
わ

せ
る
こ
と
も
で
き
る
。
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
が
い

ず
れ
の
遊
園
地
の
付
近
に
も
あ
る
こ
と
と
す

る
。
た
だ
し
体
調
も
考
慮
し
た
上
安
全
運
転
を

心
が
け
る
こ
と
。
自
動
車
お
よ
び
バ
ス
（
電
車

も
）
と
も
に
時
速
三
十
キ
ロ
を
限
度
と
す
る
。

道
路
に
は
途
中
信
号
機
が
ど
の
道
を
通
っ
て
も

十
七
か
所
あ
る
。
三
か
所
の
遊
園
地
の
い
ず
れ

も
午
前
十
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
の
営
業
。
夜

間
に
は
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
も
あ
る
。
ア
ト
ラ
ク

シ
ョ
ン
は
平
均
的
な
も
の
を
想
定
し
て
よ
い
が

そ
の
数
は
総
合
計
で
大
小
あ
わ
せ
て
六
十
一
。

所
要
時
間
平
均
約
九
分
間
と
す
る
。
待
ち
時
間

と
し
て
計
四
十
分
を
最
低
で
も
加
算
す
る
こ

と
。
こ
れ
ら
の
条
件
を
ふ
ま
え
た
三
つ
の
遊
園

山
場
の
セ
リ
フ
で
つ
っ
か
え
て
し
ま
っ
た
。

も
一
度
い
い
ま
す
と
い
っ
て
A
は
い
い
な
お
し

た
。
う
ま
く
い
え
た
け
れ
ど
も
会
場
か
ら
は
笑

い
が
。
そ
の
と
き
む
し
ろ
余
計
な
も
の
を
つ
け

た
し
て
し
ま
っ
た
と
は
じ
め
て
さ
と
っ
た
。
舞

台
に
立
っ
て
い
る
こ
と
が
で
き
ず
し
ゃ
が
ん
で

し
ま
う
。
で
も
し
ゃ
が
ん
で
も
消
え
た
こ
と
に

な
ら
な
い
。
影
が
ち
っ
ち
ゃ
く
な
っ
た
だ
け
だ
。

舞
台
の
は
し
っ
こ
に
走
っ
て
消
え
る
。
だ
け
ど

こ
れ
も
や
は
り
本
当
に
消
え
た
こ
と
に
は
な
ら

な
い
。
相
手
役
は
そ
の
場
に
立
ち
尽
く
し
て
い

る
。
横
顔
が
不
安
そ
う
。
が
ん
ば
っ
て
次
の
セ

リ
フ
を
い
う
。
沈
黙
。
そ
し
て
ま
た
次
の
セ
リ

フ
。
A
の
セ
リ
フ
を
と
ば
し
て
い
る
の
だ
。
透

明
人
間
を
相
手
に
し
て
い
る
み
た
い
だ
。
貝
殻

を
受
け
取
っ
た
こ
と
に
し
て
ひ
だ
ひ
だ
の
服
の

た
も
と
に
そ
れ
を
し
ま
う
。
マ
ン
ト
を
わ
た
し

た
こ
と
に
し
て
そ
の
場
に
置
く
。
観
客
は
明
ら

か
に
A
の
再
登
場
を
い
ま
か
い
ま
か
と
待
っ
て

い
る
。
視
線
が
は
し
っ
こ
に
た
ま
っ
た
ま
ま
だ

か
ら
だ
。
も
っ
と
も
こ
の
建
物
の
中
に
す
で
に

A
は
い
な
い
け
れ
ど
も
。
そ
れ
で
も
A
は
消
え

た
こ
と
に
な
ら
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
。

そ
の
次
の
バ
ス
停
で
も
B
は
降
り
な
か
っ

た
。
手
も
と
に
影
が
落
ち
る
。
ス
カ
ー
ト
の
上

を
這
っ
て
お
な
か
に
あ
が
っ
て
首
の
と
こ
ろ
ま

で
来
た
。
く
す
ぐ
っ
た
く
思
え
て
笑
っ
て
し
ま

い
そ
う
に
な
る
。
窓
を
細
く
開
け
る
。
す
る
と

空
気
が
分
厚
い
封
筒
み
た
い
に
ほ
っ
ぺ
た
に
あ

た
る
。
し
ま
し
ま
の
靴
下
を
膝
小
僧
ま
で
ひ
き

あ
げ
る
。
父
親
の
背
中
を
蹴
っ
て
外
へ
出
た
足

だ
。
靴
を
は
き
な
お
し
て
と
ん
と
ん
と
鳴
ら

す
。
小
石
が
入
っ
て
い
た
の
だ
。
県
境
を
じ
き

に
越
え
る
。
B
は
そ
の
つ
も
り
で
い
る
。
さ
っ

福永信◉ F u k u n a g a  S h i n
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貴
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﹇
連
載
﹈
一
か
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福
永
信

地
を
効
率
よ
く
同
日
中
に
楽
し
む
こ
と
を
求
め

る
お
客
様
（
夫
婦
と
子
供
一
名
）
が
い
た
と
し

て
す
み
や
か
に
プ
ラ
ン
を
提
案
せ
よ
。

便
せ
ん
が
午
前
に
一
枚
ハ
ガ
キ
や
切
手
な
ど

を
し
ま
っ
て
い
る
和
菓
子
の
空
き
箱
の
中
か
ら

抜
き
取
ら
れ
る
。
泥
棒
の
し
わ
ざ
だ
。
同
じ
く

午
前
に
一
本
万
年
筆
が
二
階
の
書
斎
の
机
の
上

の
ペ
ン
立
て
か
ら
引
き
抜
か
れ
る
。
そ
の
後
返

却
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
こ
れ
も
ま
た
泥
棒

の
し
わ
ざ
で
あ
る
と
断
定
で
き
る
。
同
じ
く
午

前
に
二
本
め
の
万
年
筆
が
同
書
斎
か
ら
盗
ま
れ

て
い
る
。
イ
ン
ク
が
入
っ
て
い
な
か
っ
た
の

だ
。
執
筆
は
一
枚
が
や
っ
と
だ
っ
た
。
午
後
は

母
親
と
D
と
で
昼
ご
は
ん
だ
か
ら
泥
棒
が
活
動

で
き
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
ど
こ
か
押
し
入
れ

に
で
も
隠
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

母
親
が
食
後
テ
ー
ブ
ル
の
下
に
落
ち
て
い
る
便

せ
ん
を
見
つ
け
て
拾
う
。
そ
し
て
字
間
違
え
て

る
と
い
っ
て
D
に
差
し
出
し
た
。
だ
け
ど
D
は

自
分
の
で
は
な
い
同
一
視
し
て
も
ら
っ
て
は
困

る
と
否
定
し
て
受
け
取
ろ
う
と
し
な
い
。
昼
寝

す
る
の
を
見
届
け
て
母
親
が
ふ
た
た
び
職
場
に

も
ど
る
。
サ
ン
ダ
ル
ば
き
だ
。
ど
う
せ
職
場
で

は
き
か
え
る
の
で
あ
る
。
さ
て
D
の
寝
息
を
聞

い
て
だ
ろ
う
堂
々
と
テ
ー
ブ
ル
で
泥
棒
は
執
筆

を
再
開
し
た
よ
う
だ
。
箱
の
中
に
は
一
九
枚
封

筒
が
あ
っ
た
が
こ
れ
は
泥
棒
が
新
た
に
購
入
し

た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
テ
レ
ビ

の
上
の
ウ
ィ
ス
キ
ー
の
空
の
小
瓶
の
中
か
ら
小

銭
が
ち
ょ
う
ど
二
十
枚
入
り
の
封
筒
の
値
段
分

消
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
泥
棒
が
書
斎
で
一

枚
目
に
修
正
を
施
し
て
い
る
と
父
親
が
や
は
り

サ
ン
ダ
ル
ば
き
で
帰
っ
て
き
た
。
さ
っ
き
母
親

が
は
い
て
い
た
の
と
同
じ
サ
ン
ダ
ル
だ
。
便
せ

ん
に
書
か
れ
た
も
う
半
分
は
こ
の
父
親
が
目
撃

し
て
い
る
の
だ
が
D
が
と
ん
と
ん
と
ん
と
階
段

を
下
り
て
く
る
の
が
わ
か
る
と
あ
わ
て
て
置
い

て
気
づ
か
な
い
ふ
り
を
し
た
。
そ
れ
が
す
べ
っ

て
テ
ー
ブ
ル
の
下
に
落
ち
た
。
消
印
か
ら
午
後

十
六
時
か
ら
十
八
時
の
あ
い
だ
の
投
函
で
あ
る

こ
と
が
明
後
日
こ
こ
に
届
い
た
封
筒
か
ら
わ
か

る
。
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こ
れ
で
は
ま
る
で
駄
々
っ
子
で
あ
る
。
あ
ら
ん
限
り
の
罵
詈
雑
言
を
繰
り
出
し
て
、
そ
の
う

え
で
女
を
蹴
飛
ば
す
の
だ
か
ら
シ
ャ
レ
に
な
ら
な
い
。
ま
さ
に
Ｄ
Ｖ
一
歩
手
前
。
お
宮
も
こ
ん

な
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
男
と
一
緒
に
な
ら
な
く
て
よ
か
っ
た
よ
と
思
っ
て
し
ま
う
が
、
と
も

か
く
こ
の
一
月
一
七
日
を
最
後
に
、
貫
一
は
姿
を
消
し
て
し
ま
う
の
だ
。

こ
こ
ま
で
の
と
こ
ろ
を
読
む
限
り
、『
金
色
夜
叉
』
は
二
葉
亭
四
迷
『
浮
雲
』
と
じ
つ
は
同

じ
構
造
の
物
語
で
あ
る
。
寄
留
先
の
娘
と
相
思
相
愛
に
な
り
、
彼
女
の
親
も
二
人
の
仲
を
認

め
て
い
た
は
ず
な
の
に
、
彼
女
は
親
と
も
ど
も
別
の
男
に
な
び
き
、
ふ
ら
れ
た
男
は
自
暴
自

棄
と
な
っ
て
人
生
を
投
げ
て
し
ま
う
。
ち
が
っ
て
い
る
の
は
、う
じ
う
じ
と
煮
え
切
ら
な
い『
浮

雲
』
の
内
海
文
三
と
は
逆
に
、
間
貫
一
が
日
本
文
学
の
主
人
公
に
は
珍
し
く
、
一
度
カ
ッ
と
し

た
ら
手
の
つ
け
ら
れ
な
い
直
情
型
の
男
で
あ
る
こ
と
。
さ
ら
に
は
そ
の
後
、
彼
が
高
利
貸
し
の

手
先
と
な
っ
て
、
女
と
世
間
へ
の
復
讐
を
誓
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
ケ
レ
ン
に
満

ち
た
硯
友
社
版
の
『
浮
雲
』
と
も
い
え
な
い
こ
と
も
な
い
。

テ
キ
ス
ト
に
は
あ
と
二
箇
所
、
先
の
熱
海
の
場
を
反
復
す
る
よ
う
な
場
面
が
あ
る
。

ひ
と
つ
は
二
人
が
別
れ
た
六
年
後
、
貫
一
を
訪
ね
て
き
た
宮
が
、
貫
一
に
気
の
あ
る
満
枝
と

鉢
合
わ
せ
す
る
場
面
で
あ
る
（「
続
金
色
夜
叉
」）。
逆
上
し
た
満
枝
は
宮
を
こ
の
場
で
殺
せ
と
迫
り
、

宮
も
ま
た
自
分
を
殺
し
て
く
れ
と
騒
い
で
、
刃
物
を
奪
い
あ
っ
た
あ
げ
く
、
二
人
は
と
も
に
死

ん
で
し
ま
う
。
結
局
そ
れ
は
貫
一
の
「
覚
む
れ
ば
暁
の
夢
」
と
い
う
夢
オ
チ
で
終
わ
る
の
だ
が
、

こ
の
愁
嘆
場
の
切
迫
感
は
鬼
気
迫
る
も
の
が
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
は
さ
ら
に
そ
の
後
、
貫
一
が
那
須
塩
原
の
温
泉
宿
で
心
中
し
よ
う
と
す
る
男

女
に
出
会
う
場
面
で
あ
る
（「
続
続
金
色
夜
叉
」）。
聞
け
ば
女
は
借
金
の
カ
タ
と
し
て
宮
の
夫
・
富

山
に
身
請
け
さ
れ
る
と
い
う
。
好
き
で
も
な
い
男
の
情
婦
に
な
る
く
ら
い
な
ら
、
と
覚
悟
を

決
め
て
い
る
男
女
に
貫
一
は
い
た
く
心
を
動
か
さ
れ
、「
嗚あ

呼あ

…
…
感
心
し
ま
し
た
！　

実
に

立
派
な
者
で
す
！
」「
そ
れ
が
女
の
道
と
謂
ふ
も
の
で
、
さ
う
有
る
べ
き
で
す
」
な
ど
と
一
人

で
盛
り
上
が
っ
た
あ
げ
く
、
金
を
用
立
て
よ
う
と
申
し
出
る
の
だ
。

こ
の
二
つ
の
場
面
は
、
貫
一
に
と
っ
て
の
「
そ
う
あ
る
べ
き
だ
っ
た
熱
海
の
場
」
を
描
き
直

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
貫
一
は
も
ち
ろ
ん
、
あ
の
場
で
宮
に
「
富
山
と
結
婚
す
る
く
ら
い

な
ら
、
こ
こ
で
あ
な
た
と
死
ぬ
」
と
い
っ
て
ほ
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。

っ
た
く
、
面
倒
な
男
で
は
な
い
か
。
も
っ
と
も
『
金
色
夜
叉
』
は
必
ず
し
も
貫
一
に
同
情
的

で
は
な
い
。
む
し
ろ
〈
一い
つ

端ぱ
し

の
男
と
生
れ
な
が
ら
、
高
が
一い
つ

婦ぷ

の
愛
を
失
つ
た
が
為
に
、
志
を

挫く
ぢ

い
て
一
生
を
誤
り
、
餓が

鬼き

の
如
き
振ふ
る

舞ま
ひ

を
為
て
恥
と
も
思
は
ず
、
非
道
を
働
い
て
暴
利
を

貪む
さ
ぼる

の
外
は
何
も
知
ら
ん
〉
男
の
バ
カ
さ
加
減
を
、
こ
れ
で
も
か
と
暴
い
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
。
宮
っ
て
コ
も
美
貌
だ
け
が
取
り
柄
の
凡
庸
な
娘
だ
し
、
貫
一
の
怒
り
を
解
こ
う
と
努
力
す

る
姿
は
健
気
だ
が
、
後
半
の
展
開
は
概
し
て
苦
し
い
。

女
を
蹴
っ
て
男
が
去
る
。
熱
海
の
場
の
華
々
し
さ
に
、『
金
色
夜
叉
』
は
縛
ら
れ
て
し
ま
っ

た
の
で
は
な
い
か
。
貫
一
は
宮
へ
の
恨
み
を
抱
い
た
ま
ま
暮
ら
し
て
い
る
し
、
一
方
、
富
山
に

嫁
い
だ
宮
も
ま
た
貫
一
へ
の
思
い
を
胸
に
秘
め
た
ま
ま
、
死
ん
だ
も
同
然
の
暮
ら
し
を
し
て
い

る
。
つ
ま
り
二
人
は
熱
海
で
一
度
差
し
違
え
て
（
精
神
的
に
）
死
ん
だ
の
で
あ
る
。

死
ん
だ
男
女
を
蘇
生
さ
せ
る
た
め
に
創
作
さ
れ
た
二
つ
の
愁
嘆
場
。
こ
の
へ
ん
は
さ
す
が
に

サ
ー
ビ
ス
の
い
い
尾
崎
紅
葉
だ
け
ど
も
、
貫
一
み
た
い
な
Ｄ
Ｖ
男
に
か
か
ず
ら
っ
た
の
が
紅
葉

の
寿
命
を
縮
め
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
こ
ん
な
に
頑
迷
な
男
を
動
か
し
て
大
団
円
に
持
ち

込
む
の
は
大
変
だ
も
ん
。
胴
像
に
な
っ
て
固
ま
っ
て
く
れ
て
い
る
の
が
一
番
あ
り
が
た
い
よ
。

尾
崎
紅
葉
『
金
色
夜
叉
』
は
、
未
完
の
大
作
で
あ
る
。
一
八
九
七
（
明
治
三
〇
）
年
か
ら

一
九
〇
二
（
明
治
三
五
）
年
ま
で
読
売
新
聞
な
ど
に
断
続
的
に
連
載
さ
れ
、
紅
葉
が
病
没
し
た
こ

と
で
未
完
に
終
わ
っ
た
。
読
ん
だ
こ
と
は
な
く
て
も
、
有
名
な
「
あ
の
場
面
」
だ
け
は
知
っ
て

い
る
と
い
う
人
も
多
い
だ
ろ
う
。
ほ
か
で
も
な
い
、
熱
海
の
海
岸
で
主
人
公
の
貫
一
が
恋
人
の

お
宮
を
蹴
飛
ば
す
シ
ー
ン
で
あ
る
。
い
ま
も
熱
海
の
ビ
ー
チ
に
は
、
学
帽
に
マ
ン
ト
姿
の
貫
一

と
蹴
ら
れ
て
転
ん
だ
お
宮
の
像
が
建
っ
て
い
て
、
観
光
名
所
と
な
っ
て
い
る
。『
金
色
夜
叉
』

と
い
う
物
語
を
知
ら
な
か
っ
た
ら
、
ほ
と
ん
ど
Ｄ
Ｖ
の
像
だ
け
ど
。

ス
ト
ー
リ
ー
は
単
純
と
い
え
ば
単
純
だ
。
主
人
公
の
間
貫
一
は
、
亡
き
父
の
知
己
・
鴫
沢

隆
三
の
家
に
寄
留
し
て
高
等
学
校
に
通
う
学
生
で
あ
る
。
鴫
沢
は
貫
一
に
家
督
を
継
が
せ
、
一

人
娘
の
宮
と
結
婚
さ
せ
る
つ
も
り
で
い
た
が
、
そ
ん
な
折
り
、
宮
に
縁
談
が
持
ち
上
が
る
。
相

手
は
銀
行
家
の
息
子
・
富
山
唯
継
。
宮
も
承
諾
し
て
い
る
と
い
う
。
富
山
は
大
き
な
ダ
イ
ヤ

の
指
輪
を
光
ら
せ
て
い
る
よ
う
な
キ
ザ
な
男
で
、
そ
ん
な
男
に
宮
が
な
び
く
は
ず
は
な
い
と
貫

一
は
思
っ
て
い
た
が
、
母
と
湯
治
に
出
か
け
た
宮
を
追
っ
て
熱
海
に
赴
く
と
、
そ
こ
に
は
宮
と

母
と
富
沢
の
三
人
が
い
た
。
カ
ッ
と
な
る
貫
一
。
動
転
す
る
母
子
。
か
く
し
て
く
だ
ん
の
海
岸

の
場
面
と
な
る
。
こ
こ
で
貫
一
が
宮
に
投
げ
か
け
る
台
詞
は
あ
ま
り
に
も
有
名
だ
。

「
可
い
か
、
宮
さ
ん
、
一
月
の
十
七
日
だ
。
来
年
の
今
月
今
夜
に
な
つ
た
な
ら
ば
、
僕
の
涙
で

必
ず
月
は
曇
ら
し
て
見
せ
る
か
ら
、
月
が
…
…
月
が
…
…
月
が
…
…
曇
つ
た
ら
ば
、
宮
さ
ん
、

貫
一
は
何
処
か
で
お
前
を
恨
ん
で
、
今
夜
の
や
う
に
泣
い
て
ゐ
る
と
思
つ
て
く
れ
」

こ
こ
だ
け
読
む
と
、
ど
こ
と
な
く
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
。
男
女
の
つ
ら
い
別
れ
の
場
面
、
失
恋
に

打
ち
の
め
さ
れ
た
切
な
い
男
心
の
吐
露
に
見
え
る
。
だ
か
ら
こ
そ
お
芝
居
や
映
画
の
名
場
面

と
な
っ
た
の
だ
が
、
原
作
を
読
む
と
状
況
は
だ
い
ぶ
異
な
る
。

そ
も
そ
も
こ
の
貫
一
っ
て
い
う
男
は
、
ス
カ
し
た
名
台
詞
を
ぽ
つ
り
と
吐
く
、
そ
ん
な
タ
イ

プ
の
男
じ
ゃ
な
い
の
だ
。
の
べ
つ
ま
く
な
し
、
機
関
銃
の
よ
う
に
し
ゃ
べ
り
っ
ぱ
な
し
。
宮
が

自
分
の
話
も
聞
い
て
く
れ
と
何
度
懇
願
し
て
も
聞
く
耳
持
た
ず
。「
え
え
、
狼う

ろ

た狽
へ
て
く
だ
ら

ん
こ
と
を
言
ふ
な
。
食
ふ
に
窮こ
ま

つ
て
身
を
売
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
ぢ
や
な
し
、
何
を
苦
ん
で

嫁
に
帰ゆ

く
の
だ
（
以
下
略
）」
と
責
め
て
み
た
り
、「
好い

い
出
世
を
し
て
、
さ
ぞ
栄え

耀え
う

も
出
来
て
、

お
前
は
そ
れ
で
可
か
ろ
う
け
れ
ど
、
財か
ね

に
見
換
へ
ら
れ
て
棄
て
ら
れ
た
僕
の
身
に
な
つ
て
見
る

が
可
い
（
以
下
略
）」
と
愚
痴
っ
て
み
た
り
、
騒
が
し
い
こ
と
こ
の
上
な
い
。
宮
を
蹴
る
直
前
の

一
言
な
ど
、
名
台
詞
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。

「
そ
れ
ぢ
や
断い
よ
い
よ然

お
前
は
嫁
く
気
だ
ね
!　

こ
れ
ま
で
に
僕
が
言
つ
て
も
聴
い
て
く
れ
ん
の

だ
ね
。
ち
え
え
、
腸
は
ら
わ
たの

腐
つ
た
女
！　

姦か
ん

婦ぷ

!!
」

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
。

『金色夜叉』　（新潮文庫）

16

09



私
は
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
編
『
エ
ル
キ
ュ
リ
ー
ヌ
・
バ
ル
バ
ン
、
通
称
ア
レ
ク
シ
ナ
・
B
』
を
全
訳
し
た
こ
と

が
あ
る
（『
重
力
02
』
に
収
録
）。
そ
の
時
私
が
最
も
気
を
遣
っ
た
の
は
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
著
作
権
が
ど
こ
に
あ
る
の

か
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
私
は
前
に
も
書
い
た
よ
う
に
著
作
権
の
最
近
の
拡
大
傾
向
に
は
批
判
的
だ
が
、
個
人
的
に

金
を
出
し
合
っ
て
出
し
た
雑
誌
で
あ
る
『
重
力
02
』
に
つ
ま
ら
な
い
こ
と
で
け
ち
を
つ
け
ら
れ
た
く
な
い
気
持
ち
も

あ
り
、
ま
た
実
際
外
国
の
テ
ク
ス
ト
を
日
本
語
に
翻
訳
す
る
時
に
ど
の
よ
う
な
権
利
問
題
が
あ
る
の
か
を
知
り
た
い

気
も
し
て
、
問
い
合
わ
せ
て
み
た
。
す
る
と
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
大
部
分
を
占
め
る
バ
ル
バ
ン
の
手
記
に
つ
い
て
は
著

作
権
は
な
く
、
フ
ー
コ
ー
が
書
い
て
い
る
部
分
の
み
に
著
作
権
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
こ
で
私
は
そ
の
フ
ー

コ
ー
の
著
作
権
料
を
自
分
の
ポ
ケ
ッ
ト
マ
ネ
ー
で
払
っ
た
の
だ
が
、
バ
ル
バ
ン
は
十
九
世
紀
の
無
名
人
な
の
だ
か
ら

当
然
と
は
言
え
、
著
作
権
に
つ
い
て
フ
ー
コ
ー
と
の
間
に
差
が
あ
る
こ
と
に
何
か
不
条
理
な
感
慨
を
覚
え
た
。「
汚

辱
に
塗
れ
た
人
」
は
ど
こ
ま
で
も
「
汚
辱
に
塗
れ
た
人
」
で
あ
り
、
そ
し
て
「
知
識
人
」
は
こ
の
「
汚
辱
に
塗
れ
た

人
」
の
生
を
飯
の
種
に
し
て
金
を
稼
ぐ
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
私
に
し
て
も
フ
ー
コ
ー
が
評
価
し
な
け
れ
ば
バ
ル
バ
ン
の

手
記
を
知
る
こ
と
も
翻
訳
す
る
気
も
起
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
り
、「
汚
辱
に
塗
れ
た
人
」
の
生
を
興
味
本
位
に
し

か
見
て
い
な
い
の
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
実
際
関
係
の
な
い
他
人
に
と
っ
て
、「
汚
辱
に
塗
れ
た
人
」
の
生
を
興
味

本
位
以
外
の
ど
ん
な
視
線
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
で
き
な
い
か
ら
そ
れ
は
汚
辱
な
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
な
感
じ
方
は
論
理
的
に
間
違
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
ど
う
間
違
っ
て
い
る
の
か
私
に
は
う
ま

く
説
明
で
き
な
い
。
た
だ
、
た
ま
た
ま
最
寄
り
の
イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
堂
の
中
の
書
店
で
『
超
左
翼
マ
ガ
ジ
ン　

ロ
ス
ジ

ェ
ネ
別
冊
2
0
0
8
』
が
売
っ
て
い
る
の
を
見
て
中
を
眺
め
た
時
、
そ
こ
に
秋
葉
原
無
差
別
殺
人
事
件
を
引
き
起
こ

し
た
加
藤
智
大
が
事
件
直
前
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
掲
示
板
に
書
き
込
ん
だ
文
章
全
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
を
見
て
、

反
射
的
に
こ
れ
は
加
藤
氏
自
身
の
許
可
を
得
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
、
バ
ル
バ
ン
の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
思

っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
拘
置
所
に
い
る
加
藤
氏
に
許
可
を
も
ら
う
こ
と
な
ど
で
き
な
い
に
違
い
な
い

か
ら
無
許
可
で
あ
る
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
何
か
し
ら
の
説
明
が
あ
っ
て
も
良
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
。
ネ
ッ
ト
の
書
き
込
み
に
は
著
作
権
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
あ
の
『
電
車
男
』
で
さ
え
、

版
元
の
新
潮
社
は
ネ
ッ
ト
の
書
き
込
み
を
無
断
で
載
せ
た
こ
と
に
開
き
直
り
的
な
言
い
訳
を
し
て
い
る
。「
超
左
翼
」

を
名
乗
る
な
ら
そ
う
し
た
こ
と
に
敏
感
で
あ
っ
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
。
も
っ
と
も
「
コ
ピ
ー
レ
フ
ト
」
こ
そ
左

翼
の
左
翼
た
る
所
以
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
な
ら
そ
う
と
宣
言
し
た
上
で
載
せ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

加
藤
の
事
件
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
私
は
何
の
感
想
も
な
い
（
ナ
イ
フ
を
規
制
す
る
と
言
う
な
ら
レ
ン
タ
カ
ー
も

規
制
し
な
け
れ
ば
不
公
平
だ
と
は
思
っ
た
が
）。
強
い
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
個
人
的
な
犯
罪
を
社
会
の
鏡
像
的
な
表

象
と
し
て
意
味
づ
け
る
社
会
学
的
な
言
説
の
パ
タ
ー
ン
が
も
う
完
全
に
意
味
を
失
っ
て
い
る
こ
と
を
改
め
て
示
し
た

事
件
だ
っ
た
。
た
と
え
ば
大
澤
真
幸
が
『C

R
O

SS † C
H

A
N

N
E

L

』
と
い
う
エ
ロ
ゲ
ー
と
結
び
つ
け
て
こ
の
事
件
を

論
じ
て
い
る
の
を
ネ
ッ
ト
で
読
ん
だ
が
（「
世
界
の
中
心
で
神
を
呼
ぶ―

秋
葉
原
事
件
を
め
ぐ
っ
て
」
現
在
は
削

除
さ
れ
、『
ア
キ
ハ
バ
ラ
発
』（
岩
波
書
店
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
）、
た
ま
た
ま
こ
の
エ
ロ
ゲ
ー
を
プ
レ
イ
し
て
い

た
こ
と
も
あ
っ
て
、
全
然
違
う
と
思
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
エ
ロ
ゲ
ー
の
主
人
公
は
本
質
的
に
「
リ
ア
充
」（
充

実
し
た
現
実
生
活
を
送
っ
て
い
る
こ
と
） 

で
あ
っ
て
「
非
モ
テ
」
で
は
な
い
。『C

R
O

SS † C
H

A
N

N
E

L

』
の
主
人

10

強
い
風
が
吹
き
、
空
模
様
も
怪
し
げ
な
金
曜
日
の
午
後
、
新
し
く
な
っ
た
新
宿
の
ピ
カ
デ
リ
ー
で
『
ブ
ラ
イ
ン
ド
ネ

ス
』
を
見
た
あ
と
、
し
ば
し
迷
っ
た
挙
げ
句
、
軽
い
食
事
を
兼
ね
て
酒
を
三
合
ば
か
り
飲
ん
だ
ら
、
も
う
い
け
な
い
。

仕
事
の
こ
と
も
忘
れ
て
、
気
が
つ
い
た
ら
テ
ア
ト
ル
新
宿
の
階
段
を
降
り
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
十
一
月
の
な
か
ば
か

ら
「
若
山
富
三
郎
×
勝
新
太
郎
の
軌
跡
」
と
い
う
特
集
を
や
っ
て
い
た
の
だ
が
、
こ
れ
か
ら
始
ま
る
の
は
、
ご
存
知

〝
若
富
〞
の
『
子
連
れ
狼 

地
獄
へ
行
く
ぞ
!　

大
五
郎
』
で
あ
る
。

『
子
連
れ
狼
』
シ
リ
ー
ズ
は
、
三
隅
研
次
監
督
の
第
一
作
「
子
を
貸
し
腕
貸
し
つ
か
ま
つ
る
」
か
ら
、
第
五
作
の
「
冥

府
魔
道
」
ま
で
は
見
て
い
る
が
、
六
作
目
に
当
た
る
こ
れ
は
、
公
開
当
時
に
見
て
い
な
か
っ
た
。
監
督
も
、
三
隅
研
次

や
、
一
作
だ
け
撮
っ
た
斎
藤
武
市
な
ど
と
は
違
っ
て
、
よ
く
知
ら
な
い
黒
田
義
之
と
い
う
人
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ

れ
が
、
ひ
ど
く
面
白
か
っ
た
の
で
あ
る
。
マ
カ
ロ
ニ
・
ウ
エ
ス
タ
ン
ふ
う
の
趣
向
を
盛
り
込
ん
だ
ア
ク
シ
ョ
ン
は
、
す

で
に
お
馴
染
み
だ
が
、
最
後
の
、
大
雪
原
で
の
大
立
ち
回
り
が
な
ん
と
も
痛
快
。
雪
の
中
か
ら
、
黒
装
束
に
身
を
固
め

た
柳
生
の
忍
者
群
が
列
を
な
し
て
拝
一
刀
と
大
五
郎
に
襲
い
か
か
っ
て
く
る
と
こ
ろ
な
ど
、
最
盛
期
の
香
港
映
画
を
思

わ
せ
る
躍
動
ぶ
り
、
と
い
う
よ
り
は
、
香
港
ア
ク
シ
ョ
ン
の
ほ
う
が
、
こ
ち
ら
の
影
響
を
受
け
た
の
だ
ろ
う
。

す
っ
か
り
嬉
し
く
な
っ
て
表
に
出
た
の
だ
が
、
そ
こ
で
思
う
の
は
、
な
ぜ
、
あ
の
頃
の
日
本
映
画
は
面
白
か
っ
た
の

か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
作
品
と
し
て
優
れ
て
い
る
と
か
、
素
晴
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
娯
楽

映
画
と
し
て
端
的
に
面
白
い
と
い
う
こ
と
で
、
そ
こ
に
は
、
い
ま
で
は
、
敢
え
て
絶
対
に
と
い
っ
て
も
い
い
が
、
出
来

な
い
だ
ろ
う
と
い
う
意
味
合
い
も
込
め
て
の
面
白
さ
が
あ
る
。

む
ろ
ん
、
大
雑
把
な
意
味
で
は
、
こ
れ
に
は
す
で
に
回
答
が
出
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
撮
影
所
の
映
画
な
の

だ
と
。
一
九
七
四
年
製
作
だ
か
ら
、
す
で
に
撮
影
所
は
崩
壊
し
て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
、
そ
の
余
光
は
あ
り
、
三
隅
研

次
の
よ
う
な
ベ
テ
ラ
ン
で
な
く
て
も
、
ス
タ
ッ
フ
陣
は
撮
影
所
を
支
え
た
職
人
た
ち
だ
か
ら
、
新
人
監
督
が
出
す
ア
イ

デ
ア
を
面
白
が
っ
て
受
け
止
め
て
く
れ
た
ろ
う
し
、
締
め
る
と
こ
ろ
は
締
め
て
、
き
っ
ち
り
し
た
娯
楽
作
品
に
仕
上
げ

て
し
ま
う
の
だ
。
対
し
て
、
い
ま
は
、
ま
と
も
に
時
代
劇
を
作
れ
る
ス
タ
ッ
フ
が
、
ほ
と
ん
ど
い
な
く
な
っ
て
い
る
こ

と
は
、
黒
澤
明
作
品
の
リ
メ
イ
ク
や
山
田
洋
次
や
是
枝
裕
和
の
「
時
代
劇
」
を
見
て
も
明
ら
か
だ
し
、
若
山
富
三
郎
み

た
い
な
役
者
は
、
ど
こ
を
探
し
て
も
い
な
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

だ
が
、
わ
た
し
が
思
う
の
は
、
も
う
少
し
別
な
こ
と
で
あ
る
。
あ
の
頃
の
映
画
は
面
白
か
っ
た
と
い
い
、
い
ま
は
も

う
、
こ
ん
な
映
画
は
出
来
な
い
と
思
う
と
き
、
そ
れ
は
、
映
画
と
い
う
も
の
自
体
の
面
白
さ
と
い
う
こ
と
に
関
わ
っ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
時
間
を
超
え
て
生
き
る
よ
う
な
映
画
な
ら
で
は
の
面
白

さ
が
、
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
と
？　

と
す
る
と
、
そ
れ
が
、
い
ま
の
大
方
の
映
画
か
ら
は
失
わ
れ
て
し
ま

っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
映
画
そ
の
も
の
が
ど
こ
か
で
変
質
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
果
た
し
て
ど
う
な
の
か
と
？

こ
う
い
う
ギ
モ
ン
は
、
た
と
え
ば
溝
口
健
二
の
戦
前
の
映
画
を
見
て
も
起
こ
ら
な
い
だ
ろ
う
。
わ
っ
凄
い
、
面
白
い

と
思
っ
て
も
、
そ
れ
は
た
だ
ち
に
溝
口
の
撮
り
方
や
語
り
方
の
問
題
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
む
ろ
ん
、
溝
口
の
シ

ョ
ッ
ト
や
カ
ッ
テ
ィ
ン
グ
は
、
単
純
に
彼
個
人
の
も
の
で
は
な
く
、
映
画
史
の
時
間
・
空
間
の
な
か
で
作
ら
れ
受
け
継

が
れ
た
も
の
で
は
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
面
白
さ
を
語
る
と
き
は
、
溝
口
健
二
と
い
う
作
家
の
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
わ
た
し
が
、『
子
連
れ
狼 
地
獄
へ
行
く
ぞ
!　

大
五
郎
』
を
見
て
、
あ
の
頃
の
映
画
は
な
ん
て
面
白
か
っ

戯
言
人
生

上

野

昻
志
の

⑨

テ

ア

ト
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新

宿
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出

た

あ

と

で

副

校

長

業

務

連

絡

U
e

n
o

 
K

o
u

s
h

i

×
戯
言×
戯
言副

校

長

業

務

連

絡

×副
校

長

業

務

連

絡

戯
言副

校

長

業

務

連

絡

戯
言×
戯
言副

校

長

業

務

連

絡

戯
言

大

杉

重

男

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
・
ク
リ
ティ
ッ
ク16

加

藤

智

大

の

コ

ピ

ー

ラ

イ

ト



公
も
そ
う
で
あ
り
、「
非
モ
テ
」
の
自
意
識
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
加
藤
と
は
比
較
の
し
よ
う
が

な
い
。
お
そ
ら
く
「
リ
ア
充
」
で
あ
る
だ
ろ
う
大
澤
氏
に
と
っ
て
、「
リ
ア
充
」
と 「
非
モ
テ
」
と
の
間
に
横
た
わ

る
深
淵
は
想
像
の
外
の
事
象
な
の
だ
ろ
う
。「
非
モ
テ
」
の
実
存
を
表
現
で
き
て
い
る
作
品
と
し
て
、
私
は
な
が
い

け
ん
の
漫
画
『
神
聖
モ
テ
モ
テ
王
国
』（
Ｍ
Ｎ
Ｏ
（
も
て
な
い
男
）
が
Ｍ
Ｏ
（
も
て
る
男
）
に
は
じ
め
て
正
面
切
っ

て
宣
戦
布
告
し
た
小
谷
野
敦
な
ど
目
で
は
な
い
愛
と
狂
気
の
戦
い
の
記
録
）
以
上
の
も
の
を
知
ら
な
い
。

「
リ
ア
充
」（
こ
の
言
葉
自
体
は
最
近
の
も
の
だ
が
） 

と 「
非
モ
テ
」
の
対
立
構
造
は
、
少
な
く
と
も
八
○
年
代
以
来

何
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
タ
モ
リ
の
「
ネ
ア
カ
・
ネ
ク
ラ
」、
村
上
龍
の
「
す
べ
て
の
男
は
消
耗
品
で
あ
る
」
や
と

ん
ね
る
ず
の
「
彼
女
い
な
い
歴
×
年
」
と
い
っ
た
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
が
象
徴
し
て
い
た
価
値
観
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
お
け
る
勝
ち
組
と
負
け
組
を
峻
別
し
て
負
け
組
を
人
格
レ
ベ
ル
に
お
い
て
否
定
す
る
。
そ
れ
は
ポ
ス
ト
モ

ダ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
批
判
と
連
動
し
て
い
た
）
は
現
在
も
な
お
表
現
を
変
え
つ
つ
持
続
し
て
お
り
、

だ
か
ら
こ
そ 「
非
モ
テ
」
で
あ
る
こ
と
が
特
殊
な
劣
等
感
の
源
泉
と
な
る
。
バ
ブ
ル
は
は
じ
け
て
久
し
い
が
、
そ
の

時
形
成
さ
れ
た
価
値
観
は
世
代
を
超
え
て
生
き
延
び
続
け
て
い
る
。
東
浩
紀
の
『
動
物
化
す
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
』
以

来
、
世
代
を
細
分
化
し
て
若
い
世
代
の
心
情
は
そ
れ
よ
り
上
の
世
代
に
は
理
解
で
き
な
い
と
い
っ
た
論
法
で
世
代
論

を
す
る
こ
と
が
流
行
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
か
え
っ
て
世
代
間
の
差
異
が
以
前
よ
り
小
さ
く
な
っ
て
い
る
こ
と
し
か

表
し
て
い
な
い
。
本
当
は
何
も
変
わ
っ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
現
実
の
変
わ
ら
な
さ
に
と
ど
ま
る
こ
と

の
中
に
し
か
変
化
の
可
能
性
は
な
い
。

「
失
わ
れ
た
世
代
」
と
い
う
も
の
が

あ
る
と
し
た
ら
、
ま
ず
問
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
は
、
何
を
失
っ
た
か

で
は
な
く
、
何
を
過
大
に
期
待
さ
せ

ら
れ
て
い
た
か
で
は
な
い
か
。
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g
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65 

年
生
。
主
要
著
書
『
小
説
家
の
起
源
│
│
徳
田

秋
声
論
』『
ア
ン
チ
漱
石
│
│
固
有
名
批
判
』
。

た
の
だ
ろ
う
、
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
と
り
あ
え
ず
黒
田
義
之
と
い
う
作
家
の
問
題
で
は
な
い
。
あ
の
時
代
が
生
み
出

し
た
娯
楽
映
画
の
面
白
さ
が
、
問
題
な
の
だ
。

こ
う
い
う
こ
と
は
、
文
学
と
い
う
か
、
小
説
に
お
い
て
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？　

あ
の
頃
の
小
説
は
面
白
か
っ
た
が
、

い
ま
の
小
説
に
は
、
こ
う
い
う
面
白
さ
は
な
い
な
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
。
も
ち
ろ
ん
、
映
画
と
小
説
を
単
純
に
同

じ
地
平
で
云
々
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
映
画
は
基
本
的
に
集
団
で
作
っ
て
き
た
し
、
何
よ
り
も
撮
影
所
シ
ス
テ
ム
の

な
か
で
産
業
と
し
て
発
達
し
て
き
た
。
そ
の
点
、
基
本
的
に
個
人
的
な
営
み
に
お
い
て
書
か
れ
て
き
た
小
説
と
は
、
作

ら
れ
方
が
違
う
。
だ
か
ら
、
撮
影
所
の
な
か
で
プ
ロ
グ
ラ
ム
ピ
ク
チ
ュ
ア
と
し
て
作
ら
れ
た
娯
楽
映
画
と
い
う
も
の
と
、

同
列
に
扱
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
小
説
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
と
て
、

個
々
の
作
家
の
力
量
で
論
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。 

だ
が
、
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
や
ゲ
ー
ム
と
つ
な
が
っ
た
と
こ
ろ
で
出
て
き
た
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
や
携
帯
小
説
な
ど
は
ど
う

な
の
か
？　

そ
れ
は
、
従
来
の
小
説
と
は
別
物
な
の
か
、
そ
れ
と
も
い
ま
だ
小
説
に
ま
で
達
し
て
い
な
い
幼
稚
で
未
熟

な
段
階
に
あ
る
も
の
な
の
か
。
別
物
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
小
説
を
論
じ
て
き
た
の
と
は
別
の
尺
度
で
評
価
す
る
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
し
、
未
熟
な
段
階
に
あ
る
も
の
な
ら
、
そ
れ
を
成
長
さ
せ
る
た
め
の
「
教
育
」
！　

が
必
要
と
な
る
。

ま
た
、
別
物
で
も
な
け
れ
ば
未
熟
な
段
階
に
あ
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
さ
ら
に
対
処
の
仕
方
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。

こ
れ
を
映
画
に
返
し
て
い
え
ば
、
わ

れ
わ
れ
は
と
き
ど
き
、
こ
ん
な
も
の
は

映
画
じ
ゃ
ね
ぇ
と
か
、
映
画
に
な
っ
て

な
い
、
と
い
っ
た
り
す
る
の
だ
が
、
そ

う
い
う
物
言
い
が
、
果
た
し
て
い
ま
通

用
す
る
の
だ
ろ
う
か
？

上
野
昻
志
◉

U
e

n
o

 K
o

u
s

h
i

41
年
生
。
批
評
家
。
短
く
切
れ
味
の
良
い
批
評
で
映
画
・

写
真
・
文
学
・
社
会
を
捉
え
続
け
て
い
る
。
主
著
に
『
戦

後
60
年
』
な
ど
。http://w

w
w
.am

udesu.co.jp/
tasogare/
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ビールの 泡 大久秀憲　Ohisa Hidenori
6 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。

五姉妹１２３４５の映画を撮ろうという夏の金沢プロジェクトである。
僕はそのことであたまがいっぱいで、その日、昼は三十度をゆうに越えた

というのにまだビールを飲まなかった。旅先で、しかも陽のあるうちにビー
ルを飲まないなんて、僕にとってこんなかなしい奇跡はない。

ついては小津でいこうと思う。小津はつい真似したくなるし、また真似し
やすい。ローアングルで、そうかね、とかいうだけでなにかそれらしくなる。
なにか、というのが危険なところで、こんばんは森進一です、とためしにい
ってみると、その気もないのになにか似てしまうというのとおなじで、似て
いるからといってなんにもならない、むしろ似せるほどこちらの損になるよ
うなつよいスタイルを持っている。

映画といっても誰に見せるわけでもない。ビデオは回し放題、デジタルカ
メラは撮り放題におちいったみずからの環境を取り締まるための企画だった。
それには小津を処方するのが最適だろうとかんがえたのだ。コンテを切り、
決めた画のほかは断じて撮らない。

そうしてできあがったのは、１に東山千栄子、２に杉村春子、３に原節子、
４に三宅邦子、５に高橋とよ、そして僕に笠智衆、というグウともいわせぬ
役どころを振った、ほとんどを小津作品から引用した台詞で組み立てられた
ものだったが、僕だけが乗り気だったためにただひとり演技をしていて、ち
ょっと似ている笠智衆のものまねがひたすら浮いてしまうという結果をまね
いた。 

撮影を終え、そろそろ日が暮れようかというころ、１２３４５たちと東山の
茶屋街を歩いた。せっかくの夏の金沢なのでその日はみんな浴衣を着ていた。

コールドパーマ、とおおきく看板の出ている美容室の前に来た。金沢とい
うとかならず紹介されるこの茶屋街だったが、テレビでも雑誌でも、その青
い文字の「コールドパーマ」を目にすることはまずない。ほとんどの映像、
写真は「コールドパーマ」の側から撮られている。なぜなら「コールドパー
マ」は茶屋のならぶ石畳の路の一方のつきあたりにあり、一般的な観光ルー

トはそこを茶屋街の基点とする。そしてそこからだと、高さをそろえる茶屋
の屋根の線が遠近を強調する、卯辰山を背景にした街の風景が見通せるので
ある。しかしいかにもである。僕は金沢へ来るたび、かならず「コールドパ
ーマ」をカメラにおさめた。

そこで１２３４５が外国人観光客から声をかけられた。写真を撮らせてほ
しいという。浴衣がめずらしいのだろう。小学一年生の５はのぞくとして、
平均身長 170cmをこえる姉妹はそれだけで目立つ。それがさらに下駄を履い
ている。
「なんで写真撮ったの？」と５が誰へともなくたずねた。

おおきいから、と僕がこたえるより先に、１２３４が同時にこたえた。
「かわいいから」声がまったくそろっていた。                  
「なんの疑問もなくいうね」と４がいった。
「ない」とは３だった。

２はこの件についての疑問とはなんだろうかという顔をしている。
「これがうちらの教育だよね」と１が長女らしくまとめた。 

連中を敵にまわしてはいけないと思った。
浅野川まで歩いた。まだ日は暮れない。歩きながら姉妹の位置が何度もい

れかわった。みんなおなじような装いで、渡り鳥のようだと思った。あと競
輪選手のようだとも思った。 

１がひとりでいると、２３４５がいつのまにか１のそばに来ている。そんな
さまをよく見た。誰かが日傘をさすと誰かがつづく。そんなことも目につい
た。それらは僕のコンテからはみちびかれることのないまったく別種の動き
にうつった。そのいちいちが連携のもとにあるような気がした。生まれつき、
もとから姉妹である。

橋の上で立ち止まっていた。てんでに団扇で風を送り、川の流れてゆく方
を眺めていた。そうしてまた１２３４５で歩きだすのだが、そのきっかけは
僕には分からなかった。やっぱり敵にまわすと恐いと思った。

金沢の 2

星
と

と
も

に
走

る

　

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

⑥
尾
崎
一
雄
＝
チ
ン

文 画

尾
崎
一
雄
は
古
本
マ
ニ
ア
だ
っ
た
。
早
稲
田
高
等
学
院
の
学
生
だ
っ
た
頃
か
ら
、
早
稲
田
を
は
じ
め
、
神
保
町
、
水

道
橋
、
本
郷
、
上
野
な
ど
東
京
中
の
古
本
屋
を
巡
っ
て
い
る
。「
學
校
に
居
る
時
間
よ
り
、
古
本
屋
に
居
る
そ
れ
の
方

が
ず
つ
と
長
か
つ
た
」
ほ
ど
だ
。

そ
う
や
っ
て
集
め
た
本
の
中
に
は
、
文
学
書
の
初
版
や
限
定
本
が
多
く
あ
っ
た
。
尾
崎
は
買
っ
た
本
に
角
印
を
押
し

た
が
、
貧
乏
し
た
時
期
に
売
り
飛
ば
し
て
し
ま
っ
た
。
斎
藤
昌
三
ら
コ
レ
ク
タ
ー
が
手
に
取
っ
た
珍
し
い
本
に
は
、
き

ま
っ
て
「
一
雄
蔵
書
」
の
印
が
あ
っ
た
と
い
う
。

早
稲
田
の
〈
大
観
堂
書
店
〉
に
入
り
び
た
り
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
借
金
し
て
い
た
話
も
有
名
だ
。
尾
崎
は
こ
の
店
で
、

志
賀
直
哉
旧
蔵
の
雑
誌
『
白
樺
』
全
揃
い
を
手
に
入
れ
、「
床
ノ
間
へ
竝
べ
て
、
天
下
を
と
つ
た
よ
う
な
氣
分
に
な
つ

た
」。
し
か
し
、
下
宿
の
女
中
の
不
注
意
か
ら
、『
白
樺
』
を
含
む
貴
重
な
雑
誌
の
一
山
が
屑
屋
に
払
い
下
げ
ら
れ
て
し

ま
う
。
こ
の
本
へ
の
執
着
は
生
涯
続
き
、
八
十
歳
近
く
に
な
っ
て
中
野
重
治
の
処
女
詩
集
を
十
万
円
で
買
っ
た
こ
と
に
、

友
人
の
中
谷
孝
雄
は
驚
い
て
い
る
。

本
に
限
ら
ず
、
何
事
に
対
し
て
も
執
着
心
を
持
つ
と
い
う
の
が
、
尾
崎
一
雄
の
特
徴
か
も
し
れ
な
い
。
私
小
説
と
い

う
手
法
、
生
ま
れ
育
っ
た
下
曽
我
の
地
へ
の
愛
憎
、
師
で
あ
る
志
賀
直
哉
へ
の
敬
愛
、
植
物
や
虫
へ
の
興
味
…
…
。
そ

の
ど
れ
も
が
、
若
い
頃
か
ら
晩
年
ま
で
持
続
し
て
い
る
。

生
き
る
こ
と
に
も
し
が
み
つ
い
た
。
一
九
四
四
年
に
胃
潰
瘍
で
大
出
血
し
、
下
曽
我
に
帰
郷
。
寝
た
き
り
の
数
年
間

を
送
る
。
医
者
に
「
三
年
ぐ
ら
い
は
も
つ
で
し
ょ
う
」
と
云
わ
れ
て
、
あ
と
五
年
は
生
き
て
や
ろ
う
と
誓
う
が
、
そ
の

「
生
存
五
カ
年
計
画
」
が
、
第
二
次
、
第
三
次
と
続
き
、
結
局
は
ず
っ
と
生
き
続
け
る
。
七
十
歳
か
ら
文
学
的
回
想
録

『
あ
の
日
こ
の
日
』
を
書
き
始
め
、
五
年
か
け
て
完
結
。
し
か
も
、
七
十
八
歳
で
そ
の
続
篇
を
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
、

多
く
の
友
人
、
後
輩
の
作
家
の
死
を
見
届
け
、
一
九
八
三
年
、
八
十
三
歳
で
大
往
生
し
て
い
る
。

無
事
こ
れ
名
馬
の
典
型
の
よ
う
な
人
だ
が
、
意
外
に
も
、
木
登
り
が
得
意
だ
っ
た
。
七
十
七
歳
に
な
っ
て
も
、
木
や

屋
根
に
登
っ
て
い
る
か
ら
恐
れ
入
る
。

「
體
重
の
輕
い
私
は
、
今
で
も
片
手
で
ぶ
ら
下
が
つ
て
平
気
で
あ
る
。
私
は
申
年
で
は
な
く
亥
で
、
昭
和
五
十
年
は
算

へ
の
七
十
七
、
昔
流
に
言
へ
ば
喜
壽
に
當
る
。
木
の
上
で
い
ろ
い
ろ
活
躍
す
る
の
は
無
理
と
悟
り
は
し
た
が
、
登
る
だ

け
は
登
る
。
木
に
登
つ
て
四
方
の
景
色
を
眺
め
る
。
と
き
ど
き
そ
れ
を
や
ら
ぬ
こ
と
に
は
、
何
と
な
く
を
さ
ま
ら
ぬ
氣

持
が
あ
る
の
だ
」（「
雀
百
ま
で
」）

戦
後
の
写
真
を
見
る
と
、
額
が
は
げ
上
が
っ
て
い
て
、
ど
う
も
サ
ル
っ
ぽ
く
見
え
る
。
し
か
し
、
擬
獣
絵
師
の
ウ
チ
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『歳月の鉛』を
書き終えて

連合赤軍のメンバーのなかに仏教徒は何人くらいいたのですか？
わたしにそう尋ねたのは、タマサート大学の政治学部長セクサン・プラセ

ルトクンである。彼は 1970 年代にバンコクで学生運動を組織し、腐敗した
政権を倒した。その後状況が危険になると中国経由でタイ・ラオス国境の森
に隠れ、5 年間にわたってタイ国軍に対し武装闘争をしかけた。1980 年にな
って時の政権がゲリラの全員に投降を呼びかけた。過去はいっさい問わない。
ただちに首都に戻って、タイ国の発展のために尽力してほしい。セクサンと
その妻はこの呼びかけに応じバンコクに戻ると、コーネル大学でタイ民族主
義の起源について博士論文を書いた。どうしてコーネルだって？　あそこは
森しかないと聞いていたからさと、彼は笑いながら答えた。セクサンは連合
赤軍のあさま山荘事件に深い関心を抱いていた。ああした同志殺しは、タイ
人ならまず考えられないことだ。日本人もタイ人と同じ仏教徒ではなかった
のかと、彼は真剣に尋ねた。

新左翼の活動家のなかで、その後イスラム教徒になった人はどのくらいい
ますか？

わたしにそう尋ねたのは、張承志という北京の作家である。彼は 1966 年
に北京大学の付属高校の生徒として、「紅衛兵」という言葉を考案した人物と
して知られている。文化大革命の時代には先陣を切って活躍し、まもなく紅
青と対立して獄中に投じられた。モンゴルに下放されたことが契機となって
本来の回族の信仰に戻り、現在は政府のイスラム抑圧政策を批判してやまな
い。張承志もまた、連合赤軍を初めとする日本の新左翼運動の行方に関心を
抱いており、わたしに質問を投げかけてきた。マルクス主義や毛沢東思想が
瓦礫のように崩壊したとき、イスラムだけが統一的な世界理念を築きあげる
ことができるのではないか。彼はそういいたげであった。

さてわたしはというと、このほどようやく 1970 年代の大学生活の回想を書
き上げました。いよいよお待たせ、『ハイスクール 1968』の続編である。本
当はもっと早く書いておく予定であったのだが、長い間書くことを躊躇って

きた。その結果、迂回から枝分かれしたのが『先生とわたし』である。だが
いつまでも避けて通るわけにはいかない。思い切ってひと夏を潰し、当時書
き綴っていた 26 冊のノートブックを読み直すことから、書く作業に入った。

今度の本はおそらく『1968』のようにノスタルジックな共感を呼び覚ます
ことはないだろう。また『先生とわたし』のように保守派の論客に誤解され
て、道徳復古の書と褒められることもないだろう。この時代を特徴づけてい
るのは前衛の祝祭もなければ、街頭での一瞬の高揚もない。あるのは相互の
不信と沈滞した感情、それに行き場のないシニシズムである。わたしはその
中で大学生活を過した。入学式も卒業式もなかった。隣のクラスの学生が対
立セクトに襲われて殺害されると、翌朝は学生証を提示しながら大学の門を
潜った。これは屈辱であった。重苦しい鉛色の歳月のなかで、わたしは言語
学でもフランス文学でもなく、宗教学を専攻することを選んだ。人間がいつ
非理性的なるものに突き動かされ、暴力を含めて共同体の論理に従うか、そ
の原因を見究めておきたかったからだ。

おそらく今度の本はわたしの書いたもののなかでもっとも陰鬱で、不活性
なものであるはずだ。書評者がどう扱っていいのかわからず当惑するさまが、
今から目に浮かぶ。『1968』の活劇を期待している者は失望するだろうし、歴
史的なドキュメントを期待する者は、書き方があまりに内省的すぎて、書物
を放り出してしまうだろう。だがそれはいたし方ないことだと、書き終わっ
たばかりのわたしは考えている。この書物に関するかぎり、わたしはただ自
分の救済のためだけにそれを書いたのです。

わたしはセクサンと張承志に、書き上げたばかりのこの書物のことを報告
したいと思う。二人の感想を聞いてみたいと思う。でも本体をタイ語や中国
語に直すのは大変だしなあ。

四方田犬彦 Y o m o t a  I n u h i k o 6

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。
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。
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❼
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

非常に乱暴な話であることは重々承知の上だけれど、結局のところオタク
という人種は成長しないことを選択した人たちというだけのことではないの
かと思う。誰に頼まれたわけでもないのに、あえて永遠の中 2たらんとする
人たち。そこにはよく言えば、柔軟で豊かな可能性があるし、悪く言えば、
それしかない。真っ白いキャンバスの上に、どれだけ甘やかな夢を描いたと
ころで、それは現実に疵一つ残しはしない。無垢な可能性はいつまでも優し
く我々をくるみ、そこから一歩も踏み出させなくする。だからこそ、オタク
たちはあんなにも特権的にアニメを愛するのだ、と言ってしまいたくもなる。
残像を残すのみで、鮮やかに駆けていく光はあたかも彼らの人生そのものの
ようだ。一瞬でも止めてしまえば、魔法は解け、動きというコンテクストか
ら外れた一枚の絵がぽつんと残るのみであることも含め。だからこそ、一層
擬似的な運動は止められないものになるだろう。切断された瞬間瞬間が限定
された存在であるところの己自身をはみ出し、ひとつの擬似的な有機的全体
を構成する、というそれ自体が夢のような夢の虜になってしまうのだ（それ
ならば実写映画でも同じではないかと言われる向きもあると思うが、そして
実際同じなのだが、実写の場合、その大半が「現実」に存在する俳優などを
典拠として持つことによって、本来仮のものとしてあるはずの有機的連続性
が代補されやすいため、夢の純度が一段低いものとして捉えられがちになる）。
現実の歴史において実際に起こったことは、成長することへのベクトルを擬
似的にサポートしてくれるはずだったものが、長い年月のうちに、成長しな
いことのエクスキューズに成り果てたということなのだろうが、もちろん、
私はここでただちに成長を忌避することやありもしない疑似運動の夢に耽溺
することを論難したいわけではない。夢から覚めよ、と言うときに人はもっ
とも夢のなかにいるものだし、なによりも夢だろうとなんだろうと結局現実
の物理的な諸条件の上にあることは文字通り言うまでもないからだ。彼らと
て夢を見ると同時に現実を見ているのだ（それをどれだけ否認しようと）。ゆ

えに、夢を夢として見るのではなく、夢を夢として捨て去るのでもなく、も
っと深く見ることこそが重要なのである。つまり、コマとコマのあいだにあ
るクレバスを凝視すること。毎秒 7回（ものによってはそれ以上）黒々と広
がる深淵（＝死）を飛躍していることを意識すること。そのとき、ひとはお
仕着せの夢を見るのでなく、現実の上に夢を重ね描くことができるのだ。我々
はその優れた実例を今井哲也『ハックス！』（講談社）に見ることができる。

『ハックス！』は女子高生・亜佐美みよしが、新入生歓迎会で見せられた現在
休会中のアニメ研究会が数年前に作ったというアニメに惹かれ、アニメ制作
にめざめるといったストーリーだが、ここでみよしが魅せられたアニメはま
さに少女がどこへとも知れず飛躍する一瞬を描いたものなのだ。彼女はそこ
で死（＝切断）に裏打ちされた生（＝連続）にぐっと摑まれ、己が手でそれ
を再現していこうとする。活動を停止していたアニメ研究会を蘇生させ、特
に積極的な関心を抱いていなかった周囲の人間が協力していく、その過程が
彼女が 1コマ 1コマ動画を描き、そこから始まるアニメ制作のプロセスに沿
って進められていくとき、我々はそのままアニメーションが生きることにみ
ずみずしく接続されていることに驚くとともに、やはりこうなのだと深く納
得するだろう。みよしは作中で何度も「話きいてた？」とからかわれたり、
友達といるときにフラッシュバックしたアニメの感動を口にしたりするよう
ないわゆる KY 系の天然キャラだが、それは 1コマ 1コマを丹念に描いてい
くように、世界を瞬間ごとに切断し、応答しているがゆえの振る舞いなのだ。
死（＝切断）と生（＝連続）をこの世界に新たに作り出し、世界を（再）創
造していくみよしが、また、作中に出てくる TVアニメ『アクアス』の元ネタ
となっているだろう『エウレカセブン』や『時をかける少女』や宮崎駿作品
やミシェル・ゴンドリー+ビョークの『ハイパーバラッド』など、あまたの
飛翔（と落下）をモチーフとしたアニメたちを、あたかも一本のアニメのよ
うに（再）創造していることは言うまでもない。
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60 年生。アイドル評論家。「サブラ」誌の連載〈美少女映画館〉の取材で志田未来チ
ャンに会いました♥『オシャレ泥棒』以来、20 年ぶりの小説『学校で愛するというこ
と』( 角川書店 ) を 3 月末に刊行予定 !

んだだけでわかるよ。アフォリズムっつうか、いわゆるウンチク
で始まる小説ってあるよね。代表的なのは村上春樹の『風の歌を
聴け』（「完璧な文章などといったものは存在しない。完璧な絶望
が存在しないようにね。」）。いや、キザだね～。エリック・アン
ブラーの『ディミトリオスの棺』（菊池光訳）なんかもそうだね。

「かつて、シャンフォールというフランス人が、才人のほまれ高
い男であったにもかかわらず、偶然は神意の別名である、と言っ
たことがある」だってさ。あ、キワメツキはミラン・クンデラの

『存在の耐えられない軽さ』でしょーが。永劫回帰という奇妙な
観念はウンヌンカンヌンって冒頭で何ページもゴタクやウンチク
をたれやがって、クンデラの奴、なかなか物語を始めないんだよ。
そういや先頃、クンデラが冷戦下のチェコで秘密警察のチクリを
やってたって暴露されたけど、納得だね。クンデラとかギュンタ
ー・グラスとか、大江健三郎と文通してるよーな一見誠実っぽい
作家って、だいたい卑劣な過去を隠してるもんなんだよ。だいた
い、ああいうもったいぶった冒頭の小説を書いてる奴って信用で
きないね。早く物語を始めろっての !?

で、オースティン『自負と偏見』の冒頭です。「独り者で、金
があるといえば、あとはきっと細君をほしがっているにちがいな
い、というのが、世間一般のいわば公認真理といってもよい」。
で、次の行じゃ、もう独身の金持ちが近所に引っ越してきたって
物語が始まってるんだ。これには参ったね。すげえや、オーステ
ィン姉さん！　春樹もクンデラもちょっとは見習ってほしいもん
だ。小説の冒頭でつまんないウンチクをダラダラたれてる奴って、
ホント、作家として“耐えられない軽さ”だね !?

クリスマスも終わったね。数年前、クリスマスイヴにポカンと
予定があいたんだ。近所の古本屋で一冊 50 円也で買ったボロボ
ロの文庫本を読んで過ごしたよ。ディケンズの『クリスマス・キ
ャロル』だ。どーせ、クリスマスの恋愛物語か、孤児たちのとこ
ろへやってくるサンタみたいなオジサンのホノボノ話だろう、な
んて高をくくって読み始めて、ビックリ !　何だ、コレ !?　いや、
完全に泣いてしまいました。だって、クリスマスに一人で過ごす
変屈でイヤな老人の改心物語なんだよ。なるほど、ディケンズの
奴、こう考えたんだ。“クリスマス”のタイトルを持つ短い物語
を書けば、きっとクリスマスに一人で過ごす男が読むに違いない
って。そしたらクリスマスを楽しめない変屈で一人暮らしの男の
話がいいだろうってさ。それに、まんまと引っかかっちゃったの
がボクってワケ。150 年前の小説にさ。ディケンズにやられた !

シュテファン・ツヴァイクの『三人の巨匠』に収録された短い
ディケンズ伝が好きだ。「ディケンズは、イギリスの日常にかか
る金の輪である」とかなんとか。ところがサマセット・モームの

『世界の十大小説』でディケンズの項を読むと、これが本当に同
じ人間なの？　ってぐらいヒドい書かれようなんだね。ちなみに
モームの挙げた十大小説は、フィールディング『トム・ジョーン
ズ』、オースティン『高慢と偏見』、スタンダール『赤と黒』、バ
ルザック『ゴリオ爺さん』、ディケンズ『デイヴィッド・コパー
フィールド』、フローベール『ボヴァリー夫人』、メルヴィル『モ
ウビー・ディック』、ブロンテ『嵐が丘』、ドストエフスキー『カ
ラマーゾフの兄弟』、トルストイ『戦争と平和』だね。ちょい西
洋寄りだけど、まあ、こんなところかな。それにしても、モーム
ってイジワルなオジサンだね～（きっとクリスマスに一人で過ご
した男に違いない !?）。

オースティンの小説にゃ、いろんな翻訳があるけど、やっぱ中
野好夫センセイ訳の『自負と偏見』でしょう !　冒頭の文章を読
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倉数さん、元気ですか─って、実は同じマンションに住んでんだ
よね。アモイは日本人にかぎらず、外国人が多いね。実際、外国人にと
って住みやすい街だと思います。中国ではじめて生活するのにアモイを
選んだのは、いい選択だったと思ってるよ。外国人に寛容なこの風土は、
もともと古くから東南アジアや台湾との貿易が盛んで、戦時中は英国租
界になったり日本軍に占領されたりもしたけど、今は経済特区として発
展しているこの街の歴史にもよるのかな。アモイはけっしてディープな
中国ではないのかもしれないけど、それでもときどき中国の懐の深さみ
たいなものは感じますねえ。

アモイを散歩していると、自分が生きてきたすべての時代、一九六〇
年代から現在までのすべての時代の風景が同時的に再現されているよう
な気がすることがあります。マンションの前の表通りは今の日本と変わ
りない風景で、道が広い分アモイの方が進んでいる感じもする。一歩裏
通りに入れば、八〇年代（今もあるかな）の原宿のようなお店があった
り、もっと古い、僕が小学生の時にはあったような雑貨屋もある。少し
歩いて郊外に出れば、幼少期に僕が神戸で見たような風景にも出会いま
す。でもアモイの街には、それこそ僕は知識でしか知らない中華民国時
代の建物もあるのだけど、これは倉数さんやこちらの大学卒業生の方に
説明を受けなければ、僕にはそれとわからない。説明を聞いてそんな建
物の前に立つとき、僕は目眩に似た時間感覚を覚えます。

なぜこんな話をしたかと言うと、前回から引き続いて文学、特に小説
における想像力ということを考えたとき、僕が真っ先に思い浮かべるの
は、多和田葉子さんなんですね。以前拙い多和田葉子論を書いたことも
あります。その評論の終わりの方で、僕はこう書いたのです─「歴史
そのものの姿が変身し、越境をくり返す、そのような異質な空間に、言
葉は人間を拉し始めている。そう、近代に穴が空き始めたのだ」（『非合
法な空間』〈ハトポッポ批評通信〉第 104 号）。近代という時代に何か
大きな変化、近代以降を予見させるような変化が訪れるとしたら、それ
は「近代の超克」という言葉がイメージさせるようなストレートな、直
線的で不可逆な歴史進行として訪れるのではなく、まず近代社会の中に
いろんな「穴」が空き始める、そういう仕方でやって来るのではないか
と、多和田さんの作品を読みながら自然とそんな考えに導かれたのです。
そんな「穴」の中には、歴史的に言えば倉数さんが前回に書いたように、
プレモダン、モダン、ポストモダンの多様な要素がそのつどアレンジメ
ントを変化させながら混在しているだろうし、地理的にもアジア、ヨー
ロッパ、アフリカ、いや、こうした大ざっぱな区分では捉えきれない雑
多な要素が絡み合って展開するかもしれない。そんな「穴」がたくさん
社会にできて、相互につながり合ったとき、近代という歴史像も変化せ
ざるを得ない、つまり歴史のイメージからして近代は変容せざるを得な
いと考えてみたいわけです。

話は飛ぶけどさ、大昔はここ福建省辺りの中国東南部の地域を「山高
皇帝遠」と呼んでいたらしいね。皇帝の知らせも届かない山の奥って感
じかな。カフカだね。そう、僕が言う「穴」もカフカの巣穴のイメージ。
皇帝が見てないところで穴を掘る。横光利一は共同租界だった上海につ
いて「新しい共同の心理」はあるが「共同の論理」がまだないと記した
けど、「穴」の中から生まれる新しい共同の精神に新しい論理を与える
のも文学の仕事じゃなかろうか。最近の日本の作家たちの傾向、物語や
イメージそのものより、それらが生産されるメカニズムに向かおうとす
る傾向も、この観点からポジティブに捉えられるのではないかしら。

倉数さんは日本と中国の現在にどんなイメージを抱いてますか？

倉
数
茂

なるほど。近代という壁にポロポロと穴があいて、そこから異なる時間が
顔を出してくる、というのはとても魅力的なイメージに思えます。実際、中
国にいると、俺はいつの時代にいるんだ？　と思うことしばしばあるものね。
もちろんポストモダンが本当にモダンの〈後に〉来るものなら、それはモダ
ンな時間軸の延長に過ぎない。むしろ複数の時間軸の共存と考えるべきだと
いうことですね。僕としては、その浮遊する複数の時間を、異なるコミュニ
ケーション様式の混在として捉えなおしてみたい。もし僕たちが、複数の時
代、複数の世界を感知してしまうとしたら、それは同時に異なった情報処理
の回路に参入してしまっているからではないかということです。ハイエク風
にいえば、「市場」が最強なのは、それ自体は機械的で無脳であるにもかか
わらず分散した知（情報）をもっとも効率的に結合するアルゴリズムだとみ
なされているからだよね。けれど、中国にいると、過酷な市場化と同時にそ
こからこぼれおちる何か、すなわち異なる他のアルゴリズムの作動を体感し
てしまう。複数の情報様式、コミュニケーションの作法が重層しているよう
に感じられるわけです。でもそれがまさにポスト近代の条件なのではないか。

いや文学の話をしましょう。中国では最近、伝統的な文壇小説以外に、ネ
ットで書かれる小説とエンタメ系が急速に台頭しているという。ここでも日
本では数十年の時日を経て起きた出来事が同期的に起きている。しかし、何
も伝統的な小説がとってかわられるというより、読者層・流通・技術的イン
フラの分化により、複数のテキスト処理形式（つまり想像力）が叢生してい
ると考えた方が適当でしょう。そう考えれば日本もたいしてかわらない。

で、磯﨑憲一郎の新作「世紀の発見」（「文藝」2008 年冬号）を読むと、
出自のわからない不思議なイメージがスライドショーのように移り変わって
いくという作品なんですね。それらの物語のかけらを統合する枠組みは見あ
たらず、ほとんどセンテンスごとに仕込まれた情景─を生成するアルゴリ
ズム─だけが一瞬作動しては次のものに席をゆずる。僕は通常の意味では
今風でも時事的でもないこの作品に、現在でしかありえないものを感じてし
まう。逆説的だがそれは、現在という時制がふっと浮遊して解体していくよ
うな感覚です。複数の〈今〉、複数の〈世界〉。けれどもそこから浮かび上が
るのは、母 ─自分 ─ 娘という世代の再生産によって確保される時間の持続で
あり、世界への信頼なんですね。今どき珍しいような美しい作品です。

青木さんは前回の手紙で、小説は必ず社会を反映するジャンルだと書いて
いましたね。でも現在の文学がリアリズム的な意味で社会を忠実に表象して
いるとはいえないでしょう。だがむしろ複数化した表象のシステムが投射さ
れる場だとはいえないか。

ここ数年で日本の純文学は規範的な様式、以前ならかなりの確度でリアリ
ティを確保できたアルゴリズムを失ったと思う。いわゆる「近代文学の終わ
り」。だけど、その自由度の高さゆえに、ある種の文化的ラボラトリー（実験
室）になることを運命づけられているのではないか。なぜなら、そこで仕事
をする作家は、複数の表象システムをブリコラージュ的に使用し、それらを
書き換えていくことを強いられるからです。純粋なリーダビリティやメッセ
ージ性では、まだ比較的安定した規範を効率的に利用できるエンタメ系や他
のジャンルに分があるかもしれない。もちろんケータイ小説だって、ある種
の感動醸成装置として最強だからこそ、読者に支持されているわけでしょう。
でも僕は、イメージを生成するアルゴリズムについて思考し、複数のリアリ
ティをマッピングしていくタイプの作品に今興味があるわけです。ま、それ
を純文学と呼ぶかどうかはどうでもいいんだけど。あとつけ加えておけば、
そうした作家に必要なのは、何でも新しいものを取り込む蛮勇よりも─磯
﨑氏みたいな─職人的なスキルでないかな。

青
木
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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/
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IKEDA YUICHI俺の人生に時給くれ池田雄一
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』。

！
とっくにご存じの方が多いかと思うが、今年の『抵抗と反戦の祭〈フェス

タ〉』のプレ企画として 10 月 26 日におこなわれた「リアリティツアー 2：
62 億ってどんなだよ。首相のお宅拝見」で、またしても逮捕者がでた。企
画そのものは、タイトルそのもの、麻生首相の 62 億円もする豪邸を見に行
こう、というものだ。ツアーの趣旨は世間で言われている「格差」というも
のを実際に体感してみよう、ということなのだろう。こうした企画自体は、
なんだか趣味が悪いなと思えなくもないが、自分も仕事が入ってなければ、
好奇心に負けて参加していたかもしれない。動機というのは、それくらい適
当でいいと思っているし、またそうでなければならないと考えている。

それはそうと、逮捕された人は全部で三人、うち一人は「東京都公安条例
違反」で逮捕され、他の二人はその逮捕を妨害したとして「公務執行妨害」
で逮捕された。そしてその三人は「処分保留」のまま 11 月 6 日に釈放され
た。都の公安条例違反とは、申請をおこなわずに「示威行為」を行ったとい
うことらしい。そうなるとこの逮捕事件においては法の外側を構成する三つ
の領域が発生したことになる。

ひとつはいま行われている行為が「示威行為」かどうかの判断。映像を見
る限りでは、企画がスタートする前は、渋谷署の警官が淡々と指示をだして
いた。ということはこの時点では現場の警官がスタートできる状況にあると
判断したことになる。そもそもある行為が示威行為であるか否かの判断とい
うのは、たぶんに各人の「趣味判断」のようなものが入っている以上、法に
もとづいて判断できるものではないはずだ。

ふたつめは、いま行われている行為が公務執行妨害かどうかの判断。これ
も何を称して妨害なのか、という判断は法そのものとは関係ない。むしろ

「妨害」という言葉の定義上、公務をとりおこなう人間が「妨害だ」と感じ
るかどうか以外に判断の根拠はないことになる。その人がかりに現代若者風
に「傷つきやすい」タイプの人間だったら肩が触れただけでも「妨害」と感
じるかもしれないのだ。

最後は「処分保留のまま釈放」という判断。これは、起訴するかしないか
の判断を保留したまま釈放する、ということである。今回のこの行為は、例
の違法行為で起訴すべきことか否か、といった判断をサスペンドにしたまま
身柄を解放することになる。

こうしてまとめてみると、今回の逮捕事件は、警官による警察行為という
よりも「戦争行為」に近い、という印象がある。ある人間が逮捕されるべき
人間かそうでないかは、逮捕する人間の「命名」によって事後的に決定され
ている。どうしてそのようなことが可能かというと、公務執行妨害罪をみれ
ばわかるように、法の外側にあるべき領域が、法そのものに書き込まれてい
るからだ。そしてそこでは行為そのものが「秩序」として登記されることに
なる。ひとことで言えば「やったもの勝ち」の状況がつくられる。そこでは
中立的な視点と勝ち組の視点とが完全に重なってしまうことになる。

こうした状況においては「シビリアンコントロール」の意味がかなりずれ
てくることになる。これはもともと軍部に対してもちいられた概念である。
しかしこうした状況では警察行為が法からの自律性を獲得して戦争機械化し
ているわけだから、軍隊と同様に、政治家が意識的に統制していく必要があ
るのではないか。そう考えると、もと警察官僚である亀井静香が抗議の声明
をだしていることの意義は大きい。貧者は「帝国の時代では警察行為と戦争
の区別がつかないんだ」などといって納得している場合ではないのだ。
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連載10「こんどは戦争だ！」てあんた……

そのあと 5 分ほど話し、最後に藤原氏が「ホームレスと聞くと『汚い』『お
金がない』といったパターンで認識しがちだ。でも、実際は一人一人違う名
前を持ち、生きてきた歴史を背負っている」と言って締めた。

さて、この、大きく報道された授業の意義と問題はどこにあるのか。実は、
ぼくたちと藤原氏との打ち合わせは、直前の 15 分ぐらいだけ。この点、藤
原氏は反省会で「打ち合わせは極力ない方がかえってよい。授業はライブだ
から」と言っていた。

打ち合わせのない、つまりお互いに信頼関係のない方がうまくいく「当事
者参加」の授業とは！　これがこの「授業」の最大の問題だろう。生徒と野
宿当事者との「出会い」はあったが、5 分という制約もあって、当事者は授
業の「材料」として扱われてしまう。生徒が質問をする時間もなし。そうし
たやりとりをしようとすれば、生徒や教師、当事者の間に綿密な打ち合わせ、
事前学習が必要になる。そうしないと、最悪の場合、教室が生徒の配慮のな
い発言で当事者が深く傷つく場になりかねないからだ。しかし、そうしたや
りとりを最初から「抜き」にしているからこそ、藤原氏の言う「打ち合わせ
のないライブ授業」が成立する。

ぼく自身、全国で「野宿者問題の授業」を 80 回近く行なっているが、当
事者を招く授業の場合は、3 時間程度の事前学習を学校にお願いする。そう
でないと、生徒や教師が何を言い出すのか恐ろしくて、当事者と一緒に学校
に行く気にはとてもなれない。

藤原氏の和田中学での改革は、民間の塾と提携する「夜スペシャル」が
「格差拡大」「公教育への市場導入」として一部で批判された。そうした批判
とともに、一定評価されている、シビアな社会問題を扱う「よのなか」科そ
のものの意義と問題を見ていくことも必要ではないか。

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10

生 田 武 志

今年 10 月 1 日、大阪の教育を変えるために橋下知事が呼んだという「大
阪府知事特別顧問」の藤原和博氏が、大阪初の「よのなか」科の公開授業を
行なった。テーマは「ホームレス問題」。この授業には、大阪の教育の行く
末を示すものとして、大阪府教育委員会や他校の教員、大学関係者、多くの
マスコミが詰めかけた。

開催校は、貧困家庭の生徒がきわめて多く、「反貧困」の教育に力を注い
でいる大阪府立西成高校。この授業に、西成高校とフェンス一つ隔てた西成
公園で暮らす Sさんや支援者のぼくも「リソースパーソン」として参加した。

藤原氏は、「ポケモンカードはどこの会社が作っているか知ってる？　メ
ディアファクトリーです。ぼくがあの会社を創業しました」「（生徒）おおー
っ！」という話から早いテンポで生徒を乗せていく。授業前半は「野宿者へ
の襲撃」や「排除」のテーマで生徒たちが自分の意見とそれへの反対意見を
書き、グループごとにそれぞれのテーマで 5 ～ 6 分ずつ議論していく。

授業の終わり近く、藤原氏からの「今日はゲストが来ています。西成高校
の横の西成公園に住んでおられる S さん（授業では実名）です」という紹
介で、ずっと授業を見ていた S さんが前に出て生徒に語り始めた。

S さんは、中学のときに不登校になり、その後、中卒で働き始めてからの
いろいろな苦労について 5 ～ 6 分ほど話した。様々な職業で苦しい思いを
したこと、やがて釜ヶ崎で日雇労働を始めたが仕事もなくなりアパートを出
たこと、公園でテント生活を始めたが、そこも行政代執行で追い出され、と
うとう西成公園に来たことを話した。

S さんが話し始めると、教室の空気がそれまでとは一変した。藤原氏が授
業の後の反省会で言っていたように「ホンモノにまさるものはない。S さん
が話している間、鳥肌が立つように生徒たちの見る眼が変わった」。ぼくも



n a n a k i k a e
本好きがこうじて手製本やブックカバーまで自作してしまう

「文学少女」。ブログ日記「日々是読書（http://gosui.exblog.
jp/）」が人気を博し、「彷書月刊」で連載を持ちつつ、風呂敷
に教科書や本を包んで学校や図書館通い。永遠の愛読書は『崖
の館』（佐々木丸美）、『自負と偏見』（オースティン）。
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を
ほ
ど

い
て
そ
っ
と
開
け
る
と
、
中
に
は
日
記
帳
が
入
っ
て
い
た
。
ご
わ
ご
わ
し
た
和
紙
を
ら
ん

ぼ
う
に
綴
じ
た
、
ま
し
ろ
の
、
三
冊
組
の
や
つ
。
い
っ
し
ょ
に
、
さ
き
ほ
ど
ま
で
お
ば
さ

ま
の
胸
元
で
ち
り
り
と
揺
れ
て
い
た
鳥
籠
が
入
っ
て
い
る
。
さ
っ
き
啼
い
た
の
は
、
こ
の

子
だ
。
か
じ
か
む
手
で
ト
ラ
ン
ク
を
閉
じ
る
と
、
心
得
た
よ
う
に
切
符
が
こ
ぼ
れ
出
た
。

そ
う
だ
。
お
ん
な
の
こ
は
、
旅
を
し
な
く
て
は
。

コ
ー
ト
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
は
文
庫
本
が
一
冊
。
そ
れ
と
申
し
訳
程
度
の
ち
い
さ
な
ト
ラ
ン

ク
。
お
ば
さ
ま
の
餞
別
は
、
ふ
る
っ
て
い
る
。
お
金
は
ど
う
す
る
の
だ
、
と
思
い
な
が
ら

も
電
車
に
飛
び
乗
っ
た
。

だ
っ
て
。
十
五
の
誕
生
日
と
い
う
特
別
な
日
に
、
お
ん
な
の
こ
は
旅
を
せ
ね
ば
、
戦
わ

ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

そ
れ
以
来
、
お
ば
さ
ま
と
は
お
会
い
し
て
い
な
い
。

さ
よ
う
な
ら
、
お
ば
さ
ま
。
ご
き
げ
ん
よ
う
、
あ
た
ら
し
い
わ
た
し
。

　
　
　
　
　
　
　
日
　
々
　
是
　
懶
　
夢
　
　
　

n
a

n
a

k
i

k
a

e
　
　

6
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時
間
の
輪
唱
、
空
間
の
起
源

│
│
ビ
ュ
ト
ー
ル
『
時
間
割
』
再
読

安
藤
礼
二

『
ミ
ラ
ノ
通
り
』（
一
九
五
四
）、『
時
間
割
』（
五
六
）、『
心
変
わ
り
』（
五
七
）
と
、

従
来
の
小
説
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
を
矢
継
ぎ
早
に
発
表

し
、
一
躍
「
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
・
ロ
マ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
新
た
な
一
群
の
小
説
家

た
ち
の
代
表
格
と
な
っ
た
ミ
シ
ェ
ル
・
ビ
ュ
ト
ー
ル
。
常
に
「
難
解
」
と
い

う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
て
き
た
そ
の
作
品
世
界
は
、
実
は
「
書
く
」
と
い
う

条
件
そ
の
も
の
に
肉
薄
し
よ
う
と
し
た
き
わ
め
て
意
識
的
で
野
心
的
な
試
み

の
具
現
化
で
あ
り
、
同
時
に
小
説
の
新
た
な
可
能
性
と
そ
の
豊
饒
さ
を
現
在

に
よ
み
が
え
ら
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ビ
ュ
ト
ー
ル
自
身
の
言
葉

を
借
り
れ
ば
、
そ
れ
は
、
サ
ル
ト
ル
（
現
象
学
お
よ
び
実
存
主
義
）
と
ブ
ル

ト
ン
（
絵
画
と
言
葉
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
）
の
方
法
を
融
合
し
て
バ
ル
ザ

ッ
ク
や
ゾ
ラ
の
描
い
た
よ
う
な
事
物
と
意
識
が
交
響
す
る
大
ス
ペ
ク
タ
ク
ル

を
今
こ
こ
に
実
現
す
る
こ
と
、
身
近
な
「
物
」
を
通
じ
て
社
会
を
構
成
す
る

基
盤
に
至
り
時
間
と
空
間
を
刷
新
し
て
新
た
な
世
界
そ
の
も
の
で
あ
る
縮
小

模
型
を
つ
く
る
こ
と
、
な
の
で
あ
る
（『
即
興
演
奏
』）。

残
念
な
が
ら
日
本
で
は
初
期
の
代
表
作
し
か
十
全
な
か
た
ち
で
紹
介
さ
れ

て
い
な
い
が
、
ビ
ュ
ト
ー
ル
は
そ
の
後
も
進
化
を
続
け
、「
小
説
」
の
限
界

さ
え
超
え
出
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
広
大
な
大
地
を

重
層
す
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
捉
え
、
翻
訳
と
引
用
と
断
章
の
集
積
と
し
て
提

示
し
た
『
モ
ビ
ー
ル
』。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
起
源
と
し
て
の
地
中
海
世
界
か
ら
、

南
北
ア
メ
リ
カ
、
さ
ら
に
は
オ
セ
ア
ニ
ア
、
ア
ジ
ア
へ
と
拡
大
し
複
雑
化
し

て
ゆ
く
文
学
的
な
地
理
批
評
、『
土
地
の
精
霊
』
と
い
う
巨
大
な
シ
リ
ー
ズ
。

時
間
と
空
間
の
大
が
か
り
な
再
編
成
。
そ
の
姿
は
、
自
身
が
偏
愛
す
る
空
想

社
会
主
義
者
、
厳
密
な
方
法
意
識
と
官
能
的
な
妄
想
が
混
交
し
地
球
と
宇
宙

の
進
化
そ
の
も
の
を
描
き
尽
く
そ
う
と
し
た
シ
ャ
ル
ル
・
フ
ー
リ
エ
を
彷
彿

と
さ
せ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
お
そ
ら
く
は
ビ
ュ
ト
ー
ル
が
残
し
た
最

も
美
し
い
テ
ク
ス
ト
、
す
な
わ
ち
フ
ー
リ
エ
を
論
じ
た
多
面
的
で
小
さ
な
結

晶
体
と
で
も
称
す
べ
き
『
風
の
薔
薇
』（「
羅
牌
」

―

羅
針
盤
の
方
位
盤
を

意
味
す
る
）
さ
え
未
だ
に
日
本
語
で
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
ビ
ュ
ト
ー
ル
の
作
品
世
界
全
体
の
見
取
り
図（「
縮
小
模
型
」）

と
な
り
、さ
ら
に
は
そ
の
起
源
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
、そ
れ
が
『
時

間
割
』
で
あ
る
。
言
葉
の
通
じ
な
い
異
邦
の
都
市
を
彷
徨
す
る
主
人
公
の
一

年
間
の
記
録
。
た
だ
し
そ
こ
に
は
最
初
か
ら
七
ヶ
月
間
の
空
白
が
存
在
し
て

い
た
。
主
人
公
は
そ
の
空
白
を
埋
め
よ
う
と
し
て
、
自
ら
の
記
憶
を
さ
ま
ざ

ま
な
か
た
ち
で
遡
る
。
時
間
は
あ
た
か
も
音
楽
の
輪カ

ノ
ン唱

の
よ
う
に
重
な
り
合

い
、
逆
行
す
る
。「
時
間
の
密
林
」。
そ
こ
で
主
人
公
が
見
出
す
の
は
、
二
人

の
美
し
い
姉
妹
と
の
出
会
い
と
別
れ
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
こ
の
都
市
が
孕
む

謎
そ
の
も
の
を
精
緻
に
復
元
し
た
か
の
よ
う
な
一
冊
の
特
異
な
推
理
小
説
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
作
品
を
な
ぞ
る
よ
う
に
し
て
起
こ
る
不
可
解
な
事
件
。

そ
れ
は
、
二
つ
の
教
会
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
に
由
来
す
る
カ
イ
ン
の
弟
殺
し

と
新
た
な
都
市
建
設
の
神
話
、
さ
ら
に
は
美
術
館
に
展
示
さ
れ
た
テ
ー
セ
ウ

ス
と
ア
リ
ア
ド
ネ
の
神
話
を
題
材
と
し
た
つ
づ
れ
織
り
の
内
容
と
重
な
り
合

う
も
の
で
も
あ
っ
た
…
…
。
ミ
ス
テ
リ
ー
原
論
に
し
て
、
時
間
と
空
間
の
起

源
を
探
求
す
る
神
話
的
な
叙
事
詩
。
そ
れ
を
意
識
の
流
れ
そ
の
も
の
と
な
っ

た
文
章
で
描
き
切
る
こ
と
。
お
そ
ら
く
こ
こ
に
現
代
小
説
の
可
能
性
の
す
べ

て
が
あ
る
の
で
あ
る
。

安
藤
礼
二
◉

A
n

d
o

 R
e

iji

67
年
生
。
02
年
に
デ
ビ
ュ
ー
、
折
口
信
夫
の
全
体
像
と
近
代
日

本
思
想
史
を
問
い
直
す
『
神
々
の
闘
争 

折
口
信
夫
論
』
で
脚

光
を
浴
び
た
。
初
の
連
載
長
篇
評
論
と
な
っ
た
「
日
本
近
代
思

想
史
」
も
、
大
き
な
注
目
を
集
め
て
い
る
。
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フリーグラビアマ
ガジン

「GO-GAI」
近日創刊 !!!!!!!!!
いわゆるグラビア

アイドルは、日本独自
の存在です。

彼女たちの写真、い
わゆるグラビア（雑誌

のグラビアページ
や写真集）は、

日本の写真シーンに
おいて一大ジャンルと

して成立しています。

グラビアアイドルと
写真家、その撮影を

形作る様々なテーマ
や背景から、

スーパーアイドル
が生まれ、写真表現

が広がり、社会現象
や時代の象徴になっ

たりします。

水着、巨乳、煽情的
などの、ありとあらゆる

セクシャルなイメー
ジをまといつつ、

グラビアアイドルが
自らの体を使って表現

する行為は、

日本独自のカルチャ
ーシーンであると

いっても過言ではあり
ません。

私たちは、そういうグ
ラビアアイドルの

表現行為が、

エキサイティングで
クリエイティブな試み

だと強く考えています
。

フリーマガジン「GO-GAI」は、グラビアアイド
ルの表現行為をより

深めるために、

グラビアアイドルと
写真家、デザイナー、

スタイリスト、ヘアーメ
イクアーティスト、

プロデューサー、エデ
ィターなどのクリエ

ーターたちが集まり、
自由に参加しながら、

新たな表現の場として
創刊します。

「グラビアはアートだ
!!!」と言う思いで、ク

リエイティブな試み、

とんがったテーマ
で、具体的に展開し

ていきます。

グラビアアイドルた
ちの魅力と面白い表

現を融合して、

写真シーンに新しい
地平を開きたいと思っ

ています。

2009年 1月
Produce by MAMI project



ことでしょう。
　いまこの場にいる方が体験されているように、2か国語の会話があります。同様に、2か

国語の本が存在してもいいわけです。もちろん、語学の教科書がありますね。けれども、
異なる文学を 1冊の本にあわせもつことはできないか。
　かつてイギリス人の友人と計画を立てたことがあるんです。2か国語での書簡小説を書く
のです。彼に英語で手紙を書いてもらって、わたしがフランス語で返事をだして本をつくる
というものです。すると、オリジナルが 2か国語になるわけですけれども、翻訳の可能性も
出てきます。英語版にはフランス語の部分を英訳し、フランス語版では英語をフランス語
訳するのです。
　その際には、言語的な新しいストラクチャーを考えることができるでしょう。たとえば、フラ
ンス語と日本語でつくられた本を想像することもできますよ。じっさい、日本美術にかんする
本で企画があったのです。そのときにわたしが思いついたのは、この本に入る挿絵とか図
版が、フランス語版では左からめくると順番で出てきて、日本版では右からめくって見てい
くことでした。
　こういう日本語の特殊性について、絲山さんがどうお考えになっているか、伺えます
か？　たとえば、ご自身の持っていらっしゃる日本語は、東京の言葉とは違う日本語なんで
しょうか。
［絲山］いまは群馬県という、山のほうに住んでいて、群馬弁を使っています。
［ビュトール］そうやって群馬弁をお使いになるようになって、東京の標準語だけだったときにはい
えなかったことがいえるようになったという印象をお持ちですか？
［絲山］なりました。まさにその通りです。
［ビュトール］ある作品が言語の豊かさを使ったものである場合、その作品を翻訳するひとは、か
なり苦しみます。翻訳家は、なんらかのやり方で、フランス語でいうのは簡単であったこと
を日本語で見つけなければならないから。
　わたしの若い頃、フランス人は、自分たちの言語が世界でいちばん明快な言語であると
信じていました。まったくばかげたことです。すべての言語が明快であり、すべての言語が
難解なのです。彼らが信じていたのは、じつは、ある種のことはフランス語でいうほうが簡
単だというだけでした。
　そこで情熱を搔きたてられるのは、ある言葉で昔はいい表せなかったことを、翻訳によっ
ていい表せるようになることです。これは、いかなる言語においてもおなじです。
　翻訳は、そのように、言語を前進させていくためのツールとなるのです。べつの言語を
発明するのではありません。言語を進化させ、その言語がより豊かになるように、より厳密
なかたちで、いままでいえなかったことをいい表せるようにする。
　オリジナルな作家もまた、それとおなじです。なにかひとつ問題がある、しかし、どのよう
にそれを語ればいいかわからない。たとえば、気分が悪いとか痛い、苦しいあるいは感情
的に問題がある……けれども、ふつうの「気持ち」の語り方では、その気持ちを表現で
きない。なにかいい表すことができないものがある、それこそが、非常におもしろい作品の
始まりになるのです。
　そういうとき、翻訳家の作品のほうが、作者の作品に近くなってくるのです。偉大な翻
訳家は作家とおなじくらい発明を行い、イマジネーションを使っています。翻訳家にとってお
もしろいこと、それは元の言語ではいい表すことができなかったことを伝えることに成功する
ことです。それをべつの言語に伝えていくことなのです。
［絲山］言語のちがいの問題というのは、ちがう楽器を習うこととおなじくらいの難しさがあります
よね。たとえばピアノの曲を、今度はバイオリンで演奏してみる。それができちゃったときのよ
うな嬉しさが、自分のわからない言語であっても、自作が翻訳されることにはあると思うんです。
［ビュトール］音楽は、ひとつの言語を構成しています。ある音楽からべつの音楽への翻訳も存
在する。日本の音楽家は少しずつ、すばらしい西洋音楽の演奏家になることを学んできま
した。けれども、そうした日本の西洋音楽家たちは、日本音楽家たちとは違います。日本
の楽器にはべつの好みが存在しているからです。
　ある時期までは、日本音楽と西洋音楽とを完全に分けることが重要でした。日本のバイ
オリン奏者は、完全に日本音楽をあきらめないと、西洋音楽の重要な演奏家にはなれな
かった。作曲家のなかにも、日本人の日本音楽の作曲家がいて、日本人の西洋音楽を
つくるひともいました。いわば脳の右脳と左脳のような分割ができてきたのです。
　そのあと少しずつ、日本人の作曲家たちが日本音楽と西洋音楽とのあいだに橋を架ける
ことに成功していきましたね。やがて日本の作曲家たちは、日本の伝統音楽の楽器を西洋
風のオーケストラのなかで使うようになった。昔は禁じられていたことが可能になったのです。

　これはとても重要なことです。なぜなら、なにかまったく新しいことが、こうしたやり方で起
きるかもしれないのですから。こんにち、日本では音楽あるいはほかの芸術において、新し
いものをつくりだすという可能性があると思います。
［絲山］もうひとつ、音について。ビュトールさんは、パリという街をよく書いておられるなかで、
騒音をどれぐらい文学的に取り入れるふうに考えていらっしゃいますか？　もちろん音楽的な
音もありますけれど、騒音はどうしていらっしゃるのでしょう。また、自分自身が騒音にまいって
しまわないためにどういったことをしておられますか？
［ビュトール］わたしはたしかに騒音に対してとてもセンシティブです。ほとんど耳が不自由になって
いますから。ふつうは耳が遠くなると、騒音も気にならなくなると信じられがちですが、耳が
遠いひとほど騒音に苦しむのです。意味がある音と騒音との区別がなかなかつかなくなるの
です。だから、地下鉄や電車に乗っているときは、補聴器を止めますね（笑）。

◉
［ビュトール］17世紀のモラリスト、ラ・ブリュイエールの『カラクテール』という本があります。そこ
で彼は、「すべてのことはすでにもう言われている。考える人間が存在するようになってこの
かた、我々が何を言ってももうすでに遅いのだ」といっているのです。彼は、そう書いたけ
れども、逆のことを考えていたにちがいありません。つまり、絲山さんが本を書いて、わた
しも本を書いている。それは、我々みんなが「本はまだすべて書かれていない」と考えて
いるからではないでしょうか。
　すでに多くの本が存在しています。わたしたちには、すべての本を読むことは不可能です。
あまりにも多くの本が出版されますので、今年出る本すべてを読むことすらできません。そ
れよりもさらに重大なことは、すでに偉大な書物が多く存在しています。しかも多くの言語に
おいて、です。わたしたちにはほんとうの意味で、そうした素晴らしい本すべてを読む時間
がない。
　たとえば、わたしが新しい本を書くとします。わたしは、その本をみなさんに読んでいた
だきたいと思うでしょう。するとわたしの読者は、その本を読んだがために、日本の重要な
古典を読む時間がなくなってしまうかもしれないのです。
　けれども、書かなければならないのです。新しい本が出なければ、古い本がどのように
偉大なものであっても、退屈な本に思えるでしょう。すでに多くの本が、多くの偉大な本が
存在しています、けれども新しい本を書かなければならないのです。
［絲山］ちょっとした失敗談なんですが、今年出た本でやろうとしていたことは、地の文̶説
明する文ですね̶が主人公から離れていくという実験なんです。主人公がオフィスで働い
ているとき、地の文は赤城山に登って遊んでいて、山をだんだん降りてきて主人公を探すと、
もうそこにいなくてずっと探していく、そういう本を書きたかったんです。でも、いまの自分の
力ではとてもできなくて。ただ、そういった失敗をしながら、新しいなにかを見つけていくこ
とが自分の仕事なんじゃないかと思っています。
［ビュトール］わたしにも失敗したテキストが沢山あります。いつもわたしは、何度も何度もテキスト
を書き直さなければなりません。だから書くことはとても難しいことだと考えます。書きはじめ
てずいぶん長い時間が経ちましたし、多くを書きました。けれども書くことの難しさは変わって
いませんし、ますます難しくなるように感じます。絲山さんにとってもおなじだと思います。お
書きになっているようなことを書くのはとても難しいことではないでしょうか。でも、がんばって
いただきたいと思っています。

同時通訳・福崎裕子

この対談は、08年 9月 26日に立教大学で「ミシェル・ビュトール、境界にて̶移動の芸術̶」のプログラムと
して行われたものを再構成、および加筆修正を加えたものです。

◉映画「ミシェル・ビュトール モビール」収録 DVDつき、本誌「早稲田文学 2」のお知らせが 5ページにあります。

ミシェル・ビュトール ◉ M i c h e l  B u t o r

26 年生。54 年に『ミラノ通り』、56 年に『時間割』を刊行、57 年に、主人公に二人称を採用した『心変
わり』でルノードー賞を受け、一躍注目される。旺盛な執筆活動のほか、画家との共同作業としての詩画集
の制作、映画制作に関与するなど、多彩な活動を展開する。

絲山秋子◉ I t o y a m a  A k i k o

66 年生。03 年『イッツ・オンリー・トーク』でデビュー後から、才能溢れる作品を発表、数々の賞に輝く。
04 年発表の短篇集『袋小路の男』では、二人称呼称をとりいれた。緻密に計算された文章で、男女の微妙
な距離感を描き、多くの共感を呼んでいる。
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目である左目で本を読んでいる。ところが、ビュトールさんの 『合い間』を読んだとき、
右目で読んでいるのに気づいたんです。ほかにもそういう例があるかと思って、おなじビュト
ールさんの『文学と夜』という、絵と夢についての文章が一緒になった本を読んでみると、
やはり絵は右目で見ている。これは、なんなのでしょう。
　みんな、左目と右目であるものを見ているわけですが、ビュトールさんが実験的なことを
されると、そういったものの見方がわかってくる気がするんです。「ひょっとしたら、これは左
の脳を使っているんじゃないだろうか、右の脳を使っているんじゃないだろうか」、そういうこ
とをずいぶん考えて楽しんでいました。
［ビュトール］ほんとうに素晴らしいお話ですね。とてもおもしろい。もちろん、わたしたちの脳には
ふたつの半球があり、目はそれぞれの半球に関っています。右脳、左脳がそれぞれ思考
のなかでちがう役割を演じている。本のなかには右目で読む、あるいはむしろ左目で見る
本があるということ、それはいわば異なる心的な態度に対応しているのでしょう。ふだんとは
ちがう注意の向け方、あるいは特別な問題提起をその本に対して絲山さんがされたから、
ふだんとはちがう目でお読みになったのではないかと思います。
［絲山］『合い間』という作品は、学生時代にはじめて読んだときには、正直いってまったくわか
らなかったんです。その後、作家になってから読むと、またちがう印象がありました。そもそ
もわたしは、作家になるなんてまったく思っていなかったんです。会社勤めをしてて、ちょっ
と身体を壊したときに、偶然ものを書きはじめて作家になった。それで 『合い間』を読み
直してみたら、自分が生涯かけてやりたいことがすでに全部書いてあったのです。だから、
この本に書いていないことを、わたしはこれから探していかなければならないと思っています。
［ビュトール］『合い間』はとても小さな本です。ここに書かれていないこともたくさんあるので大丈
夫ですよ。
［絲山］そういえば、ビュトールさんは 『即興演奏』のなかで、『心変わり』が文学賞を受け
たことを踏まえて「いまこそ真に大胆な作品を書くのでなければならない」と書かれていま
すよね。この言葉は、作家がいつも1冊の本を書きはじめるときに思う、海に向ってボート
を漕ぎ出すような、そういう勇気のある言葉だと思うんです。こうした言葉が、作家にもの
を書かせる。これまでとおなじことをやるのだったら、書く意味はまったくないし、どれだけ
売れたって意味がないわけです。たとえば小説がボールだとしたら、それを遠くに遠くに投
げる̶そういうふうに、この本から勇気づけられました。
［ビュトール］はじめて本を書くとき、2冊目の本が書けるかどうかはわかりません。これはひとつ
の冒険です。最初の本を書くときには、1冊目の本が書き終えられるかすらわからないの
です。そして書かれたとき、出版してもらえればいいなと思いますが、それも確かではない
ですね。そこで、なるべく多くのものを 1冊目に入れようとします。すると、その本がべつ
の考えをもたらしてくれる。それで 2冊目を書き、書き終えたとき3冊目のアイディアが手に
入る……いわば、本は互いに次々と生み出しあっていくわけです。
　『心変わり』は、さいわいなことに文学賞を得ることができました。わたしの作品のなかで、
ほんとうの意味で売れたのは 『心変わり』だけです。そこで、この機会を利用して、な
にかとても難しい本を書かなければいけないと思ったのです。いまそれをしなければ、もうで
きなくなってしまうだろうから。とくに、またおなじような本を書こうとしてはいけない。それを
やれば、もうおしまいだと思ったのです。

◉
［絲山］あらためて 『心変わり』についてお聞きしますが、あの作品で使っていらした二人称
について、あらためていま、どう思われていますか。といいますのは、わたしも二人称の小
説を書いているからです。ひとつは「あなた」つまりvouvoyerの小説、もうひとつは「き
み」、 tutoyerの小説です。もちろん日本語とフランス語では事情が異なっていて、日本
人がふつうに話すときに「わたしは～です」とはなかなかいわない。フランス語でいえば、
onとか nousが主語になっていることが非常に多い。だから、日本語で話していることと書
いていることとのあいだにはかなり差があって、そのなかでさらに二人称を使うことで、とて
も不自然で、不安定な気持ちを起こさせようとしたのだと思います。
　一方で、フランス語には常に主語があって、会話でも文章でもあるわけです。そういうな
かで二人称の小説を書いたとき、どのような意味を含めようとされたのでしょうか？　長い年
月が経ちましたが、現在振り返られてああいった人称のことをどういうふうに思われますか。
［ビュトール］当時わたしは、自分がやりたいことがなんなのかは漠然とわかっていたんです。そこ
で、最初は一人称で書きはじめました。ところが、うまくいかない。次に三人称で書こうとし
ました。一人称の場合は内側から物事を見るわけですが、外から物事を見ようとした。でも、
これもうまくいきませんでした。

　長いあいだ方法を探しました。そしてある日、わたしたちのフランス語には活用があって、
その活用のなかには一人称、二人称、三人称と3つある。「じゃあ、二人称を使ったら
いいのではないか」と考えたのです。
　『心変わり』を発表したあと、二人称にかんする質問を多く受けました。そこで気づいた
ことがあります。二人称が使われているのは、能動的なテキストなのです。たとえば料理
のレシピ。「あなたはアーティチョークを 1個使って～」、あるいは「あなたは鯛を 1尾持
ってきて～」というふうに使われている。「あなた」になんらかの行動を起こさせるわけです。
　もうひとつは、裁判所あるいは探偵小説で使われます。探偵が真実を発見する際に犯
人に語りかけますよね。容疑者に対して、「あなたは「これこれの日にはどこそこにいた」
といったけれど、それはほんとうではない。この日あなたはじつはこの家にいた。だからあ
なたがあれをしたのだ。あなたがこれをしたのだ」と。そうして、犯人のほうは真理に圧倒
されるという仕組みになっている。
　わたしたちの日常にも、このようなふたつの重要な二人称の使用が存在しています。レシ
ピは、「あなた」に反応をさせる。もう一方では、犯人を追跡する、つまり罪の意識を追
いかける。『心変わり』のなかには、このふたつの側面の両方があります。わたしは読者
が反応することを望んでいました。そこで読者に対し、呼びかけたんです。あたかもわたし
が演劇の演出家、あるいは映画の監督であり、読者が俳優であるかのように。演出家は
自分の俳優に、「あなたはここに座る。それから右に三歩すすむ。そうだ」というふうにい
います。すなわち、演出家の言葉であり、レシピを書く料理人の言葉、つまり、いくつか
のアクションをさせる二人称です。この点がわたしにとってとても重要でした。もう一方には、
裁判所的な罪の意識の問題もあります。こちらもわたしにとって重要でしたが……以上が、
二人称の使用のもっとも重要な二つの側面です。

◉
［ビュトール］二人称にかんして言えば、フランス語では、礼儀正しい丁寧な「あなた vous」と、
親しい相手に対する「きみ tu」という使い分けがありますね、外国語に訳すのが難しい人
称です。多くの言語では比較できるようなかたちがない。たとえば『心変わり』を英訳する
と、youを使いますけれど、そこにはフランス語にある区別が存在しません。
　そのことなどでわたしは、フランス語自体がもっている特殊性についてずいぶん考えまし
た。そして、なぜわたしがフランス語で書いているか、よく理解できるような気がしました。
　翻訳してくれた方々はみなさんおっしゃることですけれども、わたしの本は訳すのがとても
難しい。なぜなら、フランス語そのものを、フランス語の特殊性において使っているからです。
故意に特別な困難を翻訳家たちに与えようとしているわけです。しかし、彼らは偉大な翻訳
家ですから、難しい翻訳をすることは興味深いと思って、喜んでくださっている。絲山さんは、
翻訳者との関係はいかがですか？
［絲山］わたしにも、とても素敵な、ハンガリーの翻訳者の方がいます。日本語が非常によくで
きるだけじゃなく、感激したのは、ほんとうに細かい食べ物の言い方、飲み物の言い方、
日本独特のものについてどのように訳したらいいか、丁寧に相談してくれるんです。そういっ
た方もいれば、なんの相談もなしに翻訳されてしまって、あとでその国に行ったりすると読
者が誤解していたことも確かにありますが……。
［ビュトール］作家にとって翻訳はほんとうに重要なものです。作家の夢はべつの言語に自分の本
が翻訳されることです。翻訳が出ると、なにかに成功をしたような気がします。決定的で最
終的な翻訳などというものは存在しません。絶えず訳し直さなければならない。とくに古典は、
新訳を出しつづける必要があるのです。なぜなら、ある言語と他の言語との関係は、年
を経るにつれて変わってくるのですから。
　話は変わりますが、日本語について情報を得たとき、驚いたことがあるのです。動詞の
変化がないという。多くのかたちがある、けれども人称に応じた活用変化がないというので
びっくりしました。「どうやって翻訳ができるんだろう」と不思議に思ったものです。同様に、
日本語からフランス語への翻訳も非常に難しいものです。しかし、翻訳をするという行為
̶つまり言語と言語の会話は、きわめて重要なのです。
ービュトールさんは、多言語の必要ということをよくおっしゃいますが、ご自身の作品のな
かでどういうかたちで実践されようとしていますか。
［ビュトール］まず、「いま、ここ」で多言語の実践を行っていますね。日仏ふたつの言語があって、
通訳のかたがいて。言語の数をもっと増やすこともできるでしょう。
　こんにちでは、一種の誘惑があります。それは、言語を画一化しようとする、世界中を
ひとつの共通語で覆いつくそうという考え方です。ただ、ひとつの言語だけでは十分では
ない。今後重要なことは、多言語主義に向かって、言語の複数性に向かって努力していく
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探
究
と
し
て
の

「
小
説
」ー今日は、この 9月に来日されたミシェル・ビュトールさんと絲山秋子さんに「探求とし

ての「小説」」というテーマでお話していただきます。
　簡単にご紹介しますと、ビュトールさんは、現代フランスのもっとも偉大な作家のひとりで
あり、長いあいだ「ヌーヴォー・ロマン」と呼ばれる一群の作家とともに、独自の方法意
識をもって小説の革新をめざす作品を発表されてきました。また、かなり以前から狭義の小
説にとどまらない、多岐にわたる執筆をされています。
　絲山さんは、自らビュトールさんの影響を語ってもいらっしゃいますが、緻密に計算された
文章で、人物同士の距離感を繊細に描き、数々の賞を受賞されてもいる、いまもっともそ
の活動が注目される作家のひとりです。
　まず、絲山さんからお話いただけますか。
［絲山］わたしは、14歳のときにはじめてビュトールさんの『心変わり』を読んだんです。中
学生にわかるものってもちろん限られていますけども、すごく印象に残っています。動かな
い客室と動いていく外の景色とか、時間とともに変わっていく主人公の心だとか。いろんな
ものが頭のなかで、動いたり止まったりしていて。
［ビュトール］14歳から !　それは非常にうれしいです。これも、日本語訳を出してくれた清水徹
先生のおかげです。彼はその後たいせつな友人となりました。清水先生がパリにいらしたと
きのことです。ちょうど中国の訳者もパリにいたのですが、彼に「そのひとと会いたいか」
とたずねると、「もちろん会いたい」とおっしゃったあと、少し考えて、こう言いました。「け
れども、このような本をどのように中国語に訳すことができるのだろうか」と。わたしが「あ
なたは日本語訳をお出しになったじゃないですか」と訊くと、彼は「日本語と中国語ではま
ったくちがう」という。「この小説は一文が長く、日本語の場合なら読点を打って長い文章
がつくれるけれども……」と。
［絲山］わたしの本はすべて中国語に訳されていて、両方とも漢字だから意味はすごくわかる
んですが、文法がわからない。それから、文章の美しさをどう工夫しているのかも。だから、
清水さんのいわれたことはわかる気がします。とはいえ現実に日本語が中国語に訳せてい
るのですから、大丈夫じゃないでしょうか。『心変わり』の中国語版を目にすることがあったら、
ぜひ読んでみたいですね。
［ビュトール］わたし自身は、中国語では自分の本を読むことができません。もちろん日本語でも。
わたしの日本語の知識は極めてわずかです。東京に来ると、字の読めないわたしは子供
のような存在になります。もちろん読み取ろうとするし、いくつかの漢字をわかるようになりま
したが、それでもほんとうに小さな子供のような気分です。絲山さんはフランス語を知ってい
らっしゃいますか？
［絲山］パリで簡単なフランス語を習ってたことがあります。フランス語圏には 3回行きました。
最初の 2回はパリに 1か月ずつ、それにボルドーとニースへ。3回目の去年は 2か月間、
セネガルに行ってきました。セネガルでは、本国とはまったくちがうフランス語の展開が、外
国人のわたしにもあちこち垣間見えて、おもしろい経験でした。
［ビュトール］おそらく、セネガルのフランス語は、パリやニースのものとは異なる色合いをしている
ことでしょう。わたしはセネガルに行ったことはありません。わたしはよく旅行家として評判だ
といわれますが、誰かに会うと̶いまがまさにそうですけれど̶そのひとのほうが、わた
しの行ったことのない国に行っている、ということがよくあるんです。いつかセネガルに行け
るのか、わかりません。そろそろ時間も足りなくなってきました。
［絲山］謙遜されていますが、やはりビュトールさんは、さまざまな土地へ旅をされ、その土地
について書かれていますよね。たとえば『モビール』ではアメリカを扱い、またエジプトに
ついても書かれています。『心変わり』も土地の小説といえると思うのですが、わたしもある
一点からべつの地点へ行く小説を書いたり、あるいは東京ではない地方の土地や都市を
舞台に書いたりしているんです。お聞きしたいのですが、土地というものは、人間や文学、
そして産物にどういった影響をもたらすとお考えですか。
［ビュトール］まず気候の問題があります。ほかのところよりも暑かったり、雨が多かったりする場所
があります。したがって、現実はおなじふうには見えないわけです。危険もまた、場所によ
って異なります。ちがうものから自分を守らなければならないのです。だから、場所を変え
ると、ものの見方や考え方が変わります。
　それがよく感じとれるのは、歴史が重要な役割を演じている場所を介入させる場合です。
『心変わり』のなかには、ふたつの場所、パリとローマが出てきます。歴史的な豊かさや
重みをもっているこのふたつの街は、緊密な関係にあります。パリは、何度も、ローマを
モデルに都市計画を行った部分があるからです。けれど、パリにいるときと、ローマにいると
き、登場人物はおなじものの見方をするわけではない。
　東京のような街も、パリとはまったくちがう歴史を持っています。自然も言葉も、おなじよう

なかたちで響かない……。
［絲山］すごくよくわかります。わたしも旅をしているとき、なにかが自分に足りない気がするんで
す。自分がいるのにいないような感覚があって。
［ビュトール］わたしが日本にいるときは、風景がいわばテキストのように思えます。解読すべきテ
キストのように見えるのです。でも、その解読のための鍵をわたしはもっていません。そこで、
辞書のようなものを探そうとしました。「日本の場所を読み解くための辞書」です。しかし、
鍵となる日本語が難しすぎて、わずかなことしか学ぶことができませんでした。
　けれどもその方法として、日本の古典芸術があったのです。30年前、清水さんのおか
げでひとつのプロジェクトがもちあがりました。「絵本を作らないか」という話でした。条件が、
日本にかんする主題を取り扱うものでなければならなかった。そこでわたしは「日本の古い
芸術についてであれば、語ることができるよ」といったのです。来日してわたしは、自分が
選んだいくつかの芸術作品を観られました。美術館に所蔵されているものもあったし、特別
な場所、「豊か」な場所にもありました。文化的に「豊か」ということです。たとえば、
修道院や僧院などのように。こうして、いくつかの日本の場所を発見することができ、少し
ちがったやり方で考えることを学んだような気がします。
　たとえば、当然、日本はフランスとはまったくちがう歴史をもっていますね。すると自然や
言葉が、おなじようなかたちで響かない。これを「土地の精霊」と呼ぶことができるとわた
しは思いますが、以前聞いたところによれば、日本ではこのような「土地の精霊」という
考え方に、深い感性をもっているそうですね。
　日本の古い宗教では、神がそれぞれに特別な場所に根を下ろしていると聞きました。た
とえば、木にも神が宿っている。藁でつくった大きな帯のようなものを付けて、木を祭って
いるところがある。あるいは縄を巻いている。わたしはそれを聞いてとても驚きました。
　わたしは幸運なことに、神道の祭に行くことができた。出雲にも参りました。日本の友人
たちが、「日本式の結婚式を挙げてはどうか」といったので、妻であるマリー =ジョとわたし
は、出雲大社で挙式しました。次に日本に来たときは「伊勢にも行くべきだ」といわれて、
たそがれどきに伊勢神社を散歩したのです。細かい雨が降るなか、白い服の神主たちが、
木のあいだを歩いていました……忘れられない風景です。
［絲山］いま神道の話が出ましたが、神道ではキリスト教の教会などとはちがって、像があるわ
けではないですよね。建物のなかを見ても、聖なるものはなにもない。ただ居場所がある
だけです。そういった「不在」に、ビュトールさんはこだわっていらっしゃるように思うのですが。
［ビュトール］神聖な場所にはなんらかの神の表象、あるいは神聖なオブジェが存在していることも
あります。しかし、それは不可欠ではないのです。重要なのはひとつの場所があり、ある
種の力があることです。ある空間が寺院になるのは、それに境界を定めた時からであり、
そこにはイコンが「不在」である場合、つまり神の表象がない場合もあれば、神の表象が
ある場合もあります。
　こうした場所の問題にかんして、私はいくつかの場所が日本文化のなかで演じる役割に
感銘を受けました。まず、富士山です。ヨーロッパには富士山に比べられるようなものがあ
りません。わたし自身はフランスのサボワ地方、モンブランの近くの山のなかに住んでいま
す。モンブランはとてもいい山ですが、富士山とはまったくちがいます。
ービュトールさんは、最初の小説『ミラノ通り』を書かれたときにはエジプトにいらして、
それからイギリスに移って書かれたそうですね。小説自体はパリで展開するので、舞台とち
がう場所で書いていたわけですよね。そうした、書くときのある種の距離といったものが、ビ
ュトールさんに限って必要なのか、あるいは絲山さんはいかがですか。
［ビュトール］わたしは遠視でして、遠くのほうがよく見えるのです。近くを見るためには、距離を
とらなければなりません。つまり、場所から少し距離をとる必要があるわけです。したがって、
パリがなんなのかを理解するために、あるときパリから遠ざからねばならなかったのです。ほ
かのものの只中にパリを置きなおしてみることが必要だった。『ミラノ通り』はエジプトにいた
ときに、そして『時間割』は、舞台はイギリスですけれども、パリで書き、それからギリシャ
で書き続けたのです。
［絲山］わたしの場合には、場所としてというよりも、時間的な 「距離」が必要なことがありま
した。『沖で待つ』という小説、おそらくフランスにお帰りになるころにはフランス語で読ん
でいただけるかと思うのですが、その作品では、大学を卒業して一般のメーカーに勤めて
いたときのことを書いたんです。ただそのときの話を書くには、作家になって何年もの時間
が必要でした。さいきんは男性の一人称の小説を書くことが多いんですが、それもやはりあ
る種の距離が、わたしにものを書かせてるんじゃないかという気がします。
　ものの見方のことで、ひとつ発見があったので、ぜひお伝えしたかったんです。わたし
は斜視で、左の目と右の目で、同時にものを見ることができないんですよ。ふだんは利き
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ミシェル・ビュトール＋絲山秋子／安藤礼二

／海猫沢めろん／ nanakikae ／生田武志／池

田雄一／倉数茂＋青木純一／山本動物／中森

明夫／南陀楼綾繁＋内澤旬子／四方田犬彦／

大久秀憲／上野昻志／大杉重男／斎藤美奈子
／法貴信也＋福永信／田中りえ／間宮緑
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