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給
食
を
食
べ
終
わ
っ
た
恵
理
は
、
プ
ー
ル
の
更
衣
室
と
学
校
の
フ
ェ

ン
ス
の
間
に
あ
る
隙
間
に
入
り
こ
ん
だ
。
腰
の
近
く
ま
で
生
え
て
い
る

雑
草
に
ふ
く
ら
は
ぎ
を
く
す
ぐ
ら
れ
な
が
ら
進
み
、
プ
ー
ル
の
辺
り
ま

で
来
る
と
や
っ
と
足
を
止
め
て
息
を
つ
い
た
。
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
方
か
ら
、

大
勢
で
遊
ぶ
子
供
達
の
笑
い
声
や
、
ボ
ー
ル
を
蹴
る
音
が
微
か
に
聞
こ

え
て
い
た
。

五
年
生
に
な
っ
て
か
ら
、
十
五
分
の
短
い
休
憩
は
ト
イ
レ
の
個
室
に
、

昼
休
み
は
こ
こ
に
隠
れ
て
時
間
が
過
ぎ
る
の
を
待
つ
こ
と
に
し
て
い
た
。

休
み
時
間
な
ん
て
な
け
れ
ば
い
い
の
に
と
い
つ
も
思
う
。
雑
草
だ
ら
け

の
こ
の
隙
間
は
人
一
人
通
る
の
が
や
っ
と
で
、
誰
も
こ
ん
な
と
こ
ろ
ま

で
は
や
っ
て
こ
な
い
と
は
思
う
が
、
不
意
に
先
生
が
見
回
り
に
で
も
来

た
ら
と
思
う
と
、
気
が
気
で
は
な
い
。

そ
の
と
き
、
恵
理
の
す
ぐ
隣
で
小
さ
な
溜
息
が
聞
こ
え
た
。
横
を
向

か
な
く
て
も
、
そ
れ
が
誰
な
の
か
恵
理
に
は
わ
か
っ
て
い
た
。

「
昼
休
み
っ
て
、
ほ
ん
と
に
長
い
ね
」

ソ
ラ
オ
の
声
に
、「
う
ん
」
と
恵
理
は
頷
い
た
。
ソ
ラ
オ
は
ま
た
小

さ
く
溜
息
を
つ
い
た
。

「
こ
の
フ
ェ
ン
ス
っ
て
、
登
っ
た
ら
す
ぐ
に
乗
り
越
え
ら
れ
る
よ
ね
。

ど
う
し
て
あ
っ
ち
側
に
行
か
な
い
の
？
」

「
現
実
の
人
間
に
は
、
や
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
ん

だ
よ
」

彼
の
方
を
見
な
い
ま
ま
、
膝
の
裏
を
く
す
ぐ
る
草
を
手
で
払
い
な
が

ら
恵
理
は
答
え
た
。

「
ふ
う
ん
」

「
ソ
ラ
オ
っ
て
さ
あ
、
き
っ
と
そ
ろ
そ
ろ
い
な
く
な
る
ん
だ
ろ
う
ね
」

「
最
初
か
ら
い
な
い
ん
だ
よ
、
僕
は
空
想
上
の
友
達
だ
か
ら
。
僕
と
喋

っ
て
る
と
、
む
な
し
い
？
」

「
す
こ
し
。
私
、
も
う
、
前
ほ
ど
君
の
こ
と
よ
く
見
え
な
い
し
」

「
う
ん
、
僕
の
身
体
、
な
ん
か
ぼ
ん
や
り
し
て
る
よ
」

「
私
も
大
人
に
な
っ
て
き
た
ん
だ
よ
。
そ
ろ
そ
ろ
初
潮
も
き
そ
う
だ
し

ね
」

「
そ
っ
か
。
生
身
の
身
体
っ
て
、
生
々
し
い
ん
だ
ね
え
」

「
う
ん
、
早
く
、
来
な
い
か
な
、
初
潮
。
出
て
き
た
と
き
に
ま
だ
ソ
ラ

オ
が
い
た
ら
、
見
せ
て
あ
げ
る
ね
」

「
恵
理
は
僕
に
は
変
な
こ
と
ば
か
り
言
う
く
せ
に
、
教
室
で
は
押
し
黙

っ
て
る
ん
だ
よ
ね
。
友
達
が
い
な
い
か
ら
僕
を
代
用
品
に
し
て
い
る
ん

だ
な
あ
」

「
空
想
上
の
友
達
っ
て
、
デ
リ
カ
シ
ー
が
あ
る
も
の
だ
と
思
っ
て
た
け

ど
、
ソ
ラ
オ
は
全
然
な
い
ん
だ
ね
」

「
そ
れ
は
た
ぶ
ん
、
も
う
僕
が
消
え
か
け
て
る
せ
い
だ
よ
。
ほ
ら
、
手

が
こ
ん
な
に
透
け
て
る
で
し
ょ
」

ソ
ラ
オ
は
手
を
こ
ち
ら
に
か
ざ
し
た
。
そ
の
手
は
す
っ
か
り
ぼ
や
け

て
い
て
、
向
こ
う
側
が
透
け
て
見
え
た
。

そ
れ
を
見
な
が
ら
、
恵
理
は
、
き
っ
と
そ
ろ
そ
ろ
潮
時
な
の
だ
ろ
う

な
あ
と
思
っ
た
。
ソ
ラ
オ
の
透
け
た
体
の
向
こ
う
に
、
フ
ェ
ン
ス
の
あ

ち
ら
側
の
街
並
み
が
見
え
て
い
た
。
び
っ
し
り
と
立
ち
並
ぶ
白
い
マ
ン

シ
ョ
ン
や
灰
色
の
ビ
ル
た
ち
を
、
恵
理
は
ぼ
ん
や
り
と
見
つ
め
て
い
た
。

恵
理
は
目
覚
ま
し
を
止
め
て
起
き
上
が
っ
た
。
今
日
は
土
曜
日
で
会

社
は
休
み
だ
と
い
う
の
に
、
昨
日
、
居
酒
屋
で
同
僚
と
飲
ん
で
酔
っ
払

っ
て
帰
っ
て
き
た
際
に
、
い
つ
も
の
癖
で
目
覚
ま
し
を
か
け
て
し
ま
っ

て
い
た
ら
し
い
。
二
度
寝
し
よ
う
か
と
も
思
っ
た
が
、
妙
に
頭
が
冴
え

て
し
ま
っ
て
い
た
。
伸
び
を
す
る
と
恵
理
は
立
ち
上
が
り
、
冷
蔵
庫
へ

行
っ
て
冷
た
い
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
を
取
り
出
し
、
コ
ッ
プ
に
注
い

だ
。
軽
い
二
日
酔
い
だ
が
、
軽
い
も
の
な
ら
食
べ
ら
れ
そ
う
だ
っ
た
。

恵
理
は
ト
ー
ス
ト
を
焼
く
と
、
部
屋
の
中
央
の
小
さ
な
テ
ー
ブ
ル
へ
置

い
た
。
何
も
つ
け
ず
に
パ
ン
に
か
じ
り
つ
き
な
が
ら
、
恵
理
は
呟
い
た
。

「
あ
ん
た
っ
て
、
一
体
、
い
つ
い
な
く
な
る
ん
だ
ろ
う
ね
」

恵
理
の
正
面
で
見
え
な
い
ト
ー
ス
ト
に
手
を
伸
ば
し
て
い
た
ソ
ラ
オ

が
首
を
か
し
げ
た
。

「
わ
か
ん
な
い
。
て
っ
き
り
、
恵
理
が
大
人
に
な
っ
た
ら
消
え
る
も
の

だ
と
思
っ
て
た
ん
だ
け
ど
」

「
だ
っ
て
、
あ
た
し
、
も
う
三
十
二
だ
よ
」

恵
理
は
そ
う
い
う
と
、
冷
え
た
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
を
飲
み
込
ん

だ
。
ソ
ラ
オ
が
肩
を
す
く
め
る
。

「
今
日
消
え
る
だ
ろ
う
、
今
日
消
え
る
だ
ろ
う
と
毎
日
思
っ
て
る
ん
だ

け
ど
、
い
つ
の
ま
に
か
そ
の
ま
ま
二
十
年
以
上
た
っ
ち
ゃ
っ
た
ね
え
」

「
あ
た
し
、
今
は
、
た
く
さ
ん
友
達
い
る
し
、
彼
氏
も
い
る
し
、
楽
し

く
過
ご
し
て
る
の
に
。
で
も
消
え
な
い
ん
だ
ね
、
キ
ミ
」

「
ど
う
し
て
消
せ
な
い
の
？
」

「
だ
っ
て
、
自
然
に
見
え
て
く
る
ん
だ
も
の
」

恵
理
は
そ
う
い
い
、
パ
ン
の
耳
を
口
に
押
し
込
ん
だ
。
し
ば
ら
く
考

え
込
ん
で
、
小
さ
く
呟
く
。

「
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
空
想
上
の
友
達
は
大
人
に
な
っ
た
ら
消
え
る
っ

て
い
う
の
は
噓
で
、
皆
言
わ
な
い
だ
け
で
、
誰
で
も
見
え
な
い
友
達
と

一
緒
に
暮
ら
し
て
る
の
か
な
」

「
そ
う
か
も
ね
え
」

「
な
ん
か
、
そ
れ
っ
て
、
気
持
ち
悪
い
ね
」

「
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
恵
理
に
だ
け
は
言
わ
れ
た
く
な
い
だ
ろ
う
な
あ
」

ソ
ラ
オ
は
食
べ
る
の
が
遅
い
。
恵
理
が
も
う
ほ
と
ん
ど
食
べ
終
え
て

透

明

な

手
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い
る
の
に
、
ま
だ
耳
し
か
食
べ
て
い
な
い
。
小
さ
く
千
切
っ
た
破
片
を

い
つ
ま
で
も
嚙
ん
で
い
る
。
そ
ん
な
様
子
ま
で
、
恵
理
に
は
細
か
く
見

え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

子
供
の
頃
に
比
べ
て
、
ソ
ラ
オ
は
恐
ろ
し
く
鮮
や
か
さ
を
増
し
て
来

て
い
た
。
透
け
て
い
た
手
も
、
今
で
は
洋
服
の
皴
ま
で
は
っ
き
り
と
見

え
る
。
ソ
ラ
オ
の
口
の
中
で
パ
ン
の
耳
が
唾
液
と
混
ざ
る
音
も
、
小
さ

な
げ
っ
ぷ
の
音
も
、
し
っ
か
り
と
聞
き
取
れ
て
し
ま
う
。

恵
理
は
小
さ
な
頃
、
現
実
と
空
想
は
相
反
す
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い

た
。
け
れ
ど
、
現
実
を
吸
い
取
っ
て
ど
ん
ど
ん
鮮
や
か
さ
を
増
し
て
い

く
ソ
ラ
オ
と
暮
ら
し
て
い
る
と
、
そ
う
は
思
え
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

「
あ
、
電
話
だ
」

着
信
音
が
響
き
、
恵
理
は
コ
ッ
プ
を
置
い
て
急
い
で
携
帯
を
と
っ
た
。

電
話
は
恋
人
か
ら
で
、
今
日
、
こ
れ
か
ら
家
に
来
な
い
か
と
い
う
誘
い

だ
っ
た
。

「
よ
し
、
そ
ろ
そ
ろ
行
こ
う
か
な
」

身
支
度
を
終
え
る
と
恵
理
は
立
ち
上
が
っ
た
。
い
つ
の
間
に
か
食
事

を
終
え
た
ソ
ラ
オ
も
、
当
然
の
よ
う
に
恵
理
の
後
ろ
を
つ
い
て
き
た
。

ソ
ラ
オ
は
水
虫
に
か
か
り
か
け
て
い
て
、
靴
を
履
く
前
に
玄
関
で
小
指

を
こ
す
る
。
そ
の
仕
草
を
横
目
で
見
な
が
ら
、
恵
理
は
サ
ン
ダ
ル
を
履

い
て
ド
ア
を
開
き
、
日
差
し
に
目
を
細
め
な
が
ら
外
へ
と
歩
み
出
た
。

恋
人
の
家
は
恵
理
の
家
か
ら
電
車
で
二
駅
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
恋

人
は
恵
理
を
部
屋
に
招
き
い
れ
る
と
、

「
前
か
ら
見
た
い
っ
て
言
っ
て
た
映
画
、
さ
っ
き
借
り
て
き
た
ん
だ
」

と
言
っ
て
プ
レ
イ
ヤ
ー
に
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
セ
ッ
ト
し
た
。
恵
理
と
恋
人
は

部
屋
を
薄
暗
く
し
て
映
画
を
見
始
め
た
。
し
ば
ら
く
し
て
、「
こ
れ
、

つ
ま
ん
な
い
ね
。
失
敗
し
た
」
と
恋
人
が
呟
き
、
恵
理
も
苦
笑
い
を
し

て
頷
い
た
。
ふ
と
横
を
見
る
と
、
ソ
ラ
オ
は
ベ
ッ
ド
に
座
っ
て
真
剣
に

映
画
を
見
詰
め
て
い
た
。
時
折
前
髪
を
摑
む
仕
草
は
、
大
学
生
の
こ
ろ

付
き
合
っ
て
い
た
恋
人
の
癖
を
、
ソ
ラ
オ
が
吸
い
取
っ
た
も
の
だ
。
ソ

ラ
オ
は
恵
理
の
出
会
う
人
間
達
の
細
か
い
仕
草
や
言
葉
遣
い
、
皮
膚
の

感
触
や
呼
吸
の
生
ぬ
る
さ
な
ど
を
、
ど
ん
ど
ん
吸
収
し
て
成
長
し
て
い

る
の
だ
っ
た
。

こ
れ
か
ら
い
つ
も
通
り
恋
人
と
恵
理
が
セ
ッ
ク
ス
を
始
め
て
も
、
ソ

ラ
オ
は
そ
う
し
て
部
屋
の
中
に
座
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
高
校
の
こ
ろ
、

付
き
合
っ
た
ば
か
り
の
先
輩
の
部
屋
で
初
め
て
し
た
と
き
も
そ
う
だ
っ

た
。
薄
暗
い
部
屋
の
中
で
、
ソ
ラ
オ
は
ず
っ
と
恵
理
の
右
手
を
握
っ
て

く
れ
て
い
た
。
そ
の
様
子
が
妻
の
出
産
を
励
ま
す
夫
の
よ
う
で
、
恵
理

は
思
わ
ず
噴
き
出
し
て
し
ま
い
、
ど
う
し
た
の
、
と
目
を
見
開
く
先
輩

に
、「
く
す
ぐ
っ
た
い
」
と
言
っ
て
ご
ま
か
し
た
。

画
面
の
中
で
は
、
外
国
の
小
さ
な
男
の
子
と
女
の
子
が
、
手
を
繫
い

で
歩
い
て
い
た
。
そ
の
手
が
、
昔
見
た
ソ
ラ
オ
の
透
明
な
手
の
ひ
ら
と

重
な
っ
た
。
あ
の
時
消
え
か
け
て
い
た
ソ
ラ
オ
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら

恵
理
と
一
緒
に
消
え
か
け
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
今
で
は
、
ソ
ラ

オ
は
現
実
の
人
間
よ
り
鮮
や
か
に
見
え
る
ほ
ど
だ
っ
た
。

や
が
て
映
画
が
終
わ
り
、
音
楽
が
流
れ
出
す
と
同
時
に
、
ゆ
っ
く
り

と
恋
人
の
顔
が
近
づ
い
て
き
た
。
恵
理
は
薄
目
を
開
け
て
い
た
。
恋
人

の
顔
の
向
こ
う
に
、
ソ
ラ
オ
が
見
え
る
。
ソ
ラ
オ
は
特
に
気
に
す
る
様

子
も
な
く
、
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
に
転
が
る
恋
人
の
煙
草
を
興
味
深
げ
に
眺

め
ま
わ
し
て
い
た
。
そ
の
横
顔
の
目
尻
に
う
っ
す
ら
と
、
で
き
か
け
の

皴
が
見
え
た
。

ふ
と
、
目
玉
を
動
か
し
て
恋
人
の
顔
を
見
る
と
、
恋
人
も
薄
く
目
を

開
い
て
い
た
。
し
か
し
こ
ち
ら
を
見
て
は
い
な
い
よ
う
だ
っ
た
。

そ
の
視
線
の
向
こ
う
側
に
、
も
し
恋
人
の
「
見
え
な
い
友
達
」
が
い

る
な
ら
紹
介
し
て
欲
し
い
と
恵
理
は
思
っ
た
。
そ
し
た
ら
、
四
人
で
ず

っ
と
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
こ
う
と
、
三
人
に
提
案
し
よ
う
。
そ
ん
な
こ

と
を
考
え
な
が
ら
、
恵
理
は
薄
く
開
け
て
い
た
目
を
ゆ
っ
く
り
と
閉
じ

て
い
っ
た
。
視
界
が
暗
闇
に
包
ま
れ
よ
う
と
し
た
瞬
間
、
瞼
の
隙
間
か

ら
、
ソ
ラ
オ
が
こ
ち
ら
を
見
て
、
一
瞬
、
微
笑
ん
だ
よ
う
な
気
が
し
た
。

〈
了
〉
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79
年
生
。
や
わ
ら
か
な
な
か
に
も
不
穏
さ
の
ま
じ
っ
た
、
心
ざ
わ
つ
く
作
風
が
持
ち
味
。
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン

に
暮
ら
す
少
女
の
息
苦
し
さ
と
成
長
を
描
い
た
『
マ
ウ
ス
』
を
経
て
、『
ギ
ン
イ
ロ
ノ
ウ
タ
』、「
星
が
吸
う

水
」
で
、
そ
の
不
穏
さ
と
魅
力
は
よ
り
色
を
濃
く
し
て
い
る
。
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選
考
委
員
・
東
浩
紀
◉
…
…
で
、
ど
う
し
ま
し
ょ
う
。
候
補
作
十
四
本
、

そ
れ
に
も
う
い
ち
ど
拾
え
る
の
が
な
い
か
と
残
り
も
ひ
と
と
お
り
見
た

け
ど
も
…
…
最
初
に
名
前
の
挙
が
っ
た
「
懐
妊
祝
い
」
か
な
。
で
も
こ

ん
な
呪
詛
の
文
学
を
東
浩
紀
が
新
人
賞
に
通
し
た
ら
、
み
ん
な
「
ど
う

し
た
の
か
」
と
思
う
か
も
。
い
や
、
お
れ
が
出
し
そ
う
と
言
え
ば
出
し

そ
う
な
の
か
な
（
笑
）。
あ
る
い
は
、
こ
れ
と
「
ほ
か
♨
い
ど
」、
ふ

た
つ
に
や
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
「
ぼ
く
た
ち
は
し

ぶ
と
い
。
し
ぶ
と
い
か
ら
こ
そ
う
つ
く
し
い
。」
み

た
い
な
感
じ
の
ほ
う
？　

コ
ン
ス
太
ン
チ
ン
男
爵
。

ペ
ン
ネ
ー
ム
は
変
え
て
も
ら
お
う
（
笑
）。
で
も
こ
れ

も
、
佐
藤
友
哉
プ
ラ
ス
高
橋
源
一
郎
で
、
わ
か
り
や
す

い
作
品
な
ん
だ
よ
な
あ
。

▼
あ
と
は
、「
パ
ン
ダ
に
恋
を
す
る
」。
津
村
記
久
子
っ
ぽ
い
ヤ
ツ
。

東
◉
「
懐
妊
祝
い
」
と
「
パ
ン
ダ
に
恋
を
す
る
」
の
同
時

受
賞
は
意
外
だ
よ
ね
。
意
外
っ
て
い
う
か
、
ぼ
く
が
選
考

委
員
し
て
る
こ
と
や
早
稲
田
文
学
新
人
賞
の
意
味
を
自
己
否

定
（
笑
）。「
パ
ン
ダ
」
の
ひ
と
は
い
つ
か
い
い
小
説
を
書
く

と
思
う
ん
だ
け
ど
ね
。
津
村
と
い
う
よ
り
よ
し
も
と
ば
な

な
？　

ち
ょ
っ
と
し
た
映
画
に
な
り
そ
う
じ
ゃ
な
い
？　

二
十

分
く
ら
い
の
。

▼
二
十
分
な
ん
だ
！
（
笑
）

東
◉
い
や
い
や
、
オ
ム
ニ
バ
ス
の
一
作
で
。「
ケ
ロ
ン
パ
」
と
か
出

て
き
て
。
絵
面
も
思
い
浮
か
ぶ
よ
。
う
ー
ん
、
や
っ
ぱ
り
保
守
的

な
選
択
だ
よ
な
あ
…
…
。

▼
従
来
的
な
文
脈
の
な
か
で
は
、「
懐
妊
祝
い
」
が
い
ち
ば
ん
筆
力
あ
る
で
し
ょ
う
？

東
◉
ま
あ
そ
う
か
な
あ
。
で
も
「
東
さ
ん
っ
て
や
っ
ぱ
り
純
文
の
ひ
と

だ
っ
た
ん
で
す
ね
！
」
と
か
言
わ
れ
ち
ゃ
い
そ
う
（
笑
）。
そ
れ
で
言

う
と
、「
懐
妊
祝
い
」
と
別
の
作
品
で
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
た
い
。
三
本
だ

っ
た
ら
「
ほ
か
♨
い
ど
」
と
「
懐
妊
祝
い
」
と
「
パ
ン
ダ
に
恋
を
…
…
」。

大
盤
振
る
舞
い
だ
。

▼
「
違
う
傾
向
の
や
つ
を
み
っ
つ
選
び
ま
し
た
」
と
？

東
◉
「
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
が
文
学
に
は
あ
る
」
と
（
笑
）。

▼
で
も
な
ん
か
、
そ
れ
だ
と
「
最
終
候
補
三
本
」
み
た
い
な
感
じ
で
す
よ
ね
。
結
局
、

ぜ
ん
ぜ
ん
違
う
作
風
の
な
か
で
決
め
手
に
な
る
ほ
ど
圧
倒
的
な
も
の
が
な
い
、
っ
て
こ

と
で
し
ょ
う
け
れ
ど
。

東
◉
か
と
い
っ
て
全
部
佳
作
に
し
ち
ゃ
う
と
、
誰
も
載
ら
な
く
な
っ
て
、

読
者
も
応
募
者
も
み
な
不
幸
で
し
ょ
う
。「
十
時
間
シ
ン
ポ
以
来
、
早
稲

田
文
学
は
さ
ま
ざ
ま
な
文
学
の
可
能
性
を
引
き
受
け
て
い
く
こ
と
を
使

命
と
し
た
。
そ
の
宣
言
と
し
て
、
今
回
は
み
っ
つ
違
う
も
の
を
選
ん
で

み
ま
し
た
」
み
た
い
な
感
じ
で
い
け
な
い
か
な
（
笑
）。

▼
選
び
き
れ
て
な
い
感
は
残
り
ま
す
よ
ね
。

東
◉
事
実
、
選
び
き
れ
て
な
い
。
理
屈
は
い
く
ら
で
も
つ
く
け
ど
。「
い

ま
の
文
学
を
ト
ー
タ
ル
で
眺
め
た
と
き
、
新
人
賞
と
し
て
は
分
裂
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
決
し
て
わ
れ
わ
れ
の
怠
惰
で
は

な
く
、
い
ま
の
文
学
の
シ
ー
ン
が
抱
え
て
い
る
分
裂
だ
と
言
う
こ
と
が

で
き
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
か
（
笑
）。

▼
説
得
力
あ
る
け
ど
、
苦
し
い
気
も
す
る
（
笑
）。

東
◉
「
決
定
的
な
作
品
が
な
い
こ
と
に
、
わ
れ
わ
れ
が
戸
惑
い
を
覚
え

な
か
っ
た
と
言
え
ば
噓
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
含
め
て
、
次
回

は
意
欲
的
な
作
品
を
望
み
た
い
」
と
か
…
…
。
し
か
し
、
そ
れ
じ
ゃ

あ
選
考
委
員
の
役
目
は
果
た
し
て
い
な
い
よ
ね
え
。「
な
ん
な
ん
だ
、

こ
い
つ
」
と
。
じ
つ
は
今
日
ぼ
く
が
「
好
き
か
も
よ
」
っ
て
言
っ
た

の
は
、
ケ
ー
タ
イ
小
説
み
た
い
な
「
喪
失
の
音
」
だ
け
だ
っ
た
よ

う
な
気
が
す
る
。

▼
ぼ
く
の
基
準
だ
と
ぜ
っ
た
い
残
ら
な
く
て
、
東
基
準
で
復
活
し
た
ヤ
ツ
で
す

よ
ね
。
じ
ゃ
あ
い
っ
そ
「
喪
失
の
音
」
に
し
ま
す
か
？　
「
ひ
と
り
選
考
委
員
」

の
意
味
は
、
議
論
を
尽
く
し
た
末
に
行
わ
れ
た
選
考
委
員
の
決
定
は
絶
対
で

あ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
か
ら
。

東
◉
で
も
、
あ
あ
い
う
の
は
泣
け
な
き
ゃ
意
味
が
な
い
。
そ

こ
が
い
ま
ひ
と
つ
弱
い
の
よ
ね
。
方
向
性
は
合
っ
て
る
ん
だ

か
ら
、
渾
身
の
一
撃
で
、
も
っ
と
泣
け
る
や
つ
を
一
本
送

っ
て
き
て
ほ
し
い
。

▼
…
…
じ
ゃ
あ
、
そ
の
四
人
で
延
長
戦
を
や
る
の
は
？　

そ
れ
ぞ
れ

に
い
い
点
は
あ
っ
た
け
ど
、
決
定
打
が
な
い
。
だ
っ
た
ら
、
い
ま
の

東
さ
ん
の
言
葉
の
よ
う
に
「
喪
失
の
音
」
の
ひ
と
に
は
「
お
れ
を

泣
か
せ
ろ
」
と
言
い
、
あ
と
の
三
人
に
も
そ
れ
ぞ
れ
の
方
向
性
を

先
鋭
化
し
て
く
だ
さ
い
、
と
。

東
◉
「
早
稲
田
文
学
新
人
賞
は
サ
ス
ペ
ン
ド
さ
れ

る
」
わ
け
？　

し
か
も
、
最
終
選
考
か
ら
三
人
な

ん
だ
け
ど
、
敗
者
復
活
的
に
、
突
然
ケ
ー
タ
イ
小

説
っ
ぽ
い
女
の
子
が
立
ち
現
れ
た
、
と
。
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
は

お
も
し
ろ
い
か
な
あ
…
…
。

▼
東
選
考
委
員
に
は
、
も
う
い
ち
ど
面
倒
を
か
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
。

東
◉
ぜ
ん
ぜ
ん
い
い
で
す
よ
。
そ
れ
で
よ
り
良
い
小
説
が
現
れ
る
な
ら
。

▼
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
一
定
の
示
唆
は
与
え
る
。

東
◉
ケ
ー
タ
イ
小
説
の
ひ
と
に
は
、「
余
計
な
文
学
性
は
考
え
な
く
て
い

い
か
ら
、
と
に
か
く
泣
か
せ
る
も
ん
書
け
」
と
。
そ
れ
に
尽
き
る
。
こ

の
作
品
、
人
称
ふ
た
つ
使
っ
て
い
る
じ
ゃ
な
い
？　

こ
れ
は
う
ま
い
ん

だ
よ
ね
。
妹
と
主
人
公
。
も
っ
と
う
ま
く
や
れ
ば
泣
け
る
も
の
に
な
る

と
思
う
。「
ほ
か
♨
い
ど
」
は
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
側
に
行
っ
て
戻

っ
て
こ
な
い
の
が
問
題
。
も
っ
と
筒
井
康
隆
っ
ぽ
く
、
ド
タ
バ
タ
・
エ

ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
に
見
え
る
よ
う
な
外
見
を
整
え
て
ほ
し
い
。「
懐
妊

祝
い
」
に
関
し
て
言
え
ば
、
さ
す
が
に
呪
詛
の
文
学
だ
け
に
な
っ
て
い

る
の
で
、
物
語
が
も
う
少
し
動
い
て
ほ
し
い
。
主
人
公
が
ス
タ
ー
ト
地

点
で
持
っ
て
い
た
気
持
ち
な
り
、
呪
い
な
り
を
、
小
説
の
な
か
で
も
っ

と
変
化
さ
せ
て
ほ
し
い
と
。「
パ
ン
恋
」
は
、
細
部
の
輝
き
が
読
者
を
惹

き
つ
け
る
け
ど
、
全
体
と
し
て
あ
ま
り
に
お
と
な
し
い
。
少
し
派
手
さ

が
ほ
し
い
な
あ
。
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
ま
っ
た
く
違
う
タ
イ
プ
の
小

説
を
四
つ
選
ん
で
、
バ
ト
ル
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
さ
せ
る
、
っ
て
方
向
で
行
き

ま
し
ょ
う
。
サ
イ
ト
に
そ
れ
ぞ
れ
の
冒
頭
十
五
枚
と
か
ず
つ
で
も
載
っ

け
て
、
ど
う
い
う
戦
い
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
を
読
者
に
見
せ
ま
し
ょ

う
。
ぜ
ん
ぜ
ん
違
う
タ
イ
プ
の
小
説
を
選
ん
で
る
っ
て
こ
と
が
、
そ
れ

で
わ
か
る
は
ず
だ
か
ら
。

▼
文
学
賞
史
上
初
？
の
延
長
戦
。
た
だ
で
さ
え
延
び
て
い
た
の
に
、
み
た
い
な
（
笑
）。

東
◉
で
も
、
そ
の
時
点
で
彼
ら
の
作
家
人
生
は
そ
れ
な
り
に
動
く
で
し

ょ
う
。
そ
れ
だ
け
で
も
お
も
し
ろ
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
第
二
十
三
回

早
稲
田
文
学
新
人
賞
、
第
二
期
。
い
き
な
り
ル
ー
ル
に
現
れ
た
「
第
一

期
」
通
過
。
み
ん
な
「
え
っ
！
」
み
た
い
な
（
笑
）。
ま
あ
、
文
学
な
ん

て
そ
ん
な
も
の
で
す
よ
。

第
23
回
早
稲
田
文
学

新
人
賞
選
考
会

最
終
候
補
作
は
以
下
の
四
作
品
で
す
。

◉
懐
妊
祝
い　
西
河
真
功

◉
ほ
か
♨
い
ど　
小
説
北
海
道
製
作
委
員
会

◉
パン
ダ
に
恋
を
す
る　
則
武
睦
未

◉
喪
失
の
音　
柚
子
と
樹
里

続
報
は
、
早
稲
田
文
学
編
集
室
サ
イ
ト
上
に
て
。

いまの文
学をトータ

ルで眺め
たとき、

新人賞とし
ては分裂

せざるを得
なかった

。

しかし…
…

早
稲
田
文
学

新
人
賞
、

延
長
戦
突
入
！！

ダ
イ
ジ
ェス
ト
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教
室
は
鈍
い
橙
色
の
な
か
に
沈
ん
で
い
る
。
委
員
会
帰
り
の
あ
た
し
の
ほ
か
に
は
誰
も

い
な
い
。

鞄
を
取
り
出
し
て
何
気
な
く
見
や
っ
た
窓
辺
に
、
そ
れ
は
ひ
そ
や
か
に
佇
ん
で
い
た
。

本
だ
。
そ
れ
も
、
函
入
り
の
。

お
そ
る
お
そ
る
指
の
腹
で
触
れ
た
函
は
、
深
い
に
び
い
ろ
を
し
て
い
る
。
レ
ー
ス
の
リ

ボ
ン
を
は
ず
す
と
、
ふ
ん
わ
り
と
そ
れ
は
広
が
っ
た
。
花
弁
が
ほ
こ
ろ
ぶ
の
を
思
い
浮
か

べ
た
の
は
一
瞬
で
、
そ
れ
は
す
ぐ
に
つ
ば
さ
を
ひ
ろ
げ
た
鳥
の
か
た
ち
に
な
る
。
そ
の
お

腹
の
あ
た
り
に
抱
か
れ
て
い
る
、
四
角
い
本
。
深
い
青
の
表
紙
を
め
く
る
と
、
淡
い
色
の

紙
に
、
銀
色
の
箔
が
押
さ
れ
て
い
る
。
右
の
頁
に
は
数
字
が
刻
さ
れ
、
左
の
頁
に
は
何
を

描
い
た
も
の
か
よ
う
よ
う
判
じ
る
こ
と
の
で
き
な
い
絵
が
、
四
角
く
切
り
取
ら
れ
て
い
た
。

泣
か
な
い
人
魚
姫
、
ね
。

函
の
側
面
に
貼
ら
れ
て
い
る
の
が
、
ど
う
や
ら
こ
の
本
の
名
前
ら
し
か
っ
た
。

悲
劇
の
ヒ
ロ
イ
ン
、
と
い
う
か
ん
じ
の
人
魚
姫
の
頭
に
、
悲
し
み
を
打
ち
消
す
よ
う
に

つ
い
て
い
る
こ
と
ば
。
泣
く
こ
と
が
で
き
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
。
あ
え
て
泣
か
な
い
お
姫
様
。

本
文
が
な
い
の
に
挿
絵
だ
け
あ
っ
て
も
わ
か
ら
な
い
。
ど
ん
な
お
話
な
ん
だ
ろ
う
。

蛇
腹
に
な
っ
た
頁
に
指
を
さ
し
い
れ
る
と
、
表
紙
が
め
く
れ
て
ぐ
る
り
と
反
っ
た
。
ゆ

わ
し
た
の
か
と
、
思
っ
た
。
制
服
の
下
で
肌
が
冷
え
る
。
は
、
と
息
を
吐
い
て
ま
じ
ま
じ

と
本
を
見
る
と
、
表
紙
は
包
ん
で
あ
る
だ
け
ら
し
か
っ
た
。
好
奇
心
で
覗
い
た
頁
の
裏
に

は
、
星
が
は
し
っ
て
い
る
。
ま
る
で
、
そ
こ
に
物
語
を
書
き
こ
ま
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る

み
た
い
に
整
然
と
。
罫
を
作
る
よ
う
に
し
て
。

息
を
止
め
る
。

ふ
だ
ん
な
ら
、
絶
対
に
そ
ん
な
こ
と
、
し
や
し
な
い
の
に
。

本
に
も
の
を
書
き
込
む
こ
と
な
ん
て
、
本
を
踏
む
の
と
お
ん
な
じ
く
ら
い
罪
深
い
。

け
れ
ど
も
あ
た
し
の
手
は
鞄
の
中
を
ま
さ
ぐ
っ
て
、
ペ
ン
ケ
ー
ス
を
見
つ
け
出
す
。

ど
う
し
よ
う
。

（
あ
た
し
、
す
ご
く
楽
し
い
）

だ
っ
て
こ
ん
な
に
、
お
話
を
待
っ
て
い
る
。

美
袋
先
生
の
白
い
顔
が
一
瞬
目
の
前
を
よ
ぎ
っ
た
。
紙
に
鉛
筆
の
先
が
ふ
れ
る
、
ざ
り

り
と
し
た
感
触
が
胸
を
撫
ぜ
る
。
薄
い
膜
を
お
そ
る
お
そ
る
つ
い
ば
む
よ
う
に
。
あ
た
し

は
手
を
動
か
し
な
が
ら
、
恐
ろ
し
い
の
に
素
敵
な
何
か
が
ゆ
る
や
か
に
満
ち
て
い
く
の
を

黙
っ
て
、
見
て
い
た
。

放
課
後

学
級
文
庫

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）。

放
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人
魚
姫
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あ
る
日
突
然
、
う
ち
の
ク
ラ
ス
に
だ
け
増
え
た
も
の
が
あ
る
。
な
ま

あ
た
た
か
い
陽
の
さ
す
、
木
曜
の
四
時
間
目
。
そ
こ
に
設
け
ら
れ
た
読

書
の
お
時
間
と
い
う
も
の
に
、
あ
た
し
は
ず
い
ぶ
ん
妬
い
て
い
た
。

そ
の
時
が
く
る
と
、
ク
ラ
ス
じ
ゅ
う
が
し
い
っ
と
息
を
殺
す
の
が
わ

か
る
。
そ
う
し
て
作
ら
れ
た
沈
黙
を
踏
み
そ
め
る
よ
う
に
、
そ
の
ひ
と

は
引
き
戸
の
隙
間
か
ら
、
す
る
り
と
入
っ
て
く
る
。
上
品
な
フ
リ
ル
が

縁
ど
る
シ
ャ
ツ
に
ふ
ん
わ
り
と
広
が
る
黒
の
ス
カ
ー
ト
。
清
潔
だ
け
ど

も
ど
こ
と
な
く
古
く
さ
い
。
ま
さ
に
そ
う
い
う
こ
と
ば
が
ぴ
っ
た
り
の
、

そ
の
お
ん
な
の
名
を
美
袋
と
い
う
。

こ
の
、
美
袋
先
生
と
い
う
の
が
、
あ
た
し
た
ち
の
読
書
の
先
生
な
の

で
あ
る
。

こ
ん
に
ち
は
。
美
袋
で
す
。
私
は
今
日
、
懐
か
し
い
本
を
読
む
こ
と

に
し
ま
し
た
。
さ
、
ご
本
を
読
み
ま
し
ょ
う
。

ふ
つ
う
な
ら
、
お
砂
糖
ひ
と
匙
ぶ
ん
く
ら
い
し
か
話
さ
な
い
、
野
暮

っ
た
い
若
い
女
の
先
生
と
い
う
も
の
は
、
も
う
ち
ょ
っ
と
舐
め
ら
れ
て

も
い
い
は
ず
だ
っ
た
。
ま
し
て
美
袋
先
生
の
場
合
、
職
員
室
に
机
も
な

け
れ
ば
お
よ
そ
先
生
ら
し
い
こ
と
も
し
な
い
。
な
の
に
美
袋
先
生
は
、

教
室
の
真
ん
前
で
本
を
読
む
だ
け
で
、
魔
法
の
よ
う
に
教
室
を
従
え
た
。

そ
う
。
美
袋
先
生
は
何
も
し
な
い
。
た
だ
、
本
を
読
ん
で
い
る
だ
け
。

本
を
読
む
美
袋
先
生
の
周
り
に
は
、
し
じ
ま
が
あ
る
。
山
奥
に
あ
る

古
び
た
校
舎
の
に
お
い
を
ぎ
ゅ
う
っ
と
閉
じ
込
め
た
よ
う
な
。
け
れ
ど

も
新
し
い
よ
う
な
。

チ
ャ
イ
ム
が
鳴
る
数
瞬
前
に
、
美
袋
先
生
は
本
を
閉
じ
る
。

そ
っ
け
な
く
立
ち
去
る
背
中
へ
向
け
て
、
そ
れ
は
静
か
に
さ
し
の
べ

ら
れ
た
。
目
の
し
ろ
い
部
分
が
は
っ
と
す
る
ほ
ど
蒼
褪
め
て
い
る
、
新

の
、
ま
な
ざ
し
。
黒
い
縁
ど
り
の
眼
鏡
の
奥
は
古
び
た
に
お
い
に
沈
ん

で
い
る
。

新
の
視
線
を
な
ぞ
る
よ
う
に
、
華
奢
な
背
中
を
教
室
じ
ゅ
う
の
目
が

ら
ん
ら
ん
と
追
う
。
あ
た
し
だ
け
が
苦
い
。

美
袋
先
生
の
こ
と
ば
が
や
わ
ら
か
く
耳
を
刺
し
て
、
ひ
っ
か
か
っ
て

い
た
。

学
級
文
庫
に
本
を
足
し
て
お
き
ま
し
た
。
放
課
後
に
、
見
て
み
て
く

だ
さ
い
ね
。
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❼❼

フ
リ
ーペーパー
な
ん
だ
か
ら
、

街へ出
て
ゲット
し
ろ
、

も
し
く
は
郵
送
で
送って
も
ら
え
、

俺
の
文
章
は
デ
ー
タ
じゃね
え
よ
。

（
※
編
集
部
注

：

モ
ブ
・
ノ
リ
オ
氏
のe-m

ail

よ
り
引
用
）

…
と
い
う
著
者
の
意
向
に
よ
り
、「
絶
対
兵
役
拒
否
宣
言
」は
紙
版
で
の
み
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。
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こ
ん
な
作
品
を
観
光
の
目
玉
に
す
る
な
ん
て
、
松
山
の
人
々
は
鷹
揚
な
の
か
鈍
感

な
の
か
、
そ
れ
と
も
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
自
体
を
読
ん
で
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
可
能
性
は
捨
て
き
れ
な
い
。
な
に
し
ろ
松
山
で
は
顔
出
し
看
板
も
坊
っ
ち
ゃ

ん
と
マ
ド
ン
ナ
。
観
光
ガ
イ
ド
な
の
か
、
休
日
の
観
光
地
に
は
コ
ス
プ
レ
姿
の
坊
っ

ち
ゃ
ん
（
風
の
男
性
）
と
袴
を
は
い
た
マ
ド
ン
ナ
（
風
の
女
性
）
が
ペ
ア
で
歩
い
て

い
た
り
す
る
。
マ
ド
ン
ナ
は
う
ら
な
り
の
婚
約
者
だ
っ
た
は
ず
だ
が
、
こ
こ
で
は
完

全
に
カ
ッ
プ
ル
扱
い
。
物
語
内
容
が
知
ら
れ
て
い
な
い
証
拠
で
あ
る
。

と
は
申
せ
、
こ
の
ズ
レ
方
、
ピ
ン
ト
の
外
れ
方
こ
そ
観
光
文
学
の
醍
醐
味
。『
坊

っ
ち
ゃ
ん
』
は
田
舎
差
別
と
松
山
へ
の
侮
蔑
に
満
ち
た
小
説
だ
と
本
気
で
怒
る
人
た

ち
も
い
る
よ
う
だ
が
、
こ
こ
で
怒
っ
た
ら
そ
れ
こ
そ
「
田
舎
者
」
で
あ
る
。
ど
こ
ぞ

の
文
豪
が
お
ざ
な
り
の
賞
賛
を
お
く
っ
て
く
れ
た
と
こ
ろ
で
何
の
価
値
が
あ
ろ
う
。

酷
評
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
お
も
し
ろ
い
、
そ
う
考
え
る
の
が
文
学
フ
ァ
ン
の
正
し

い
態
度
で
あ
り
、
松
山
市
の
観
光
政
策
も
ズ
レ
て
は
い
る
が
、
ま
ち
が
っ
て
は
い
な

い
の
だ
。
彦
根
の
「
ひ
こ
に
ゃ
ん
」
か
ら
奈
良
の
「
せ
ん
と
く
ん
」
ま
で
、
ご
当
地

キ
ャ
ラ
の
普
及
に
躍
起
に
な
っ
て
い
る
昨
今
の
地
方
自
治
体
を
見
れ
ば
、
漱
石
は
よ

く
ぞ
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
を
書
い
て
く
れ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

松
山
市
に
は
し
か
し
、
最
近
不
穏
な
動
き
が
目
立
つ
。
だ
れ
か
が
余
計
な
ご
注
進

で
も
し
た
の
だ
ろ
う
か
。「
坂
の
上
の
雲
フ
ィ
ー
ル
ド
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
構
想
」と
称
し
、

観
光
の
力
点
を
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
か
ら
司
馬
遼
太
郎
『
坂
の
上
の
雲
』
へ
移
そ
う
と

す
る
動
き
が
見
え
る
の
だ
。『
坂
の
上
の
雲
』
の
主
人
公
・
秋
山
好
古
&
秋
山
真
之

兄
弟
が
松
山
市
の
出
身
で
あ
る
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
だ
が
、
こ
の
宗
旨
替
え
は
単

に
作
品
A
か
ら
作
品
B
へ
の
転
換
を
意
味
し
な
い
。
日
露
戦
争
で
武
名
を
上
げ
た
軍

人
で
あ
る
秋
山
兄
弟
。
対
す
る
漱
石
は
日
露
戦
争
に
否
定
的
だ
っ
た
。
坊
っ
ち
ゃ
ん

と
山
嵐
が
学
校
を
去
る
原
因
と
な
っ
た
師
範
学
校
の
生
徒
と
の
乱
闘
が
日
露
戦
争
の

祝
勝
会
の
日
で
あ
っ
た
の
も
、
あ
る
意
味
象
徴
的
で
あ
る
。

『
坂
の
上
の
雲
』
へ
の
鞍
替
え
に
は
、
思
想
的
・
政
治
的
な
意
図
さ
え
感
じ
る
。
松
山
市

よ
、
ピ
ン
ト
外
れ
な
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
町
」
よ
永
遠
に
、
と
願
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

文
学
が
「
読
む
」
た
め
だ
け
に
あ
る
と
思
っ
た
ら
大
ま
ち
が
い
。
文
学
は
地
域
の

宝
。
特
定
の
作
家
や
作
品
が
地
域
振
興
に
貢
献
し
て
い
る
例
は
少
な
く
な
い
。

た
と
え
ば
愛
媛
県
松
山
市
は
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
町
」
で
あ
る
。
坊
っ
ち
ゃ
ん
列
車

が
市
中
を
走
り
、
名
菓
と
い
え
ば
坊
っ
ち
ゃ
ん
団
子
、
野
球
場
は
坊
っ
ち
ゃ
ん
ス
タ

ジ
ア
ム
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
文
学
賞
と
称
す
る
新
人
文
学
賞
ま
で
あ
る
。

そ
れ
ほ
ど
厚
遇
さ
れ
て
い
る
の
に
、
本
家
本
元
の
夏
目
漱
石
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
で

松
山
が
さ
ん
ざ
ん
な
書
か
れ
方
を
し
て
い
る
の
は
よ
く
知
ら
れ
た
話
で
あ
る
。

汽
船
で
港
に
着
く
や
否
や
〈
野
蛮
な
所
だ
〉〈
気
の
利き

か
ぬ
田
舎
も
の
だ
〉
と
当

地
の
人
々
を
酷
評
し
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
「
田
舎
」「
田
舎
」
と
連
発
し
、
列
車
に

乗
れ
ば
〈
マ
ッ
チ
箱
の
よ
う
な
汽
車
だ
〉、
看
板
に
東
京
と
書
か
れ
た
蕎
麦
屋
に
入

れ
ば
〈
東
京
と
断
わ
る
以
上
は
も
う
少
し
奇
麗
に
し
そ
う
な
も
の
だ
が
、
東
京
を
知

ら
な
い
の
か
、
金
が
な
い
の
か
、
滅
法
き
た
な
い
〉。

町
自
体
に
対
す
る
評
価
も
当
然
い
い
わ
け
が
な
く
、〈
県
庁
も
見
た
。
古
い
前
世

紀
の
建
築
で
あ
る
。
兵
営
も
見
た
。
麻
布
の
聯れ
ん
た
い隊

よ
り
立
派
で
な
い
。
大
通
り
も
見

た
。
神か
ぐ
ら
ざ
か

楽
坂
を
半
分
に
し
た
位
な
道
幅
で
町
並
は
あ
れ
よ
り
落
ち
る
。
二
十
五
万
石

の
城
下
だ
っ
て
高た
か

の
知
れ
た
も
の
だ
。
こ
ん
な
所
に
住
ん
で
御
城
下
だ
な
ど
と
威
張

っ
て
る
人
間
は
可
哀
想
な
も
の
だ
〉。

そ
し
て
清
へ
の
手
紙
に
彼
は
書
く
。〈
き
の
う
着
い
た
。
つ
ま
ら
ん
所
だ
〉

き
わ
め
つ
け
は
、
彼
が
こ
の
土
地
を
離
れ
る
際
の
一
文
だ
ろ
う
。

〈
そ
の
夜
お
れ
と
山
嵐
は
こ
の
不
浄
な
地
を
離
れ
た
。（
略
）
新
橋
に
着
い
た
時
は
、

漸よ
う
やく
娑し
や
ば婆
へ
出
た
様
な
気
が
し
た
〉

そ
も
そ
も
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
に
松
山
と
い
う
地
名
は
出
て
こ
な
い
。〈
四
国
辺
の

あ
る
中
学
校
〉
と
あ
る
だ
け
だ
。
だ
け
な
ん
だ
が
、
も
し
こ
れ
松
山
の
話
な
ら
、
松

山
は
完
全
に
バ
カ
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
唯
一
評
価
さ
れ
て
い
る
の
が
作
中
で

は
「
住
田
の
温
泉
」
と
呼
ば
れ
る
道
後
温
泉
で
、
こ
こ
だ
け
は
〈
ほ
か
の
所
は
何
を

見
て
も
東
京
の
足
元
に
も
及
ば
な
い
が
温
泉
だ
け
は
立
派
な
も
の
だ
〉
と
書
か
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
に
し
た
っ
て
「
不
浄
な
地
」
だ
よ
。

斎
藤
美
奈
子

S
a

ito
 M

in
a

k
o

56
年
生
。
94
年
、『
妊
娠
小
説
』
で
評
論
活
動
を

は
じ
め
る
。
古
典
と
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
、
時
事
問

題
か
ら
マ
ン
ガ
・
ア
ニ
メ
ま
で
、
題
材
の
硬
軟

を
問
わ
ず
舌
鋒
鋭
く
論
じ
る
著
作
に
は
、
読
者

の
物
の
見
方
を
ひ
っ
く
り
返
す
「
目
か
ら
ウ
ロ

コ
」
が
満
載
。『
文
芸
誤
報
』『
本
の
本
』
な
ど
。

『坊っちゃん』
（新潮文庫）
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▼こどもがよんでたのしめるWBをつくることにしたからおまえが
つくれといわれたので、がんばった。でもこどもでなんでぼくなん
だろう？さいばらさいこー。「ぼくってなんてバカ」みたいのをか
けといわれた。バカのふりはむずくてなやむ。おとなはひどい。し
んれんさいもりだくさんのこどもWBはまだまだつづくよ。 K

▼西原理恵子さん原作『女の子ものがたり』は 8/29から上映開始。
新人賞は延長戦ですが「こどもWB」もここから試合開始。新企画
も含め、従来以上に多くの方にご参加いただければ幸いです。配布・
設置に協力頂ける方も上記編集室までご連絡お願いします。 Ic
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この数年、販促ツールとして注目を集める手書き POP。店頭で読んで「こ
れ書いたひと、わかってる！」とニヤリとしたひとにとっては、自分と書店を
つなぐツールとも言えます。だったらぼくらも！　やってみたい！　そんなわ
けで、本誌のデザイナー奥定泰之さんとともに、書店を訪ねて POP をつくっ
てみました。
第一回は、あゆみブックス早稲田店。新書・コミック担当の佐々木夏紀さん
が案内してくれました。まず目に付くのは、新刊・特集・フェアのコーナー。
本の脇から、たくさんの POPが生えています。手書きや新聞書評のコピー、
出版社のつくる「手書きふう POP」なんてものまで。それぞれ色使いや形に
工夫が凝らされています。「担当者が棚をつくりながら書いてます。話題の新
刊だけでなく、すでに動きがあるけれど “知る人ぞ知る” みたいなものを、も
っとお知らせしようと POPを書くことが多いです」と佐々木さん。
選んだのは、魚喃キリコ『ハルチン』、南 Q太『オリベ』、高野文子『るき
さん』。どれも女性を主人公にしたマンガです。3冊いっしょに並べる棚をつ
くるのだとか。今回初の POPづくりという奥定さんも、「みっつあると、いろ
んな見せ方ができるよね」とアイデアを膨らませつつある様子。
さっそく打ち合わせに。「どれも一人暮らしをしている女のひとの話。みんな
あんまりキチンとしてなくて、部屋も汚い（笑）。でも、毎日すごく
楽しそうに暮らしてて。一人暮らしって、病気のときとか、そ
うでないときでも淋しくなるときってありますよね。このマ
ンガには、そういうところも描かれているけど、そこも含め
て楽しそうなんです」。たしかに 3作とも、どこにでもいそ
うな女性、それも女性同士の友情に焦点を当てたもの。「彼
女たちと、ともだちになりたいって思うんです」。
奥定さん、ひらめいたようでラフを描きはじめる。「ひとつ

の POPにしようか、みっつバラバラのにしようか迷ったのだけ
ど決めた。“ともだちになりたい” みたいな言葉をみっつにまたが
らせて、その下にそれぞれの作品の説明をつけるのはどうだろう？」
そう言って書き上がったのが右のラフ。「みっつとも、タイト
ルが主人公の名前になってるから、主人公のひととなりを紹
介するかたちでやるのはどう？」
佐々木さんも大賛成、彼女から見た主人公たちの魅力につ
いて語ってもらい、この日の打ち合わせは終了。あとは奥定
さんの腕次第。

数日後、完成！（ページ右）各作品のカバーの色に合わせた 3色
POPは、かわいらしくもあるけれど甘すぎず。書かれた佐々木さんの言葉にも、
芯のしっかりした意志の強さを感じます。みっつの吹き出しが立体的に重なり
合うデザインの完成品は、あゆみブックス早稲田店で見ることができます。ぜ
ひ足を運んでみてください！
※完成品は、早稲田文学サイト上で公開します（8月中旬予定）。

そう言って書き上がったのが右のラフ。「みっつとも、タイト
ルが主人公の名前になってるから、主人公のひととなりを紹

数日後、完成！（ページ右）各作品のカバーの色に合わせた 3色
POPは、かわいらしくもあるけれど甘すぎず。書かれた佐々木さんの言葉にも、

あんまりキチンとしてなくて、部屋も汚い（笑）。でも、毎日すごく
楽しそうに暮らしてて。一人暮らしって、病気のときとか、そ
うでないときでも淋しくなるときってありますよね。このマ
ンガには、そういうところも描かれているけど、そこも含め

奥定さん、ひらめいたようでラフを描きはじめる。「ひとつ
の POPにしようか、みっつバラバラのにしようか迷ったのだけ
ど決めた。“ともだちになりたい” みたいな言葉をみっつにまたが
らせて、その下にそれぞれの作品の説明をつけるのはどうだろう？」らせて、その下にそれぞれの作品の説明をつけるのはどうだろう？」

この数年、販促ツールとして注目を集める手書き POP。店頭で読んで「こ

POP
リノベ～ション

❶
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「助かりたいのなら、これを読みなさい」

白い手が伸びてきて、本を手渡された。どういうことだ？

手の主は、少女だ。白い服を着ていて、その服よりも肌が白

い。図書館の大きな窓からさし込んでくる光のせいで透明にな

りそうなほどの白い喉。

少女は棚の向こう側に立ち去る。本を探しにきたわけじゃな

い。少女から手渡された本を棚にもどす。少女はもういない。

ドキドキしていることに気づく。興奮している？　いや、ちが

う。胸が痛くなる。

気をそがれたので家に帰る。そして驚く。ぼくのトートバッ

グの中に本が入っている。

江戸川乱歩著『孤島の鬼』（創元推理文庫）

なんてことだ。彼女が、ぼくのバッグにこっそり入れたんだ

ろうか？　これじゃ泥棒だ。

本を開いてみた。助かりたいのなら、という声がよみがえっ

てきた。奇妙なカードがはさまっている。

江戸川乱歩。小学校の図書館で読んだことがある。少年探偵

団、怪人二十面相、おもしろかったけどバカバカしいのもあっ

た。

でも、これはちがった。少年探偵団がこども向けに書かれて

いるとすれば、『孤島の鬼』は大人向けだ。

蓑浦金之助という男が語り手。恋人の木崎初代が殺される。

密室殺人である。第二の殺人は、海水浴のビーチ。数百の群衆

の中で、こどもと遊んでいた探偵が殺されてしまう。

ところが、この不可能犯罪の謎は、すぐに解明されてしまう。

半分も読んでないのに、あっと驚く真相がわかってしまうのだ。

残りはどうするんだろう？ 

ドキドキしながら読んでいたけど、冷静な自分も頭の別の

ところにいて、小説を楽しんでいるのだと分析していた。

でも、その後の奇怪な手記！　 ここでやられてしまった。

小説を読んでいるぼくは消えて、描かれている世界と

ひとつになった。そんな体験は初めてだった。

〝わたしは考えることができるようになってから、ずっ

と、何かしばりつけられているような、思うようになら

ない気持ばかりしていました〞

隠された真実があきらかになってくるにしたがって、

ぼくは戦慄した。こんな本があって、いいのか。具体的

には書けない。全体をまるごと読んでもらわないと誤解

されそうだから。とても罪深い世界だから。

かたわ者という言葉が何度も出てくる。使ってはいけない

と言われている言葉だ。差別用語だ。いや、描かれているも

のは、もっともっとグロテスクな世界。ゲームだったらすぐ

に発売禁止。いま、ここに書くこともためらわれる。こんな

世界が、活字になって、ものすごい数の本になって、図書館

や本屋に置いてある。世界が、わっと拡がった気がした。世

界というものをぼくはとても狭く想像していたことに気がつ

いた。

推理小説のワクをはみだし、宝探し冒険モノになり、恐怖

譚にも、ラブストーリーにも、世にも恐ろしい人間憎悪の物

語にもなる。洞窟に閉じ込められるシーンを読みながら、ぼ

くは息苦しさを共有すると同時に、世界が開けて、ものすご

く広い草原に立っているような感じも受け取っていた。

ページに黒いシミができた。わっ、なんだ。血だ。鼻血だ。

ぼくは物語に興奮して鼻血を出してしまったのだ。胸が痛く

なる。

黒いシミが大きく広がり、それは本のページからはみ出し

た。どういうことだ？　椅子から転げ落ちる。黒いカヴァー

の文庫本を落としてしまう。

シミは巨大化し、大きな穴になる。ひょいとその穴から出

てきたのは、図書館で出会った透明な少女だった。

「ど、どういうこと !?」

「冒険に出るのよ」

すっと伸びた白い腕がぼくをつかまえ、引っぱり込まれた、

穴に！                                                            
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望 月 旬 々
M o c h i z u k i  S h u n j u n

68年生。主として国内外の小説・演劇について「朝日新聞」「ポンツーン」
等で望月旬名義の書評を手がける。著書に『日本文学にみる純愛百選　zero 
degree of 110 love sentences』（共著）。超がつくほどの辛い物好きで、職場
にはカレー部があるとのウワサも。

きみがよく食べるカレーライスは、辛口？
ぼくはといえば、激辛が大好きということでテレビ番組（Ｔ

Ｖチャンピオン 2）に出演したこともあるんだけど、じつは、
子どものころはカレーが苦手だった。
お子さま向けの味つけが、どうもダメで。
ふるまわれるたび、物心ついた小学生に甘口カレーなん

て！　と思っていた（生意気で、ごめんなさい）。「大人は判
わか

ってくれない」というか、なんか軽んじられてるような気持
ちになったっけ。
だから、重松清さんの「カレーライス」という短編小説を
読んだときには、そーなんだよなあと感じ入った。小学校の
国語の教科書に載ってるから、読んだ人もいるかな。
あの小説では、小学生の息子に、父親が、「おまえ、もう『中

辛』なのか？」と質問をする場面が印象的だった。その半信
半疑ぶりに少年は一瞬うんざりするんだけど、「そうかそう
か」とうれしそうに肯

うなず

いてくれた父親に、心を通わせる。
リアクションに困ってる大人を見て楽しむなんて、ほめら
れた趣味じゃないと思うし、それこそ子どもっぽい。だけど、
次のような質問を大人に言わせることができたならば、やっ
ぱり痛快だろう。
「おまえ、もう『激辛』なのか？」
だからこそ、面白くて、すこぶる刺激的な文学を味わって
いこうぜ。できるだけ、きみの友だちであってもよさげな登
場人物（＝子役キャラ）が出てくる作品を。しびれるような、
読書体験をするために─。

というわけで、今回ご紹介するのは、前田司郎さんの『夏
の水の半魚人』。今年の三島由紀夫賞を受賞した、少年小説
の傑作だ。
ＳＦアニメとか特撮映画みたいなタイトルだけど、冒頭か
らしてぶっとんでる。小学五年生の男子が主人公。名前は魚
彦。なんでも、母親の初恋相手（魚のハマチ！）にちなんで
名づけられたらしい。続いて、海子というこれまた変わった

名前の転校生が、あっと驚くような登場の仕方をする（美少
女なのに！）。
この書き出しの空前絶後っぷり。その後に描かれてゆく小
学五年生の日常生活が、子どもになじみぶかい小道具（誕生
日会でもらう消しゴム、駄菓子屋で買うスーパーボール、神
社の縁日で食べるアンズ飴……）ともどもリアルなだけに、
なおさらすごい。
舞台は、東京の品川区にある五反田（辛いもの好きには、
カレーたい焼きの名店「ダ・カーポ」がある町として有名！）。
さすが都会育ちの子は違うなあと感じさせられるのは、今
からほぼ二〇年前の物語設定だけど、〈僕たちの学校ではほ
とんどの子供が私立を受ける〉らしく、魚彦も〈中学受験を
するための塾に通っている〉ところかな。
でも、だれしもが、身につまされる思いをする作品だ（つ

い、笑わされたりもする）。
教室で英雄を演じてみたり、あえて馬鹿のポジションに自

分を置いたり、親友の特別な体験をねたましく思ったり……
といった魚彦の気持ちからは、きっと、自分の中にある似た
ような感情が呼び起こされるはずだから。
きみがいま真剣に悩んでいることや切実な思いも、いずれ

記憶の中に埋もれてしまう。そして思い出の「化石」は、き
れいじゃないけど、かけがえのないものとして存在しつづけ
るだろう。それが「宝石」みたいに輝いて見えるようになる
には、まだ、時間がかかるかもしれないけど。
〈切ないていうのは、ちょっと泣きそうな気分に似ている。〉
という言葉から始まる、魚彦と海子による非日常的なラスト
シーンはまさに鳥肌もの。しかも、とってもふしぎな読後感
だ。どこまでもみずみずしく、どこからかやるせなく。
ちなみに魚彦の好物は、〈鶏肉でチーズを包んでアルミホ
イルを巻いて揚げたやつで、お母さんがなんかの本で見て作
ってくれたやつだ。胡椒と塩の味がする〉とのこと。当然な
がら、カレーは好き。それとエビチリも。
ということは、魚彦くんも、もう「中辛」なのかな。

げきからぶんがくにゅうもん

第01回　『夏の水の半魚人』の魚彦



1 1

──某月某日、都内の某ファミレスにて：
新城「（ケータイを耳にあてがって）あどうも、おひさしぶりです。……なるほど。〈WB〉誌上でエッ
セイを。お題は……これからの読書。おお、いいですね。本を読むとはどういうことなのか、書物や図
書館はどんな風に変わるのか……ちょうど僕も、例のグーグル・ブック検索問題についてブログで書い
てますし。ぜひやらせてください。ええ、ちゃんと〆切守ります。ではよろしく～。（ケータイを置いて）
とは言ったものの、この短い枚数で、今後数年から十数年に起きる大激動の予測をどう伝えるべきか
……それこそ、この文章を目にするだろう中高生のみなさんが社会に出て働き始める頃には、書物や読
書に関する全てが様変わりしている可能性は非常に大きいわけで。なんとも責任重大だなあ……ああ、
こういう時に、未来の図書館を呼び出せて話を直接聞かせてもらえれば、便利なんだが」
L「ども。未来の図書館です」
新「うわああああホントに出たあ！」
L「まあまあ（と、新城のジュースを勝手に飲みながら）これくらいで驚いては笑われますよ。未来の
図書館は、単に本が置いてある静かな場所じゃないのです。あらゆる場所へとつながる入場ゲートにし
て、膨大な情報を送り出す巨大複合知性ネットワークなのですからして」
新「（必死に冷静を保ちつつ）そ、それは興味深い。てことはテレビやインターネットと完全に融合し
ちゃったの？」
L「いや、そんな単純なことではないのです。すでにあなたの時代でも、そのケータイで書物を読める
でしょ。書物は、電気をつかって読んだりダウンロードしたりする……つまりショモツへと変わりつつ
あるわけですよ」
新「ショモツ？」
L「そうです。軽くて、持ち運びに便利で、無数のコピーが一瞬でつくれて、しかも電子的なメモを貼
りつけたり、検索できたり、別のバージョンを生み出したり、他のショモツへとリンクしたり、お互い
の内容をこまかく較べ合って今までは気づきもしなかった因果関係や影響関係を新たに見つけたり、た
くさんのショモツを組み合わせ混ぜ合わせることで新しい〈子供ショモツ〉や〈孫ショモツ〉が生まれ
たり……ちなみにショモツに限らず、自動車も動力源が油から電気に変わってジドウシャになってます
し、住宅もどんどん電化してジュウタクになりました。放送もホウソウになり、さらにキョウイクとか
リョコウとかドウブツとかユウジョウとか」
新「わかったぞ。つまり、電気で動くものはお互いに区別がつかなくなるんだな。そして電気で制御で
きるなら、電子的に情報を発信・集計・比較するのも簡単だ。ということは……」
L「そう！　あらゆるモノが発言し、あらゆる発言はショモツでもあり、あらゆるショモツは環境にな
ったのです！　本は読む
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のではなく、ジョイスティックを使って中に入る
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ものなのです。なぜって、あ
らゆる品物が情報を生み出しているなら、それはもうショモツだし、ショモツを自由に書き加えたり改
善したりできるなら、それは環境そのものですから。
　そして図書館こそは、それらすべての環境につながる万能の扉として生まれ変わりました。世界中の
あらゆる場所へ……異世界へ……過去と未来へ……ヒトのココロが思い描くあらゆるセカイへ通じる入
り口です！　もちろん、例のグーグル問題も含めて、長い議論や法律を変えるための努力がありました。
でも、グーグルの中の人にしても書店や図書館の中の人にしても、みんなにもっと本を読んで欲しいと
いう願いは同じでしたから。
　僕たち未来の図書館の標語、知ってます？─“いかなるショモツとて孤島ではない No Book Is An 
Island”というんですよ」
新「ジョン・ダンの詩の一節をもじったんだね。人は孤島にあらず……ゆえに問うなかれ、誰

た

がために、
かの弔鐘は鳴れりと……それは我がために、また汝がために鳴るなれば」
L「ええ。（胸をはって）僕たち図書館もまた孤島ではなく、世界にあまねく広がる、壮大なトショカ
ンの一部なのです！　どうです、すごいでしょ。すごいって言ってください。うふふ」
新「……いやまあ、その、ふーむなるほど。そうだ、このエッセイでは毎回おすすめの本を紹介しよう
と思ってたんだが、ちょうど話題にも合ってるし、今回はあれにしよう：
『華氏 451度』
レイ・ブラッドベリ（早川書房）」

L「っていきなり〈本が読めなくなってる世界の物語〉じゃないですか！　読書の未来は
明るい、が今回の結論でしょ⁉」
新「まあまあまあ。ちなみに『華氏～』は本が読めないんじゃなくて、本を読まなくなっ
てる世界の物語だよ」
L「どう違うんですか！」

新「詳しくは読んでもらうとして……とにかく、未来は単なるバラ色じゃないってことさ。たとえば─」
（店内の電気が急に消える：そばにいたウェイトレスが天井を見上げて）
ウェ「あら停電だわ。珍しいわね、最近こんな……あらっ！　もしもし⁉　お客さま、お連れの方が急
にグッタリしてますけど！」
新「─たとえば、こんなこともあり得るわけだ。他にもいろんな悪い可能性は考えられるが、それは
また次回以降に。なんにせよ、あんまり一つの力に頼りすぎるのは考えものだよ……」
（と、ポケットから『華氏～』の文庫本を取り出してマッチの灯りで読み始める─）

Rendezvous with Readings-to-Come

第 0 1 回 ◉ 未 来 の 図
書 館 と 話 し て み

た

新 城 カ ズ マ
S i n j o w  K a z m a

生年不詳。無類の SF好き高校生の青春小説『サマー
／タイム／トラベラー』はじめ多くの著作をもちつ
つ、『ライトノベル「超」入門』『物語工学論』等の
評論も手がける。2008年からはじめたブログ「散
歩男爵 (http://d.hatena.ne.jp/sinjowkazma/)」「twitter
（https://twitter.com/SinjowKazma）」も鋭意更新中。

QNE-PP01
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❶オリジナルWBをつくって配布！
→上記「今月のウチのオススメ」には、早稲田文学のオススメを仮に掲載してい
ますが、早稲田文学編集室サイトからダウンロードした専用シート（PDFおよ
びWordデータ）をプリントアウト→記入・入力→切り取り→貼り付けて、みな
さんの「オススメ」を作っていただけるようになっています。
　「WB」を設置してくださっている図書館・書店・カフェ等のみなさん、お友
達に手渡してくれている読者の方々、オリジナルの「WB」を作ってみませんか？
もちろん、これから配布を始めていただける方々も、大歓迎です。

❷本を紹介してくれる司書さん・図書館員さん、大募集 !
→左ページの「教えて！　図書館だより」欄で書籍を紹介してくださる、図書館
関係者の方を募集しています。ご応募いただいたなかから毎号 1名の方の ｢オ
ススメ」を、カラーで紹介させていただきます。紹介したい本を 5冊と、それ
ぞれに 10～ 20字程度のコメントをお寄せください（紹介させていただく方に
は別途、1000字程度の紹介文をお願いする場合があります）。
　ご応募いただける方は、氏名・住所・電話番号・メールアドレス・所属施設名
を添えて、p.7記載の送付先まで、メール・郵便・FAX等でお送りください。

『レッツ・すぴーく・
English』
伊藤比呂美

授業の英語に飽きたら。

『わが悲しき
娼婦たちの思い出』
ガブリエル・ガルシア =マルケス

少年よ、エロ本でヌイてる
場合ではない。

『死の棘』
島尾敏雄

カテイノジジョウに
悩む君に。

『フーコーの振り子』
ウンベルト・エーコ

『ダ・ヴィンチ・コード』を
読むならこっちを読むべし。

あなたの「オススメ」をつくりませんか？
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こんにちは。静岡県立藤枝東高校で司書教諭を
やっています増田康子と申します。
何をどう間違ったのか、今回この欄を書く羽目
になってしまいました。これも運命。はあ、しょ
んないで（仕方ないので）、ちぃーっと書かっか
やあ（焼津弁）。
まず一冊目は学区の焼津が舞台『ここが家だ』。
地元の歴史的事件にもかかわらず、第五福竜丸を
生徒はあまり知りません。ですが、わたしたちは
久保山愛吉さんとあの事件を忘れてはならないは
ず。それは「あたらしい　原水爆を　つくって　い
つか　つかおうと　かんがえる　ひとたち」がい
るからで、「わすれたころに　またドドドー
ン！　みんなの　家に　放射能の　雨がふる」（本
文より）ことになりかねないから。リトアニア出
身でアメリカ合衆国で活躍した画家ベン・シャー
ンの「ラッキー・ドラゴン・シリーズ」の絵に、
詩人アーサー・ビナードが言葉をつけて構成した
力強い絵本です。
次はウチの学校出身の作家・小川国夫。四月が
一周忌でしたので、遺作短編集『止島』を。戦前
の藤枝近辺が舞台。中でも作者を投影させた主人
公の少年と、彼の祖父がよく利用していた人力車
の車夫の孫である同級生の少女との交流を描いた
連作は、思春期にさしかかった年代の揺らぎがよ
くあらわれて、方言とともに心にゆっくり沁みこ
んできます。学校すぐ近くにお住まいで完全夜型
の氏は、放課後の時間に目覚めて近所を散策する
のが日課でした。その姿はよく言えば吟遊詩人、
わるく言えば、やっぱり言えない……。かつては

「オレ昨日、小川国夫見たぜ」という生徒の会話
がよく聞けたものです。合掌。
次は、若くして大活躍の OB、池谷裕二氏の『単
純な脳、複雑な「私」』。母校で行った講演と連続
講義を収録したもの。全校向け講演では生徒の興
味を引きそうな話題（手で理系か文系かわかる等）
から入り、自分の「行動」や「意味」を脳が早と
ちりして勘違いな理由付けをする「錯誤帰属」や、
恋愛中の人はテグメンタ（腹側被蓋野）という脳
の部位が活動するなど、「脳」をわかりやすく説明。
そのため連続講義の希望者が予定を上回り、教員
は参加不可。本になってやっと講義内容がわかり
ました。内容は高度になったけれど、そのぶん知
的刺激満載。自分の心を自分の心で考えるとき、
脳のワーキングメモリ容量には限界があるから、
それが飽和してヒトは理解不能の不安状態に陥っ
てしまう。だから、脳の作動そのものは単純なの
に、そこから生まれた「私」は複雑な心を持って
いるように見える……というのがタイトルの由来。
最先端の科学をこうやってアウトリーチしてくれ
る筆者に感謝。
次の二冊は、私の大好きなお二人の作品。
今が一番儲かってそうな西原理恵子の『この世
で一番大事な「カネ」の話』。りえぞお先生愛読
者としては「あのネタはこの体験がモトなのね」
的な、でもホントに大変だったんだなあと思わせ
る話の連続。特にいいのはあとがきで、「人が人
であることをやめないために、人は働くんだよ。
働くことが、生きることなんだよ。どうか、それ
をわすれないで」。きっと自分の子どもたちに向

けて言ってんだろうなあ、と思った途端、涙出ま
す。「よりみちパン！セ」シリーズ読んで泣いた
のは初めてです。そういえば『ぼくんち』もラス
ト一頁で大泣きしたなあ。
ラストは来日記念、レベッカ・ブラウンの『体

の贈り物』。柴田元幸氏の翻訳モノはほぼハズレ
がありませんが、中でも特に素晴らしい一冊です。
エイズ末期患者のケア・ワーカーを務める女性が
出会い、しかしやがて亡くなっていく人々。彼ら
の体に必ず触れる介護者。肌のぬくもり、小さく
なった背中……言葉以上にその人の思いが伝わっ
ていく場。それぞれの人生が抱えているものや、
失われていくものたちを静かな筆致で描き、読む
者に深い感動を与えます。人生は愛おしい、そう
思わせてくれる本です。

『ここが家だ』
ベン・シャーン＋アーサー・ビナード

歴史的事件描く力強い絵本。

『止島』
小川国夫

思春期の揺らぎを鮮やかに。

『単純な脳、
複雑な「私」』
池谷裕二

「心」って何？

『この世でいちばん
大事な「カネ」の話』
西原理恵子

働くことが、生きること。

『体の贈り物』
レベッカ・ブラウン

人生は愛おしい。 静岡県立藤枝東高校・司書教諭

増田康子さん

日本はもちろん世界各地の図書館ではたらく人たちがイチオシの本を紹介 !
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★

西原　でも小学校四年生くらいにもなると、名画座行きはじめちゃった
んですよ。六〇〇円で三本立て。
重松　漁師町って、バッとお金がはいるひとが多いから、意外と映画館
が多いっていうよね。
西原　そうそう。でも冴えない、一回もピントが合ったことない映画館。
あそこで『ゲシュタポナチ女収容所』三部作みたいなタイトルの映画も
観ました（爆笑）。お父さんが戦争モノだと思って、間違えて入っちゃ
った。あと、仲良しの子でオカマがいたんですよ。すごいいじめられっ
子で、小学二年生……。
重松　子供のころからオカマだったの？
西原　ガチホモ！（笑）で、高知県でガチオカマだから、もんのすごい
いじめられてたのね。ほんとにオネエで、叩かれても「やめてよ～ん」
って、こういうポーズで（笑）。その子が「名画座行こう」って連れて
行ってくれて、たしか『真夜中のカーボーイ』と『狼たちの午後』だっ
たんですよ。それがすごくかっこよかったのを覚えてますね。「ままな
らないまんま」を撮ってる感じが。文学でもマンガでもその「ままなら
ないもの」が大好きで……。
重松　身もフタもなく現実がドーン！　とくる感じ？　でも、洋画が来
るってわりとハイカラな町じゃない？　
西原　すごい昔のリメイクしたやつとかですよ。
重松　それでも、みんな字幕を見る集中力があるってことだからさ（笑）。
西原　なるほど（笑）。
重松　おれがはじめて観た映画は、八代亜紀の「しのび恋」っていう曲
を映画にしたやつ。昔、演歌のヒット曲にストーリーをつけたやつがよ
くあったんだよ。『山口組三代目』との併映で（笑）、そんなのばっかり
だった。だから最初に観た洋画は、『タワーリング・インフェルノ』か
な（笑）。
西原　「ままならぬ」っていうか、大炎上じゃないですかそれ（笑）。
重松　そうそう（笑）。でもやっぱり、映画館があってよかったね、そ
れ思うと。
西原　高校生までずっと通ってましたね。『カリギュラ』観たのもあそ
こだったなあ（笑）。なんでも一緒くたにやっちゃうの。18禁でも、ユ
ルいから高校生を平気で入れてくれたし。ポルノ
はポルノでべつにあるんですけどね。
重松　映画少女だったんだ。
西原　たぶん勉強がとてもできなかった
のと、女子高だったからだと思う。女
の子って、すっごいつまんないんです
よ。男の子はすっごいバカだけどさ、女
は女で、一時間目から六時間目まで髪型
の話とか洋服の話ばっかりするんですよ。
あと彼氏の話とか。はげしくつまらなかった
ですね。だから都会に来て、ひとと話が合うことが、
ほんと楽しかったです。田舎の女の子の退屈さっていったら、もうほん
とに……。

★

重松　大学生と中学生になったウチの娘たちを見てても思うけど、女の
子って、持って生まれたたくましさがあるんだよね。さっきの話に出て
た「空気を読む」力に加えて、「居場所を見つける力」も男の子よりあ
ると思う。男の子には天然ではない機能で、それこそチップをどっかに
植えつけなきゃいけない感じ。あれって、なにが植えつけるんだろ
う？　西原さんのお兄ちゃんは、どうやって居場所をつくったの？
西原　お兄ちゃんとはすごく仲悪かったからなあ（笑）。……居場所じ
ゃないかもしれないけど、男のひとは、お金払って他人の釜の飯食って
他人の男に怒られること、がすごい大事じゃないかって、いつも思って
ます。
重松　怒られることが？
西原　うん。ママの愚痴とか説教聞いていい子になっちゃったら、それ

こそ怖いじゃないですか。それより、体育会系というか武士道の精神と
いうか、上の男のひとにキチンと叱ってもらったり、寮みたいなとこで
集団で生活しないと、周りの空気読む訓練が積めないんじゃないですか
ね。「先輩になんかやったらエライことになる」っていう訓練……。
重松　かつては極道の仕事でもあったんだよね。役目というか、行儀作
法教えてやる、みたいなものが。若衆宿というか、ふるさとの青年団と
いうか、男同士の「兄貴分」みたいなのは、高知にあったんですか？　「祭
りの神輿担げたら一人前」みたいのは？
西原　「ヤクザと警官にペコペコしてるとこを見られたら、男として終
わり」ってのはありましたよ。うちの父親も商売やってたんだけれど、
やっぱり組のひとが来るんです。そしたら事務所にイキナリ電話して「お
前の若いモンがナントカ言ってきよるわ！　どういうことだ！」って。
重松　すごいねえ。
西原　どんなにチビってても、ヤクザと警官にペコペコしちゃいけない
んですよ。だからいまでもわたしのなかで、そういうひとにペコペコす
る人間は、ひとじゃないっていうか、男じゃないっていうのはすごいあ
りますよね。だから、好きなひとはだいたい前科モノ（笑）。在日の男
のひとも大好きですね。プライオリティがしっかりしてるでしょ
う？　いちばん大事なのが家族で、次が仕事って。「家族を守るために、
おれはなんでもする」っていう。逆に、「決まりだから」とか「表に出
たら大変だから」とかって言うひとは、もうほんとに大嫌い。税金は表
に出さないようにしてますが（笑）。
重松　あいかわらず？
西原　国家という泥棒に対して隙を見せぬように闘ってます。もしも前
科が来たら、巻頭カラーもらうつもりだし──「前科一犯記念マンガ」。
（笑）。
重松　そういうお母ちゃんの闘いを、娘さんと息子さんはどう見てる
の？
西原　「また「金、金」って言ってるよ！」みたいな。
重松　娘さんのほう？
西原　両方。で、「お金より大事なものがあるでしょ！」って言われる。
重松　子供に教わってんだ！　ひとの道を‼
西原　ううん、「ねえよ」って返事してる（爆笑）。でも、息子は十一歳、
娘は九歳で、ふたりともわたしの機嫌をとって十一年と九年のプロです
から、わたしの機嫌をとることの一番うまいひとたちです。どうすれ
ば家のなかがうまく回るかを知ってる。
重松　猫じゃないけど、「この家で一番偉いひとと、どうつき合う
か？」。
西原　わたしの嫌がるようなこととかムッとするようなこと、ぜ
ったい言わないですもん。わたしの言うことは全肯定でいてくれ
る。こんなにかわいくて、こんなふうに言ってくれていいのかっ
て思いますよね。そのぶん、外では相当やっているんだろうな、と

思いながら（笑）。
重松　女の子が九歳だったら、あと一、二年で思春期入っちゃうわけじ
ゃない？　そのへんのポジション取りが変わってくるかもって予感はあ
る？
西原　どうでしょう。でも、どんなんなっちゃっても家族ですから、ア
ル中になっても癌になっても、彼（＝鴨志田穣さん、故人）との態度は
変わんなかったし。そんなことで変わることはありえない。足がなくな
ったって、頭おかしくなったってね。よく周りのお母さんに、「西原さん、
ほんと子供怒んないね、なんで？」って言われるけど、家のなかでアル
中が暴れてたんで、こんなもんかわいいもんすよ（笑）。家のなかでウ
ンコしたって怒んない。お父さんが自分のウンコ投げたりしてたんだか
ら。「なんでハンカチ持ってないのよ」って怒ってるお母さん見ると、「レ
ベルの高いこと言ってんなあ」と思います（笑）。

※サイバラ＋シゲマツ対談、熱い展開に。怒濤の完全版を「早稲田文学
3̶特集コドモと文学」に掲載決定！
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西原　このあいだ、マカオに博打に行ったんですけど、ドーム何個分ぐ
らいのでっかいホテルでね、部屋もスイートで 200㎡近くある。で、
その下が地下二階まである巨大カジノで、中に川まで流れてて。アメリ
カの資本で、あの巨大なラスベガスより、さらにすごいんですよ。
重松　マカオはまだ景気いいの？
西原　ううん、それがね、去年のリーマン・ブラザーズやらなにやらの
金融危機で、全部中止になっちゃったの。「こんなすごい資本が見切り
発車してたんだ」と思ったら、すごいですよ。地球がいっぺんにピタッ
と一瞬止まっちゃってるもん。マカオじゅうが巨大ホテルの建設ラッシ
ュでクレーンどっさりあったんだけど、あれが全部止まって。
重松　ドバイみたいだね。いっぺんにみんな引き上げちゃう。
西原　ドバイもすごいですよ。こないだ行ったひとに聞いたんですが、
飛行場に高級車がたくさん乗り捨てられてるんですよ。みんな逃げてん
だって（笑）。
重松　そのまま逃げてんの、身ひとつで逃げてんだよ（笑）。すごい時
代になっちゃったねえ。
西原　ドバイのひとなんて、地球を何回も買えるぶんのお金突っ込んで
たのに、それがなくなるってどういうことなんでしょうね。でも、マカ
オのお客さんも同じでね、張りかたが普通じゃないんですよ。中国人は
もともとギャンブル大好きなんだけど、身なりと格好、髪型とか手の荒
れかた見るとそんなお金を張れるはずないひとたちが、「ブラックジャ
ック」や「大小」で、すごい額を張ってるんです。一年の年収じゃ到底
きかないくらい。聞いたら、大陸からのお客の飛び降りも相当すごくて
……。
重松　命張ってるのね（笑）。しかも、その命があんまり高くない……。
西原　そのせいで本土からのマカオツアーが制限されたって、前に週刊
誌で読んだことがあったんですよ。あんまり自殺とかいろいろすごくっ
て。一秒で青天井だから。
重松　でも、映画も博打だよね。『いけちゃんとぼく』、どうですか？
西原　成績は……ちょっと心配ですけどね。あちこちで言ってるんだけ
ど、大事なオチを最初から話しちゃってるし（笑）。「どうして？」って
聞いたら「『余命 1ヶ月の花嫁』に客がバカバカ入っちゃってるから、
自分たちも」だって。「タイトル見たら内容わかるんだからもう観なく
ていいじゃん」って思うんだけど、それが「置いてかない大事さ」なん
でしょうね。テレビとかも「置いていかないこと」をものすごい大事に
してるでしょう？　下にテロップ流したりして。『シックス・センス』
で最初に「このひと死んでるよ」って教えてるようなもんじゃん、とか
思うけど（笑）。

★

重松　息子さんくらいの男の子が主人公ですよね。反応は？
西原　連載のときから「いけちゃん！　いけちゃん！」ってすっごい喜
んで、刷り出しなんかも喜んで見ててくれました。でも、最後のほうは
主人公がオトナになるんで、ぜんぜんわかんないみたい（笑）。
重松　娘さんのほうは？
西原　「お兄ちゃんのキャラで絵本にしたんだから、次はわたし」って。
なんか『きらりん☆レボリューション』みたいなのがいいらしいです
（笑）。
重松　いけちゃんみたいな友達は彼女にもいるの？ 

西原　男の子にしかいない。女の子はそんなイマジナリー・フレンドと
遊ぶようなタマじゃないから。そんなことしてもどうにもならないって
知ってるんですよね。夫婦が仲悪いときにはちゃんとパパのおひざに乗
って「ママのことを言って」とか、「状況よくしよう」ってことがもう
0歳からできるもん。男の子ってそんなことできないでしょう？　ます
ます空気悪くしちゃう（笑）。
重松　ぼうっとして（笑）。結局、女の子のほうが、自分のポジション
取りがうまいよね。
西原　前から言ってるけど、「女は地図読めないけど空気読める」です
からね（笑）。男のひとが空気読まないってのは、息子を見てよくわか
ったんですよ。「ああそうか、最初から付いてるんじゃなくて、NECと

かで買ってきて付けなきゃないものなんだ」って。
重松　「空気読みチップ」みたいなものを（笑）。『毎日かあさん』で、
息子さんの読書感想文が「長い」って一言で（笑）、いまだに忘れられ
ないんだよね。あれから少しは……。
西原　まったく変わらない。感想文も、あとがきとかだけ読んでちゃっ
ちゃっちゃーとやったりとか、「ナントカって思いました、ナントカっ
て思いました、ナントカって思いました」ってのをひたすら書いて、二
ページ目の最初の一行で止めて終わりにしたり。
重松　ギリギリ指定枚数に足りるくらい？
西原　そうそう。息子は本読むの、大嫌いですね。
重松　読ませようとしてる？
西原　嫌なものやらしても、ねえ。だいたい、まず机の前に座れないん
だもん。そういう子を無理やり座らして読ましたって、アタマに入って
かないから無理ですよね。大人になって読んでくれればいいとは思いま
すけどね。

★

重松　西原さん自身は小学生時代、どうでしたか？
西原　本読むの、すごい好きでした。でも、児童文学は大嫌いで。「努
力すれば報われる」とか「こんな偉いひとは小さいころこんなに立派な
ことをした」とか、そういうやつ。『十五少年漂流記』読んだときとか、
そもそも家の状況が、親が数万円で殴りあったりとか、となりは夜逃げ
したり子供が殴られたりだったから、「うちらのほうがぜんぜん漂流し
てるじゃん」って（笑）。
重松　ロビンソン・クルーソーよりずっと、と。
西原　あいつなんか召使までいるじゃん、もう
腹が立って腹が立って（笑）。いわさきち
ひろも大嫌いでしたね。わたしの周りに
は、いわさきちひろが描くような子供
なんてひとりもいなかった。だから、
「あのひとたち、ぜったい噓ついてる。
こんなかわいくてやさしくていい子
いないもん」と。
重松　水彩画で色が滲むタイプの町じ
ゃないもんね（笑）。
西原　失敗した鉄の焼けたニオイしかしない
（笑）。あれが小便のニオイとよく似てるのよ、嫌
なニオイで。
重松　児童文学じゃない本って、どんなの読んでましたか？
西原　母親が図書館で毎回借りてきてくれるんですよ。それと、学校の
図書館。あと、うちには妙なエロ本があって……「週刊新潮」の「黒い
報告書」（笑）。わたしの性の目覚めです。だから、岩井志麻子さんがこ
ないだ「理恵子」っての出してくれて（「黒い報告書　電子版　「センチ
の神様」を怒らせた「ニートの王様」」）、首絞められて死ぬ役をやらさ
れてすごい嬉しかったの（笑）。
重松　子供のころはそういうの、親に黙ってこっそり読んでたの？
西原　うん。都会のひとって音楽を聴くのも、映画を観るのも絵を描く
のもみんなできるけど、田舎のひとにとって本を読むのは特別の趣味な
んですよ。釣りするひとと同じで、「いい趣味、おもしろい趣味をお持
ちですよね……」って。
重松　ぜんぜん別個のものなんだよね、生活とは。
西原　うちはそういう趣味を持ち合わせているひとはいなくて。とにか
くすごく嫌な家庭環境のなかで母親が、「あんたたちのために我慢して
やってんのに」って。本以外にも、「ピアノなろてきなさい、ピアノな
ろたら情操つくから」ゆうて、父親のこと罵りながら。
重松　情操（笑）。
西原　コンビニでたぶん三〇〇円で売ってると思ってる（笑）。あのひ
とにとって子供にピアノを習わせることと、本を読ませることは「わた
しこれでも子供の情操教育してるの」ってエクスキューズだったみたい
ですね。
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