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二
歳
の
と
き
、
海か
い
と人

は
お
む
つ
の
C
M
で
デ
ビ
ュ
ー
し
た
。
そ
の
頃

住
ん
で
い
た
家
の
近
く
の
、
コ
ン
ビ
ニ
で
ス
カ
ウ
ト
さ
れ
た
の
だ
。
そ

の
と
き
の
こ
と
は
、
母
親
が
、
繰
り
返
し
周
囲
に
話
し
た
の
で
、
海
人

も
自
然
、
覚
え
て
し
ま
っ
た
。

「
ベ
ビ
ー
カ
ー
を
押
し
て
、
近
所
の
コ
ン
ビ
ニ
に
入
っ
た
ん
で
す
。
よ

く
あ
る
こ
と
で
す
か
ら
、
な
ん
の
考
え
も
な
し
に
。
そ
し
た
ら
、
そ
こ

に
い
た
女
子
高
校
生
た
ち
が
、
海
人
を
見
た
瞬
間
、
か
っ
わ
い
い
ー
ち

ょ
ー
か
わ
い
い
っ
て
黄
色
い
声
を
は
り
あ
げ
て
。
店
の
な
か
は
、
そ
り

ゃ
あ
大
変
な
騒
ぎ
。
そ
こ
に
偶
然
、
C
M
の
制
作
会
社
の
方
が
居
合
わ

せ
た
と
い
う
わ
け
で
。
え
え
、
土
下
座
し
て
頼
ま
れ
た
ん
で
す
。
こ
の

子
の
頭
の
上
に
は
、
天
使
の
輪
が
見
え
る
っ
て
。
見
え
る
ひ
と
に
は
見

え
る
ん
で
す
わ
」

今
で
は
も
う
、
海
人
自
身
が
、
そ
の
場
面
を
見
た
よ
う
な
気
分
に
な

っ
て
い
る
。
話
は
細
部
が
作
り
替
え
ら
れ
、
比
喩
も
い
っ
そ
う
洗
練
さ

れ
て
、
ど
の
部
分
が
ほ
ん
と
う
で
、
ど
の
部
分
が
作
り
物
な
の
か
、
母

が
死
ん
だ
今
と
な
っ
て
は
確
か
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
ん
な
も
の

さ
、
と
海
人
は
思
う
。「
伝
説
」
な
ん
て
、
作
ら
れ
る
も
の
。
過
去
だ

っ
て
作
っ
て
ど
こ
が
悪
い
。

確
か
に
海
人
に
は
天
使
の
輪
が
あ
っ
た
。
だ
が
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
通

用
す
る
か
。
周
囲
の
大
人
た
ち
は
残
酷
な
気
持
ち
で
見
物
し
て
い
る
。

彼
の
チ
ャ
ー
ム
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
深
い
え
く
ぼ
が
、
四
十
、
五
十
に
な

っ
た
と
き
、
ど
う
な
っ
て
る
か
。
し
か
し
そ
も
そ
も
誰
一
人
、
四
十
、

五
十
に
な
っ
た
海
人
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
う
い
う
と
き
、

子
役
は
大
成
し
な
い
と
い
う
ジ
ン
ク
ス
が
、
ち
ら
っ
と
み
ん
な
の
頭
を

よ
ぎ
る
。

海
人
を
そ
う
し
て
芸
能
界
に
引
き
入
れ
た
母
は
、
三
年
前
、
早
朝
の

撮
影
現
場
で
、
臨
時
に
作
ら
れ
た
セ
ッ
ト
の
建
物
か
ら
転
落
し
て
亡
く

な
っ
た
。
即
死
だ
っ
た
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
、
ま
さ
か
海
人
の
母
親
が

の
ぼ
っ
て
い
た
と
は
、
誰
も
が
予
想
で
き
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
母
に
し

て
み
れ
ば
、
前
も
っ
て
撮
影
現
場
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
お
く
こ
と
は
、
マ

ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
し
て
、
至
極
当
た
り
前
の
こ
と
。
安
全
性
の
確
認
と
自

ら
の
好
奇
心
も
多
少
は
手
伝
っ
て
、
ま
だ
誰
も
来
て
い
な
い
「
大
邸

宅
」
の
セ
ッ
ト
の
二
階
に
、
足
を
踏
み
入
れ
て
み
た
の
だ
っ
た
。

建
物
は
ま
だ
準
備
段
階
で
、
足
場
の
組
み
方
が
ゆ
る
か
っ
た
も
の
と

み
え
る
。
人
一
人
が
乗
っ
た
だ
け
で
、
あ
っ
と
い
う
間
に
崩
れ
落
ち
、

彼
女
は
鉄
柱
の
下
敷
き
に
な
っ
た
。
押
し
の
強
い
母
親
を
嫌
っ
て
い
る

ひ
と
は
多
か
っ
た
の
で
、
誰
か
が
彼
女
を
突
き
落
と
し
た
の
だ
と
い
う

う
わ
さ
が
、
生
々
し
く
語
ら
れ
も
し
た
。
で
も
結
局
は
、
事
故
死
と
さ

れ
た
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
一
切
、
マ
ス
コ
ミ
に
は
知
ら
さ
れ
な
か
っ
た
。

人
気
ド
ラ
マ
に
影
を
落
と
し
て
は
い
け
な
い
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
へ
あ
が

っ
た
ほ
う
も
悪
い
が
、
危
険
を
放
置
し
て
い
た
制
作
側
も
悪
い
。
責
任

を
問
わ
れ
た
ら
面
倒
だ
と
い
う
の
が
ひ
と
つ
。
そ
し
て
彼
ら
が
何
よ
り

も
恐
れ
た
の
は
、
大
人
気
の
海
人
に
、
よ
け
い
な
う
わ
さ
が
た
ち
、
イ

メ
ー
ジ
に
傷
が
つ
く
こ
と
で
あ
る
。

あ
の
と
き
海
人
は
ま
だ
五
歳
だ
っ
た
。
母
が
死
ん
で
も
泣
か
な
か
っ

た
。
今
に
至
る
ま
で
、
一
滴
も
涙
を
こ
ぼ
し
て
い
な
い
。
感
覚
が
麻
痺

し
て
し
ま
っ
た
の
か
、
悲
し
い
と
い
う
感
情
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
。

悲
し
い
よ
り
も
お
か
し
い
の
だ
。
解
放
さ
れ
た
と
い
う
気
持
ち
も
あ
る
。

い
た
ひ
と
が
突
然
い
な
く
な
っ
た
。
自
分
は
一
人
、
今
日
も
母
親
が
死

ん
だ
現
場
で
、
こ
う
し
て
楽
し
く
仕
事
を
し
て
い
る
。
変
と
言
え
ば
か

な
り
変
。
く
っ
く
と
笑
う
。
鳩
み
た
い
に
。

五
十
年
に
一
人
の
天
才
子
役
。
海
人
は
い
ま
、
世
間
の
ひ
と
か
ら
、

そ
ん
な
ふ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。

と
ん
と
ん
と
ん
。
ス
タ
ジ
オ
に
付
設
さ
れ
た
楽
屋
の
ド
ア
が
叩
か
れ

る
。

「
海
人
く
ん
、
ス
タ
ン
バ
イ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
」

ア
シ
ス
タ
ン
ト
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
の
鷹た
か

堀ぼ
り

さ
ん
が
、
海
人
の
出
番
を
知

ら
せ
に
き
た
。
楽
屋
は
も
ち
ろ
ん
、
海
人
一
人
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た

も
の
。
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
は
、
お
茶
や
カ
ル
ピ
ス
ソ
ー
ダ
、
チ
ョ
コ
レ

ー
ト
、
お
せ
ん
べ
い
、
飴
、
く
だ
も
の
、
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
の
た
ぐ
い
が

山
の
よ
う
に
置
い
て
あ
る
。
だ
が
海
人
は
、
そ
の
ほ
ん
の
少
し
に
手
を

つ
け
た
だ
け
だ
。

せ
り
ふ
は
、
す
で
に
は
い
っ
て
い
る
。
あ
と
は
で
き
る
だ
け
無
心
に

な
る
こ
と
。
自
分
自
身
を
消
す
、
こ
の
ひ
と
り
き
り
の
時
間
を
、
八
歳

の
海
人
は
大
切
な
も
の
と
考
え
て
い
る
。
ほ
ん
の
数
秒
で
い
い
。
何
者

で
も
な
い
、
真
っ
白
な
自
分
に
な
る

│
こ
れ
は
、
演
技
の
前
の
儀
式

の
よ
う
な
も
の
だ
。

鷹
堀
さ
ん
に
名
を
呼
ば
れ
た
瞬
間
、
海
人
は
目
を
つ
ぶ
り
そ
の
儀
式

を
執
り
行
っ
た
。
そ
う
し
て
暗
闇
の
な
か
の
小
さ
な
自
分
が
、
消
え
て

し
ま
う
と
こ
ろ
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
。
母
親
の
胎
内
に
い
た
こ
ろ
の
芽
の

よ
う
な
自
分
。
あ
あ
、
芽
の
よ
う
な
自
分
。
も
っ
と
遡
っ
て
、
消
滅
、

ぱ
っ
。

目
を
開
け
る
。
鏡
を
見
る
。
自
分
が
写
っ
て
い
る
。
に
か
っ
と
笑
う
。

深
い
え
く
ぼ
。
最
高
の
笑
顔
だ
。
う
っ
と
り
す
る
。
か
っ
こ
い
い
。
お

れ
は
世
界
で
一
番
か
っ
こ
い
い
。
そ
う
思
っ
た
勢
い
で
ド
ア
を
開
け
る
。

ド
ア
の
外
に
は
、
鷹
堀
さ
ん
が
い
て
、
出
て
来
た
海
人
を
、
ま
ぶ
し
い

者
の
よ
う
に
見
た
。

「
お
迎
え
に
あ
が
り
ま
し
た
」

来
年
、
三
十
に
な
る
こ
の
ひ
と
は
、
ま
だ
若
者
ら
し
さ
を
顔
に
残
し

た
、
ご
く
平
凡
な
男
性
だ
が
、
腰
が
妙
に
低
く
、
い
つ
も
何
か
に
お
び

え
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
あ
る
。
も
し
か
し
た
ら
、
何
か
悪
い
こ
と
を

し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
最
近
、
海
人
の
ま
わ
り
で
は
、
突
然
警

察
に
捕
ま
っ
て
、
こ
の
世
界
か
ら
姿
を
消
し
て
い
く
人
が
や
た
ら
と
多

い
。
ほ
と
ん
ど
が
薬
物
の
常
習
者
。

黒
蜜

小
池
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鷹
堀
さ
ん
の
目
は
、
最
近
と
み
に
、
き
ょ
ろ
き
ょ
ろ
と
落
ち
着
か
な

い
。
叱
ら
れ
る
前
の
子
供
の
よ
う
だ
。
何
を
い
っ
た
い
怖
が
っ
て
い
る

の
か
。
海
人
は
つ
い
、
残
忍
な
気
持
ち
に
な
っ
て
、
そ
ん
な
彼
を
い
じ

め
て
や
り
た
く
な
る
。

鷹
堀
さ
ん
っ
て
さ
あ
、
最
近
、
ち
ょ
っ
と
様
子
が
変
な
ん
だ
よ
ね
。

人
の
目
を
は
っ
き
り
見
な
い
。
え
？　

前
か
ら
？　

そ
れ
っ
て
結
構
感

じ
悪
い
よ
。
お
れ
、
ど
う
も
、
あ
わ
な
く
て
。
た
と
え
ば
監
督
に
、
そ

ん
な
一
言
を
つ
ぶ
や
い
て
み
た
ら
ど
う
か
。
気
に
入
ら
な
い
ひ
と
を
追

い
払
う
こ
と
な
ん
て
、
今
の
海
人
に
は
簡
単
な
こ
と
な
の
だ
。

け
ど
そ
れ
は
、
頭
の
な
か
で
思
う
だ
け
で
、
決
し
て
行
動
に
は
移
さ

な
い
。
海
人
は
ぱ
っ
と
椅
子
か
ら
立
ち
上
が
る
。

さ
あ
、
い
く
ぞ
。
本
番
だ
。

八
歳
の
、
こ
の
子
供
の
な
か
に
、
そ
の
と
き
強
い
北
風
が
吹
き
あ
が

る
。
海
人
は
こ
の
瞬
間
に
、
役
の
「
拓
也
」
に
な
り
か
わ
る
。
皮
膚
が

あ
わ
だ
ち
、
毛
穴
が
開
き
、
身
体
の
奥
か
ら
、
名
前
の
つ
け
ら
れ
な
い

快
感
の
よ
う
な
も
の
が
わ
き
あ
が
る
。
監
督
が
、
共
演
者
が
、
お
れ
を

待
っ
て
い
る
。
お
れ
を
照
ら
す
た
め
に
ラ
イ
ト
が
待
っ
て
い
る
。
こ
ん

な
と
き
の
海
人
は
、
確
か
に
誰
が
見
て
も
、
異
様
な
オ
ー
ラ
を
放
つ
、

天
才
子
役
に
違
い
な
か
っ
た
。

シ
ー
ン
3
。
学
校
の
休
み
時
間
。
教
室
で
、
拓
也
は
級
友
の
裕
美
子
と
、

犯
人
像
に
つ
い
て
話
し
合
う
。

拓
也
は
裕
美
子
と
い
う
美
少
女
と
と
も
に
、
殺
人
事
件
の
犯
人
を
、

子
供
探
偵
さ
な
が
ら
に
追
い
詰
め
て
い
く
と
い
う
役
ど
こ
ろ
。
相
手
役

の
少
女
は
、
演
技
の
経
験
が
ま
る
で
な
い
素
人
だ
と
い
う
。
オ
ー
デ
ィ

シ
ョ
ン
で
選
ば
れ
た
わ
け
で
な
く
、
監
督
が
町
を
歩
い
て
い
て
ス
カ
ウ

ト
し
た
ら
し
い
。

海
人
と
鷹
堀
さ
ん
が
ス
タ
ジ
オ
に
は
い
る
と
、
空
気
が
ふ
っ
と
変
わ

り
、
み
ん
な
が
い
っ
せ
い
に
海
人
を
見
た
。
あ
ち
ら
こ
ち
ら
か
ら
、
お

は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
と
い
う
声
が
あ
が
る
。
教
室
の
セ
ッ
ト
に
は
、
裕

美
子
役
ら
し
き
少
女
が
先
に
来
て
い
た
。

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
海
人
は
に
こ
り
と
も
せ
ず
少
女
に
挨
拶
し

た
。
自
分
の
ほ
う
か
ら
挨
拶
し
た
こ
と
が
、
海
人
に
は
珍
し
く
自
分
で

も
新
鮮
だ
。

こ
ん
に
ち
は
、
と
少
女
が
言
う
。
ス
タ
ジ
オ
の
時
計
が
午
後
四
時
半

を
さ
し
て
い
る
。
二
人
は
目
を
見
合
わ
せ
て
頭
を
さ
げ
た
。

「
こ
ち
ら
、
佐
藤
さ
ん
で
す
」

鷹
堀
さ
ん
が
少
女
を
海
人
に
紹
介
し
た
。
海
人
は
そ
の
名
を
、
聞
い

て
す
ぐ
に
忘
れ
た
。

「
こ
ち
ら
は
海
人
く
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
知
っ
て
る
よ
ね
」

少
女
は
頷
く
が
、
目
が
笑
わ
な
い
。

海
人
は
頭
の
な
か
で
、
楽
屋
に
置
い
て
き
た
台
本
の
頁
を
め
く
っ
た
。

拓
也
と
裕
美
子
、
放
課
後
の
教
室
で
二
人
き
り
に
な
る
。
拓
也
、
お

も
む
ろ
に
裕
美
子
に
語
り
か
け
る
。

「
な
あ
、
裕
美
子
、
さ
い
き
ん
、
松
崎
先
生
、
お
か
し
く
ね
え
か
」

「
そ
う
な
の
。
わ
た
し
も
変
だ
と
思
っ
て
い
る
の
」

「
だ
け
ど
、
先
生
が
犯
人
な
ん
て
」

「
ま
だ
決
ま
っ
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
わ
。
で
も
先
生
だ
か
ら
っ
て
、
悪
い

こ
と
を
し
な
い
と
い
う
わ
け
じ
ゃ
な
い
わ
よ
」

「
シ
ョ
ッ
ク
だ
よ
」

「
そ
う
ね
、
で
も
仕
方
な
い
。
た
と
え
そ
う
で
も
真
実
は
見
極
め
な
く

ち
ゃ
」

「
な
ん
で
お
ま
え
、
松
崎
が
怪
し
い
と
思
う
ん
だ
」

「
ネ
ク
タ
イ
も
し
た
こ
と
の
な
い
、
か
ま
わ
な
い
ひ
と
が
、
こ
の
と
こ

ろ
、
急
に
お
し
ゃ
れ
に
な
っ
た
わ
。
考
え
て
み
て
。
あ
の
日
か
ら
よ
」

「
あ
の
日
か
ら
か
。
よ
く
見
て
る
な
」

「
あ
た
し
は
お
し
ゃ
れ
に
敏
感
だ
も
の
。
あ
な
た
と
は
違
う
わ
」

こ
の
二
人
、
互
い
に
言
い
た
い
こ
と
を
言
い
合
い
な
が
ら
、
ラ
ブ
ラ

ブ
で
あ
る
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
海
人
の
ほ
う
は
、
毎
回
の
こ

と
な
が
ら
、
一
回
で
演
技
に
O
K
が
出
た
。
少
女
の
ほ
う
は
、
ど
こ
と

な
し
に
不
器
用
な
感
じ
が
あ
っ
て
、
幾
度
か
監
督
に
や
り
直
し
を
さ
せ

ら
れ
た
。
し
か
し
彼
女
は
賢
く
て
、
注
意
さ
れ
る
と
、
二
度
目
に
は
き

っ
と
そ
れ
を
ク
リ
ア
し
、
三
度
目
に
は
、
さ
ら
に
よ
く
な
っ
た
。
一
を

聞
け
ば
、
十
も
二
十
も
三
十
も
知
り
、
自
分
で
考
え
て
肉
体
で
表
現
す

る
。
顔
つ
き
だ
っ
て
、
九
歳
に
し
て
は
、
ど
き
っ
と
す
る
ほ
ど
大
人
び

て
い
る
。
涼
し
い
視
線
が
海
人
に
注
が
れ
る
と
き
、
海
人
は
、
そ
の
目

に
吸
い
込
ま
れ
る
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
た
。

ず
っ
と
少
女
が
や
り
直
し
を
さ
せ
ら
れ
て
、
シ
ー
ン
3
が
永
遠
に
続

け
ば
よ
い
の
に
。
海
人
は
そ
う
願
う
。
し
か
し
少
女
は
、
短
い
間
に
、

集
中
力
の
高
い
す
ば
ら
し
い
演
技
を
こ
な
し
、
シ
ー
ン
3
は
、
予
定
の

時
間
を
だ
い
ぶ
残
し
て
、
早
々
に
終
了
し
た
。

「
お
疲
れ
様
で
し
た
」

鷹
堀
さ
ん
が
二
人
を
ね
ぎ
ら
っ
た
。

「
よ
く
何
度
も
が
ん
ば
っ
た
ね
。
佐
藤
さ
ん
。
海
人
く
ん
は
、
い
つ
も

な
が
ら
あ
っ
ぱ
れ
だ
。
フ
ァ
ン
の
人
た
ち
が
、
出
口
の
あ
た
り
に
い
っ

ぱ
い
い
る
。
帰
り
は
裏
口
か
ら
車
で
ね
。
ス
タ
ッ
フ
が
社
長
宅
ま
で
送

り
ま
す
か
ら
」

海
人
は
母
親
亡
き
あ
と
、
所
属
事
務
所
の
社
長
宅
に
、
一
室
を
与
え

ら
れ
て
住
ん
で
い
る
。

「
き
ょ
う
は
あ
ん
み
つ
の
差
し
入
れ
が
あ
る
ん
で
す
。
よ
か
っ
た
ら
ど

う
ぞ
、
食
べ
て
っ
て
く
だ
さ
い
」

「
あ
ん
み
つ
？　

珍
し
い
ね
。
誰
か
ら
の
？
」

海
人
に
は
、
い
つ
も
毎
回
、
見
知
ら
ぬ
ひ
と
か
ら
の
食
べ
き
れ
な
い

ほ
ど
の
差
し
入
れ
が
あ
る
。
食
べ
る
前
か
ら
も
う
お
腹
が
い
っ
ぱ
い
だ
。

「
今
回
、
老
舗
の
甘あ
ま

味み

処ど
こ
ろが

、
撮
影
に
協
力
し
て
く
れ
ま
し
て
ね
、
お

店
の
ほ
う
も
こ
れ
か
ら
使
わ
せ
て
も
ら
う
ん
で
す
が
、
今
日
は
そ
こ
か

ら
、
み
な
さ
ん
へ
っ
て
」

ス
タ
ジ
オ
を
出
た
待
合
室
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
、
女
性
ス
タ
ッ
フ
が

テ
ー
ブ
ル
を
並
べ
、
あ
ん
み
つ
の
カ
ッ
プ
や
お
茶
を
用
意
し
て
い
た
。

「
お
疲
れ
様
で
し
た
ぁ
ー
」

大
き
な
声
、
高
い
テ
ン
シ
ョ
ン
。
海
人
の
と
な
り
で
、
少
女
が
一
瞬
、

身
を
固
く
し
た
の
が
わ
か
る
。
彼
女
は
い
つ
も
、
静
か
な
家
で
暮
ら
し

て
い
る
の
で
、
撮
影
現
場
の
異
様
に
高
揚
し
た
雰
囲
気
に
、
さ
き
ほ
ど

か
ら
驚
く
ば
か
り
で
あ
る
。

赤
ん
坊
の
と
き
か
ら
、
こ
こ
の
空
気
を
吸
っ
て
大
き
く
な
っ
た
海
人

に
は
、
む
し
ろ
こ
う
い
う
の
が
日
常
で
あ
っ
て
、
学
校
だ
と
か
社
長
夫
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妻
の
家
の
ほ
う
が
、
し
ん
ど
い
演
技
を
求
め
ら
れ
る
場
所
に
な
っ
て
い

る
。
本
番
以
外
は
、
で
き
る
も
の
な
ら
、
誰
と
も
し
ゃ
べ
ら
ず
、
笑
い

も
せ
ず
、
無
口
に
座
っ
て
い
た
か
っ
た
。
一
人
に
な
れ
る
楽
屋
だ
け
が
、

唯
一
、
自
分
に
戻
れ
る
場
所
だ
。

「
黒
蜜
に
す
る
？　

白
蜜
に
す
る
？
」

ヒ
ト
と
い
う
ぬ
い
ぐ
る
み
を
着
た
よ
う
な
、
さ
き
ほ
ど
の
お
姉
さ
ん

が
、
二
人
に
向
か
っ
て
優
し
く
聞
く
。

少
女
は
即
座
に
黒
蜜
と
言
う
。
海
人
は
黒
蜜
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
、

ど
ん
な
も
の
だ
ろ
う
と
想
像
し
た
。
白
い
蜜
と
黒
い
蜜
。
色
が
違
う
こ

と
は
わ
か
る
け
れ
ど
も
、
死
ん
で
し
ま
っ
た
お
母
さ
ん
に
、
そ
ん
な
も

の
を
食
べ
さ
せ
て
も
ら
っ
た
こ
と
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
事
務
所
の
社

長
夫
妻
に
も
。

「
渋
い
選
択
だ
ね
、
黒
蜜
、
わ
か
っ
た
わ
！
」

お
姉
さ
ん
は
、
い
ち
い
ち
大
声
で
叫
び
な
が
ら
、
そ
の
場
を
懸
命
に

盛
り
上
げ
る
。

「
海
人
く
ん
は
？
」

「
お
れ
も
黒
蜜
」

そ
の
黒
蜜
が
、
と
ろ
り
と
か
か
っ
た
寒
天
を
食
べ
て
、
海
人
は
い
き

な
り
、
う
ま
っ
と
言
っ
た
。

初
め
て
少
女
が
笑
っ
た
の
で
、
海
人
は
大
変
な
偉
業
を
な
し
と
げ
た

よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
た
。

「
う
め
え
な
あ
、
こ
れ
」

こ
ん
な
も
の
を
、
わ
ざ
わ
ざ
う
ま
い
と
い
う
少
年
を
、
少
女
は
珍
し

い
も
の
の
よ
う
に
、
眺
め
や
っ
た
。

「
白
蜜
よ
り
、
こ
く
が
あ
る
じ
ゃ
な
い
、
だ
か
ら
、
わ
た
し
、
黒
蜜
の

ほ
う
が
好
き
」

「
こ
く
」
と
い
う
言
葉
が
、
心
に
し
み
て
き
て
、
海
人
は
少
女
の
横
顔

を
見
た
。

「
…
…
お
れ
、
初
め
て
だ
よ
、
黒
蜜
っ
て
」

思
わ
ず
、
ほ
ん
と
う
の
こ
と
を
言
っ
て
し
ま
う
。

「
う
ち
で
は
い
つ
も
黒
蜜
な
の
よ
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
大
好
き
だ
か

ら
」涼

や
か
な
少
女
の
口
元
が
、
サ
イ
コ
ロ
状
の
寒
天
を
す
る
す
る
と
す

い
こ
ん
で
い
く
。

少
女
は
、
テ
レ
ビ
を
付
け
れ
ば
う
る
さ
い
ほ
ど
出
て
く
る
、
わ
ざ
と

ら
し
い
演
技
を
す
る
こ
の
子
役
が
、
実
は
大
、
大
、
大
嫌
い
で
あ
っ
た

け
れ
ど
、
そ
の
子
が
い
ま
、
目
の
前
に
い
る
と
い
う
不
思
議
さ
に
取
り

込
ま
れ
て
、
ど
こ
が
ど
う
し
て
な
ぜ
嫌
い
な
の
か
を
、
じ
っ
く
り
観
察

す
る
体
勢
に
な
っ
て
い
た
。

黒
蜜
が
初
め
て
だ
と
言
う
。
そ
れ
を
聞
い
て
、
少
し
だ
け
だ
が
、
か

わ
い
そ
う
に
思
う
。

さ
き
ほ
ど
、
初
め
て
撮
影
を
終
え
た
少
女
は
、
は
っ
き
り
と
決
め
た

の
で
あ
る
。
自
分
は
も
う
、
こ
れ
を
最
後
に
、
こ
の
場
所
へ
は
来
な
い

と
い
う
こ
と
。
少
女
は
も
っ
と
綺
麗
な
空
気
が
吸
い
た
か
っ
た
し
、
空

を
見
た
り
木
を
見
た
り
花
を
見
た
り
し
た
か
っ
た
。
友
達
に
も
会
い
た

か
っ
た
し
、
そ
の
友
達
と
普
通
に
話
を
し
た
か
っ
た
。
道
を
ぼ
ん
や
り

一
人
で
歩
き
た
か
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
学
校
に
も
行
け
な
い
よ
う
な
状
態

の
海
人
に
、
最
後
に
何
か
、
言
い
た
か
っ
た
け
れ
ど
、
何
を
言
っ
て
い

い
か
、
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
食
べ
終
わ
っ
て
た
だ
、
胸
を
い
っ
ぱ
い
に

し
て
、「
ご
ち
そ
う
さ
ま
で
し
た
」
と
言
っ
た
だ
け
だ
っ
た
。

「
ま
だ
あ
る
よ
ね
。
お
れ
の
分
。
あ
と
ふ
た
つ
か
み
っ
つ
、
も
っ
と
く

れ
よ
」

女
性
ス
タ
ッ
フ
に
海
人
が
甘
え
て
い
る
。

「
わ
た
し
、
帰
り
ま
す
」

少
女
が
い
き
な
り
そ
う
言
っ
た
の
で
、
海
人
は
心
が
ち
ぎ
れ
た
よ
う

な
悲
し
み
を
覚
え
た
。
そ
こ
で
初
め
て
、
こ
の
子
の
名
前
、
何
だ
っ
け
、

と
思
っ
た
。
裕
美
子
、
い
や
、
違
う
。
そ
れ
は
役
の
名
だ
。
ほ
ん
と
の

名
前
は
何
だ
っ
け
。
さ
よ
な
ら
。
あ
あ
、
さ
よ
な
ら
。
少
女
は
海
人
に

背
を
向
け
る
。
遠
ざ
か
っ
て
い
く
そ
の
背
中
。
心
の
な
か
で
こ
っ
そ
り

言
う
。
お
れ
の
サ
イ
ン
、
ほ
し
く
ね
え
の
か
。 

〈
了
〉

小
池
昌
代　

K
o

ik
e

 M
a

sa
y

o

59
年
生
。
詩
人
・
作
家
。
女
子
生
徒
と
中
学
校
教
師
の
詩
を
通
じ
て
の
交
流
と
距
離
感
と
を
描
く
「
わ
た
し
た

ち
は
ま
だ
、
そ
の
場
所
を
知
ら
な
い
」（「
文
藝
」
09
年
春
号
）
や
『
裁
縫
師
』（
角
川
書
店
）
な
ど
、
大
人
に

も
子
ど
も
に
も
な
り
切
れ
な
い
人
物
の
も
ど
か
し
さ
を
巧
み
に
描
く
。
そ
の
他
、
詩
集
『
地
上
を
渡
る
声
』、
同

『
バ
バ
、
バ
サ
ラ
、
サ
ラ
バ
』、
短
編
集
『
タ
タ
ド
』
な
ど
。
若
い
読
者
に
向
け
た
詩
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
も
あ
る
。
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②
花
と
蜜

放
課
後
の
図
書
室
は
薄
暗
い
。
隣
に
立
つ
学
級
委
員
の
視
線
を
追
う

と
、
本
棚
の
奥
、
冬
の
気
配
に
沈
む
窓
辺
に
ち
い
さ
な
人
影
が
見
え
た
。

お
行
儀
悪
く
も
張
出
窓
に
腰
掛
け
て
い
る
の
は
、
四
時
限
目
に
あ
っ
た

「
読
書
の
時
間
」
の
先
生
だ
。
美
袋
先
生
は
私
た
ち
が
近
づ
く
ま
で
、

一
度
も
顔
を
あ
げ
な
か
っ
た
。
…
…
本
を
読
ん
で
い
た
の
だ
。
あ
の
、

こ
れ
、
持
っ
て
き
ま
し
た
。
先
生
が
仰
っ
た
ん
で
す
よ
、
私
た
ち
の
お

薦
め
の
本
を
知
り
た
い
っ
て
。
声
に
滲
ん
だ
呆
れ
が
判
っ
た
の
だ
ろ
う

か
、
学
級
委
員
が
私
を
見
る
。
美
袋
先
生
は
つ
と
笑
ん
で
、
静
か
に
お

礼
を
言
っ
た
。
そ
う
し
て
は
ら
は
ら
と
わ
ら
半
紙
を
め
く
り
な
が
ら
、

猫
み
た
い
に
喉
の
奥
で
笑
う
。

先
生
は
何
を
読
ん
で
い
た
の
。

そ
う
言
っ
た
学
級
委
員
の
声
は
ほ
の
か
に
震
え
て
い
た
。

『
蕨
ヶ
丘
物
語
』
で
す
。

色
の
あ
せ
た
表
紙
を
示
し
て
、
美
袋
先
生
は
私
を
見
た
。

転
入
し
て
き
た
女
の
子
を
見
て
、
読
み
返
し
た
く
な
り
ま
し
た
。

ど
き
り
と
し
た
。
け
れ
ど
美
袋
先
生
は
何
も
言
わ
な
い
。

た
だ
図
書
室
を
出
る
時
に
、
思
い
出
し
た
よ
う
に
暗
が
り
か
ら
声
が

差
し
の
べ
ら
れ
た
。

新
く
ん
、
学
級
文
庫
を
足
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

頷
い
て
戸
を
閉
め
る
学
級
委
員
の
手
に
は
、
い
つ
の
間
に
か
紙
包
み

が
抱
え
ら
れ
て
い
た
。
誰
も
い
な
い
教
室
の
窓
辺
へ
近
づ
く
と
、
学
級

委
員
は
紙
包
み
を
解
い
た
。
新
し
い
の
と
古
い
の
と
が
混
じ
っ
た
本
は
、

知
ら
な
い
も
の
ば
か
り
だ
っ
た
。
苦
い
呼
気
に
振
り
向
く
と
、
学
級
委

員
の
ぎ
ゅ
っ
と
結
ん
だ
口
が
見
え
た
。
私
の
、
ま
だ
一
人
だ
け
違
う
制

服
を
睨
ま
れ
た
気
が
し
た
。  

芹
生
じ
ゃ
な
く
て
、
お
れ
が
あ
の
人
に
あ
あ
い
う
風
に
本
を
薦
め
て

貰
え
た
ら
、
よ
か
っ
た
。
そ
う
し
た
ら
、
素
敵
だ
っ
た
の
に
。

黙
っ
て
い
る
と
（
吃
驚
し
た
の
だ
っ
た
）、
学
級
委
員
は
眉
を
寄
せ

た
。
ご
め
ん
、
気
に
し
な
い
で
。
せ
っ
か
く
だ
か
ら
、
何
か
持
っ
て
帰

れ
ば
。
早
口
に
言
っ
て
、
学
級
委
員
は
出
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
。 

ぼ
ん
や
り
と
困
惑
し
た
ま
ま
、
学
級
文
庫
か
ら
一
冊
を
引
き
抜
い
た

時
。
私
は
ふ
と
、
気
づ
い
た
。
転
入
し
て
き
て
か
ら
友
達
み
た
い
な
口

を
利
か
れ
た
の
は
初
め
て
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
。

次
の
日
、
学
校
へ
行
く
と
教
室
に
は
誰
も
い
な
か
っ
た
。
か
ら
り
と
軽
い
引
き
戸
を
閉
じ

る
と
、
古
い
本
の
よ
う
な
静
け
さ
が
満
ち
る
。

私
は
鞄
を
机
に
か
け
て
、
昨
日
学
級
文
庫
か
ら
引
き
抜
い
た
本
を
取
り
出
し
た
。
文
庫
本

よ
り
す
こ
し
細
長
い
か
た
ち
を
し
た
本
は
、
手
の
中
で
や
さ
し
く
開
く
。
私
は
す
す
ん
で
本

を
読
む
わ
け
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
昨
日
学
級
委
員
が
見
せ
た
気
持
ち
も
、
美
袋
先
生
が
し

て
い
た
よ
う
に
し
ん
し
ん
と
本
を
読
む
の
も
、
ふ
し
ぎ
だ
っ
た
。
歯
ざ
わ
り
の
柔
ら
か
い
も

の
を
食
べ
た
時
の
よ
う
に
。
美
袋
先
生
が
選
び
、
学
級
委
員
が
並
べ
た
本
の
ひ
と
つ
で
あ
る

そ
れ
は
、『
花
と
蜜
』
と
い
う
本
だ
っ
た
。
表
紙
に
は
何
も
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、

め
く
っ
て
み
て
初
め
て
そ
の
名
を
知
っ
た
。

チ
ャ
イ
ム
が
鳴
る
。
人
の
気
配
が
あ
ふ
れ
た
。
話
し
声
が
さ
ざ
な
み
と
な
っ
て
耳
に
触
れ
、

髪
や
肌
を
撫
ぜ
る
。
可
愛
ら
し
い
童
話
か
と
思
っ
て
い
た
『
花
と
蜜
』
は
、
頑
な
な
感
じ
の

す
る
本
だ
っ
た
。
深
い
緑
の
イ
ン
ク
で
写
し
取
ら
れ
て
い
る
の
は
虫
の
営
み
で
あ
り
、
見
慣

れ
ぬ
風
景
で
、
そ
の
中
に
ほ
ん
の
一
滴
分
の
夢
が
落
と
さ
れ
て
い
る
。
時
々
、
授
業
を
す
る

先
生
の
声
や
、
黒
板
を
チ
ョ
ー
ク
が
掠
る
音
が
身
体
に
ぶ
つ
か
っ
て
く
る
。
水
面
か
ら
顔
を

出
す
よ
う
に
本
か
ら
目
を
あ
げ
よ
う
と
す
る
け
れ
ど
、
い
い
か
ら
本
を
お
読
み
な
さ
い
と
囁

か
れ
る
の
に
甘
え
て
ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
た
。

…
…
い
つ
し
か
本
は
、
終
わ
り
に
さ
し
か
か
っ
て
い
た
。
私
は
一
度
本
を
読
み
さ
し
、
目

を
瞑
る
。
や
や
あ
っ
て
目
を
開
い
た
時
、
机
に
伸
び
た
本
の
影
が
ふ
る
り
と
身
震
い
し
た
。

立
て
て
置
い
た
本
に
、
ち
ょ
う
ち
ょ
が
と
ま
っ
て
い
る
の
だ
っ
た
。
毒
々
し
い
色
を
し
た
翅

が
瞬
い
て
は
揺
れ
る
。
そ
の
度
に
ち
ょ
う
ち
ょ
は
艶
を
失
い
、
濡
れ
た
翅
の
色
は
薄
ら
ん
で
、

触
れ
れ
ば
千
切
れ
そ
う
に
寄
る
辺
な
い
翅
の
輪
郭
が
硬
く
な
る
。
そ
れ
は
、
涙
が
枯
れ
て
い

く
様
に
似
て
、
見
つ
め
る
だ
け
で
喉
が
渇
い
て
痛
い
。
あ
、
あ
、
と
思
う
う
ち
に
翅
は
紙
の

色
に
染
ま
り
、
ち
ょ
う
ち
ょ
と
本
は
一
つ
に
繫
が
れ
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
時
、
が
た
が
た
と
乱
暴
な
音
が
し
た
。
振
り
向
く
と
、
引
き
戸
の
向
こ
う
か
ら
知
ら

な
い
先
生
が
顔
を
覗
か
せ
て
い
る
。

「
あ
な
た
、
ど
う
し
た
の
。
今
日
は
お
休
み
で
し
ょ
う
。
祝
日
で
す
よ
」

早
く
帰
り
な
さ
い
ね
と
言
う
声
に
辺
り
を
見
回
す
と
、
教
室
に
い
る
の
は
本
当
に
私
ひ
と

り
き
り
だ
っ
た
。
窓
か
ら
は
、
昼
の
燦
々
と
し
た
ひ
か
り
が
明
る
く
こ
ぼ
れ
て
い
た
。

お
そ
る
お
そ
る
目
を
落
と
し
た
本
に
は
、
ち
ょ
う
ち
ょ
が
時
を
止
め
て
佇
ん
で
い
る
。
お

よ
そ
夢
で
は
な
い
は
ず
な
の
に
。
触
れ
る
と
、
ち
ょ
う
ち
ょ
の
翅
は
本
物
の
紙
の
よ
う
に
指

を
押
し
返
し
た
。
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と
い
う
突
飛
な
行
動
に
出
て
、
逮
捕
さ
れ
て
し
ま
う
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
維
新
に
よ
る
「
夜
明
け
」
が
木
曾
谷
に
は
訪
れ
な
か
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
徳
川
時
代
の
木
曾
の
宿
場
は
、
参
勤
交
代
を
中
心
と
し
た
接
客
業
で
生
計

を
立
て
て
き
た
。
維
新
で
経
済
が
立
ち
ゆ
か
な
く
な
っ
た
木
曾
の
村
々
は
、
林
業
に

望
み
を
託
し
、
山
林
へ
の
入
山
権
を
求
め
て
嘆
願
書
を
出
す
。
が
、
県
は
村
民
の
自

由
な
森
林
伐
採
を
許
さ
な
か
っ
た
。
民
衆
の
先
頭
に
立
っ
て
奔
走
し
た
半
蔵
は
、
乱

の
首
謀
者
と
し
て
戸
長
（
旧
庄
屋
）
の
職
を
解
か
れ
て
し
ま
う
。

思
想
的
に
右
翼
っ
ぽ
い
半
蔵
が
、
左
翼
的
と
も
い
え
る
住
民
運
動
の
先
頭
に
立
つ
。

そ
こ
が
こ
の
小
説
の
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
な
ん
だ
け
ど
、
要
す
る
に
半
蔵
は
四
十
代

に
し
て
、
右
と
左
、
両
方
か
ら
の
挫
折
を
味
わ
う
の
だ
な
。

以
後
の
半
蔵
は
腑
抜
け
も
同
然
の
状
態
に
な
り
、
晩
年
に
は
寺
に
火
を
放
つ
な
ど

の
奇
行
ゆ
え
に
座
敷
牢
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
。「
お
前
た
ち
は
、
俺
を
狂き
ち
が
い人

と
思
っ

て
く
れ
る
か
」「
わ
た
し
は
、
お
て
ん
と
う
さ
ま
も
見
ず
に
死
ぬ
」
な
ど
の
言
葉
を

残
し
て
五
六
年
の
生
涯
を
閉
じ
た
半
蔵
。
藤
村
は
「
慨
世
憂
国
の
士
を
も
っ
て
発
狂

の
人
と
な
す
、
豈あ

に
悲
し
か
ら
ず
や
」
と
い
う
父
の
言
葉
を
自
著
で
引
用
し
て
い
る

そ
う
だ
（
猪
野
謙
二
に
よ
る
岩
波
文
庫
版
の
解
説
）。

五
平
餅
や
栗
き
ん
と
ん
ア
イ
ス
と
同
列
の
馬
籠
宿
の
観
光
資
源
と
し
て
消
費
す
る

に
は
あ
ま
り
に
重
い
。〈
木
曾
路
は
す
べ
て
山
の
中
で
あ
る
〉
よ
り
〈
お
て
ん
と
う

さ
ま
も
見
ず
に
死
ぬ
〉
の
ほ
う
が
重
要
で
し
ょ
う
、
作
品
的
に
は
。

な
ん
だ
け
ど
、
晩
年
の
青
山
半
蔵
の
「
発
狂
」
に
つ
い
て
は
再
検
証
が
必
要
だ
ろ

う
。
不
眠
、
幻
聴
、
幻
覚
、
妄
想
、
そ
し
て
徘
徊
。
小
説
の
中
で
は
と
り
わ
け
座
敷

牢
の
中
の
半
蔵
が
〈
自
分
の
屎く
そ
を
摑
ん
で
い
て
、
そ
れ
を
格
子
の
内
か
ら
投
げ
て
よ

こ
し
た
〉
こ
と
が
衝
撃
的
に
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
そ
う
、
ア
ル
ツ
ハ
イ

マ
ー
型
認
知
症
（
年
齢
か
ら
い
け
ば
若
年
性
の
）
の
症
状
に
近
い
の
だ
。
も
し
そ
う

な
ら
、
御
一
新
へ
の
絶
望
と
晩
年
の
「
発
狂
」
の
間
に
因
果
関
係
を
求
め
る
の
は
無

理
が
あ
る
。
と
い
う
か
、
認
知
症
の
人
を
座
敷
牢
に
閉
じ
込
め
た
時
代
こ
そ
「
夜
明

け
前
」。
木
曾
路
の
話
は
木
曾
路
の
中
で
は
完
結
し
な
い
の
で
あ
っ
た
。

〈
木き

曾そ

路じ

は
す
べ
て
山
の
中
で
あ
る
〉。た
い
へ
ん
に
有
名
な
島
崎
藤
村『
夜
明
け
前
』

（
一
九
三
五
年
）
の
書
き
出
し
で
あ
る
。

岐
阜
県
と
長
野
県
の
県
境
に
位
置
す
る
木
曾
一
一
番
目
の
宿
・
馬ま

籠ご
め

（
岐
阜
県
中

津
川
市
）。
こ
こ
が
『
夜
明
け
前
』
の
舞
台
で
あ
る
。
山
の
中
を
ゆ
く
旧
中
山
道
と

は
別
に
、
現
在
は
木
曾
川
沿
い
の
狭
い
土
地
を
奪
い
合
う
よ
う
に
し
て
J
R
中
央
本

線
と
国
道
19
号
線
が
走
っ
て
い
る
。
場
所
は
単
な
る
背
景
と
い
う
小
説
も
少
な
く
な

い
な
か
、『
夜
明
け
前
』
は
正
真
正
銘
の
ご
当
地
文
学
だ
。

も
っ
と
も
、
じ
ゃ
あ
こ
の
本
を
全
巻
読
破
し
た
人
が
ど
の
く
ら
い
い
る
か
と
な
る

と
、
い
さ
さ
か
心
許
な
い
。
な
に
し
ろ
文
庫
本
に
し
て
全
四
冊
の
大
作
だ
し
、
い
ま

急
い
で
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
必
然
性
は
感
じ
ら
れ
な
い
し
…
…
。

し
か
し
、
も
し
読
む
な
ら
「
い
ま
が
チ
ャ
ン
ス
だ
!
」
と
い
っ
て
お
こ
う
。『
夜

明
け
前
』
は
幕
末
維
新
、
そ
れ
も
地
方
か
ら
見
た
御ご

一い
つ

新し
ん

（
明
治
維
新
の
こ
と
）
を

描
い
て
い
る
か
ら
だ
。
政
権
交
代
、
国
家
と
個
人
、
地
方
と
中
央
、
官
と
民
。「
変

革
の
時
代
」
を
考
え
る
に
は
ピ
ッ
タ
リ
な
素
材
な
わ
け
。

物
語
は
馬
籠
宿
の
本
陣
問
屋
庄
屋
を
兼
ね
た
家
の
当
主・青
山
半
蔵
（
藤
村
の
父・

島
崎
正
樹
が
モ
デ
ル
と
い
わ
れ
る
）を
主
人
公
に
、黒
船
が
来
航
し
た
一
八
五
三（
嘉

永
六
）年
か
ら
、日
本
が
近
代
国
家
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
は
じ
め
た
一
八
八
六（
明

治
一
九
）
年
ま
で
を
、
中
央
の
動
き
を
か
ら
め
な
が
ら
追
う
。
ご
く
単
純
化
す
れ
ば
、

『
夜
明
け
前
』
は
御
一
新
へ
の
期
待
を
裏
切
ら
れ
、
絶
望
の
中
で
死
ん
で
い
っ
た
一

地
方
知
識
人
の
悲
劇
的
な
生
涯
を
描
い
た
小
説
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

問
題
は
し
か
し
、
彼
が
何
に
期
待
し
、
何
に
絶
望
し
た
の
か
だ
。

新
政
府
に
対
す
る
半
蔵
の
絶
望
は
二
つ
あ
っ
た
。

ひ
と
つ
は
王
政
復
古
の
夢
が
破
れ
た
こ
と
。
平ひ
ら
田た

篤あ
つ
胤た
ね
や
本も
と
居お
り
宣の
り
長な
が
に
心
酔
す
る

青
山
半
蔵
は
、
わ
か
り
や
す
く
い
う
と
思
想
的
に
は
右
翼
に
近
い
。
維
新
で
彼
は
い

わ
ば
日
本
が
古
代
の
よ
う
な
「
天
皇
を
中
心
と
し
た
神
の
国
」
に
な
る
と
思
っ
た
の

だ
。
し
か
し
、
明
治
政
府
は
西
欧
列
強
を
手
本
に
し
た
近
代
化
へ
の
道
を
選
ん
だ
。

失
望
し
た
半
蔵
は
、
明
治
天
皇
の
行
列
に
和
歌
一
首
を
し
た
た
め
た
扇せ
ん

子す

を
投
げ
る

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
。

『夜明け前』
（岩波文庫）

19

旧
作
異
聞ご

当
地
文
学
篇
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▼すっかり秋めいて、どころか着込むことなしに過ごせぬ寒さで時
の早さを感じつつ、秋号をお届けします。▼金原氏のデビューから
6年、野崎氏『赤ちゃん教育』から 4年、子育て対談に臨んでいる
と月日の経過が身にしみます。▼ぼくが編集室に拾われてからもも
う２年。そこで暖めてきた若手中心の増刊号が、もうすぐ発売。 （K）
▼表紙をお願いしたのは「モーニング・ツー」掲載「草子ブックガ
イド」の玉川重機さん。古書店からこっそり本を「借り」、感想メ
モを挟んで返す同作の主人公（＝表紙の娘）は、WBにもぴったり
でした。本編の二話目も執筆中とのこと、待ち遠しいです。 （Ic）
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絶
対
兵
対
兵
対

役
拒
否
拒
否
拒

宣
言❽
宣
❽
宣
言❽言

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、自分と書店を繫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、本誌デザイナーとと
もに、書店を訪ねてみました。第二回は、オリオン書房ノルテ店・白川浩介さんと、若きデザイナーmomokoさんです。

POP
リノベ～ション

❷
「服従の心理」

著・スタンレー・ミルグラム
訳・山形浩生

「影響力の武器［第二版］
なぜ、人は動かされるのか」
著・ロバート・B.チャルディーニ

訳・社会行動研究会

「影響力の武器［第二版］

白川さんが選んだのは、上の２冊。
「両方とも、ある状況に置かれた人間
が、本来望んでいない行動すらも選択
してしまう、という人間心理を考察し
たものです。POPという販促ツール
を考えるにはちょうどいいかなと」。
この日の打ち合わせは、内容が一目

でわかるデザインにすると決まったと
ころで終了。momokoさん、がんばれ！

出来上がったのが、下の図。２匹のウサギが「当然の選択」をするなか、1匹だけ
が裏道を通りました。「言葉であおるのとは違うやりかたで、見たひとを、本の内容
に導入したかった」とmomokoさん。ここではお見せできませんが、完成品にはさ
らなる仕掛けがあります。ぜひオリオン書房ノルテ店に足を運んでみてください！

そして数日後、ラフが届きました（右
図）。脳を模した迷路の先にあるニンジ
ンをめざして、ウサギたちが悩んでい
ます。いったいどのルートを通ると早
いのでしょう？

が、本来望んでいない行動すらも選択

たものです。POPという販促ツール
を考えるにはちょうどいいかなと」。

でわかるデザインにすると決まったと

?

?

?

本当に賢い者は、常識と人間心理の裏をつく

!
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ぼくは暗い空間にいる。
謎の少女に手をつかまれて、突然あらわれた穴に引っぱり込
まれた。現実感のない空間で、ぼくはただ呆然としている。
なぜか全裸だ。服が消えている。
ぽんっ ! 　おもちゃのように世界が生まれた。と思った。た

だセカイが一瞬光っただけだった。
「助かりたいのなら、これを読みなさい」
声がする。ふりかえる。透明な少女だ。彼女も全裸だ。この
暗闇の中では光っているようにすら見える。
何が起こったのか。どうなっているのか。混乱と興奮の呪縛
から逃れて、正気にもどったときには、少女は消えている。
そして、ぼくの手には本とカードが残されている。
アゴタ・クリストフ『悪童日記』（ハヤカワ epi文庫）
読むしかないのだろう。本を開いてみた。短い章に区切られ
た断片。断片が積み重なるようにして生み出される物語。
ぼくらは〈大きな町〉からやって来た。
主人公は、双子の兄弟。ぼくらは、お互いに殴り合う。最初
は平手打ち、次には拳骨パンチ。体を鍛える訓練だ。
ベルトで打ち合う。ナイフを突き立てる。痛みを感じないた
めの訓練だ。互いに悪口を言い合う。精神を鍛える訓練だ。
乞食の練習をする。断食の練習をする。盲と聾の練習をする。
残酷なことの練習をする。騙す。万引きをする。恐喝をする。
人を殺す。
ぼくらは、正しくはない。だけど、ぼくは、ぼくらの行動を、
だからといって、ダメだとは思えない。
基本的に「ぼくら」はいつも一緒にいて、「ぼくは」ではな
くて「ぼくらは」で語られる。だから「ぼくら」は、読んでる
ぼくにとって、それぞれの個性を持つ別々の二人に思えない。
けれども、かといって二人がそっくりな同じ存在とも

思えない。なにやら、一人なのに二人であるような奇妙
な感じが読む気持ちをざわざわさせる。
そうだ。読んでいる間、ずっとざわざわしていた。こ
の不可思議な状況で読んでいるからというわけじゃない。
読んでいる途中で、ぼくはそんなことを忘れていた。こ
こに描かれる双子の冒険に夢中になっていた。
ざわざわとさせられるのは、何故だろうか。
文章だ。ここに書かれている文章には、ひとつのルー
ルがある。内容は真実でなければならない。というルー

ルだ。“ぼくらが記述するのは、あるがままの事物、ぼくら
が見たこと、ぼくらが聞いたこと、ぼくらが実行したこと、
でなければならない” というルールだ。
だから「おばあちゃんは魔女に似ている」と書くことは禁

じられており、「人びとはおばあちゃんを〈魔女〉と呼ぶ」
と書くことになる。「彼は親切だ」も許されない。実は親切
じゃないかもしれないからだ。「彼はぼくらに毛布をくれ
る」というように実際にあったことを書く。「クルミの実が
好きだ」もダメ。好きという語は精確さと客観性に欠けてい
るからだ。
だから、ここに描かれているのは事実の断片だ。その並び

から、ぼくが、勝手にざわざわしてしまう。勝手にあれこれ
感じてしまう。勝手に、涙を流しているのだ。
読み終えて、読んでいた世界から抜け出すと、ぼくの手に

本はない。本は、形を変えて、ぼくの鎧になっている。
鎧 ?

ぼくの周囲を囲っていた黒い壁がパターンと四方に倒れ、
色鮮やかな世界が現れる。
闘技場だ。
鎧を着たぼくは、自分の上に覆い被さる影に気づく。首を

ひねって後ろを見ると、牛の頭を持つ巨人が立っている。巨
大な棍棒を持って立っている。
気を失いそうになった。牛男は、ぼくめがけて棍棒を振り

下ろした ! 
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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。

きみにとって、子役といえば誰？ 

まあ最近だとやはり、自動車メーカーの CMでおなじみ
の「こども店長」っていう声が多いのかな。

NHKの大河ドラマ『天地人』でブレイクし『かつおぶし
だよ人生は』で歌手デビューも果たした彼は、カレーライス
の「中辛」が大好物らしい。
 『こども役者　加藤清史郎のきもち』という写真＆作文集に
書いてあったんだけど、それを知って思わず、つぶやいてし
まったよ─「おまえ、もう『中辛』なのか！？」って。
だって、二〇〇一年生まれの小学二年生ですよ（そもそも
その年でなんで店長になれるのって話もあるけど）。
じつは、ぼくも劇団ひまわりの子役出身で、小学五年生の
とき NHKの教育テレビにレギュラー出演したこともある。
でも八歳のころは……まだまだ甘口だったはず。
ぼくの激辛好きのルーツは、NHK放送センターの近くに

あった「ボルツ」のカレー。「インド人もびっくり」な辛さ
で有名だったけど、げきからぶんがくにゅうもんを読んで、
「天地人もびっくり」してくれたらいいのになあ。

というわけで、今回の本は、戌
いぬ

井
い

昭
あき

人
と

さんによる『まずい
スープ』。表題作のほか二作品（「どんぶり」「鮒

フナ

のためいき」）
を収録する、いい意味でデタラメな短篇小説集だ。
どれも食べ物にまつわる馬鹿話だけど、「まずいスープ」
にだけはナイスな子役キャラが登場する。
名前は幸

こう

輔
すけ

、小学四年生。大学を中退したばかりの主人公
（おれ）がバイトしてる、浅草にある団子屋の一人息子だ。
母子家庭ながらもたくましく育ち、空手教室に通っている。
母親に生意気な口もきくけど、お好み焼きを焼く天才……。
お行儀はよろしくないものの、〈こんな風にお好み焼きを
焼ける幸輔は多分辛抱強い奴なんだな〉とする主人公の観察
が正しいのならば、そんな小四男子の〈可

か わ い

愛くない〉言動も
せつない「演技」に思えてくる。
舞台は、東京の台東区にある浅草～上野。

タイトルにもなっている件、どんだけなのか説明しておく
と、まるで〈魚の収まっている発泡スチロールの中で溶けて
いる氷を煮込んだような暴力的なまずさ〉とのこと。
主人公の父親は、かくも恐ろしい「魚のアラ煮」を家族に
ふるまったその日、サウナへ行くと言ったきり、行方不明に
なってしまい……。意外と短い期間（いわゆる年末年始）の
話なのに、次々と意表を突いたエピソードが語られてゆく。
と・に・か・く、父親のデタラメさが半

ハン

端
パ

ねぇのですが、
こたつで酒におぼれるあまり「血の池地獄」を味わう母親も
すごいし、何かにつけアイスを食べたがる女子高生の従

い と こ

妹も
すばらしい。フリーターの主人公も、父親に「隠し子」（腹
違いの妹でアメリカ人！）がいたと知っても怒らないし。
笑ってる場合じゃないのにあっけらかんと笑ってられる、

この「家族」の得体の知れなさ。そこには、自由がある。
 「駒形どぜう」（どじょう料理の老舗）のかわりに入った油
まみれの〈禁断〉の中華屋で、「まずい方が美味いよりもイ
ンパクトがあるよね」とか「まずいものって、実は世の中に
そうそうないんだね」とか、主人公たちが店主にも聞こえて
しまう声の大きさで会話するシーンなんか、最高に面白い。
大麻取締法にふれる事柄や、ちょいエロな台詞も含まれて

いるけど、（小学生からでも）落語みたいに楽しめる。
そそっかしくておっちょこちょいな登場人物たちも、自分

たちの人生を受け入れ、楽しんでるふしがある。
〈家
うち

はモラルも常識もないのだけれど、家族の体
てい

裁
さい

は不思議
と保
たも

っていた。それは物凄く危
あや

うかったけれど、無理して保
っている感じではなくて、骨組みがゆらゆらなビルのようで
はあったが、意外にバランスがよくて、崩れ落ちたりはしな
かった〉という人間関係ゆえに。
ゆる～い感じが、うらやましい！ 「味覚」もゆさぶられる、
ゆるキャラならぬ、ゆるファミ小説の傑作だ。
ちなみにぼくは、読んでるうちに、タコを使ったカレー鍋

（和風かつおだし）を作りたい気持ちになりました。
というか、幸輔くんにも、食べさせてあげたいな。

第02回 『まずいスープ』の幸輔
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─某月某日、都内の某ファミレスにて :
新城「（ケータイにむかって）や、ごぶさたです。ええ、あっというまに3ヶ月も経っちゃって。……そ
うなんですよ、このエッセイでは書物や図書館の未来を考えていこうと思っていたら、次から次へと新
しい動きがあって、追いかけるだけで大変です。例のグーグル・ブック検索問題も、アメリカの法廷で
揉めまくったりヨーロッパや中国で反対の動きが本格化したり……アマゾンの電子書籍購読マシン『キ
ンドル』も話題になってますし……グーグルも負けじと安価で高速なオンデマンド製本機『エスプレッ
ソ』を開発した会社と提携して、著作権切れの作品をその場で書籍にします、と言い出したり……あ、
それにセカイカメラも始まりましたね。そうです、iPhoneで見ることのできる仮想のメモ（『エアタグ』
というんですけど）を、自分の好みの場所にぺたぺた貼り付けていく、という例のあれです。他にも、
3次元プリンタ技術が気になって調べてるんですが……ツイッターも注目を浴びたり、ボーカロイドも
日々進歩したり、お台場にガンダムが立ったり、立体テレビがもうじき実用化されそうだったり、政権
交代が起きちゃったり。なんだかもう、未来のほうが一斉に僕らの現実へ押し寄せて来ちゃった、みた
いな」
B「あら、よく気がついたわね」
新「わあ何だ何だ、どうも窮屈だと思ったら、いつのまに隣の席に。それにしても君は……ていうか、
君たちは誰？」
B「（3冊そろって）私たちは未来の書籍、名付けてeシスターズよ。見ればわかるでしょ」
新「なかなか無茶を言うキャラだな、今回のは。連載第2回にしてこれとは、先が思いやられる。まあ
いいや。今ちょっと忙しいんだ、エッセイで採り上げたい出来事がたくさんありすぎて、どれについて
語ろうか慎重に考えないと」
B「（5冊同時に）なにを言ってるの。あんたがさっき口にしてた話題って、ようするに一つだけじゃな
いの、ないの、ないの！」
新「（エコーに眉をひそめつつ）そんなことないだろ。グーグル裁判とキンドルとエスプレッソは関連
あるけど、ツイッターとセカイカメラと3次元プリンタとお台場ガンダムと立体テレビと政権交代は全
然別の」
B「（9冊が一斉に）あーあ、わかってないのねえ。ま、だからこそ私たちがわざわざ来てあげたんだけ
ど。感謝しなさいよいよいよよよよよよ」
新「……どうでもいいけど、どうして君たち、さっきから人数がどんどん増えてるの？」
B「（24冊が順番に）まだ解らないの？　私たちはeシスターズ―オンデマンド製本機エスプレッソ
で次々と生み出される、この世に一冊だけの書籍の集まりなのよ。あんたの時代には、あの機械はまだ
10万ドルもしたけれど、日本のメーカーがいろいろ努力したおかげで、999ドルにまで値下がりしたの」
新「え、ということは……印刷と製本を全自動でやってくれる機械が、一台たったの9万円！？」
B「（70冊全員で）円高が進んだから、もうちょっと安いけどね！！！！！」
新「（大音響に耳をふさぎつつ）よけいに凄い！　パソコン並みの安さじゃないか！」
B「（200冊が輪唱で）ま、高級品は未来でも90万円台よよよよよ。でもでもでも、重要なのはそこじ
ゃないの。あんたが気にしてる3次元プリンタをはじめ、立体テレビも、セカイカメラも、ツイッターも、
すべて本質はオンデマンド製本機と同じ。情報をくりかえし好きなだけコピーできるだけじゃなく、く
りかえし好きなだけ実体化させて印刷物や立体物にしたり、また情報に戻したり、文字を音楽にしたり、
音楽を映像にしたり、それを地球の裏側へ送信して、そこでまた印刷物に戻したりできるるるるる！ 
これぞ未来の書籍……いいえ、未来のショセキ！　私私私たちはもはや単なる物体でもなければ情報で
もない！　物体と情報のあいだを何度でも自由に行き来できる状態そのものなのっっっ！」
ウェイトレス「（大音響の中、次々とレジへむかって逃げ出してゆく他の客たちを、不安げに横目で確認
しつつ）あのー、お連れの方がまだ増えるようでしたら、追加の椅子お持ちしますけど」
新「あ、ご心配なく。もうじき終りますから。―なるほど、ようやく解ってきたぞ。これまで書籍と
いえば、情報が一回っきり物体になる、つまり印刷しちゃったらそれきり変更できなかった。一方ネッ
トの情報は変更自由だったけど、手軽に物体化できなかった。未来では、この二つの世界の便利な性質
が一つになるわけだ。専門用語で表現するならば、有体物と無体物の安価な相互反復変換が技術的に可
能になった、あとは法律の整備さえ済めば……あ、だから政権交代も書籍の未来に関係してくるのか」
B「（9万9999冊になって）難しい言い回しはNGよ！　このエッセイは若い子も読んでるんだかららら！」
新「いやいや、子供を子供扱いしちゃダメだよ。今はいくらだって調べる方法はあるんだ。それこそ図
書館やネットでね。さて、というわけで今回おすすめの本は、これにしよう：
『伝奇集』
ホルヘ・ルイス・ボルヘス（岩波書店）

この中に収められている短篇『トレーン、ウクバール、オルビス・テルティウス』は、ま
さにそういう話なんだ。情報がどんどん増えながら現実世界と区別がなくなり、そしてつ
いには――」
（その時とうとう100万冊を超えた未来の書籍によってファミレス店内は満杯になり、窓
ガラスが割れて新城カズマとウェイトレスと無数のeシスターズは凄まじい勢いで大通り

へと溢れ出し、しかしそれでも書籍の増殖は止まらず、このフリーペーパー『WB』全面を覆ってしまい、
そしてついには―）

第 0 2 回 ◉ 未 来 の 書
籍 が や っ て 来 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、『ラ
イトノベル「超」入門』『物語工学論』等の評論も
手がける。ブログ「 散 歩 男爵 」「twitter（id:
SinjowKazma）」も鋭意更新中。今秋より新作長篇『15
× 24』を連続リリース。

QNE-PP02
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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。

『蜘蛛の糸』
芥川龍之介

お釈迦様ってヒドイ。

「こおろぎ嬢」
尾崎翠（『ちくま日本文学 4　尾崎翠』収録）

「パンよりも、霞を食べて暮
らしたい」。

『蕭
しよう

々
しよう

館
かん

日
にち

録
ろく

』
久世光彦

きっと、芥川に恋をする。

『もの食う人びと』
辺見庸

食べることは業である。

あなたの「オススメ」をつくりませんか？
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私の勤める新宿区立大久保図書館は、コリアン
ショップが軒を連ねる大久保通り沿いに位置して
います。英語、韓国語、中国語資料も所蔵して、
年に一度、子ども向けに韓国語によるお話会を開
催するなど、ささやかながら多文化サービスを行
っているのが特色です。
さて今日は、私のだいすきな小説から、“まだ
大人でもなければ、もう子どもでもない” ヤング
アダルト読者におすすめしたい 5冊を紹介した
いと思います。
まずは、児童文学作家として、子どもや若者の
心の機微を描きつづける岩瀬成子『あたしをさが
して』。主人公「あたし」の意識を細やかに綴る
文章が魅力です。むしろ「あたし」に集中しすぎ
て、話がどんどんずれていってしまうほど。物語
として何が起きているのかよくわからない、悪い
夢がずっと覚めないでいるかのようです。けれど、
「自分の見ている世界が、どれほどの客観性をも
っているだろう？」と不安になったときに読めば、
深く響くものがあります。現在絶版ですが、この
本に限らず絶版本こそ、図書館にあたってみてく
ださい。その図書館では未所蔵であっても、他館
と連携して取寄せが可能な場合もあります。
同じく「あたし」の意識が強力に作品にはりつ
いて見える、でも、まったく対照的な作品として、
SF作家・新井素子『グリーン・レクイエム』が
あります。2007年にはなんと 3冊も復刊、手に
入れやすくなりました。短篇集『窓のあちら側』
（出版芸術社）、イナアキコの挿絵つき児童書版

『グリーン・レクイエム』（日本標準）、続篇「緑
幻想」収録の文庫版『グリーン・レクイエム／緑
幻想』（東京創元社）。主人公・嶋村信彦は、子ど
もの頃に緑色の髪をした女の子に出会った記憶の
ある、植物学を研究する青年ですが、ある日、記
憶の中の女の子と瓜二つの娘に恋をします。もど
かしく運命的な初恋、グリーン・レクイエムの曲
にこめられた愛の意味、そして「緑幻想」にいた
っては、壮大な愛が語られることになります。
『スリースターズ』は、ヤングアダルト作家とし
て第一線で活躍中の梨屋アリエによる、危険でせ
つない作品。まったく環境の異なる 3人のティ
ーンの女の子たちが、携帯サイトを通じて出会い、
テロをたくらむ。鬱屈した日常、友達関係、自分
の中の悪意―。少女たちの、自分が救いを求め
ていることすら気づきたくないという高慢さや繊
細さを鋭く描く傑作です。結末に至って、その鋭
さは、優しさなんだってことがわかります。
「女の子の日常を描いた作品を読みたいけれど、
なんだか飽きちゃった」と贅沢な悩みをもつこと
があるのですが、そんなときには鹿島田真希『一
人の哀しみは世界の終わりに匹敵する』を。バレ
ンタイン、クラス替え、女子高生の妊娠というモ
チーフは、いかにも “青春もの” ではありますが、
その描き方がもう聖書みたいなのです。特に「天・
地・チョコレート」は、とんでもなくかっこいい
し、“少女の日常” が違って見えてきます。
最後は、ピュアフル文庫より『金原瑞人 YAセ

レクション　みじかい眠りにつく前に』全 3巻。

各巻に 10作品を収録。執筆者には、児童文学や
ヤングアダルトというジャンルで活躍し、ジャン
ルが持つテーマや手法を極め深めるように活動す
る作家もいれば、大人の小説をメインに書いてい
る作家もいます。このセレクトには、長年ヤング
アダルト作品を紹介してきた金原瑞人の立ち位置
がよく表れています。ヤングアダルトというジャ
ンルの独自性を認めつつもそこに縛られるのをよ
しとしない、かといって、このジャンルを一般書
よりも低く見つもったりはしない、ということ。
大人や子どもの定義を根本から考えはじめると、

雲を摑むように見えなくなってしまうヤングアダ
ルト。児童書と一般書が混在するなかでの棚作り
は、図書館員にとって頭の悩ませどころでもあり
ますが、やりあっていく一つの指標にもなるのです。

『あたしをさがして』
岩瀬成子

逃亡、もしくは追跡

『グリーン・レクイ
エム／緑幻想』
新井素子

あたしの正体、あたしの愛

『スリースターズ』
梨屋アリエ

ガールズ・テロリスト

『一人の哀しみは世界
の終わりに匹敵する』
鹿島田真希

学園を異世界にする

『金原瑞人YAセレクション 
みじかい眠りにつく前に』
金原瑞人編

YAの魅力をぎゅっと凝縮
新宿区立大久保図書館・司書

安竹希光恵さん

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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んじゃう子どもが出てきますよね。その子が、お父さんのことをとても
大事に思っていて、いつも手をつないで散歩している。自分に子どもが
できたせいか、その辺の描写がどうしても目に飛び込んできてしまう。
金原　ある視点ができたって感じですよね。私も妊娠しているときには、
街に妊婦さんがどっと増えたように、たくさん目に入ってくるんです。
出産したらしたで、同じくらいの子どもを連れているひとがたくさん視
界に入る。
野崎　それを聞いて安心しました（笑）。ぼくは子どもができる前は猫
がすごい好きだったんで、そのときは映画も小説もまず猫から見ちゃっ
て。
金原　それなのに「いまは猫はかなりどうでもよくなった」ってひどい
話が『赤ちゃん教育』の中にも（笑）。
野崎　いやー、最近は子どもがかわいがってくれるようになりました
（笑）。自分の立場で見え方が変わってくるのは、もう仕方がないし、む
しろそれによっていままでと違う視点が楽しめるのがいいかなあ、と思
うんですよ。スタンダールの『赤と黒』を翻訳していたときに、こうい
うことがあったんです。主人公のジュリヤン・ソレルは最初に人妻と関
係して、それがまずくなるとパリに移るような奴なんですけれど、今度
は貴族の娘と関係する。すぐに子どもができるんですね。するといきな
り父親の自覚をもって、「息子が産まれたら結婚しましょう」なんていう。
でもなぜ息子とわかるのか。
金原　まだ妊娠したばっかりなのに。
野崎　そう思いこんでいるんですよ、周りの人間もみんな。
金原　誰も「女かもしれない」といわないんでしたっけ？
野崎　そうなんです。自分に子どもができたからといって、その謎がと
けたわけじゃないんですが、でもいままで考えてもいなかったことが引
っかかってくるようになる。あと、ぼくは幼いころそれほど熱心に絵本
を読んだ記憶がなくて、やはり子どもができてから絵本の世界を体験し
たんです。金原さんは、もちろんお父さん（金原瑞人氏）がいらっしゃ
るし、絵本や児童文学には親しんできたでしょう。
金原　私はでも、絵本や児童文学はほとんど読まなかったですね。家に
はありましたけど、ふつうにあるものとして見ていただけで、「読むも
のだ」って意識があまりなかった。そういう土台がないところから、純
文学に入っていったので。
野崎　娘さんはどうですか、絵本は？
金原　大好きです。ひとに読ませるのも好きだし、ひとりで音読してい
るのも好き。
野崎　どんな本を読むんですか？
金原　ベタです。『ぐりとぐら』とか『はらぺこあおむし』とか。基本
的には王道なところばっかりです。絵本にははやりすたりがないですよ
ね。重版が多ければ多いほど子どもはきちんとハマるので、そこを重点
的に見てます。

野崎　最初にしゃべった言葉ってなんでした？
金原　「ワンワン」か「バイバイ」だったかな。「パパ」は割と早かった
のに、「ママ」は頑なに一歳半くらいまでいいませんでした。
野崎　待たせたねえ（笑）。
金原　ひとに話すと、「子どもは母親と自分の区別がついていないから、
『ママ』っていわないんだよ」って気休めを（笑）。
野崎　うちは、やっぱり「ママ」だったかなあ。
金原　そうですか！　いいなー！
野崎　申し訳ありません（笑）。次が猫の名前で、三番目にぼく、序列
をよく表してるなあって。うちの子が男だからのストレートさかもしれ
ない。
金原　はじめての二語文が、「パパ、あっち」だったんです。主人の部
屋を指差しながらいうの。その次に覚えたのが「パパ、ねんね」で、次
が「パパ、いない」。すべて父の不在を指している言葉で。最初は、す
ごい嬉しかったんですけれど、だんだん不愉快になっていって。
野崎　（笑）。でも、お父さんの存在がしっかりしてていいよなあ。それ

こそフロイト的にいっても、父の不在を言葉で埋めるみたいに、立派に
筋が通っているじゃないですか。

野崎　子どもって本当にかわいいし、いろいろ書きたいことはあるんだ
けれど、本当の意味で「子どもを書く」のって難しいと思う。たとえば
大江健三郎さんの例がありますよね、イーヨーという人物を作り上げて
しまった。現実にとても近い部分もあるだろうけれど、やっぱり大江ワ
ールドの、想像的で創造的な部分をもつ存在だと思う。なかなかできる
ことじゃないですよね。
金原　やっぱり実際に小説に、自分の子どもじゃなくても、リアルなか
たちで子どもを入れていくことには抵抗感がありますよね。
野崎　『アッシュベイビー』を書いたひとだから、子どもは絶対書くで
しょう。子どもって、金原さんの世界の中ですごく活きると思う。
金原　うーん、でもやっぱり大きくなったら読むかもと思うと、憂鬱で
す。
野崎　やっぱり考えますか？　たしかにナーバスにならざるをえない問
題だと思います。書いたものによって人間の、大げさにいえば運命とか、
人生が変わるんじゃないかっていう局面も考えられるわけですもんね。
でも、筆が鈍っているふうもないわけだから。
金原　いまのところは（笑）。
野崎　逆に、いずれ自分の作品以外の小説は読ませますか？
金原　ほうっておきたいですね。勧めたくはない。
野崎　お母さんが一生懸命ものを書いているひとだってことはすぐに理
解しますよね。きっともうわかっているでしょう。「どういう本を読め
ばいい？」とか聞いてくるのでは？
金原　わたし自身、父が翻訳家で、家にはいっぱい本があったんですけ
ど、ぜんぜん手に取らないまま大きくなって。アメリカに行ったときに
勧められて、日本の純文学を読みはじめたんです。そういう感じで、必
要に応じて間接的に勧めていくことができたらいいなあとは思います。
「これを読め、あれを読め」とは言いたくないですね。生まれてすぐの
ころは、「裸で草原を駆け回るような子になってもらいたい」って思っ
てました。
野崎　裸形だ（笑）。
金原　アポロンみたいな、遊ぶ神々という感じで、健やかに自然と戯れ
るっていう。もちろんイメージですが。できる限り教養を身につけずに
育って欲しいと思ってました。でも、いざ産まれてみると、絵本も好き
だし、いろんなものを知りたがっている姿を目の当たりにして、「親の
エゴだったなあ」と反省しました。
野崎　無理やり裸にして草原に放すわけにはいかないもんね（笑）。社
会のいろんな価値の中に入っていくことになるんだから。うちの場合、
遅くできた子だから特にそうなんですけれど、産まれる前はそれこそ「五
体満足であれば」としか考えていなかったんです。でも産まれるとやっ
ぱり、「もうちょっと駆けっこがんばれよ」とか「参観日の授業では手
を挙げろよ」とか、次から次へ出てくるのは、自分でも情けないんだけ
れど、なかなか止められない。だから、そうやって「親をやらせる力」
は本当に強いと思うんです。
金原　やっぱり比べちゃうんですね。
野崎　「草原を裸で走る」って、ある種の絶対的なイメージですよね。
そういう境地っていうのは本当、夢ですよね。
金原　実際なったら困りますけど（笑）。でもそれぐらいの気持ちで育
てていきたいと思ってます。
野崎　今日うかがった話だと、お子さんはそれ以上に、どんどん賢くな
っていっている気がします。文化的な度合いがぐんぐん高まっているん
じゃない？
金原　自然にしておいたらどこまで本を読むようになるのか、どういう
ふうに興味を持っていくのか、それを見てみたいですね。できる限り自
然に任せて。
野崎　楽しみですね、「金原家の三代目は、果たして草原を走るのかど
うか」。裸かどうかはともかく、ですが（笑）。
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野崎　実際の話、子どもが産まれて生活が変わったでしょう？
金原　変わりました。私は作家になってからはほとんど家事をしなくな
っていたので、基本的には一日中小説のことだけを考えて生きていたん
ですが、子どもができたときから執筆に加えて育児と家事がいきなりプ
ラスされたので、毎日毎日、一日がうわーっと過ぎちゃいます。
野崎　そういう変化は、覚悟していました？
金原　してませんでした。自分の時間は永遠に自分の物として存在し続
けると信じてました。怠惰で素晴らしき日々でした。
野崎　ぼくも甘かったと思うのは、産まれた後のことをあんまり考えて
いなかったんです。うちは予定日を過ぎてもなかなか産まれなくて、そ
れがまず心配で、「まだかまだか」と思ってたものだから、出てきたら
めでたし、めでたしのような気がしちゃって。実際は、そこから子育て
は無限に続くんですよね。想像以上に多くの時間を取られるようになっ
て、……でも、なんとかなっている。時間の使い方が変わるってことな
のかな。
金原　もちろん家事や育児は多少なりとも人の手を借りているわけです
が、毎日毎日忙しくて、かりかりしながら育児と家事と執筆をこなして
いく中で、あるとき、私は人にお金を払って書く時間を買っているんだ
と思って、ぞっとしたことがありました。私にとって執筆は、食事をし
て排泄するような、自然な行為だったのに、もうそういう書き方は出来
なくなってしまった。
野崎　もう仕事として引き受けるしかない、ってことですよね。意識的
にはかなり変わるでしょうね。
金原　変わりますね。そういうところを意識しなくて済むくらい、育児
と家事が自然に生活の中に溶け込んでいくといいんですが。
野崎　でも、芸術とかクリエイションって、みんなそうかもしれない。
それこそ子どもって、なにも言わなくても遊ぶし、めちゃくちゃいっぱ
い絵を描くじゃない。文章だってそうですよね。それがあるときから、
なんらかのレールに乗っかる。ただ、根っこの部分が、自然に出てきた
ひとだったら、形態は変わっても、矛盾ではないんじゃないかな。
金原　どういう状況にあっても書かない生活はないと思います。それこ
そ、出版出来なくなったとしても書くだろうなと。
野崎　逆に言うと、いままではなかった「子どものことを考える」脳の
部分がありますよね。そこが働いているときに、同時に創作の脳のほう
も、これまでとは違うように動いている感じはないですか？
金原　子どもといるときの自分と、小説を書いているときの自分がどん
どん乖離していく感じはあります。一日の中でいろんな顔に変えていか
なきゃいけないから。
野崎　いままで以上に、変えるっていうシフトの力が要求されるわけで
すよね。
金原　子どもといるときはこう、ひとりでいるときはこう、夫といると
きはこう、仕事しているときはこう、というふうに人格を細分化してい
きながらも、確立していっているところがあって、それはむしろ快感だ
ったりします。それまで出来なかったような事や、恥ずかしかったよう
な事が、がんがん出来るようになっていったりして。
野崎　潜在能力が高まっていく状態かな。
金原　それまでは、一日のうち半分ぐらいデスクに向かっていて、とり
あえず書けるだけ書いておいて、たとえば千枚の原稿を三百枚に削るよ
うな、非効率的な書き方をしていたんです。いまはプロットを立てて、
スタートとゴールを決めないと書きはじめられない。そういう書き方は、
いいところも悪いところもあるんですけど、受け入れていかなきゃいけ
ないんだと思っています。

野崎　子どもをもつっていうのは、基本的に保守化へ向かう道ですよね。
「ダメなことはダメ」と教えなきゃならない。文学の価値観でいえば、
日和るイメージではありますよね（笑）。
金原　憂鬱な話ですね。子どもといるときはやっぱり「これやっちゃダ
メ」とか「噓をついちゃダメ」とか叱るじゃないですか。でも、小説を
書くときは殺人鬼や異常者にも共感したいし、悪いものを悪いっていっ

ちゃうような人にはなりたくないし、少数派の立場に立ちたい。やっぱ
り人格が乖離してるんですね。
野崎　でも、その両立で間口が広がるところはありますよね。金原さん
の『アッシュベイビー』を読んだとき、本当に衝撃を受けたんです。も
ともとフランスの文学などが好きな連中って、過激さを求めるところが
あるけれど、あれほど過激な小説もちょっとないんじゃないかって。そ
ういう世界と、「噓ついちゃダメ」のお母さん業が両立するのは、すば
らしいですよ。「それでこそ作家だ」と思います。
金原　ありがとうございます。でも子どもの友達のお母さんたちには読
まれたくないですね……。とかいってるのが保守化の第一歩ですね。
野崎　あはは。でもほんとうに『アッシュベイビー』が例のない小説だ
と感じるのは、ぼく自身が赤ん坊のことを書いてるとき、「赤ちゃんって、
文学的にどういうテーマなんだろう？」と考えていたからなんです。実
際問題として、赤ん坊が主要人物として描かれることはほとんどないん
ですよね。台詞も言わないし、動きもないわけだから。
金原　一人称じゃ無理ですしね。
野崎　でもあの作品では、単なる肉のかたまりとしての赤ん坊が、最後
にいけばいくほど強力に迫ってくる。あれこそ赤ちゃん小説だなって。
赤ん坊って、おしめを換えなきゃならないし、あまりに具体的で、文学
のテーマに結晶しにくいでしょう。金原さんはそれを逆手にとって、素
っ裸のまんま転がして、あとは段ボールに入れておくという、なんの演
出もないやり方をしましたよね。まさに肉がむくむくと動いている状態
を描いた。
金原　あれは、主人公が自分の非力さや間抜けさを、少しずつ赤ん坊に
重ね合わせていく話でもあって、だから赤ん坊は主人公の理想であり、
激しい憎しみの的でもある。いまだったらいろいろリアルに書けると思
いますが、あのときはあのときで赤ん坊というモチーフをフル活用した
んだと思います。
野崎　その根源的な存在、古い文芸批評用語でいわゆる「裸形」の存在
っていうやつですが、あれはほんとに裸の赤ちゃんだから、まさに裸形
そのものっていうのをはじめて見たなあと感心しました。というわけで、
ぜひ保育園のお母さんたちにも読んでいただいて。
金原　いやです（笑）。

野崎　昔の日本の私小説だと、子どもができるとこれでネタが増えたと
ばかり、作家はみんな書いたと思うんです。そもそも家族を書くことが、
日本の近代文学の一大テーマだった。でももう成り立たないのかな。い
まの新しい世代の女性作家たちには豊かな才能がそろっていると感じま
すが、そういうベタな家族の捉え方はもう必要ないのかな、っていうふ
うに思うんです。
金原　子どもをもたない作家の方も多いですよね。
野崎　ライフスタイルとして、それが浸透していますからね。でも同時
に、理屈抜きで心を揺さぶられるのは家族のテーマだなとも思う。
金原　私も『カラマーゾフの兄弟』みたいな、家族をテーマにした長篇
を一生に一度は書いてみたいですね。
野崎　それは子どもができてから？
金原　デビューしたころからずっと「いつかは家族をテーマに」ってい
ってきたんですけれど、ずっと書けないままというか、その方向にいか
ないまま来てしまって。
野崎　もちろん、自分の生活を反映して、とは発想しないでしょうけど。
金原　でも、「悔しいけど、自分に子どもがいなかったら絶対わかんな
かっただろうな」と思うこともたくさんあったので（笑）。それは活か
していきたい。
野崎　ありますよね。それは否定できないと思うんです。「体験とはま
ったく無関係になんでも成り立つ」っていうことはできない。ぼくの場
合、根っから単純な人間だから、昨日までの仕事をぜんぶひっくり返し
て「子ども中心」になったんです。小説を読んでいても、子どもがどう
描かれているか、子どもがどうなっていくかが気になる（笑）。『カラマ
ーゾフの兄弟』にも、いじめられる子、それで苦しんだあげく、結局死
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野崎　お子さんはいくつになりました？
金原　二歳です。髪の毛が薄いです。
野崎　二歳じゃ、みんなまだ薄いでしょう（笑）。
金原　いや、きっと想像以上に薄いです。でも、外見はそんなでも、や
っぱりおままごとが好きです。意外だったんですが、ほんの赤ちゃんの
ころから、性差を感じるものですよね。押しつけてるわけでもないのに、
女の子はおままごと、男の子は、車のおもちゃを「ガシャーン！」って
いう感じで。
野崎　男の子は乗り物系だよね。うちの息子もほんと電車が好きで。
金原　「うんてんちゃん」ですよね。
野崎　そうそう、電車の運転士さんをそう呼んでましたね。
金原　あのエピソードが載ってる野崎さんの『赤ちゃん教育』が大好き
で、お会いするのがすごく楽しみだったんですよ。
野崎　それは光栄です！　書いてる方も楽しかったですよ。子ども自慢
に終始している本ですから（笑）。でも、電車って子育てにほんと重要
なんですよ（笑）。
金原　ちょうど「うんてんちゃん」の話を読んだころ、子どもが電車と
バスを指さして「電車！」「バス！」と叫ぶようになったので、野崎さ

んの息子さんのように電車の名前をマスターして欲しい！　と思って電
車カードを買い与えたんですけど、やっぱり反応しなかったですね。
野崎　「男と女」なんて分けたくないけど、そのくらいの歳からすでに
あるんですよね。
金原　ありますね。私は元々、「男も女も一緒だ」って考えていたんで
すが、夫との関係の中で割と性差を意識するようになって、更に子ども
ができて、赤ん坊たちにも性差があるのを見て、むしろ成長過程で男女
に差はないという刷り込みがなされるのだな、と思うようになりました。
野崎　女の子に比べると、男って、秩序や権力を求める気もしますね。
電車だって、「動く秩序」そのものじゃないですか。かたちも四角いし、
定期的にやって来て動くところとか。それが男の子にはたまらないみた
いね。
金原　野崎さんもそうですか？
野崎　ぼくはぜんぜんそうじゃないつもりだけど、仕事でパリに行って
も、毎日二時間とか、お土産に電車のおもちゃを探すようにはなりまし
た（笑）。「なんでおれ、こんなパリに来て電車ばっかり探してるんだろ
う」と。
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