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答
え
は
返
っ
て
こ
な
い
と
わ
か
っ
て
い
て
も
、
い
つ
も
初
め
は

「
今
ど
こ
？
」

と
電
話
越
し
に
訊
い
て
み
る
。

「
こ
こ
」

と
彼
女
は
い
つ
も
の
調
子
で
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
に
言
う
。
そ
れ
は
彼
女

に
し
か
わ
か
ら
な
い
答
え
だ
。

渚
と
同
じ
ク
ラ
ス
に
な
っ
た
の
は
小
学
校
四
年
の
と
き
だ
っ
た
。

「
三
村
小
麦
っ
て
変
な
名
前
だ
よ
な
。
な
ん
で
小
麦
な
ん
だ
？
」

隣
の
席
の
彼
女
に
言
わ
れ
て
私
は
少
し
う
ろ
た
え
た
。
そ
れ
か
ら

「
考
え
た
こ
と
も
な
い
」
と
正
直
に
言
っ
た
。
新
学
期
の
休
み
時
間
、

教
室
は
ま
だ
し
っ
く
り
こ
な
い
ざ
わ
め
き
に
溢
れ
て
奇
妙
に
華
や
か
だ
。

「
私
、
あ
ん
ま
り
考
え
な
い
人
の
方
が
好
き
だ
よ
。
放
課
後
遊
ぼ
う
」

机
に
頰
杖
を
つ
い
て
こ
ち
ら
を
向
き
、
渚
は
真
顔
で
誘
っ
た
。

私
は
、
目
の
前
に
あ
る
も
の
が
本
当
に
こ
こ
に
あ
る
の
だ
と
信
じ
る

の
に
手
間
取
る
よ
う
な
タ
イ
プ
だ
っ
た
。
渚
と
遊
ん
で
い
て
も
、
彼
女

と
遊
ん
で
い
る
こ
と
を
時
々
実
感
し
き
れ
な
く
な
る
。
い
や
に
察
し
の

い
い
彼
女
は
相
方
の
そ
う
い
う
傾
向
を
見
抜
い
て
い
る
が
、「
い
い
よ

い
い
よ
信
じ
な
く
て
。
そ
れ
よ
り
今
度
は
ゴ
ム
跳
び
だ
」
と
自
分
の
実

在
の
主
張
よ
り
も
断
然
二
人
の
遊
び
を
優
先
す
る
タ
イ
プ
な
の
で
、
気

が
楽
だ
っ
た
。
私
た
ち
は
一
年
間
も
う
れ
つ
に
遊
ん
だ
。
カ
ー
ド
ゲ
ー

ム
に
対
す
る
集
中
力
。
知
ら
な
い
道
を
走
り
回
る
持
久
力
。
ボ
ー
ル
を

投
げ
合
う
リ
ズ
ム
。
新
し
い
ル
ー
ル
を
の
み
こ
む
早
さ
。
ル
ー
ル
か
ら

逸
脱
す
る
間
合
い
。
そ
う
い
う
も
の
が
、
一
人
の
人
間
み
た
い
に
ぴ
た

っ
と
合
致
し
て
い
た
。
全
然
疲
れ
な
か
っ
た
。

渚
か
ら
転
校
を
告
げ
ら
れ
た
の
は
五
年
生
に
な
る
直
前
だ
っ
た
。

「
ヤ
ク
シ
ョ
勤
め
だ
っ
た
父
が
ミ
ン
カ
ン
に
テ
ン
シ
ョ
ク
し
て
、
し
か

も
テ
ン
キ
ン
ゾ
ク
に
な
っ
た
」

私
は
悲
し
く
て
、
悲
し
く
て
バ
リ
ン
と
音
を
立
て
て
割
れ
て
い
き
そ

う
だ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
悲
し
み
を
、
や
は
り
心
の
ど
こ
か
で
は
信
じ

き
れ
て
い
な
か
っ
た
。
彼
女
は
彼
女
独
自
の
や
り
方
で
自
分
の
感
情
と

勝
負
し
て
い
る
ら
し
か
っ
た
。
そ
の
日
彼
女
は
行
く
先
々
で
下
駄
箱
や

ら
掲
示
板
や
ら
に
も
た
れ
か
か
っ
て
い
た
。
悲
し
む
ま
い
と
張
り
つ
め

す
ぎ
て
、
目
を
回
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
私
は
自
分
と
彼
女
を

な
だ
め
る
よ
う
に
呟
い
た
。

「
二
度
と
会
え
な
い
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
だ
し
」

「
そ
ん
な
ま
だ
る
っ
こ
し
い
希
望
を
口
に
す
る
や
つ
が
あ
る
か
。
か
え

っ
て
ス
ト
レ
ス
だ
」

も
た
れ
て
い
た
鉄
棒
か
ら
華
奢
な
背
中
を
一
瞬
浮
か
せ
て
、
渚
は
怒

鳴
っ
た
。
私
は
鉄
の
匂
い
を
嗅
い
だ
。
ど
こ
か
遠
い
と
こ
ろ
で
旗
が
ぱ

た
ぱ
た
と
鳴
っ
て
い
た
。

「
電
話
だ
け
は
、
確
実
に
で
き
る
じ
ゃ
な
い
」

と
私
が
言
う
の
と
、

「
い
っ
そ
一
生
会
わ
な
い
っ
て
決
め
ち
ゃ
お
う
」

と
彼
女
が
言
う
の
は
同
時
だ
っ
た
。
驚
い
た
が
、
彼
女
が
「
い
い
よ
。

ど
っ
ち
か
の
意
見
だ
け
通
す
な
ん
て
フ
ェ
ア
じ
ゃ
な
い
し
な
」
と
私
の

案
を
呑
ん
だ
の
で
、
こ
ち
ら
も
拒
否
で
き
な
か
っ
た
。

テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
番
組
は
今
日
も
お
そ
ろ
し
い
し
ら
せ
を
満
載
し

て
画
面
か
ら
あ
ふ
れ
だ
す
。
街
行
く
人
を
手
当
た
り
次
第
に
刺
し
殺
し

た
人
。
完
ぺ
き
に
不
意
打
ち
の
大
地
震
。
ど
ん
な
こ
と
も
起
こ
り
う
る

世
界
に
ぞ
っ
と
し
な
が
ら
、
時
間
の
と
ま
っ
た
よ
う
な
静
か
な
と
こ
ろ

に
私
は
い
る
。
今
な
ん
に
も
起
こ
っ
て
い
な
い
世
界
で
、
私
は
た
だ
ぞ

っ
と
し
つ
づ
け
て
い
る
。

無
人
の
広
場
に
い
る
自
分
の
肌
の
上
を
、
自
分
の
も
の
で
は
な
い
血

が
ぬ
る
く
伝
っ
て
い
く
よ
う
な
、
感
じ
が
す
る
。

お
よ
そ
三
カ
月
に
一
度
私
た
ち
は
交
替
で
電
話
を
か
け
る
。

「
新
し
い
小
学
校
は
ど
う
？
」「
小
麦
み
た
い
な
や
つ
と
そ
う
じ
ゃ
な

い
や
つ
と
で
構
成
さ
れ
て
る
」「
当
た
り
前
じ
ゃ
な
い
」「
校
歌
は
面
白

い
か
な
」「
ど
ん
な
の
」
渚
は
い
き
な
り
声
を
張
り
上
げ
て
披
露
し
て

く
れ
る
が
、
私
に
は
ど
こ
が
可
笑
し
い
の
か
察
知
で
き
な
い
。「
も
う

一
回
」「
や
め
だ
、
や
め
や
め
。
歌
詞
と
現
実
の
風
景
の
く
い
ち
が
い

が
絶
妙
な
わ
け
さ
」「
ど
ん
な
風
景
？　

市
外
局
番
か
ら
す
る
と
E

市
？　

N
市
か
な
。
海
見
え
る
？
」「
や
め
と
け
っ
て
。
半
端
に
知
る

っ
て
こ
と
は
、
そ
の
ぶ
ん
誤
り
を
う
む
っ
て
こ
と
だ
」

彼
女
が
詳
し
い
居
場
所
を
明
か
し
て
く
れ
な
い
の
は
最
初
の
電
話
の

と
き
か
ら
だ
っ
た
。
そ
う
で
な
く
て
も
私
た
ち
の
会
話
は
ブ
ツ
ブ
ツ
と

途
切
れ
が
ち
だ
。
よ
く
考
え
る
と
他
愛
無
い
お
喋
り
を
し
て
過
ご
す
こ

と
が
そ
れ
ま
で
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
部
屋
で
ト
ラ
ン
プ
の
神
経
衰
弱
や

オ
セ
ロ
を
し
て
い
る
と
き
の
私
た
ち
は
、「
小
鳥
で
も
も
う
少
し
存
在

感
が
あ
る
」
と
家
族
に
か
ら
か
わ
れ
る
ほ
ど
押
し
黙
っ
て
い
た
し
、
言

葉
を
尽
く
す
の
は
新
し
い
遊
び
の
設
定
を
説
明
す
る
と
き
だ
け
だ
っ
た
。

電
話
の
下
手
な
二
人
は
小
学
校
を
卒
業
し
た
。
中
学
に
は
そ
こ
は
か

と
な
く
渚
に
似
た
人
々
も
い
た
が
、
そ
の
タ
イ
プ
が
私
に
関
わ
ろ
う
と

し
て
く
る
こ
と
は
ま
ず
な
か
っ
た
。
中
学
で
は
、
私
に
接
近
し
て
く
る

の
は
私
と
似
た
ひ
と
ば
か
り
だ
。
す
き
っ
と
孤
立
す
る
こ
と
も
な
く
、

相
島
と
い
う
新
し
い
友
人
と
行
動
を
と
も
に
し
た
。
相
島
は
と
き
ど
き

「
何
も
信
じ
ら
れ
な
い
」
と
言
う
。
私
は
「
ふ
ふ
」
と
受
け
流
し
た
。

「
私
も
」
と
返
事
す
る
ほ
ど
に
は
相
島
の
実
在
を
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。

今
ど
こ
？
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ど
ん
な
に
想
像
を
絶
す
る
こ
と
も
起
こ
り
う
る
世
界
が
現
実
だ
と
し

た
ら
、
私
が
い
る
の
は
一
体
ど
こ
な
ん
だ
ろ
う
？　

淡
す
ぎ
て
、
あ
り

の
ま
ま
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
見
え
て
い
る
も
の
は
何
も
か
も
、

私
の
頭
の
内
側
に
だ
け
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
時
々
が
ま
ん
な
ら
な

い
ほ
ど
自
分
が
窮
屈
だ
。

「
ど
う
し
て
生
き
な
き
ゃ
い
け
な
い
の
か
な
」

弁
当
の
コ
ロ
ッ
ケ
を
の
ろ
の
ろ
と
口
に
運
び
な
が
ら
相
島
は
突
拍
子

も
な
い
質
問
を
繰
り
出
す
。
食
べ
る
の
が
早
い
私
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の

箸
を
仕
舞
い
な
が
ら
言
う
。

「
考
え
た
こ
と
も
な
い
」

相
島
が
不
服
げ
に
こ
ち
ら
を
見
、
私
は
弁
当
包
み
の
巾
着
紐
を
ぎ
ゅ

っ
と
絞
る
。
こ
ん
な
に
窮
屈
な
頭
で
は
、
何
か
を
考
え
る
気
に
は
な
れ

な
い
。
も
う
十
四
歳
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
帰
り
は
み
ぞ
れ
が
降
っ
て

い
た
。
薄
緑
の
傘
を
差
し
、
あ
ま
り
の
寒
さ
に
意
味
も
な
く
歩
数
を
口

ず
さ
み
な
が
ら
帰
宅
し
た
。
私
が
坂
の
上
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
七
〇
三
号

室
で
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
を
、
渚
は
一
方
的
に
知
っ
て
い
る
。

渚
は
電
話
に
集
中
す
る
の
が
苦
手
だ
。
途
中
で
、
は
、
と
短
く
曇
っ

た
音
が
受
話
器
に
届
い
て
、
私
は
「
今
な
ん
で
鼻
で
笑
っ
た
の
」
と
尋

ね
た
。

「
ち
が
う
ち
が
う
。
眼
鏡
の
レ
ン
ズ
に
息
吐
い
た
だ
け
」

「
眼
鏡
か
け
た
渚
な
ん
て
見
た
こ
と
な
い
ん
だ
け
ど
」

驚
い
て
金
属
的
な
声
が
出
た
。
渚
が
今
度
こ
そ
鼻
で
笑
っ
た
。
電
話

は
さ
り
げ
な
く
一
切
の
遠
さ
を
ぬ
ぐ
い
取
っ
て
こ
ち
ら
と
あ
ち
ら
を
つ

な
ぐ
。
本
当
は
も
う
失
っ
て
い
る
は
ず
の
渚
と
の
一
体
感
を
延
長
さ
せ

る
。
私
は
ず
っ
と
、
受
話
器
の
向
こ
う
側
に
、
記
憶
の
な
か
の
像
を
あ

て
は
め
つ
づ
け
て
い
た
の
だ
。

急
に
思
い
描
け
な
く
な
っ
た
友
人
と
の
通
話
は
落
ち
着
か
な
い
。
食

器
棚
の
暗
い
ガ
ラ
ス
戸
に
電
話
機
ご
と
映
っ
て
い
る
私
の
姿
も
ま
た
、

渚
か
ら
は
正
確
に
想
像
さ
れ
え
な
い
だ
ろ
う
。
四
年
間
に
二
〇
セ
ン
チ

も
背
が
伸
び
た
り
、
定
期
的
に
下
着
に
血
が
つ
い
た
り
、
小
枝
然
と
し

て
い
た
足
の
輪
郭
が
妙
に
充
実
し
た
り
、
体
は
黙
々
と
何
か
を
遂
行
し

つ
づ
け
る
。

彼
女
が
ど
こ
に
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
、
い
や
、
彼
女
が
ど
こ

か
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
に
い
る

0

0

こ
と
に
、
私
は
初
め
て
つ
よ
い
印
象
を

受
け
て
い
た
。
受
話
器
の
向
こ
う
で
気
配
が
少
し
逸
れ
、

「
鳶
だ
！
」

と
渚
は
低
く
口
走
っ
た
。
私
は
旋
回
す
る
鳶
を
想
像
し
ま
い
と
し
た
。

こ
ち
ら
と
あ
ち
ら
の
断
絶
を
安
易
に
補
っ
て
し
ま
い
た
く
な
い
と
、
反

射
的
に
思
っ
た
の
だ
。
渚
を
縁
ど
る
風
景
だ
け
で
な
く
渚
の
姿
も
消
え
、

電
話
の
向
こ
う
側
に
は
、
場
所
だ
け
が
あ
る
。
見
え
な
い
の
に
、
見
え

な
い
か
ら
こ
そ
く
っ
き
り
と
あ
る
。

相
島
は
三
年
に
な
る
と
に
わ
か
に
焦
り
を
募
ら
せ
た
。
進
学
に
意
味

は
あ
る
の
か
。
ど
の
高
校
の
ど
の
コ
ー
ス
を
受
験
す
る
の
か
。
そ
ん
な

一
大
事
を
自
分
が
判
断
す
べ
き
で
は
な
い
な
ど
と
言
う
。
そ
れ
で
い
て

勉
強
は
欠
か
さ
な
い
。
挙
句
「
ど
こ
も
合
格
圏
内
」
と
面
談
で
太
鼓
判

を
押
さ
れ
、
頭
を
抱
え
て
い
た
。

「
僕
た
ち
っ
て
つ
き
あ
っ
て
る
の
か
な
」

あ
る
夕
方
、
奥
行
き
の
な
い
声
で
相
島
が
切
り
出
し
た
。
廊
下
か
ら

見
渡
せ
る
松
の
並
木
が
薄
い
光
を
透
か
し
て
い
た
。
私
は
耳
を
疑
い
、

と
め
そ
う
に
な
っ
た
歩
み
を
か
ろ
う
じ
て
つ
な
げ
な
が
ら
言
っ
た
。

「
考
え
た
こ
と
も
な
い
」

私
に
と
っ
て
彼
は
、
男
で
も
女
で
も
ど
ち
ら
で
も
構
わ
な
い
存
在
だ

っ
た
の
だ
。
立
ち
ど
ま
っ
た
相
島
を
通
り
越
し
た
と
た
ん
背
後
か
ら
手

首
を
引
っ
ぱ
ら
れ
た
。
動
転
し
た
私
は
頑
な
に
、
不
自
然
に
背
中
を
向

け
た
ま
ま
で
い
た
。

「
本
当
に
考
え
た
こ
と
な
い
？　

せ
め
て
お
互
い
だ
け
で
も
信
じ
ら
れ

る
よ
う
な
関
係
ほ
し
く
な
い
？
」

大
き
い
の
に
す
ぐ
音
が
終
わ
る
よ
う
な
声
で
相
島
が
言
う
。
自
分
の

せ
り
ふ
を
信
じ
き
れ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
手
首
を
囲
む
力
が
濃
く

な
っ
た
の
で
振
り
返
っ
た
。
視
界
を
私
の
姿
だ
け
で
い
っ
ぱ
い
に
し
て

い
る
相
島
の
目
は
、
私
の
想
像
を
絶
し
て
い
た
が
、
そ
の
彼
も
ま
た
こ

ち
ら
の
存
在
を
半
信
半
疑
に
と
ら
え
て
い
る
。
こ
の
二
人
ぐ
み
に
は
出

口
が
な
い
。
な
ん
だ
か
悔
し
い
よ
う
な
気
持
ち
だ
っ
た
。
乾
い
た
長
い

彼
の
指
を
振
り
ほ
ど
き
し
な
に
、
私
の
口
を
衝
い
て
出
て
き
た
こ
と
ば

が
あ
っ
た
。

「
い
い
よ
い
い
よ
信
じ
な
く
て
」

相
島
の
目
鼻
立
ち
は
浮
か
び
上
が
る
よ
う
に
急
に
く
っ
き
り
し
た
。

し
ま
っ
た
と
思
っ
た
。
彼
が
欲
し
が
っ
て
い
た
答
え
は
、
本
当
は
こ
れ

だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
か
つ
て
渚
に
言
わ
れ
た
と
き
、
自
分
が
ど

れ
ほ
ど
余
分
な
力
を
抜
く
こ
と
が
で
き
た
か
、
よ
く
覚
え
て
い
る
。
で

も
私
が
そ
れ
を
口
に
す
る
資
格
は
な
い
。
自
分
の
せ
り
ふ
を
信
じ
き
れ

な
い
の
だ
か
ら
。

一
人
で
校
舎
を
出
て
、
か
な
り
遠
回
り
の
道
を
ゆ
っ
く
り
漠
然
と
走

っ
た
。
そ
れ
で
も
い
つ
し
か
マ
ン
シ
ョ
ン
に
着
い
て
い
た
。
思
う
ほ
ど

息
が
切
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
走
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
気
が
し

た
。
熱
く
な
っ
た
ス
ニ
ー
カ
ー
を
脱
い
で
家
に
入
り
、
立
っ
た
ま
ま
で

電
話
を
か
け
た
。

「
渚
？
」

「
何
だ
小
麦
か
。
こ
な
い
だ
喋
っ
た
ば
っ
か
り
じ
ゃ
な
か
っ
た
っ
け
？ 

番
号
で
も
変
わ
っ
た
か
？
」

私
は
部
屋
を
見
渡
し
た
。
私
の
視
界
が
移
動
し
て
い
く
先
々
で
、
家

具
や
日
用
品
や
窓
の
風
景
が
、
に
せ
も
の
め
い
て
い
く
。
む
か
し
読
ん

だ
絵
本
の
、
触
れ
る
も
の
す
べ
て
を
金
に
変
え
て
し
ま
う
王
様
み
た
い

だ
。
私
が
い
る
場
所
は
、
私
が
い
る
せ
い
で
い
つ
も
中
途
半
端
な
場
所

に
な
る
。

「
小
麦
？
」

渚
が
た
め
息
ま
じ
り
に
私
の
名
前
を
呼
ぶ
。
私
の
目
が
徹
底
的
に
届

か
な
い
、
た
だ
生
々
し
く
あ
る
だ
け
の
向
こ
う
側
を
、
私
は
信
じ
た
か

っ
た
。
自
分
の
い
る
場
所
は
も
う
パ
ス
し
て
。
目
を
伏
せ
て
尋
ね
た
。

「
今
ど
こ
？
」

渚
は
舌
打
ち
を
寄
越
し
て
か
ら

「
こ
こ
」

と
言
っ
た
。
い
つ
も
「
足
り
な
い
」
と
思
い
聞
き
流
す
返
事
な
の
に
、

ぎ
く
っ
と
す
る
ほ
ど
確
か
な
手
ざ
わ
り
が
あ
っ
た
。
二
人
分
の
息
遣
い

と
温
度
、
二
重
の
気
配
。
彼
女
に
と
っ
て
の
答
え
で
し
か
な
い
は
ず
の

も
の
が
、
そ
の
ま
ま
私
に
と
っ
て
の
答
え
で
も
あ
っ
た
。
い
ま
私
ご
と

向
こ
う
側
へ
飛
び
移
っ
て
い
る
よ
う
に
。
何
か
を
思
い
出
せ
そ
う
な
、
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澄
ん
だ
予
感
が
し
た
。

「
お
い
！
」

「
…
…
び
っ
く
り
し
た
、
何
よ
」

「
次
ど
う
考
え
た
っ
て
小
麦
が
喋
る
番
だ
ろ
。
今
す
ご
い
待
っ
た
ぞ
」

私
は
慌
て
て
受
話
器
を
持
ち
な
お
し
た
。

「
ご
め
ん
ご
め
ん
。
え
ー
っ
と
、
何
だ
っ
け
。
そ
う
そ
う
渚
の
勧
め
て

く
れ
た
映
画
、
面
白
か
っ
た
」

本
当
は
向
こ
う
側
に
深
く
耳
を
傾
け
て
い
た
い
。
映
画
の
感
想
を
述

べ
る
自
分
の
声
が
邪
魔
で
、
ひ
と
り
で
に
早
口
に
な
る
。
渚
の
声
が
割

っ
て
入
っ
た
の
は
そ
の
と
き
だ
っ
た
。

「
あ
ん
た
の
電
話
は
ど
う
し
て
こ
う
も
不
自
由
た
ら
し
い
の
さ
。
聞
い

て
る
と
今
が
い
つ
な
の
か
わ
か
ん
な
く
な
っ
て
く
る
よ
。
小
麦
は
、
私

と
喋
っ
て
い
る
よ
う
で
い
て
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
電
話
と
や
り
と
り
し
て

る
。
相
手
が
私
で
あ
る
必
要
は
な
い
、
そ
う
だ
ろ
う
？　

さ
よ
な
ら
。

金
輪
際
。
切
る
、」

濁
っ
た
単
純
な
切
断
音
だ
け
が
耳
の
中
に
残
っ
た
。
と
っ
さ
に
私
は
、

去
っ
て
い
く
「
こ
こ
」
を
追
い
か
け
る
よ
う
に
玄
関
へ
逆
戻
り
し
、
さ

め
か
け
た
ス
ニ
ー
カ
ー
を
つ
っ
か
け
て
ド
ア
を
開
け
た
。
し
ん
と
し
た

秋
の
風
と
入
れ
違
い
に
外
へ
踏
み
出
す
。
坂
の
上
の
一
帯
に
は
こ
の
マ

ン
シ
ョ
ン
以
外
に
高
い
建
物
が
な
く
、
七
階
の
廊
下
か
ら
で
も
眺
望
は

ひ
ら
け
て
い
る
。

夜
を
透
か
す
広
大
な
青
空
の
裾
に
は
、
冴
え
た
オ
レ
ン
ジ
色
が
ま
だ

厚
み
を
も
っ
て
街
を
囲
っ
て
い
た
。
ビ
ル
や
マ
ン
シ
ョ
ン
の
ま
っ
す
ぐ

な
窓
の
列
と
不
規
則
な
灯
り
。
住
宅
街
を
整
然
と
区
切
る
ア
ス
フ
ァ
ル

ト
。
屋
根
の
高
低
で
見
え
隠
れ
す
る
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
の
透
明
な
黄
色
。

街
灯
に
照
ら
さ
れ
た
部
分
だ
け
真
昼
以
上
に
あ
ざ
や
か
な
植
物
。
極
彩

色
の
ネ
オ
ン
を
放
つ
パ
チ
ン
コ
店
の
、
音
は
全
く
聞
こ
え
な
い
。
小
さ

な
ロ
ー
タ
リ
ー
に
よ
ど
む
車
。
改
札
か
ら
流
れ
出
て
く
る
人
々
が
、
駅

前
を
通
り
す
ぎ
る
人
々
へ
ゆ
る
や
か
に
ま
じ
っ
て
見
分
け
が
つ
か
な
く

な
る
。
彼
ら
の
、
お
び
た
だ
し
い
数
の
行
き
先
。
遠
い
遠
い
橋
の
上
で

す
れ
ち
が
う
電
車
。
川
の
対
岸
に
広
が
る
田
園
地
帯
は
も
う
よ
く
見
え

な
い
。
黒
々
と
形
だ
け
残
し
た
山
の
向
こ
う
に
は
ま
た
同
じ
よ
う
な
街

並
み
が
続
い
て
い
る
。

「
こ
こ
」
は
ど
こ
に
も
去
っ
て
い
か
な
い
。
私
か
ら
彼
女
ま
で
の
あ
い

だ
は
空
い
て
な
ど
お
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
風
景
、
あ
ら
ゆ
る
人
の

場
面
で
埋
ま
っ
て
い
る
。
電
話
回
線
だ
け
が
綱
渡
り
の
綱
み
た
い
に
張

り
渡
さ
れ
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
。

渚
。
思
い
出
し
た
。
あ
な
た
が
答
え
る
「
こ
こ
」
は
、
私
こ
そ
が
ず

っ
と
口
に
し
た
か
っ
た
言
葉
だ
っ
た
。
ど
ん
な
こ
と
も
起
こ
り
う
る
こ

の
世
界
と
、
自
分
の
体
が
属
し
て
い
る
こ
の
世
界
。
同
じ
な
の
に
重
ね

き
れ
な
く
て
、
宙
吊
り
の
場
所―

無
人
の
広
場
み
た
い
な
場
所
で
、

私
の
心
は
ピ
ン
ト
も
合
わ
な
い
ま
ま
ぞ
う
っ
と
し
つ
づ
け
て
い
た
。
自

分
の
い
る
と
こ
ろ
と
自
分
の
中
と
が
ば
ら
ば
ら
で
、「
こ
こ
」
と
い
う

感
覚
で
き
ち
っ
と
つ
な
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。

今
は
、
自
分
が
位
置
と
し
て
む
き
だ
し
に
な
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

私
だ
け
の
方
角
を
も
ち
、
私
だ
け
の
速
度
を
帯
び
て
、
こ
の
場
を
私
の

形
に
し
て
い
る
。
こ
の
地
点
か
ら
あ
な
た
の
地
点
ま
で
、
同
じ
よ
う
に

あ
ら
ゆ
る
人
の
「
こ
こ
」
が
、
切
れ
目
な
く
つ
ら
な
っ
て
い
る
。
頭
の

内
側
に
張
り
つ
い
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
景
色
が
目
の
前
に
展
開
し
て
い

く
。
渚
、
ぞ
う
っ
と
し
な
が
ら
で
も
私
は
、
む
き
だ
し
の
こ
こ
か
ら
見

え
る
全
部
を
、
は
っ
き
り
と
見
て
い
た
い
。

電
話
で
は
な
く
直
接
、
彼
女
に
そ
う
言
い
た
か
っ
た
。
相
当
お
こ
ら

せ
た
か
ら
鼻
先
で
ド
ア
を
閉
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
私
は

彼
女
を
探
し
出
そ
う
と
思
う
。
や
っ
と
伝
え
た
い
こ
と
が
で
き
た
。
行

く
道
の
途
中
で
相
島
に
も
伝
え
る
つ
も
り
だ
。
す
っ
と
ん
き
ょ
う
な
人

だ
か
ら
く
っ
つ
い
て
き
か
ね
な
い
が
、
そ
れ
な
ら
そ
れ
で
い
い
。
風
が

少
し
汗
ば
ん
だ
肌
に
ひ
や
り
と
密
着
し
て
は
消
え
て
い
く
。
ブ
ラ
ン
コ

を
前
へ
こ
ぎ
出
し
た
瞬
間
み
た
い
に
、
ビ
ル
も
住
宅
も
歩
行
者
も
ふ
い

に
近
く
、
大
き
く
見
え
る
。
夜
空
さ
え
露
わ
な
感
じ
が
す
る
。

牧
田
真
有
子　

M
a

k
ita

 M
a

y
u

k
o

80
年
生
。
デ
ビ
ュ
ー
作
「
椅
子
」（「
文
學
界
」
07
年
12
月
号
）
か
ら
一
貫
し
て
、
ど
ん
な
こ
と
で
も
起
こ
り
う

る
世
界
と
偶
然
こ
こ
に
い
る
自
分
に
戸
惑
う
人
物
を
描
き
、
近
作
「
予
言
残
像
」（「
群
像
」
10
年
6
月
号
）
で

は
さ
ら
に
広
が
り
を
見
せ
る
。
本
作
の
小
麦
と
渚
の
よ
う
な
、
ち
ょ
っ
と
ボ
ン
ヤ
リ
し
た
主
人
公
と
エ
キ
セ
ン

ト
リ
ッ
ク
な
パ
ー
ト
ナ
ー
の
凸
凹
コ
ン
ビ
が
魅
力
。
ほ
か
の
作
品
に
、「
湖
水
浴
」（「
文
學
界
」
08
年
7
月
号
）、

「
夏
草
無
言
電
話
」（「
群
像
」
09
年
5
月
号
）。
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た
ば
か
り
の
和
歌
山
城
か
ら
河
口
を
眺
め
る
シ
ー
ン
で
あ
る
。
彼
女
が
立
っ
て
い
る
の
は

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
大
天
守
。
十
円
玉
を
入
れ
る
望
遠
鏡
か
ら
目
を
離
し
た
華
子
は

〈
茫
洋
と
し
て
謎
あ
り
げ
な
海

―
波
が
陽
光
を
弄
ぶ
の
か
、
見
る
間
に
色
の
様
々
を
変

え
て
見
せ
る
海
を
、
い
つ
ま
で
も
眺
め
て
い
た
〉。
こ
こ
で
小
説
は
終
わ
る
。

中
流
の
慈
尊
院
で
は
じ
ま
り
、
川
が
海
へ
と
そ
そ
ぐ
光
景
で
終
わ
る
。
慈
尊
院
は
い
ま

や
世
界
遺
産
に
も
登
録
さ
れ
て
い
る
古
刹
だ
し
、
和
歌
山
城
は
和
歌
山
市
観
光
の
目
玉
で

あ
る
。
し
か
も
『
紀
ノ
川
』
は
作
者
の
母
方
の
一
族
が
モ
デ
ル
（
華
子
の
モ
デ
ル
は
作
者

自
身
）。
格
好
の
観
光
資
源
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
？

と
こ
ろ
が
、『
紀
ノ
川
』
が
（
ま
た
は
有
吉
佐
和
子
が
？
）、
尾
道
に
お
け
る
林
芙
美
子

の
よ
う
に
当
地
で
歓
迎
さ
れ
て
い
る
気
配
は
、
な
ぜ
か
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

慈
尊
院
に
は
テ
キ
ス
ト
の
一
部
分
を
引
用
し
た
「
小
説
『
紀
の
川
』
有
吉
佐
和
子
著
よ
り
」

と
題
さ
れ
た
看
板
が
立
っ
て
い
た
け
ど
（
で
も
作
品
名
の
表
記
は
間
違
っ
て
い
る
）、
手

書
き
の
簡
素
な
看
板
は
か
え
っ
て
物
悲
し
い
。
わ
ず
か
な
縁
し
か
な
く
て
も
ご
当
地
文
学

に
飛
び
つ
く
地
域
も
多
い
の
に
、
こ
の
冷
遇
ぶ
り
は
何
？

理
由
は
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
。
高
野
山
は
じ
め
紀
北
に
は
有
名
観
光
地
が
多
い
の
で

文
学
ご
と
き
に
頼
る
必
要
が
な
い
。
逆
に
こ
の
へ
ん
は
東
京
に
対
す
る
埼
玉
や
千
葉
に
も

似
た
大
阪
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
な
の
で
、
観
光
開
発
や
地
域
振
興
の
意
識
に
乏
し
い
。
そ
の

前
に
自
治
体
に
金
が
な
い
。
あ
る
い
は
生
前
の
有
吉
佐
和
子
を
覚
え
て
い
る
人
が
ま
だ
多

い
た
め
、
生
々
し
す
ぎ
て
観
光
資
源
化
し
に
く
い
。

ま
、
以
上
は
憶
測
な
の
で
、
ほ
ん
と
の
と
こ
ろ
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
が
、
こ
の
一
件
か

ら
推
察
で
き
る
の
は
、
ご
当
地
文
学
と
い
え
ど
も
地
域
が
飛
び
つ
く
作
品
（
作
家
）
と
そ

う
で
も
な
い
作
品
（
作
家
）
が
あ
る
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
中
央
文
壇
で
の
評
価
と
も
関
係
が
あ
る
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
中
上
健
次
も
け

っ
し
て
観
光
資
源
化
し
や
す
い
作
家
と
は
い
え
な
い
が
、
新
宮
市
観
光
協
会
の
H
P
に
は

「
中
上
健
次
と
熊
野
大
学
」
と
い
う
ペ
ー
ジ
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
生
前
の
有
吉

佐
和
子
は
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
作
家
だ
っ
た
が
、
現
在
も
正
当
な
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と

は
い
い
が
た
い
。
作
品
（
作
家
）
が
地
域
に
片
思
い
し
て
い
る
、
た
ぶ
ん
全
国
的
に
も
稀

な
例
。
一
九
八
四
年
に
彼
女
が
急
死
し
て
か
ら
す
で
に
二
六
年
。
せ
め
て
和
歌
山
市
民
く

ら
い
は
も
う
ち
ょ
っ
と
愛
し
て
や
れ
よ
、
と
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

和
歌
山
県
を
代
表
す
る
作
家
と
い
え
ば
、
も
ち
ろ
ん
中
上
健
次
だ
が
、
も
う
ひ
と
り
忘

れ
て
は
い
け
な
い
作
家
が
い
る
。
有
吉
佐
和
子
で
あ
る
。

と
り
わ
け
作
者
二
八
歳
の
作
品
『
紀
ノ
川
』（
一
九
五
九
年
）
は
、
紀
の
川
流
域
（
作

品
名
は
「
紀
ノ
川
」
だ
け
ど
、
現
在
、
行
政
上
の
河
川
名
は
「
紀
の
川
」）
の
紀
北
地
方

を
舞
台
に
し
た
堂
々
た
る
「
ザ
・
ご
当
地
文
学
」
だ
。
あ
り
が
ち
な
手
口
と
は
い
え
、
女

三
代
の
人
生
と
紀
の
川
の
流
れ
が
重
な
る
わ
、
要
所
要
所
で
川
の
美
し
さ
が
強
調
さ
れ
る

わ
、
こ
の
地
域
に
と
っ
て
は
ま
こ
と
に
誇
ら
し
い
作
品
と
い
っ
て
い
い
。

物
語
は
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
、
主
人
公
の
真
谷
（
旧
姓
は
紀
本
）
花
の
婚
礼
の

日
か
ら
は
じ
ま
る
。〈「
見
、
紀
ノ
川
の
色
か
い
の
」／
青
磁
色
の
揺
ら
め
き
が
、
拝
堂
を

出
て
東
の
石
段
へ
戻
り
か
け
た
二
人
の
眼
の
前
に
横
た
わ
っ
て
い
た
。／「
美
っ
つ
い
の

し
」
／
花
は
思
わ
ず
口
に
出
し
て
感
嘆
し
た
〉

花
は
紀
の
川
中
流
域
、
九
度
山
村
（
現
九
度
山
町
）
の
旧
家
の
娘
で
あ
る
。
花
と
そ
の

祖
母
が
立
っ
て
い
る
の
は
慈
尊
院
。
高
野
山
が
女
人
禁
制
だ
っ
た
時
代
、
女
性
が
参
詣
で

き
る
の
は
「
女
人
高
野
」
の
別
名
が
あ
る
、
こ
の
寺
ま
で
だ
っ
た
。
花
は
こ
こ
か
ら
紀
の

川
を
舟
で
下
り
、
下
流
の
六
十
谷
村
（
現
和
歌
山
市
）
に
嫁
ぐ
の
だ
。

彼
女
が
格
下
の
真
谷
家
の
長
男
と
結
婚
し
た
の
は
「
紀
ノ
川
沿
い
の
嫁
入
り
は
、
流
れ

に
逆
ろ
う
て
は
な
ら
ん
の
や
え
」
と
い
う
祖
母
の
一
言
に
よ
る
。
女
学
校
で
「
女
大
学
」

を
叩
き
込
ま
れ
た
花
は
女
の
役
目
は
子
を
産
み
育
て
る
こ
と
だ
と
信
じ
て
い
た
。
そ
し
て

実
際
、
良
妻
賢
母
の
鑑
の
よ
う
な
賢
夫
人
と
な
り
、
五
人
の
子
を
育
て
る
一
方
、
夫
を
も

り
立
て
、
夫
の
敬
策
は
県
会
議
長
か
ら
代
議
士
に
ま
で
出
世
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
娘
の
文
緒
は
、
母
が
保
守
本
流
の
紀
の
川
な
ら
、
自
分
は
支
流
の
鳴
滝
川

だ
、
み
た
い
な
こ
と
を
い
う
跳
ね
っ
返
り
の
ワ
ガ
マ
マ
娘
。
東
京
女
子
大
を
出
て
銀
行
員

と
結
婚
す
る
と
、
夫
の
赴
任
先
の
海
外
に
さ
っ
さ
と
出
て
い
く
。

し
か
し
、
文
緒
の
娘
の
華
子
は
ま
た
本
流
に
戻
っ
て
き
た
。
海
外
育
ち
な
が
ら
、
花
が

守
っ
て
き
た
伝
統
文
化
を
そ
れ
な
り
に
敬
愛
す
る
華
子
は
、
祖
母
に
連
れ
ら
れ
て
国
宝
・

和
歌
山
城
の
大
天
守
か
ら
紀
の
川
を
見
る
。〈「
よ
う
ご
ら
ん
な
、
華
ち
ゃ
ん
。
あ
れ
が
紀

ノ
川
や
し
て
」／「
ま
あ
、
川
が
、
あ
ん
な
色
を
し
て
る
。
綺
麗
ね
え
」〉

戦
争
が
激
化
し
て
、
そ
ん
な
和
歌
山
城
も
空
襲
で
焼
け
落
ち
た
。

物
語
の
ラ
ス
ト
は
一
九
五
八
（
昭
和
三
三
）
年
、
二
七
歳
に
な
っ
た
華
子
が
再
建
さ
れ

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
。『
ふ
た
た
び
、
時
事
ネ
タ
』
な
ど
。

『紀ノ川』
（新潮文庫）

21

旧
作
異
聞ご

当
地
文
学
篇



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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▼「こどもWB」もこんかいで丸１年、次号からリニューアル予定です。
今号の玉川氏による新連載を筆頭に、より多様なコンテンツをお届け
できるよう画策中。ひとまず終了をお願いした連載陣のみなさん、あ
りがとうございました。読者のみなさん、秋をお楽しみに！（K）
▼ネットワークと電子環境の時代に「書くこと」「読むこと」はどう
変わるか、どう変わらないか、そうしてどう「変わらぬために変わる」
か、「変わるなかで変わらないものを固める」か。ここ 5年（つまり
隔月刊の雑誌形式を休止し、「WB」を立ち上げたりや不定期刊の本誌

世界をちょっとでもよくしたい 早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター (WAVOC) 兵藤智佳・岩井雪乃・西尾雄志 著
定価 1,000円（税込）　ISBN : 978-4-657-10213-3 C0036　早稲田大学出版部

～早大生たちの
ボランティア物語～

第十次を再開した期間）、ずっとそのことについて考えてきたし、い
まもむろん考えている。長年の友人であるモブ・ノリオ氏の主張は理
解し尊重しもするし、「作品」はいつだって環境とは無関係に屹立す
ることができまたそうするべきだが、「届く」かどうかはそれと常に
等値ではない（村上龍氏の旧作や言葉にはなお響くものもあるが、そ
の彼がほとんど独善的なまでに iPad直売を早々に選んだ事態は、悲
しくもその無関係を象徴しているだろう）。「メディア」と「読む側」
がどちらも変数的に浮動し（だからこそそこで私たちは他者をラベル
づけしてカテゴライズすることをしまい。それは過去あらゆる「自称・
正しき者」が陥ってきた罠だ）、テキストそのものの書かれ方すらも
変わりつつある時代、「早稲田文学」は生じうるあらゆる可能性を注
視し想定しつつ（その善いひとつに編集室Ｋがネットで見つけてくれ
た「カーリル」があって、そのとき直観した未来や、洛西・吉本両氏
たちに会って話すうち生まれる連携のアイディアは、この数ヶ月どこ
までも膨らんでゆく。乞ご期待）、今とこの先の「文学」を考えてゆく。
▼その根底にはむろん揺るがぬテキストや言葉と対峙する単独者があ
り、彼ら彼女たちが言葉と斬り結ぶ姿への信頼と畏敬がある。長くは
述べまい。川上未映子氏の「地獄」を読み、蓮實重彥氏のもとに言葉
を届けること。いま私があらゆる読者に求めるのはその一点だ。 （Ic）
▼「WB」第 1期の表紙写真や、今回の川上氏の表紙写真を撮影した
現代美術家・松蔭浩之氏の個展が、9/15から行われます。題して『松
蔭浩之展 「KAGE」－ MATSUKAGE Exhibition 「Shadow of Light」』。
会場はMizuma Art Gallery（新宿区市谷田町 3-13 神楽ビル 2F）、詳細
はミヅマアートギャラリーのサイト（http://mizuma-art.co.jp）にて。
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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。

今から約100年も前のことなんだけど、フランスの作家の
マルセル・プルーストさんが『失われた時を求めて』という
大長篇小説を書いたっていうこと、もしまだ知らなかったら
きみの頭の片隅に入れておいてほしい。お話の中味について
は、ちょっとここでは説明しきれないので、国語の先生とか
図書館の司書さんに、次のようにお願いしてみて。
「プルーストを15秒で要約してもらえますか?」
それ、ちゃんと読んだことがある人でも100%無理なんだ

けど、笑って許してくれるユーモアの心得がある大人なら、
少なくとも、“紅茶にひたしたマドレーヌ” のエピソードに
ついては教えてくれるだろうから。

というわけで、今回の本は、万
ま

城
き

目
め

学
まなぶ

さんによる『かのこ
ちゃんとマドレーヌ夫人』。小学1年生の女の子たちの友情
と「猫の恩返し」が語られる、ほのぼの＆せつない味わいの
ファンタジー小説だ。
著者はこれまでに、京都や奈良や大阪を舞台に（卑弥呼に
たどりつく土地の歴史をからめながら）爆笑ものの青春小説
を書いてきているわけだけど、本書は、乳歯から永久歯へと
歯が生え替わる年頃の “ぴかぴか” な子どもの感性を描いて
いて、児童書の名作と呼ぶにふさわしい。
かのこちゃんは小学1年生の女の子。小学校入学ぎりぎり
まで親指しゃぶりをしていたんだけど、ある日、その親指を
飼い猫にかまれて、〈知恵が啓

ひら

かれた〉。それをきっかけに、
親指という「栓

せん

」を口元から抜いた彼女は、まるで好奇心が
からだのなかからあふれだすかのように、自分の身のまわり
にあるいろいろな言葉について知りたがり屋さんになって、
〈世界がグンと広くなる〉体験を楽しむようになる。
かのこちゃんは、「どこか変で、でも好きな響きの言葉」
リストというものを作っていて、こんな言葉を、お気に入り
として登録しているみたい― “やおら” とか “とかく” と
か “ほとほと” とか “たまさか” とか。
でもまだ、よく意味がわかっていなかったりもするから、

学校の「男子と女子、どっちが難しい言葉を知っているか」
対決では、くやしい思いをしたりもする。“いかんせん” を
知らない男子から、イカせんべいのことかよと言われても、
ちゃんと説明できなかったり。
だから、晩ごはんの席でカレーを食べながら、お父さんに

「いかんせん、を使って文を作ってみてください」っていう
お願いをするんだけど、その回答が、ふるってる。というか
しびれちゃうね、こんなふうに応えられたら―
「おとうさんは辛いカレーが好きなんだけれど、いかんせん、
今日はこの甘口のルーしかありません。そこで、お父さんは
カレーに七味唐辛子をかけて、味を加えてみようと思います」
ほんと素敵な親子なんだけど、ここでは子役キャラとして

（かのこちゃんの同級生の）すずちゃんを紹介しますね。
薄いけど幅のある眉

まゆ

＆短い三つ編みヘアのすずちゃんは、
自らの左右の鼻の穴に、両の親指を突っこみ、他の四本指を
ちょうちょうみたいに羽ばたかせる「鼻てふてふ」の名人。 
かのこちゃんとは茶

ちや

柱
ばしら

ならぬ〈ウンコ柱〉も立つということ
を発見しあって、意気投合し、「刎

ふん

頸
けい

の友
とも

」（とても仲のいい
友達）になれたのに……小学1年生の夏休みあけに、父親の
仕事の都合でインドに引っ越すことになっちゃった。
すずちゃんもかのこちゃんも、“変なもの” が大好き。
だからこそ、〈しっかりしたおとなの雰

ふん

囲
い

気
き

〉にも人一倍
あこがれるふたりが、『赤毛のアン』をまねてお茶会を開く
シーンは記憶に残る。そこで食べた洋菓子のマドレーヌは、
きっと、ふたりの思い出の味になるはず。
―とかなんとか言ってるあいだに、残

い か ん せ ん

念ながら、物語の
鍵
かぎ

をにぎるマドレーヌ夫人とは何者かについて詳
つまび

らかにする
スペースがなくなってきてしまった。ジブリのアニメ作品に
もありそうでない

3 3 3 3 3 3 3

設定だから、「外国語」も巧みにあやつる
夫人の正体は、実際に読んで驚いてほしいにゃー。
あと、末

まつぴつ

筆ながら、かのこちゃんやすずちゃんにぼくから
おすすめしたい変てこスイーツは「いちごキムチ」。きみも
食べるチャンスがあれば、ぜひ !　一

いち

期
ご

一
いち

会
え

ということで。

第03回 『かのこちゃんとマドレーヌ夫人』のすずちゃん
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某月某日、都内のファミレスにて̶
新城「さて前回は読書のレイヤーとフィルタリングについてだったけど、今回は何について書こうかな……
そういえば先日発売されたばかりのiPadを持ってきてたんだっけ。どれ、スイッチを入れてみよう」
T「あは～ん、そんなとこ擦っちゃイヤですわん！」
新「わあ、なんだなんだ、そういうキャラ設定だなんて聞いてないぞ。もしかして君の名は『iPadたん』？」
T「ちょっと違いますわん。私の名前は『タブレットたん』でござりまするう～（魔法のバトンを振って、
キラキラした粉をふりまく）」
新「ぶはっ、げほげほ。なんとなく読めてきたぞ今回の展開が……お嬢さん、あなたは未来のタブレット型
端末の擬人化だね。しかもちょっと不思議ちゃん系の」
T「半分だけ御名答ですわん。でもそれだけではありませぬ～。私め、いわゆるタブレットが提供するとこ
ろの、未来の物語なのであるんですわん。うふふ」
新「未来の物語？　なるほど、やっぱり思ったとおりだ。これまでこの架空エッセイの連載で見てきたように、
技術革新によって、図書館も書籍も公共性すらも変化する。当然、物語だって変わらざるを得ない。どんな
ふうに変わるんだい？　僕はそこが知りたくて、これまでもいろいろ調査したり実験したりしてきたんだ。
それこそ、一昨年末にやった例の早稲田文学10時間シンポジウム以来、ずっとね」
T「承知しておりますわん。あの日、新城カズマなるお人は『紙か電子か』よりも『有料か無料か』がこれ
からとっても大事な論点になってくるはずだ、と言っておられましたわん」
新「最近はそれに加えて、『黒字で終えるか赤字で終わるか』という評価軸も考えてるけどね。つまり、プロ
（＝商業）vsアマチュア（＝同人）という明確な区分が薄まって、プロもアマもパートタイムも黒字を出し続
ければ最終巻まで出る、赤字なら物語は途中で終わる。でも、そもそも物語が完結しなくちゃいけないなん
て法律で決まってるわけじゃないしさ。水滸伝なんか、語る人によってエンディングの箇所まで違うし。と
もあれ、確かに僕も考えてることはその頃から基本的に変わってない……書物はショモツになるだろう。と
なれば、読書もまたドクショになるだろう。それは電子化され、高速化するだろう。ネットの中をものすご
い速度で感想が飛び交い、電子的な小銭も行き交い、あちこちで話題が炎上し、瞬間的な『今ここ』と長い
長い『歴史』が溶け合ってゆく」
T「その結果、何が生まれるんですのん？」
新「うーん、僕もまだ抽象的にしか予測できてないんだけど。作者の特権性が弱まってゆく―というか弱
めても上手くいくようなシステムを造ることはできる。と同時に、読者の匿名性も弱めることが可能になる。
それは言い替えれば、無名のままの消費者で居続けるという特権を弱める、ということにもなる。あらゆる
レベルで、それまで当たり前の特権だと思われていたものが弱まってゆく。でも、そのぶん新たに面白いこと、
エキサイティングなこと、幸せなことが生まれるから、失った特権は実はそれほどもったいないというわけ
でもない。……うーん、なかなか具体的に表現できないなあ。君ならできるのかな、タブレットたん？」
T「もちろんですわん！　物語もまたその特権を弱めて、モノガタリになってゆく……もっと正確に言いま
すと、物語はモノガタリに戻ってゆくのでありまする～！」
新「戻る？」
T「そうですわん。長くて、ちゃんとした形のある、一塊の『語り』から……もっとぐにゃぐにゃで、適当で、
でもそのぶん気楽な『お喋り』に。それは何度聞いても面白くて。それを創った人ではなく、その時にそれ
を上手くしゃべる人が尊敬される―」
新「おしゃべり？　物語を語るのではなく……モノガタリをしゃべる？」
T「未来の私たちは、モノガタリではなくてオハナシと呼んでごじゃります。そして、そんなオハナシたち
はこの時代にも出現し始めてますですわん。ようっく注意してまわりを御覧になれば、きっとそれが見つか
るはずですわん！ （と言い残して、蝶々のような羽根をパタパタさせながら飛び去ってしまう）」
新「オハナシ……特権性のない、繰り返し可能な、作者よりも話者が優先されるおしゃべり？……待てよ
……そうか、わかったぞ！」
担当編集「何がわかったんですか、新城さん」
新「わ、びっくりした。生で登場するのは初めてですね。どうしたんですか」
担「いや、実はお知らせがありまして。次回からの〈WB〉リニューアルに伴いまして、このエッセイも完全
電子化が決定しました。ようするにウェブ連載ですね」
新「おお、それは凄い。これで〆切も少しはゆるく……」
担「なりません。金輪際なりません。ていうか、むしろ電子化作業の時間が必要なので、これまで以上に前
倒しでよろしく。で、未来のモノガタリ／オハナシの形って、どんななんですか」
新「そうそう、それです。作者も読者も特権は弱まり、無限のバリエーションと感想が飛び交う中、ただオ
ハナシをする話者のキャラと瞬間的技能だけが重要になる。未来の物語の原型は、きっとこれですよ：

人志松本のすべらない話［DVD］」
担「えーーーーっ！？　じゃあ、新城さんみたいな小説家はどうすればいいんですか。お笑い
芸人みたいに話術を磨くんですか？」
新「いやいや、他にも方法はありますよ。すでに秘策も二つ三つ思いついてます。それについ
てはウェブ連載でお話しましょう。ではまた～」

第 0 4 回 ◉ 未 来 の 物
語 は 、 今 こ こ に

新 城 カ ズ マ
S i n j o w  K a z m a

生年不詳。遺書を誤送して消えた少年を探
す高校生たちの最も危険な一日を描く『15
× 24』はじめ多くの著作をもつ。この 7月
には、ショートショート集『マルジナリアの
妙薬』と新書『われら銀河をググるべきや』
を同時発売。ブログ :散歩男爵、twitter id:
SinjowKazma
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