
シ
ュ
ー
マ
ン
の
楽
曲
の
「
小
説
性
」
に
つ
い
て
は
、
前
に
修
人
が
指
摘

し
た
通
り
で
、
そ
こ
で
修
人
が
例
に
あ
げ
て
い
た
の
は
、《
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド

同
盟
舞
曲
集
》O

p.6

だ
っ
た
。
ク
ラ
ラ
と
の
結
婚
の
舞
踏
会
を
想
像
し

て
描
写
し
た
と
い
う
曲
集
に
は
、
曲
ご
と
に
フ
ロ
レ
ス
タ
ン
な
い
し
オ
イ

ゼ
ビ
ウ
ス
の
署
名
が
楽
譜
に
付
さ
れ
て
い
る
。
音
楽
に
よ
る
描
写
そ
の
も

の
は
バ
ロ
ッ
ク
時
代
か
ら
あ
る
け
れ
ど
、
描
写
に
「
語
り
手
」
を
設
定
す

る
、
な
ん
て
こ
と
を
し
た
の
は
シ
ュ
ー
マ
ン
だ
け
だ
、
と
い
う
の
が
修
人

の
指
摘
で
、
僕
も
全
く
同
感
だ
。

シ
ョ
パ
ン
は
ピ
ア
ノ
の
詩
人
な
ど
と
呼
ば
れ
る
が
、
そ
れ
で
い
う
な
ら

シ
ュ
ー
マ
ン
は
ピ
ア
ノ
の
小
説
家
だ
。
ほ
か
に
シ
ュ
ー
マ
ン
の
「
小
説

【
短
篇
小
説
】

A
rabeske

─
─《
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
同
盟
》
ノ
ー
ト
④
か
ら

奥
泉
光 ¥0

奥泉光

町田康 + 朝吹真理子

中村文則→太宰治

斎藤美奈子

キョウミナヲ

玉川重機

望月旬々

米光一成 + ナカシマカズユキ

青木淳悟

大澤真幸

円城塔

今日マチ子
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性
」
に
つ
い
て
い
ま
ま
で
例
に
あ
が
っ
た
の
は
、《
ノ
ヴ
ェ
レ
ッ
テ
ン
》

O
p.21

、《
謝
肉
祭
》O

p.9

、《
ウ
ィ
ー
ン
の
謝
肉
祭
の
道
化
》O

p.26

な
ど
だ
け
れ
ど
、
こ
こ
で
は
別
の
例
を
と
っ
て
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。

《
詩
人
の
恋
》O

p.48
―

。

先
週
の
土
曜
日
、
僕
は
受
験
の
と
き
に
お
世
話
に
な
っ
た
久
住
渉
先

生
の
リ
サ
イ
タ
ル
を
上
野
に
聴
き
に
行
っ
た
。《
詩
人
の
恋
》
は
そ
の

と
き
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
、
い
ろ
い
ろ
と
考
え
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
け

れ
ど
、「
小
説
」
の
こ
と
は
そ
の
一
つ
だ
。
つ
ま
り
、
僕
は
、
こ
の
歌

曲
の
傑
作
に
「
小
説
」
を
強
く
感
じ
た
の
だ
。
そ
れ
を
少
し
だ
け
述
べ

て
み
た
い
。

一
六
の
曲
が
集
め
ら
れ
た
《
詩
人
の
恋
》
が
、
全
体
で
一
つ
の
物
語

を
な
し
て
い
る
こ
と
は
、
む
ろ
ん
い
う
ま
で
も
な
い
。
第
一
曲
、
美
し

い
五
月
に
詩
人
は
恋
に
お
ち
、
だ
が
失
恋
し
て
、
最
後
の
一
六
曲
、
恋

の
苦
し
み
を
棺
に
収
め
て
海
に
沈
め
よ
う
と
歌
う
と
こ
ろ
で
終
わ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
い
う
「
小
説
性
」
は
、
歌
詞
が
ス
ト
ー
リ
ー
を
持
っ

て
い
る
、
そ
の
こ
と
と
は
違
う
。
む
し
ろ
シ
ュ
ー
マ
ン
の
音
楽
に
内
在

す
る
問
題
だ
。

シ
ュ
ー
マ
ン
の
歌
曲
に
お
け
る
ピ
ア
ノ
・
パ
ー
ト
が
、
歌
の
単
な
る

伴
奏
で
は
な
い
自
立
性
を
持
っ
て
い
る
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
た

と
え
ばA-m

oll

の
第
八
曲
や
、D-m

oll

の
第
九
曲
な
ど
は
、
ピ
ア
ノ
・

パ
ー
ト
だ
け
弾
い
て
も
十
分
に
独
奏
曲
と
し
て
通
用
し
そ
う
だ
。
い
い

旋
律
が
あ
る
、
そ
れ
が
最
も
効
果
的
に
美
し
く
歌
わ
れ
る
よ
う
ピ
ア
ノ

譜
を
作
る
、
と
い
う
ふ
う
に
シ
ュ
ー
マ
ン
は
発
想
し
な
い
。
歌
と
ピ
ア

ノ
が
対
話
し
、
絡
ま
り
合
い
、
二
頭
の
イ
ル
カ
が
後
に
な
り
先
に
な
り

し
て
戯
れ
泳
ぐ
よ
う
な
形
で
曲
を
作
る
の
が
シ
ュ
ー
マ
ン
の
や
り
方
だ
。

人
間
の
歌
声
と
い
う
の
は
圧
倒
的
な
強
さ
が
あ
る
わ
け
だ
け
れ
ど
、
と

き
に
ピ
ア
ノ
が
歌
を
押
し
の
け
て
、
自
分
を
主
張
す
る
場
面
さ
え
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
手
法
が
す
ぐ
に
「
小
説
性
」
と
結
び
つ
く
わ
け
で

は
な
い
け
れ
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
企
み
の
前
提
に
な
る
の
は
間
違
い
な
い
。

企
み―

。
実
際
、
こ
の
言
葉
く
ら
い
作
曲
家
シ
ュ
ー
マ
ン
に
ふ
さ

わ
し
い
言
葉
は
な
い
だ
ろ
う
。
最
近
、
僕
は
あ
る
作
家
の
書
い
た
本
を

読
ん
だ
の
だ
が
、
小
説
と
い
う
の
は
企
み
を
凝
ら
す
と
こ
ろ
に
本
質
が

あ
る
と
、
そ
の
人
は
主
張
し
て
い
た
。《
詩
人
の
恋
》
が―

《
詩
人

の
恋
》
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
け
れ
ど―

隅
々
ま
で
企
み
に
満
ち

て
い
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
こ
で
は
一
つ
だ
け
、
終
曲
を
あ
げ

て
お
こ
う
。
と
い
う
か
、
僕
が
今
回
、
シ
ュ
ー
マ
ン
の
「
小
説
性
」
に

つ
い
て
あ
ら
た
め
て
考
え
た
の
は
、
こ
の
終
曲
を
聴
い
て
な
の
だ
。

こ
こ
で
や
や
唐
突
に
転
調
す
る
け
れ
ど
、
夏
目
漱
石
の
『
坊
っ
ち
ゃ

ん
』
を
読
ん
だ
こ
と
が
諸
君
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
僕
は
一
年
生

の
夏
休
み
に
課
題
で
読
ん
だ
の
だ
が
、
休
み
明
け
に
現
国
の
水
原
さ
ん

が
し
て
く
れ
た
解
説
が
記
憶
に
残
っ
て
い
る
。
水
原
さ
ん
は
こ
ん
な
ふ

う
に
解
説
し
た
。
漱
石
の
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
は
、
威
勢
の
い
い
江
戸
っ

子
先
生
が
大
活
躍
す
る
痛
快
小
説
の
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
、
よ
く
読

ん
で
み
る
と
、
主
人
公
は
と
て
も
淋
し
い
、
孤
独
な
人
間
で
あ
り
、
だ

か
ら
こ
そ
主
人
公
を
無
条
件
に
愛
し
て
く
れ
る
「
清
」
の
存
在
が
光
る
、

一
種
の
恋
愛
小
説
な
の
で
あ
る―

。

そ
ん
な
ふ
う
に
は
全
然
読
ん
で
い
な
か
っ
た
か
ら
、
僕
は
だ
い
ぶ
び

っ
く
り
し
て
、
な
る
ほ
ど
と
頷
き
も
し
た
の
だ
け
れ
ど
、
そ
の
と
き
水

原
さ
ん
は
、
小
説
の
ラ
ス
ト
に
つ
い
て
も
こ
ん
な
こ
と
を
い
っ
た
の
だ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
小
説
は
最
後
、
赤
シ
ャ
ツ
と
野
ダ
イ
コ
に
卵
を
ぶ

つ
け
た
主
人
公
が
、
松
山
か
ら
東
京
へ
戻
っ
た
と
こ
ろ
で
終
わ
る
が
、

そ
こ
で
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
、「
清
の
事
を
話
す
の
を
忘
れ
て
い
た
」
と
い

う
形
で
、
ほ
ん
の
つ
い
で
の
よ
う
に
、
清
に
つ
い
て
短
く
語
る
。
坊
っ

ち
ゃ
ん
と
再
会
し
た
清
の
涙
に
つ
い
て
。
清
と
の
幸
せ
な
生
活
と
、
ほ

ど
な
い
清
の
死
に
つ
い
て
。
清
の
墓
に
つ
い
て
。
本
筋
が
語
ら
れ
終
え

た
あ
と
に
短
い
後
日
談
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
付
け
ら
れ
る
の
は
、
小
説

で
は
よ
く
あ
る
技
法
で
あ
る
が
、『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
の
場
合
は
、
短
い

付
加
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
、
語
り
手
で
あ
る
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
最
も
大
切

な
事
柄
が
、
深
い
哀
切
の
思
い
が
、
さ
り
げ
な
い
仕
方
で
込
め
ら
れ
て

い
る―

そ
ん
な
話
だ
っ
た
。

こ
こ
で
私
は
《
詩
人
の
恋
》
の
こ
と
を
考
え
る
。
終
曲
の
歌
が
終
わ

る
。
そ
の
後
に
一
五
小
節
の
後
奏
が
あ
る
。
こ
れ
は
歌
曲
と
し
て
は
破

格
に
長
い
後
奏
な
わ
け
だ
け
れ
ど
、
つ
ま
り
こ
れ
が
「
短
い
後
日
談
的

な
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
の
印
象
を
与
え
る
の
だ
。
こ
う
し
た
書
き
方
は
た
し

か
に
小
説
的
と
い
っ
て
よ
い
と
思
う
。
し
か
も
こ
の
後
奏
は
、『
坊
っ

ち
ゃ
ん
』
の
場
合
と
同
様
、
ほ
ん
の
つ
い
で
の
よ
う
に
置
か
れ
て
い
な

が
ら
、
実
は
一
番
大
切
な
、
秘
め
ら
れ
た
思
い
を
、
さ
り
げ
な
く
語
っ

た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

終
曲
は
4
／
4
拍
子
のC♯

-m
oll

で
書
か
れ
て
い
る
。
な
の
に
後

奏
で
は
急
に
6
／
4
拍
子
のD

♭
-dur

に
な
る
。
き
わ
め
て
幻
想
的
な

響
き
の
す
る
あ
の
箇
所
は
、
小
さ
な
独
立
し
た
宇
宙
を
な
し
て
い
る
の

だ
け
れ
ど
、
そ
れ
は
《
詩
人
の
恋
》
全
一
六
曲
の
背
後
で
、
ず
っ
と
密

か
に
響
き
続
け
て
い
た
も
の
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う

か
？シ

ュ
ー
マ
ン
の
あ
ら
ゆ
る
楽
曲
の
「
奥
」
に
感
じ
ら
れ
る
、
魂
の
密

か
な
囁
き―

風
景
が
翳
に
溶
け
込
み
、
な
に
も
か
も
が
輪
郭
を
失
っ

て
い
く
黄
昏
の
刻
、
闇
に
沈
み
い
く
こ
と
へ
の
深
い
諦
念
の
溜
息
の
な

か
に
な
お
美
し
く
晴
朗
な
も
の
へ
の
憧
れ
が
孕
ま
れ
る
あ
の
感
覚
を
、

人
は
そ
こ
で
聴
き
取
ら
な
い
だ
ろ
う
か
？

　
　

＊

《
詩
人
の
恋
》
の
後
奏
。
な
る
ほ
ど
気
が
つ
か
な
か
っ
た
！

僕
は
歌
曲
は
あ
ま
り
聴
か
な
い
し
、
さ
ら
っ
た
こ
と
も
な
い
か
ら
ね
。

べ
つ
に
弁
解
す
る
こ
と
も
な
い
ん
だ
け
ど
。

つ
ま
り
、
こ
れ
は
「
露
頭
」
だ
よ
。
露
頭
発
見
！　

た
し
か
に
こ
れ

く
ら
い
は
っ
き
り
目
に
見
え
る
露
頭
は
他
に
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

深
い
諦
念
の
溜
息
の
な
か
に
な
お
美
し
く
晴
朗
な
も
の
へ
の
憧
れ
が

孕
ま
れ
る
あ
の
感
覚―

な
ん
て
い
わ
れ
る
と
、
ち
ょ
っ
と
気
取
り
す

ぎ
て
笑
っ
ち
ゃ
う
け
れ
ど
、
甘
く
て
淋
し
い
幻
想
に
溢
れ
た
こ
の
音
楽

が
、
シ
ュ
ー
マ
ン
と
い
う
大
地
の
、
一
番
深
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
、
ど

こ
ま
で
も
果
て
し
な
く
広
が
っ
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
だ
と
思
う
。
こ

の
音
楽
は
、
普
段
は
隠
れ
て
い
る
ん
だ
け
れ
ど
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
地

表
に
露
出
し
て
も
い
る
。
一
つ
の
場
所
が
《
詩
人
の
恋
》
の
終
曲
の
後

奏
。
だ
っ
た
ら
他
に
は
ど
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
？

凄
く
は
っ
き
り
し
た
露
頭
が
一
つ
あ
る
よ
ね
。
そ
う
、
あ
そ
こ
だ
。

ピ
ア
ノ
コ
ン
チ
ェ
ル
ト
の
第
一
楽
章
。
展
開
部
の
冒
頭
、
6
／
4
拍
子

のAndante espressivo.

あ
の
美
し
い
、
本
当
に
美
し
い
、
真
に
幻

想
的
な―

幻
想
的
と
い
う
言
葉
は
僕
は
あ
ま
り
好
き
じ
ゃ
な
い
が
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―
あ
の
楽
節
。

も
ち
ろ
ん
気
が
つ
い
て
い
る
と
思
う
け
れ
ど
、《
詩
人
の
恋
》
終
曲

の
後
奏
も
6
／
4
拍
子
、
付
さ
れ
た
演
奏
記
号
が
や
は
りAndante 

espressivo.
つ
ま
り
シ
ュ
ー
マ
ン
は
、
こ
の
二
つ
の
も
の
が
、
同
じ
地

層
に
属
し
て
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
、
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
ん

だ
！も

っ
と
も
、
記
譜
の
う
え
の
つ
な
が
り
だ
け
が
同
じ
地
層
を
示
す
わ

け
じ
ゃ
な
い
。
調
や
テ
ン
ポ
や
リ
ズ
ム
が
全
然
違
っ
て
い
て
も
、
同
じ

地
層
の
露
頭
だ
と
分
か
る
と
こ
ろ
は
い
っ
ぱ
い
あ
る
。

た
と
え
ば
、《
ア
ラ
ベ
ス
ク
》
な
ん
て
ど
う
だ
ろ
う
？　

小
さ
く
て

目
立
た
な
い
曲
だ
け
れ
ど
、
あ
そ
こ
に
も
露
頭
が
覗
け
て
い
る
ん
じ
ゃ

な
い
か
な
？

　
　

＊

《
ア
ラ
ベ
ス
ク
》O

p.18

。

一
九
三
八
年
か
ら
三
九
年
に
か
け
て
の
ウ
ィ
ー
ン
滞
在
中
、
シ
ュ
ー

マ
ン
は
い
く
つ
も
の
ピ
ア
ノ
曲
を
書
い
た
。
洗
練
さ
れ
た
ウ
ィ
ー
ン
趣

味
の
漂
う
こ
れ
ら
の
曲
は
、
ピ
ア
ノ
音
楽
の
主
な
「
消
費
者
」
で
あ
る

ウ
ィ
ー
ン
の
女
性
た
ち
を
意
識
し
た
も
の
だ
が
、
な
か
で
も
「
弱
々
し

く
御
婦
人
向
け
」
と
シ
ュ
ー
マ
ン
本
人
が
評
し
た
曲
が
二
つ
あ
り
、
一

つ
が
《
花
の
曲
》O

p.19

、
も
う
一
つ
が
《
ア
ラ
ベ
ス
ク
》
で
あ
る
。

ア
ラ
ベ
ス
ク
は
、
も
と
も
と
は
イ
ス
ラ
ム
美
術
の
、
幾
何
学
文
様
が

反
復
す
る
様
式
を
い
う
ら
し
い
が
、
同
じ
形
の
付
点
八
分
と
一
六
分
音

符
の
反
復
の
な
か
で
曲
作
り
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
シ
ュ
ー
マ

ン
が
こ
の
タ
イ
ト
ル
を
付
し
た
理
由
は
あ
る
の
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、

同
じ
リ
ズ
ム
の
執
拗
な
反
復
と
い
う
の
は
、
ほ
と
ん
ど
体
質
と
も
い
う

べ
き
シ
ュ
ー
マ
ン
の
特
徴
で
あ
り
、
そ
の
意
味
か
ら
す
る
と
、
シ
ュ
ー

マ
ン
の
ピ
ア
ノ
曲
全
体
を
ア
ラ
ベ
ス
ク
と
み
な
す
こ
と
も
可
能
か
も
し

れ
な
い
。

Leicht und zart

（
か
る
く
、
や
わ
ら
か
く
）
と
表
記
の
あ
るC-dur

の
主
部
の
あ
い
だ
に
、M

inore I

とM
inore II

が
は
さ
ま
る
ロ
ン
ド

ふ
う
の
構
成
を
と
る
。
中
間
部
は
そ
れ
ぞ
れE-m

oll

とA-m
oll

で
書

か
れ
て
い
る
け
れ
ど
、C-dur

の
調
性
で
あ
り
な
が
ら
主
部
の
持
つ
感

傷
的
な
翳
り
、
そ
れ
が
幾
分
濃
く
な
る
だ
け
で
、
主
部
の
色
合
い
か
ら

は
逸
脱
せ
ず
、
だ
か
ら
全
体
は
淡
い
単
色
で
描
か
れ
た
印
象
が
残
る
。

朝
の
光
の
な
か
で
た
ち
ま
ち
溶
け
消
え
て
し
ま
う
夢
の
よ
う
に
、
短
く
、

儚
い
曲
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
も
「
小
説
的
」
な
企
み
は
は
っ
き
り
見
て

と
れ
る
。

M
inore II

が
終
わ
っ
て
の
、
三
回
目
の
主
部
。
実
際
に
こ
の
曲
を

聴
い
た
り
演
奏
し
た
り
す
る
と
、
三
回
目
の
主
部
が
終
わ
っ
た
と
こ
ろ

で
曲
が
閉
じ
ら
れ
て
も
よ
い
感
じ
が
す
る
だ
ろ
う
。
主
部
の
お
し
ま
い

に
リ
タ
ル
ダ
ン
ド
が
あ
る
の
で
、
い
よ
い
よ
終
結
感
は
強
く
な
る
。
と

こ
ろ
が
、
そ
の
あ
と
に
、
一
六
小
節
の
不
思
議
な
コ
ー
ダ
が
続
く
。
こ

の
結
尾
部
が
ま
さ
に
「
短
い
後
日
談
的
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
だ
。
コ
ー
ダ
は

調
性
こ
そC-dur

で
変
わ
ら
ぬ
も
の
の
、
主
部
と
は
テ
ン
ポ
を
変
え
て
、

Lento

の
指
示
が
つ
き
、
非
常
に
独
立
し
た
印
象
を
与
え
る
。
そ
う
し

て
こ
こ
に
もespressivo

の
表
情
記
号
！

修
人
の
い
う
よ
う
に
、
シ
ュ
ー
マ
ン
の
大
地
深
く
で
連
続
し
て
い
る

地
層
が
、
こ
こ
で
も
「
露
頭
」
と
な
っ
て
見
え
て
い
る
の
だ
！　

届
か

ぬ
と
こ
ろ
に
在
る
何
者
か
へ
囁
き
か
け
る
、
諦
念
と
憧
憬
が
一
つ
に
な

っ
た
、
暗
い
熱
を
帯
び
た
感
情
の
地
層
。
そ
れ
が
こ
こ
で
露
わ
に
な
っ

て
い
る
の
だ
！

　
　

＊

《
ア
ラ
ベ
ス
ク
》
は
素
晴
ら
し
い
曲
だ
！　

上
品
で
、
情
感
ゆ
た
か
で
、

や
さ
し
く
て
、
淋
し
く
て
。
京
都
あ
た
り
に
あ
る
日
本
の
庭
園
は
一
つ

の
小
宇
宙
だ
そ
う
だ
け
れ
ど
、《
ア
ラ
ベ
ス
ク
》
も
そ
ん
な
感
じ
が
す
る
。

僕
も
ち
ょ
っ
と
勉
強―

と
い
う
ほ
ど
じ
ゃ
な
い
が―

し
て
み
た
ん

だ
け
れ
ど
、
ア
ラ
ベ
ス
ク
と
い
う
の
は
、
イ
ス
ラ
ム
の
宗
教
世
界
で
は
、

宇
宙
を
表
す
も
の
ら
し
い
か
ら
ね
。

そ
れ
で
露
頭
な
ん
だ
け
ど
、
た
し
か
に
あ
の
コ
ー
ダ
は
露
頭
だ
よ
。

け
れ
ど
、《
ア
ラ
ベ
ス
ク
》
に
は
も
う
一
カ
所
露
頭
が
あ
る
。

M
inore I

の
お
し
ま
い
の
と
こ
ろ
、Ruhiger

と
指
示
の
あ
るB-dur

で
は
じ
ま
る
一
六
小
節
。
リ
タ
ル
ダ
ン
ド
が
立
て
続
け
に
出
て
く
る
連

結
部
の
と
こ
ろ
だ
。
あ
そ
こ
で
も
地
層
は
何
気
な
く
顔
を
覗
か
せ
て
い

る
。
コ
ー
ダ
の
露
頭
を
先
取
り
す
る
か
の
よ
う
に
。

だ
か
ら
、
こ
の
曲
を
聴
く
人
は
、
コ
ー
ダ
ま
で
き
た
と
き
、
あ
れ
っ
、

こ
れ
は
少
し
前
に
ど
こ
か
で
見
た
風
景
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
、
懐

か
し
く
思
い
出
す―

と
い
う
ほ
ど
は
っ
き
り
は
し
な
い
か
も
し
れ
な

い
け
れ
ど
、
な
に
か
不
思
議
な
気
持
ち
で
コ
ー
ダ
の
響
き
を
耳
に
入
れ

る
こ
と
に
な
る
。
小
さ
い
け
れ
ど
、
愉
し
く
て
、
気
持
ち
が
よ
く
て
、

と
き
に
人
を
驚
か
し
た
り
、
と
き
に
瞑
想
に
誘
っ
た
り
す
る
、
そ
ん
な

散
歩
路
を
設
計
す
る
庭
師
（
？
）
み
た
い
に
、
シ
ュ
ー
マ
ン
は
お
話
を

工
夫
し
て
作
っ
て
い
る
ん
だ
ね
。
そ
れ
を
「
小
説
的
」
と
呼
ん
で
い
い

の
か
ど
う
か
、
僕
に
は
よ
く
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
。

と
こ
ろ
で
、
僕
が
《
ア
ラ
ベ
ス
ク
》
を
新
た
に
発
見
し
た
の
は
、
一

つ
の
演
奏
が
き
っ
か
け
だ
。
そ
れ
は
ホ
ロ
ビ
ッ
ツ
の
で
も
ポ
リ
ー
ニ
の

で
も
な
い
。
S
の
演
奏―

と
い
う
と
、
み
ん
な
驚
く
と
思
う
け
れ
ど
、

本
当
の
話
だ
。

S
は
ピ
ア
ノ
が
弾
け
る
。
幼
稚
園
の
頃
に
は
じ
め
て
、
中
学
三
年
ま

で
習
っ
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
び
っ
く
り
だ
。
高
校
で
は
、

美
術
部
に
入
っ
て
ピ
ア
ノ
は
や
め
て
し
ま
っ
た
が
、
今
年
に
な
っ
て
レ

ッ
ス
ン
を
再
開
し
た
そ
う
だ
。
も
ち
ろ
ん
僕
た
ち
〈
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
同

盟
〉
の
影
響
な
ん
だ
ろ
う
。
S
は
秘
密
に
し
て
い
た
ら
し
い
が
、
僕
は

偶
然
に
聴
く
機
会
が
あ
っ
た
。

先
週
の
日
曜
日
だ
。
僕
は
午
前
中
に
レ
ッ
ス
ン
が
あ
っ
て
、
朝
か
ら

出
か
け
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
行
っ
て
み
た
ら
先
生
の
都
合
で
キ
ャ
ン

セ
ル
に
な
っ
て
家
に
戻
っ
た
。
す
る
と
、
S
が
来
て
い
た
。
そ
の
こ
と

は
玄
関
の
靴
で
す
ぐ
に
分
か
っ
た
ん
だ
け
れ
ど
、
部
屋
で
ピ
ア
ノ
が
鳴

っ
て
い
た
か
ら
驚
い
た
。
家
に
入
っ
た
と
き
、
演
奏
は
す
で
に
は
じ
ま

っ
て
い
て
、
僕
は
、
た
だ
い
ま
と
も
何
と
も
い
わ
ず
に
玄
関
扉
を
開
け

た
か
ら
、
二
階
の
S
は
気
が
つ
か
な
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
。

曲
は
《
ア
ラ
ベ
ス
ク
》
だ
。「
音
楽
室
」
は
防
音
に
な
っ
て
は
い
る

け
れ
ど
、
家
の
な
か
に
は
音
は
漏
れ
る
。
し
か
も
こ
の
と
き
は
部
屋
の

戸
が
開
い
て
い
た
か
ら
、
は
っ
き
り
音
は
聴
き
取
れ
た
。
僕
は
階
段
の

途
中
に
立
っ
て
音
楽
を
聴
い
た
。
音
楽―

。
そ
う
、
実
際
に
そ
れ

は
、
音
楽
と
呼
ん
で
い
い
も
の
だ
っ
た
ん
だ
！
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決
し
て
う
ま
く
は
な
い
。
指
定
よ
り
ひ
ど
く
遅
い
テ
ン
ポ
は
い
い
と

し
て
、
短
前
打
音
や
付
点
の
リ
ズ
ム
は
、
電
池
の
切
れ
か
け
た
オ
モ
チ

ャ
よ
ろ
し
く
ぎ
く
し
ゃ
く
し
て
、
ま
る
で
不
正
確
。
ミ
ス
タ
ッ
チ
も
駆

け
回
る
鼠
の
子
み
た
い
に
そ
こ
ら
じ
ゅ
う
に
あ
る
。
つ
ま
り
は
素
人
の

へ
た
く
そ
な
演
奏
そ
の
も
の
。
な
の
に
僕
は
、
そ
の
音
に
ひ
き
つ
け
ら

れ
た
。
最
初
は
、
僕
の
部
屋
の
ピ
ア
ノ
を
誰
か
が
弾
い
て
い
る
、
そ
の

こ
と
に
単
純
に
驚
い
た
か
ら
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ

の
う
ち
に
僕
は
、
本
気
で
音
楽
を
聴
く
態
勢
に
な
っ
て
、
二
階
か
ら
届

い
て
く
る
音
に
耳
を
傾
け
た
。

曲
は
ち
ょ
う
ど
二
回
目
の
主
部
が
終
わ
っ
て
、M

inore II

に
進
む

と
こ
ろ
だ
っ
た
。
そ
こ
で
僕
は
と
う
と
う
笑
い
出
し
た
。
あ
ま
り
に
も

演
奏
が
ヘ
ン
テ
コ
だ
っ
た
か
ら
。
で
も
僕
は
、
声
を
出
さ
ず
に
笑
い
な

が
ら
、
不
思
議
な
感
動
を
覚
え
て
い
た
。
た
ど
た
ど
し
く
追
わ
れ
る
音

符
の
列
が
、
そ
れ
で
も
た
し
か
に
シ
ュ
ー
マ
ン
の
音
楽
を
伝
え
て
く
る

か
ら
だ
。
い
や
、
滑
ら
か
じ
ゃ
な
い
か
ら
こ
そ
、
か
え
っ
て
音
楽
の
輪

郭
が
く
っ
き
り
と
見
え
た
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
、
思

わ
ず
笑
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
、
悪
い
こ
と
じ
ゃ
な
い
だ
ろ

う
？　

少
な
く
と
も
顔
を
し
か
め
た
り
、
怒
っ
た
り
す
る
よ
り
は
い
い

は
ず
だ
よ
。

短
いM

inore II

が
終
わ
っ
て
、
再
び
主
部
が
戻
っ
て
き
た
と
き
、

僕
は
足
音
を
立
て
な
い
よ
う
に
気
を
付
け
な
が
ら
、
階
段
を
上
っ
て
、

開
い
た
ま
ま
の
戸
口
か
ら
室
を
そ
っ
と
覗
い
て
み
た
。
上
蓋
を
少
し
だ

け
開
け
た
ピ
ア
ノ
に
向
か
っ
て
い
る
の
は―

S
だ
。
玄
関
の
、
女
物

な
の
に
ば
か
で
か
い
靴
か
ら
S
だ
と
は
思
っ
た
け
れ
ど
、
鍵
盤
に
向
か

う
S
を
見
て
、
あ
ら
た
め
て
僕
は
驚
い
た
。
こ
ち
ら
か
ら
は
S
の
横

向
き
の
顔
が
見
え
た
。
そ
の
顔
は
た
し
か
に
S
の
も
の
な
ん
だ
け
れ
ど
、

別
人
に
思
え
た
。
S
は
美
人
じ
ゃ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
と
き
、
ち

ょ
っ
と
つ
り
上
が
っ
た
目
を
楽
譜
に
据
え
た
S
の
横
顔
は
、
窓
か
ら
さ

す
春
の
光
を
浴
び
て
、
古
代
ロ
ー
マ
か
ど
こ
か
の
女
の
白
い
像
み
た
い

だ
っ
た
。

演
奏
に
懸
命
な
S
は
僕
に
は
気
が
つ
か
な
い
様
子
だ
っ
た
。
や
が
て

曲
は
コ
ー
ダ
へ
、
あ
の
露
頭
に
進
ん
だ
。
そ
こ
を
S
はLento

の
指
示

を
は
る
か
に
超
え
て
、
遅
く
弾
い
た
。
一
音
一
音
響
き
を
確
か
め
る
よ

う
に
。
い
ま
に
も
停
ま
っ
て
し
ま
い
そ
う
な
速
度
で
。
そ
れ
は
き
っ
と

S
が
音
符
を
十
分
に
把
握
し
て
い
な
い
せ
い
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
け
れ
ど

も
僕
は
、
た
ど
た
ど
し
い
、
亀
の
歩
み
み
た
い
な
音
の
列
に
、
祭
壇
に

跪
い
て
祈
る
人
の
気
持
ち
に
似
た
も
の
を
感
じ
て
い
た
。
そ
れ
は
つ
ま

り
、
音
楽
へ
の
祈
り
だ
。「
諦
念
と
憧
憬
が
一
つ
に
合
わ
さ
っ
た
、
遠

い
何
者
か
へ
の
祈
り
」
だ
。
S
は
た
し
か
に
祈
っ
て
い
た
。
手
の
届
か

な
い
も
の
に
深
く
憧
れ
て
い
た
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
僕
に
は
見
え
た
。

そ
う
い
う
ふ
う
に
僕
に
は
聴
こ
え
た
。《
ア
ラ
ベ
ス
ク
》
の
コ
ー
ダ
が
、

シ
ュ
ー
マ
ン
の
大
地
に
眠
る
神
秘
の
地
層
の
露
頭
だ
と
僕
が
知
っ
た
の

は
こ
の
と
き
だ
。

演
奏
が
終
わ
っ
て
す
ぐ
僕
は
室
へ
入
っ
た
。「
な
に
を
勝
手
に
ピ
ア

ノ
を
弾
い
て
る
ん
だ
！
」
と
僕
は
い
っ
た
。
乱
暴
な
口
調
に
な
っ
た
の

は―

嫉
妬
の
せ
い
だ
っ
た
と
思
う
。
妙
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い

け
れ
ど
、
あ
の
と
き
の
気
持
ち
は
嫉
妬
と
い
う
の
が
一
番
近
い
気
が
す

る
。
あ
ん
な
ふ
う
に
僕
に
は
祈
れ
な
い
。
そ
う
思
っ
た
。
自
分
は
見
離

さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
だ
か
そ
う
い
う
ふ
う
に
も
感
じ
て
い
た
。

僕
の
剣
幕
に
S
は
驚
い
て
、
目
を
フ
ク
ロ
ウ
み
た
い
に
大
き
く
し
た

け
れ
ど
、
す
ぐ
に
、
い
ま
ま
で
一
度
も
見
せ
た
こ
と
の
な
い
、
お
と
な

び
た
静
か
な
表
情
で
、
ピ
ア
ノ
椅
子
に
座
っ
た
ま
ま
、
ま
っ
す
ぐ
僕
を

見
詰
め
て
き
た
。
森
の
奥
の
、
人
気
の
な
い
沼
み
た
い
な
灰
色
の
目
に
、

自
分
の
姿
が
小
さ
く
映
っ
て
い
る
の
を
僕
は
見
た
。

〈
了
〉

奥
泉
光　

O
k

u
iz

u
m

i H
ik

a
ru

56
年
生
。
美
的
な
い
し
は
思
弁
的
な
純
文
学
作
品
と
、
壮
大
な
ミ
ス
テ
リ
ー
や
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
作
品

を
行
き
来
し
、
フ
ル
ー
ト
演
奏
や
漫
談
も
こ
な
す
驚
異
の
小
説
家
。
最
新
作
『
シ
ュ
ー
マ
ン
の
指
』
は
そ
の
両

方
を
あ
わ
せ
も
ち
、
ハ
ラ
ハ
ラ
さ
せ
つ
つ
耽
読
を
誘
い
、
最
後
に
は
あ
っ
と
驚
か
せ
る
最
高
傑
作
。
本
編
は
そ

の
ス
ピ
ン
オ
フ
で
あ
る
。
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町
田　

今
月
は
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
忙
し
い
ん
で
す
よ
。

朝
吹　

新
し
い
ご
本
を
二
冊
も
出
さ
れ
た
ば
か
り
で
す
も
ん
ね
。

町
田　

い
や
、
焼
き
も
の
を
す
る
た
め
に
美
濃
に
行
っ
て
、
茶
碗
つ
く

っ
た
り
。

朝
吹　

焼
き
も
の
？
（
笑
）
昔
か
ら
お
好
き
な
ん
で
す
か
？

町
田　

ぜ
ん
ぜ
ん
。
も
う
偶
然
で
す
。
そ
れ
か
ら
読
ま
な
き
ゃ
い
け
な

い
本
も
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
多
く
て
。
で
も
朝
吹
さ
ん
が
選
ん
で
く
れ

た　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
は
た
の
し
ん
で
読
め
ま
し
た
。

朝
吹　

わ
あ
い
。嬉
し
い
。気
に
入
っ
て
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
し
た
！

町
田　

こ
れ
を
選
ん
だ
の
は
な
ん
で
だ
っ
た
ん
で
す
か
？

朝
吹　

町
田
さ
ん
の
小
説
と
近
い
も
の
を
感
じ
た
ん
で
す
。
中
世
や
近

世
に
は
、
因
果
律
が
抜
け
落
ち
て
い
る
話
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
人
間
が

生
き
る
こ
と
の
無
意
味
さ
と
か
滑
稽
さ
を
、
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
感
情

や
情
緒
に
ま
み
れ
ず
に
、
そ
の
ま
ま
書
く
の
が
お
も
し
ろ
く
て
。
町
田

さ
ん
の
作
品
を
、
も
し
中
世
や
近
世
の
ひ
と
た
ち
が
読
ん
だ
ら
「
こ
う

い
う
の
を
求
め
て
い
た
ん
だ
！
」
と
言
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
た
ん

で
す
。

町
田　

ま
っ
た
く
そ
の
と
お
り
の
お
も
し
ろ
さ
を
感
じ
ま
し
た
。
ぼ
く

は
〝
わ
け
の
わ
か
ら
な
さ
〞
と
か
〝
内
面
の
な
さ
〞
と
い
う
の
が
す
ご

く
好
き
な
ん
で
す
。
簡
単
に
言
っ
て
し
ま
う
と
、「
な
ん
で
そ
ん
な
こ

と
す
る
の
？
」
っ
て
こ
と
で
す
よ
ね
。

朝
吹　

そ
う
、
行
動
の
意
味
が
わ
か
ら
な
い
。

町
田　

中
世
の
ひ
と
だ
か
ら
か
け
離
れ
て
い
て
理
解
で
き
な
い
の
か
と

い
う
と
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。

　
　
＊

朝
吹　

こ
の
放
屁
の
話
（
巻
三
の
二
「
藤
大
納
言
忠
家
、物
い
ふ
女
放

屁
の
事
」）
な
ん
て
、
こ
ま
や
か
な
書
き
ぶ
り
だ
け
れ
ど
、
書
か
れ
て

い
る
出
来
事
は
、
と
ん
ち
ん
か
ん
で
。
色
事
の
最
中
に
女
の
放
屁
を
目

の
当
た
り
に
し
て
出
家
し
よ
う
と
思
っ
た
忠
家
が
、
思
い
直
し
て
、
そ

ん
な
こ
と
で
出
家
し
よ
う
と
思
っ
た
自
分
の
心
の
動
き
に
憤
然
と
す
る
。

も
う
、
こ
こ
か
ら
な
に
を
読
み
と
っ
た
ら
い
い
の
か
。

町
田　

ま
っ
た
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。

朝
吹　

そ
こ
が
読
み
も
の
と
し
て
心
地
よ
く
て
。
で
も
ず
る
い
の
は
、

放
屁
な
ん
て
絶
対
お
も
し
ろ
い
に
決
ま
っ
て
る
（
笑
）。

町
田　

放
屁
で
出
家
す
る

―
出
家
か
ら
見
て
も
ふ
ざ
け
て
る
し
、

放
屁
か
ら
見
て
も
ふ
ざ
け
て
る
（
笑
）。
出
家
を
決
意
し
て
ち
ょ
っ
と

歩
い
て
「
や
め
よ
う
」
と
思
う
と
こ
ろ
、
こ
れ
っ
て
、
す
ご
く
人
間
で

す
よ
ね
。
ぼ
く
の
小
説
を
読
ん
だ
ひ
と
に
、「
特
別
に
劣
っ
た
人
間
を

書
い
て
い
る
」
と
よ
く
言
わ
れ
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
ぼ
く
自
身
は
そ
ん

な
つ
も
り
は
な
く
て
、
人
間
の
心
の
動
き
を
ふ
つ
う
に
写
す
と
、
こ
う

な
っ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
。

朝
吹　

因
果
律
の
抜
け
落
ち
て
い
る
様
と
言
う
と
、「
伴
大
納
言
の
事
」

（
巻
一
の
四
）
と
、「
出
雲
寺
別
当
、
父
の
鯰
に
な
る
た
る
を
知
り
な
が

ら
殺
し
て
食
ふ
事
」（
巻
一
三
の
八
）
が
あ
り
ま
す
。

町
田　

両
方
と
も
予
言
的
な
夢
の
話
で
す
ね
。

朝
吹　
「
伴
大
納
言
」
は
、
い
ず
れ
応
天
門
を
放
火
す
る
こ
と
に
な
る

予
兆
を
し
る
し
た
段
で
す
け
れ
ど
、
理
由
や
経
緯
は
抜
け
落
ち
て
、
結

果
だ
け
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
ひ
じ
ょ
う
に
不
気
味
で
忘
れ
が
た
い
書

き
方
で
す
。
こ
れ
は
典
型
的
で
す
け
れ
ど
、
因
果
律
が
抜
け
落
ち
て
い

る
と
き
の
説
明
と
し
て
、
中
近
世
の
ひ
と
は
、
夢
や
怪
異
を
使
う
ん
で

す
が
。

町
田　

中
世
に
は
、
夢
と
か
怪
異
が
も
っ
と
ふ
つ
う
の
も
の
と
し
て
あ

っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

朝
吹　

地
続
き
で
あ
っ
た
と
。
因
果
で
説
明
で
き
な
い
こ
と
っ
て
、
た

ぶ
ん
中
世
の
ひ
と
に
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
に
し
て
も
、
怖
い
こ
と
で
す

よ
ね
。
寄
る
辺
が
な
い
わ
け
だ
か
ら
。
そ
れ
を
理
解
可
能
な
か
た
ち
に

落
と
し
こ
む
た
め
に
、
夢
と
か
怪
異
を
、
む
り
や
り
使
っ
て
い
る
気
が

す
る
ん
で
す
。

町
田　

図
式
に
入
れ
ち
ゃ
う
と
。

朝
吹　

神
隠
し
に
し
て
も
、
実
際
は
間
引
き
し
た
の
だ
と
し
て
も
、
神

隠
し
と
い
う
噓
が
共
同
体
の
な
か
で
共
有
さ
れ
、
真ま
こ
とと
し
て
機
能
す
る
。

ア
リ
バ
イ
工
作
と
し
て
の
夢
や
怪
異
が
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
が
読
ん
だ

と
き
に
、
お
も
し
ろ
く
も
思
い
ま
す
。
で
も
、
新
作
『
人
間
小
唄
』
は

夢
や
怪
異
を
使
わ
な
い
で
、
因
果
律
が
抜
け
落
ち
た
も
の
を
書
い
て
い

ま
す
け
れ
ど
、
ど
う
し
て
な
ん
で
し
ょ
う
？

町
田　

誠
実
に
話
を
進
め
て
い
く
と
、
ど
う
し
て
も
そ
う
な
っ
て
し
ま

う
。
落
と
し
こ
む
作
業
と
い
う
の
は
、
か
た
ち
を
整
え
て
、
心
あ
た
た

ま
る
方
向
に
も
っ
て
い
く
作
業
だ
と
思
う
ん
で
す
。
因
果
律
と
か
、
夢

や
怪
異
じ
ゃ
な
く
て
も
、
愛
と
か
優
し
さ
で
も
い
い
（
笑
）。
鯰
の
話

で
言
う
と
、
親
父
が
生
ま
れ
変
わ
っ
た
と
い
う
鯰
を
食
べ
て
し
ま
う
わ

け
で
す
が
、
そ
の
結
果
「
男
が
滅
び
る
」
と
書
く
と
、
一
応
、
納
得
が

い
く
で
し
ょ
う
。

朝
吹　

話
と
し
て
受
け
入
れ
や
す
く
な
り
ま
す
よ
ね
。

町
田　

そ
こ
に
至
る
道
筋
は
や
っ
ぱ
り
お
か
し
い
。
ふ
つ
う
、
そ
ん
な

鯰
は
食
べ
な
い
だ
ろ
う
！
（
笑
）

朝
吹　

夢
に
お
父
さ
ん
が
出
て
き
て
、
鯰
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
川
に

放
し
て
く
れ
と
頼
む
。
目
が
醒
め
て
、
そ
の
こ
と
を
ず
っ
と
妻
に
語
っ

て
い
た
の
に
、
実
際
に
何
日
か
あ
と
、
夢
の
と
お
り
鯰
が
出
て
き
た
ら
、

上
覚
と
い
う
男
は
も
う
そ
ん
な
こ
と
を
忘
れ
ち
ゃ
っ
て
い
る
ん
で
す
よ

ね
。

町
田　

あ
れ
、
忘
れ
て
な
い
で
す
よ
ね
？

朝
吹　
「
思
ひ
も
あ
へ
ず
」
で
、
解
釈
が
わ
か
れ
る
ん
で
す
。
大
き
な

鯰
を
見
た
と
き
「
上
覚
思
ひ
も
あ
へ
ず
」
と
い
う
の
が
、
鯰
は
お
父
さ

ん
だ
っ
て
わ
か
っ
て
い
る
の
に
、
食
欲
に
負
け
て
、「
そ
ん
な
の
知
り

ま
せ
ん
よ
」
っ
て
素
振
り
を
し
た
の
か
…
…
。

町
田　
「
魚
の
大
に
た
の
し
げ
な
る
に
ふ
け
り
て
」
と
い
う
の
は
、
う

れ
し
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
っ
て
こ
と
で
し
ょ
う
。

朝
吹　

そ
う
解
釈
を
す
る
か
、
す
っ
か
り
失
念
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と

と
る
か
で
「
思
ひ
も
あ
へ
ず
」
の
訳
が
変
わ
る
。
『
日
本
古
典
文
学
全

集
』
だ
と
、「
思
い
も
つ
か
ず
」
と
訳
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
だ
と
「
上

覚
は
忘
れ
て
い
た
」
こ
と
に
な
り
ま
す
よ
ね
。
で
も
、
話
と
し
て
お
も

し
ろ
い
の
は
…
…
。

町
田　

こ
れ
は
完
全
に
わ
か
っ
て
い
て
、「
夢
は
、
だ
っ
て
夢
じ
ゃ
ん
。

そ
れ
は
そ
れ
！
」
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
。
こ
う
い
う
ひ
と
多
い
じ
ゃ

な
い
で
す
か
。「
大
丈
夫
大
丈
夫
、
お
父
さ
ん
も
き
っ
と
う
れ
し
い
よ
」

っ
て
（
笑
）。

　
　
＊

朝
吹　
　
『
宇
治
拾
遺
』
は
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
、
わ
か
ろ
う
と
し
て

書
い
て
い
な
い
の
が
好
き
で
す
。
で
も
「
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
わ
か
ら

な
い
こ
と
と
し
て
書
く
」
の
は
、
と
て
も
難
し
い
で
す
よ
ね
。

町
田　

ぼ
く
は
『
人
間
小
唄
』
を
書
い
て
い
る
と
き
に
、そ
の
へ
ん
開

眼
し
た
ん
で
す
。
読
ん
で
い
る
人
に
「
な
ん
で
？
」
と
言
わ
せ
な
い
し
、

自
分
に
も
聞
か
な
い
で
、
ぶ
っ
飛
ん
だ
ま
ま
押
し
通
す
。

朝
吹　

い
ま
ま
で
の
町
田
さ
ん
の
作
品
も
、
因
果
律
が
抜
け
落
ち
て
、

噓
と
真
が
く
る
く
る
反
転
し
つ
づ
け
て
、
何
が
噓
で
何
が
真
か
わ
か
ら

な
く
な
っ
て
、
最
終
的
に
は
、
自
分
の
死
体
を
背
負
っ
て
い
る
よ
う
な

状
態
に
至
る
ま
で
、
因
果
律
の
抜
け
落
ち
た
世
界
を
さ
さ
え
る
た
め
の

わ
け
の
わ
か
ら
な
い
も
の
が
で
て
き
ま
し
た
よ
ね
。〝
く
に
ゅ
く
に
ゅ
〞

で
あ
る
と
か
、
謎
を
謎
と
し
て
お
く
こ
と
の
で
き
る
、
な
ん
ら
か
の
媒

介
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
『
人
間
小
唄
』
は
無
媒
介
に
、
底

の
抜
け
て
い
る
世
界
で
あ
る
と
。
無
媒
介
に
わ
か
ら
な
さ
が
読
み
手
に

や
っ
て
き
ま
す
。
世
界
が
わ
か
ら
な
い
ま
ま
、
次
の
行
の
わ
か
ら
な
さ

に
繫
が
る
体
験
を
、
最
初
か
ら
最
後
ま
で
し
て
…
…
。
す
ご
い
。

町
田　

で
も
、
次
の
行
は
わ
か
る
で
し
ょ
う
。

朝
吹　

そ
う
。
読
み
終
わ
っ
て
本
を
閉
じ
た
と
き
に
、
わ
か
ら
な
い
こ

と
を
わ
か
ら
な
い
ま
ま
わ
か
る
？
（
笑
）
わ
か
ら
な
い
感
覚
だ
け
を
は

っ
き
り
と
内
臓
で
う
け
と
め
る
。
ご
ろ
ご
ろ
し
た
石
が
お
腹
に
は
い
っ

て
く
る
。〝
わ
か
ら
な
い
〞
と
い
う
石
を
呑
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
感

じ
が
す
る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
読
書
が
で
き
る
の
は
、
不
気
味
で
、
し

あ
わ
せ
で
す
。

町
田　

そ
れ
は
や
っ
ぱ
り
感
情
だ
と
思
う
。
ぼ
く
自
身
が
、
一
〇
代
か

ら
ず
っ
と
も
っ
て
い
た
感
情
な
ん
で
す
。
因
果
律
と
か
、
説
明
の
つ
く

も
の
と
か
、「
こ
の
前
提
で
考
え
よ
う
」
と
さ
れ
て
い
る
決
ま
り
に
対

若
手
小
説
家
や
批
評
家
、
文
芸
編
集
者
ら
に
よ
る
読
書
会
〈
シ
ミ
ロ
ー
グ
〉
が

公
開
イ
ベ
ン
ト
を
行
い
ま
す
。
ホ
ス
ト
・
ゲ
ス
ト
に
課
題
図
書
を
選
ん
で
も
ら
い
、

お
客
さ
ん
と
い
っ
し
ょ
に
語
り
合
う
と
い
う
も
の
。

第
1
回
ゲ
ス
ト
の
町
田
さ
ん
は
安
部
公
房
「
無
関
係
な
死
」「
な
わ
」
を
、ホ
ス

ト
の
朝
吹
さ
ん
は
『
宇
治
拾
遺
物
語
』よ
り
9
篇
を
選
書
。
こ
こ
で
は
イ
ベ
ン

ト
に
先
だ
ち
、ふ
た
り
が
課
題
図
書
を
ど
う
読
ん
だ
か
を
語
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

※
イ
ベ
ン
ト
の
詳
細
は
、
対
談
末
尾
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
対
談
】

町
田
康
+
朝
吹
真
理
子

〝
わ
け
の

わ
か
ら
な
い
〞

を
読
む
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朝
吹
真
理
子　

A
sa

b
u

k
i M

a
rik

o

　

84
年
生
。
09
年
に
「
流
跡
」
で
突
如
と
し
て
現
れ
、
小
説
好
き
の
度
肝
を
抜
く
。〝
い
ま
・
こ
こ
〞
と
異
界
が
ま
だ
ら
状
に
浮
か
び
上
が
る
、
イ
メ
ー
ジ
豊
か
な
同
作
で
、
本
年
度
ド
ゥ
マ
ゴ
文
学
賞
を
受
賞
（
新
潮
社
刊
）。
つ
づ
く
「
家
路
」「
き
こ
と
わ
」
と
、
作
品
世
界
を
ふ
く
よ
か
に
、
彩
り
や
味
わ
い
豊
か
に
広
げ
て
ゆ
く
。
新
作
が
待
ち
遠
し
い
。

し
て
、「
絶
対
に
噓
だ
」
と
い
う
か
た
く
な
な
思
い
こ
み
が
あ
っ
て
。

「
こ
う
い
う
こ
と
で
す
」
と
説
明
さ
れ
る
と
、
む
ら
む
ら
と
腹
が
立
つ

ん
で
す
。
だ
か
ら
そ
れ
を
、
き
っ
ち
り
外
し
て
い
っ
て
い
る
ん
だ
と
思

い
ま
す
。

　
　
＊

朝
吹　

町
田
さ
ん
が
「
無
関
係
な
死
」
を
選
ん
だ
と
う
か
が
っ
た
と
き
、

意
外
な
気
が
し
た
ん
で
す
よ
。

町
田　

じ
つ
は
安
部
公
房
が
好
き
で
、
中
高
生
の
と
き
に
よ
く
読
ん
で

い
た
ん
で
す
。
そ
れ
を
完
全
に
忘
れ
て
い
た
（
笑
）。
「
影
響
を
受
け

た
作
家
は
誰
で
す
か
？
」
と
か
訊
か
れ
る
で
し
ょ
う
。
筒
井
康
隆
さ
ん

と
か
い
ろ
い
ろ
挙
げ
て
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
…
…
。

朝
吹　

だ
っ
て
聞
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
も
の
。

町
田　

今
回
、
短
篇
を
選
ぶ
と
き
に
、
井
伏
鱒
二
と
か
、
梅
崎
春
生

と
か
を
考
え
た
ん
で
す
。
で
も
、
な
ん
か
似
た
感
じ
が
し
て
。
「
絶
対

に
こ
れ
」
と
い
う
の
が
思
い
浮
か
ば
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
。
そ
う
し
た

ら
安
部
公
房
を
思
い
出
し
た
。

朝
吹　

安
部
公
房
は
、
い
ま
挙
げ
た
流
れ
の
な
か
で
い
い
具
合
に
浮
い

て
い
ま
す
よ
ね
。

町
田　

こ
の
浮
き
具
合
を
や
っ
た
ら
ど
う
か
な
と
思
っ
た
わ
け
で
す
。

た
だ
、
短
篇
を
再
読
し
て
思
っ
た
の
は
、
あ
ん
ま
お
も
し
ろ
く
な

い
（
笑
）。
小
説
と
し
て
あ
ま
り
に
論
理
的
す
ぎ
る
。

朝
吹　

あ
あ
、
や
っ
ぱ
り
。
同
じ
印
象
で
す
。

町
田　

か
た
ち
が
わ
か
っ
て
し
ま
う
と
、
小
説
を
読
む
と
い
う
よ
り
は
、

ど
う
い
う
考
え
な
の
か
を
読
ん
で
い
る
感
じ
が
す
る
。
た
だ
、
と
こ
ろ

ど
こ
ろ
に
気
持
ち
い
い
言
葉
が
あ
る
。
安
部
公
房
は
長
篇
の
ほ
う
が
い

い
で
す
ね
。

朝
吹　
『
カ
ン
ガ
ル
ー
・
ノ
ー
ト
』
の
、
足
か
ら
カ
イ
ワ
レ
大
根
が
生

え
る
と
か
、
意
味
不
明
な
と
こ
ろ
好
き
だ
な
と
思
う
ん
で
す
。
反
対

に
、「
S
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
と
か
は
、
ち
ょ
っ
と
忌
避
し
た
く
な
る
。

安
部
公
房
も
情
緒
に
寄
り
か
か
ら
な
い
の
は
好
き
で
す
が
、
い
か
ん
せ

ん
論
理
的
な
説
明
が
多
す
ぎ
て
。

町
田　

正
確
に
書
か
な
い
と
気
が
済
ま
な
い
ん
で
し
ょ
う
ね
。

朝
吹　

設
計
図
を
説
明
書
き
だ
け
で
読
ん
で
い
る
感
じ
（
笑
）。
か
え

っ
て
混
乱
す
る
か
ら
図
に
し
て
よ
、
っ
て
思
い
ま
す
。
乱
暴
に
あ
ら
す

じ
を
説
明
す
る
と
、
あ
る
日
、
A
な
に
が
し
が
ア
パ
ー
ト
の
自
室
に
戻

る
と
、
見
知
ら
ぬ
他
人
の
死
体
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
動
転
し
た
A
は
、

通
報
す
る
こ
と
も
で
き
ず
に
、
死
体
を
観
察
し
た
り
、
自
分
が
疑
わ
れ

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
怯
え
た
り
す
る
う
ち
に
、
泥
沼
に
は
ま
っ
て
い
く

ん
で
す
よ
ね
。

町
田　

こ
れ
は
論
理
的
に
順
を
追
っ
て
や
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
死
体

を
見
つ
け
て
、
な
ぜ
A
が
す
ぐ
警
察
に
行
か
な
か
っ
た
の
か
の
説
明
が

延
々
あ
り
、
今
度
は
ど
う
い
う
死
体
か
を
説
明
す
る
。

朝
吹　

で
、
死
臭
が
漂
っ
て
き
て
、
と
な
る
ん
で
す
よ
ね
。

町
田　

A
に
は
身
に
覚
え
が
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
徐
々
に
自
分
と
死
体

が
無
関
係
で
あ
る
こ
と
が
不
確
実
に
揺
ら
い
で
く
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ

で
、
だ
ん
だ
ん
と
罪
に
追
い
つ
ま
っ
て
く
る
。
短
篇
集
全
体
に
言
え
る

こ
と
で
す
が
、
自
分
自
身
の
閉
じ
た
中
の
世
界
に
対
し
て
、
外
の
世
界

は
つ
ね
に
不
穏
な
空
気
に
満
ち
て
い
る
。
貧
し
か
っ
た
り
、
食
糧
不
足

と
は
書
い
て
な
い
ん
だ
け
ど
そ
ん
な
様
子
が
あ
っ
た
り
、
外
の
世
界
が

自
分
を
追
い
つ
め
る
気
配
が
ず
っ
と
あ
っ
て
、
そ
の
気
配
と
の
戦
い
と

い
う
の
が
話
の
前
提
と
し
て
あ
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
の
な
か
で

も
「
無
関
係
な
死
」
を
選
ん
だ
の
は
、
そ
れ
が
い
ち
ば
ん
曖
昧
な
か
た

ち
で
出
て
い
た
か
ら
。

朝
吹　

不
穏
が
曖
昧
。

町
田　
　
『
粗
忽
長
屋
』
の
「
死
ん
で
る
の
は
お
れ
だ
け
ど
、死
ん
で
る

お
れ
を
背
負
っ
て
る
お
れ
は
誰
だ
？
」
と
い
う
の
が
、「
無
関
係
な
死
」

に
も
当
て
は
ま
る
。「
こ
の
死
体
は
自
分
で
あ
る
」
と
読
む
こ
と
も
で

き
る
わ
け
で
。
あ
る
い
は
、
も
っ
と
抽
象
的
な
「
死
」
と
い
う
も
の
を
、

こ
の
A
が
妄
想
と
し
て
意
識
し
て
い
る
だ
け
で
、
追
い
つ
ま
っ
て
い
く

と
い
う
狂
気
と
も
読
め
る
。
A
は
な
ん
と
か
し
て
、
自
分
が
論
理
的
に

死
を
回
避
し
よ
う
と
し
て
い
る
ん
だ
け
れ
ど
、
失
敗
し
て
い
っ
て
。

朝
吹　

ど
ん
ど
ん
死
と
関
係
し
て
い
く
。
た
し
か
に
貧
し
さ
が
、
部
屋

の
描
写
か
ら
伝
わ
っ
て
来
ま
す
け
れ
ど
、
す
ご
く
気
に
な
っ
た
の
は
、

「
つ
い
で
に
ベ
ッ
ド
の
下
も
た
し
か
め
て
み
る
。
ほ
う
ろ
う
引
き
の
、

便
器
の
白
い
肌
が
、
ぼ
ん
や
り
光
っ
て
見
え
て
い
た
」
と
い
う
箇
所
。

ど
う
い
う
状
態
の
家
な
の
か
し
ら
。

町
田　

ト
イ
レ
が
各
戸
に
な
い
か
、
ア
パ
ー
ト
自
体
に
な
い
と
か
。
こ

れ
が
書
か
れ
た
の
は
昭
和
三
六
年
だ
か
ら
、
戦
後
す
ぐ
に
建
っ
た
よ
う

な
建
築
だ
と
あ
り
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

朝
吹　

そ
う
か
。
こ
の
便
器
が
引
っ
か
か
っ
て
い
た
ん
で
す
。
無
理
矢

理
で
す
け
れ
ど
、
こ
れ
を
違
う
か
た
ち
で
読
も
う
と
し
た
と
き
に
、
じ

つ
は
死
体
の
ほ
う
が
部
屋
の
主
で
、
ト
イ
レ
ま
で
行
け
ず
に
簡
易
便
器

を
使
う
ひ
と
な
の
か
と
。

町
田　

寝
た
き
り
み
た
い
な
ひ
と
が
い
て
。

朝
吹　

そ
う
。
死
体
の
描
写
に
「
小
皺
だ
ら
け
の
首
筋
」
で
、「
血
の

気
が
な
く
な
っ
た
、
し
な
び
た
耳
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
は
死
ん
で
か
ら

だ
い
ぶ
経
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
そ
う
描
写
さ
れ
る
状
態
の
人
を

A
が
殺
し
た
と
も
読
め
る
か
も
し
れ
な
い
っ
て
。
だ
か
ら
、
A
は
死
か

ら
無
関
係
に
な
ろ
う
と
、
知
ら
な
い
振
り
を
し
て
い
る
だ
け
で
。

町
田　
「
客
が
来
て
い
た
」
の
客
は
A
の
ほ
う
だ
っ
た
と
い
う
。

朝
吹　

ふ
つ
う
に
読
む
と
、
論
理
的
な
、
家
の
設
計
図
的
な
描
写
が

く
ど
い
く
ら
い
に
続
き
ま
す
よ
ね
。
安
部
公
房
が
ど
う
し
て
そ
れ
を
書

い
た
の
か
を
ヒ
ン
ト
に
、
違
う
か
た
ち
で
A
と
死
体
の
関
係
を
結
ぼ
う

と
す
る
と
、
じ
つ
は
死
体
の
家
に
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
っ
て
思
っ
た

り
。
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朝
吹　
「
無
関
係
な
死
」
の
「
西
陽
を
う
け
て
、
ミ
カ
ン
色
に
輝
い
て

い
る
」
と
い
う
表
現
が
、
印
象
に
残
っ
た
ん
で
す
。
情
緒
に
寄
り
か
か

ら
ず
に
論
理
だ
け
で
、
ト
書
き
の
よ
う
に
伝
え
た
い
こ
と
を
率
直
に
書

い
て
い
く
な
か
で
、「
ミ
カ
ン
色
」
と
い
う
言
葉
が
、
彼
が
生
き
て
き

た
何
年
間
か
の
生
の
部
分
と
し
て
ぽ
っ
と
出
ち
ゃ
う
。

町
田　

ど
う
も
「
ミ
カ
ン
色
に
輝
い
て
い
る
か
ら
ね
、
よ
ろ
し
く
！
」

っ
て
演
出
さ
れ
て
い
る
感
じ
が
す
る
ん
だ
よ
ね
。

朝
吹　
「
そ
ん
な
照
明
当
て
よ
う
よ
」
と
（
笑
）。

町
田　

ふ
つ
う
小
説
に
は
、
照
明
係
な
ん
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
わ
け

で
し
ょ
う
。
小
説
の
な
か
の
世
界
だ
け
を
、「
無
関
係
な
死
」
で
あ
れ

ば
、
ア
パ
ー
ト
の
一
室
の
こ
と
だ
け
を
書
く
と
。
で
も
安
部
公
房
は
、

舞
台
裏
に
説
明
し
て
い
る
感
じ
が
あ
る
。

朝
吹　

読
み
手
は
楽
し
む
た
め
に
、
照
明
や
音
響
、
大
道
具
や
小
道

具
を
兼
ね
て
小
屋
を
つ
く
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
わ
け
で
す
よ
ね
。
普
段

読
む
と
き
は
、
そ
の
世
界
に
入
る
感
じ
で
、
す
っ
と
読
む
け
ど
。

町
田　
「
世
界
が
セ
ッ
ト
か
も
し
れ
な
い
」
な
ん
て
疑
わ
な
い
よ
ね
。

朝
吹　

不
思
議
な
の
が
、
主
人
公
の
A
と
書
き
手
の
視
点
の
距
離
感

な
ん
で
す
。
「
魚
の
図
案
を
ち
ら
し
た
、
枯
葉
色
の
安
物
の
カ
ー
テ

ン
。」
と
い
う
文
に
も
、「
安
物
の
」
と
価
値
判
断
が
入
っ
て
い
る
。

な
に
に
向
か
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
か
が
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
。
も

ち
ろ
ん
読
者
が
喚
起
す
る
た
め
な
ん
だ
け
れ
ど
、
A
が
そ
れ
と
な
く
感

じ
て
い
た
の
か
、
箱
庭
を
じ
い
っ
と
見
て
い
る
書
き
手
が
感
じ
て
い
る

の
か
。

町
田　

な
に
し
ろ
A
で
す
か
ら
ね
。

朝
吹　

し
か
も
「
A
な
に
が
し
」
。
誰
で
も
な
い
感
じ
で
、
さ
ら
に

あ
や
し
い
。

町
田　
「
無
関
係
な
死
」
は
、
死
と
い
う
も
の
が
無
関
係
で
は
絶
対
あ

り
得
な
い
と
示
す
と
い
う
戦
略
が
あ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
。
「
そ
の
死

が
、
誰
の
死
な
の
か
を
確
定
で
き
な
い
で
し
ょ
。
な
ん
で
あ
な
た
が
た

と
無
縁
と
言
え
る
わ
け
」
っ
て
。

朝
吹　

わ
た
し
は
、
死
と
い
う
概
念
が
、
彼
と
は
無
縁
の
も
の
で
あ
っ

た
は
ず
な
の
に
、
死
因
と
い
う
「
因
」
に
よ
っ
て
、
嫌
で
も
関
係
が
ず

ぶ
ず
ぶ
深
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
こ
そ
、「
無
関
係
な
死
」
と
い
う
タ

イ
ト
ル
な
の
か
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
逆
説
的
に
、
関
係
が
密
に
な
っ

て
い
く
こ
と
が
、
と
て
も
不
条
理
な
感
じ
が
し
た
ん
で
す
。

町
田　

そ
う
そ
う
、
不
条
理
。
予
期
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
だ
し
、
ま

っ
た
く
心
当
た
り
の
な
い
こ
と
な
の
に
、
自
分
が
背
負
い
込
ま
ね
ば
な

ら
な
い
。
だ
か
ら
必
死
に
な
っ
て
、
自
分
と
無
関
係
な
こ
と
に
し
よ
う

と
す
る
わ
け
で
し
ょ
う
。「
そ
の
必
要
は
な
い
の
に
、
し
な
け
れ
ば
い

け
な
い
」
と
い
う
の
は
不
条
理
き
わ
ま
り
な
い
。
け
れ
ど
、
死
を
無
関

係
に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
後
ろ
め
た
さ
を
感
じ
た
り
も
す
る
。
心
理

的
な
揺
れ
も
あ
る
。
や
れ
ば
や
る
ほ
ど
自
分
が
死
ん
で
い
く
わ
け
で
す

よ
ね
。

朝
吹　

し
か
も
不
思
議
な
の
は
、
血
痕
の
付
い
た
敷
物
を
真
っ
白
に
な

る
ま
で
洗
う
の
で
す
け
れ
ど
、
い
っ
た
い
何
時
間
経
っ
て
い
る
の
か
。

町
田　

時
間
の
追
い
詰
め
か
た
も
論
理
的
で
、「
日
が
暮
れ
る
ま
で
に

や
ら
な
き
ゃ
」
と
は
じ
ま
っ
て
、
そ
の
後
も
帰
宅
す
る
人
の
足
音
と
か

い
ろ
ん
な
角
度
か
ら
執
拗
に
描
く
。
す
っ
か
り
日
が
沈
ん
で
灯
り
を
つ

け
た
瞬
間
、
そ
れ
ま
で
止
ま
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
時
間
が
急
に
ど

わ
あ
っ
て
進
む
。
た
だ
、
死
体
だ
け
が
止
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
や
り
か

た
も
、
理
屈
っ
ぽ
い
と
い
う
か
。

朝
吹　

が
っ
ち
り
組
み
上
げ
て
い
る
。

町
田　

時
間
が
過
ぎ
て
い
く
こ
と
や
タ
イ
ム
リ
ミ
ッ
ト
も
、
結
局
は
死

に
繫
が
る
。
こ
れ
は
五
〇
代
の
ひ
と
が
読
む
の
と
、
二
〇
代
の
ひ
と
が

読
む
の
と
で
は
印
象
が
違
う
か
も
ね
。
も
う
先
が
見
え
て
い
る
ひ
と
と
、

ま
だ
か
な
り
あ
る
ひ
と
（
笑
）。
こ
れ
を
選
ん
だ
の
は
、
ほ
か
と
は
違

っ
て
重
い
し
、
う
っ
と
う
し
い
か
ら
。

朝
吹　

不
穏
だ
し
、
こ
っ
ち
の
ほ
う
が
わ
か
ら
な
い
不
条
理
さ
の
な
か

に
あ
り
ま
す
よ
ね
。

町
田　

安
部
公
房
は
一
時
期
、
共
産
党
に
入
っ
て
い
た
り
し
て
、
価
値

と
か
生
産
と
か
の
気
配
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
工
場
の
話
と
か
食
料
の
話
、

あ
と
官
憲
に
追
い
詰
め
ら
れ
る
話
と
か
、
精
神
病
院
か
ら
逃
げ
る
話
も

多
い
。
そ
の
な
か
で
「
無
関
係
な
死
」
は
身
体
的
で
あ
り
、
人
間
の

有
限
の
命
を
じ
め
っ
と
し
た
と
こ
ろ
で
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
ん

で
す
ね
。
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町
田　
「
無
関
係
な
死
」
も
、
滑
稽
と
言
え
ば
滑
稽
で
す
よ
ね
。

朝
吹　

死
体
を
動
か
そ
う
と
し
て
、
ま
ず
自
分
の
体
を
使
っ
て
た
め
し

て
み
た
と
か
（
笑
）。

町
田　

秒
数
測
っ
て
練
習
し
た
り
し
て
ね
。
そ
れ
か
ら
、
必
死
で
血
を

拭
き
取
る
ん
だ
け
れ
ど
、
あ
と
で
血
痕
こ
そ
が
自
分
の
無
罪
を
証
明
す

る
も
の
だ
と
気
づ
い
て
、「
し
ま
っ
た
あ
！
」
っ
て
（
笑
）。

朝
吹　

そ
れ
な
の
に
、
こ
の
書
き
か
た
は
論
理
の
提
示
だ
か
ら
笑
う
余

地
が
な
い
。
読
ん
だ
あ
と
に
引
い
て
考
え
る
と
、
す
ご
く
お
も
し
ろ
い

話
な
の
に
！

町
田　

書
き
よ
う
に
よ
っ
て
は
ね
。

朝
吹　

不
穏
さ
と
、
責
め
立
て
ら
れ
た
り
見
ら
れ
た
り
し
て
い
る
感
覚

の
苦
し
さ
が
ひ
た
ひ
た
っ
と
あ
っ
て
。

町
田
康　

M
a

c
h

id
a

 K
o

u

　

62
年
生
。
発
表
す
る
作
品
が
つ
ね
に
話
題
と
な
る
パ
ン
ク
作
家
。
不
可
解
な
世
界
に
お
か
れ
た
人
び
と
の
真
摯
か
つ
滑
稽
な
姿
を
丸
ご
と
捉
え
る
。
書
き
下
ろ
し
長
篇
『
人
間
小
唄
』
で
は
、
現
代
を
舞
台
に
、
荒
唐
無
稽
な
お
題
に
応
え
て
い
く
史
上
最
低
の
バ
ト
ル
が
く
り
広
げ
ら
れ
る
。
同
時
期
に
『
ど
つ
ぼ
超
然
』
も
刊
行
。
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町
田　

な
ん
で
笑
え
な
い
ん
で
し
ょ
う
か
ね
。
死
体
を
あ
つ
か
う
話
だ

と
、
上
方
落
語
の
「
算
段
の
平
兵
衛
」
と
い
う
の
が
あ
る
ん
で
す
よ
。

朝
吹　

あ
、
な
ん
と
な
く
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

町
田　

庄
屋
が
、
妻
に
叱
ら
れ
る
の
が
嫌
に
な
っ
て
、
妾
を
平
兵
衛
の

と
こ
ろ
へ
嫁
に
や
る
ん
で
す
。
平
兵
衛
は
遊
ん
で
ば
か
り
で
働
か
な
い

か
ら
、
お
金
に
行
き
詰
ま
る
ん
で
す
ね
。
彼
は
算
段
と
い
う
、
無
理
な

こ
と
を
考
え
て
円
滑
に
す
る
相
談
屋
み
た
い
な
こ
と
を
し
て
い
る
ん
で

す
が
、
ど
う
し
よ
う
か
と
考
え
る
。
そ
こ
で
庄
屋
を
呼
ん
で
、
嫁
に
色

仕
掛
け
を
さ
せ
る
。
庄
屋
を
い
い
気
に
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
現
れ
て
、
お

ど
し
て
金
を
強
請
る
は
ず
が
、
コ
ン
っ
て
叩
い
た
ら
庄
屋
は
死
ん
じ
ゃ

っ
た
。
こ
の
ま
ま
じ
ゃ
殺
人
罪
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
死
体
を
庄
屋

の
家
に
運
ぶ
。
戸
の
前
で
、
庄
屋
の
声
色
を
使
っ
て
開
け
て
く
れ
と
言

う
と
、
庄
屋
の
妻
は
「
ま
た
女
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
た
ん
で
し
ょ
」

と
怒
っ
て
い
る
。
平
兵
衛
は
「
開
け
て
く
れ
な
い
ん
だ
っ
た
ら
、
も
う

首
吊
っ
て
死
ぬ
」
と
言
っ
て
、
庄
屋
の
死
体
を
首
吊
ら
す
。
こ
ん
ど
は

妻
が
困
り
果
て
て
、
平
兵
衛
の
と
こ
ろ
へ
相
談
に
行
く
も
の
だ
か
ら
、

つ
ぎ
は
そ
の
死
体
を
隣
村
の
ト
ラ
ブ
ル
に
押
し
つ
け
て
…
…
、
と
死
体

が
、
何
度
も
何
度
も
殺
さ
れ
る
。

朝
吹　

ひ
ど
い
話
（
笑
）。
じ
つ
は
目
撃
者
が
い
た
ん
で
し
た
っ
け
？

町
田　

そ
う
、
最
後
は
粗
雑
に
終
わ
る
ん
で
す
け
ど
。
技
術
に
長
け
た

落
語
家
が
演
じ
た
ら
、
笑
え
る
話
に
な
る
と
思
う
ん
で
す
が
、
そ
れ
を

安
部
公
房
が
書
く
と
な
る
と
…
…
。

朝
吹　

も
の
す
ご
い
不
穏
に
な
り
そ
う
（
笑
）。
じ
め
っ
と
し
て
、
タ

ン
ス
の
奥
の
、
三
年
く
ら
い
着
て
い
な
か
っ
た
ダ
ウ
ン
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の

に
お
い
と
い
う
か
。

町
田　

時
代
性
も
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
こ
れ
が
書
か
れ
た
昭
和
三
〇

年
代
は
、
や
っ
ぱ
り
ま
だ
豊
か
じ
ゃ
な
い
、
苦
し
い
時
代
だ
か
ら
。

朝
吹　
「
な
わ
」
を
読
ん
で
も
、
そ
こ
が
気
に
な
ら
な
い
の
に
、「
無

関
係
な
死
」
だ
と
、
部
屋
の
な
か
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
と
き
の
逼

迫
感
が
あ
る
。
か
つ
、
笑
い
と
い
う
横
か
ら
差
し
込
む
視
線
も
も
て
な

い
。
素
朴
に
不
思
議
な
の
は
、
な
ぜ
笑
い
の
隙
を
与
え
な
か
っ
た
の

か
？

町
田　

で
も
安
部
公
房
っ
て
、
そ
う
い
う
作
家
で
す
よ
ね
。
絶
対
に
隙

を
つ
く
ら
な
い
。
緻
密
な
論
理
で
笑
え
る
パ
タ
ー
ン
も
あ
る
わ
け
だ
け

れ
ど
、
「
無
関
係
な
死
」
は
笑
い
か
ら
も
っ
と
も
遠
い
（
笑
）。

朝
吹　

だ
か
ら
、
町
田
さ
ん
が
選
ん
だ
の
が
意
外
だ
っ
た
ん
で
す
。

町
田　

ど
こ
が
好
き
だ
っ
た
か
と
言
う
と
、
安
部
公
房
の
小
説
に
描
か

れ
る
場
景
な
ん
で
す
。

朝
吹　

ミ
カ
ン
的
な
も
の
？

町
田　

こ
の
感
じ
は
思
い
浮
か
べ
て
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
貧
乏
臭
さ

で
は
な
く
、
モ
ダ
ン
な
感
じ
が
し
て
い
た
ん
で
す
。
安
部
公
房
の
描
く

場
景
と
か
部
屋
、
『
燃
え
つ
き
た
地
図
』
に
出
て
く
る
団
地
は
、
直
線

的
と
言
う
の
か
、
か
っ
こ
よ
か
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
が
好
き
で
読
ん
で

い
た
部
分
も
あ
っ
た
。
だ
か
ら
街
を
歩
い
て
い
て
、
い
い
感
じ
の
ア
パ

ー
ト
を
見
る
と
、「
安
部
公
房
の
小
説
に
出
て
き
そ
う
だ
な
」
と
思
う

ん
で
す
。

朝
吹　

そ
う
な
ん
だ
。「
赤
い
繭
」
は
モ
ダ
ン
な
感
じ
が
す
る
の
に
、

「
無
関
係
な
死
」
は
…
…
。「
ミ
カ
ン
色
に
輝
い
て
い
る
」
が
貧
乏
た

ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
ん
で
す
。
単
品
単
品
で
要
求
し
て
く
る

感
じ
が
、
噓
く
さ
い
の
か
な
。
描
か
れ
た
家
具
の
後
ろ
を
見
た
ら
、
じ

つ
は
張
り
ぼ
て
だ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
気
が
す
る
の
。

町
田　

小
説
の
世
界
っ
て
歪
む
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
ひ
と
と
物
の
関
係

が
ど
う
し
て
も
あ
る
か
ら
。
あ
る
ひ
と
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
表
わ
そ
う

と
思
っ
た
ら
、
そ
の
ひ
と
が
男
子
学
生
な
の
か
、
働
い
て
い
る
女
性
な

の
か
で
部
屋
も
変
わ
る
し
、
そ
こ
に
置
い
て
あ
る
お
気
に
入
り
の
物
を

描
き
た
い
で
す
よ
ね
。
で
も
、
そ
の
描
き
か
た
っ
て
あ
る
程
度
は
噓
に

な
っ
て
し
ま
う
。
安
部
公
房
は
、
逆
に
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
正
確
に
書
い
て

い
る
か
ら
、
嫌
な
気
持
ち
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

朝
吹　

要
求
が
等
価
に
あ
る
の
が
怖
い
で
す
。
遠
近
感
が
な
く
て
、
ぜ

ん
ぶ
が
近
く
に
あ
る
。
物
体
、
物
体
、
物
体
、
物
体
…
…
。

町
田　

そ
れ
は
も
う
安
部
公
房
の
世
界
じ
ゃ
な
い
で
す
か
（
笑
）。
不

気
味
で
。

朝
吹　

不
穏
な
感
じ
が
す
る
。

町
田　

そ
れ
が
安
部
公
房
で
す
よ
。

朝
吹　

は
い
（
笑
）。
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「早稲田文学 増刊π
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ト
カ
ト
ン
ト
ン

拝
啓
。

一
つ
だ
け
教
え
て
下
さ
い
。
困
っ
て
い
る
の
で
す
。

私
は
こ
と
し
二
十
六
歳
で
す
。
生
れ
た
と
こ
ろ
は
、
青
森
市
の
寺
町
で

す
。
た
ぶ
ん
ご
存
じ
な
い
で
し
ょ
う
が
、
寺
町
の
清
華
寺
の
隣
り
に
、
ト

モ
ヤ
と
い
う
小
さ
い
花
屋
が
あ
り
ま
し
た
。
わ
た
し
は
そ
の
ト
モ
ヤ
の
次

男
と
し
て
生
れ
た
の
で
す
。
青
森
の
中
学
校
を
出
て
、
そ
れ
か
ら
横
浜
の

或
る
軍
需
工
場
の
事
務
員
に
な
っ
て
、
三
年
勤
め
、
そ
れ
か
ら
軍
隊
で
四

年
間
暮
し
、
無
条
件
降
伏
と
同
時
に
、
生
れ
た
土
地
へ
帰
っ
て
来
ま
し
た

が
、
既
に
家
は
焼
か
れ
、
父
と
兄
と
嫂

あ
に
よ
めと

三
人
、
そ
の
焼
跡
に
あ
わ
れ
な

小
屋
を
建
て
て
暮
し
て
い
ま
し
た
。
母
は
、
私
の
中
学
四
年
の
時
に
死
ん

だ
の
で
す
。

さ
す
が
に
私
は
、
そ
の
焼
跡
の
小
さ
い
住
宅
に
も
ぐ
り
込
む
の
は
、
父

に
も
兄
夫
婦
に
も
気
の
毒
で
、
父
や
兄
と
も
相
談
の
上
、
こ
の
A
と
い
う

青
森
市
か
ら
二
里
ほ
ど
離
れ
た
海
岸
の
部
落
の
三
等
郵
便
局
に
勤
め
る
事

に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
の
郵
便
局
は
、
死
ん
だ
母
の
実
家
で
、
局
長
さ
ん

は
母
の
兄
に
当
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
こ
に
勤
め
て
か
ら
、
も
う
か
れ
こ

れ
一
箇
年
以
上
に
な
り
ま
す
が
、
日
ま
し
に
自
分
が
く
だ
ら
な
い
も
の
に

な
っ
て
行
く
よ
う
な
気
が
し
て
、
実
に
困
っ
て
い
る
の
で
す
。

私
が
あ
な
た
の
小
説
を
読
み
は
じ
め
た
の
は
、
横
浜
の
軍
需
工
場
で
事

務
員
を
し
て
い
た
時
で
し
た
。「
文
体
」
と
い
う
雑
誌
に
載
っ
て
い
た
あ

な
た
の
短
い
小
説
を
読
ん
で
か
ら
、
そ
れ
か
ら
、
あ
な
た
の
作
品
を
搜
し

て
読
む
癖
が
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
読
ん
で
い
る
う
ち
に
、
あ
な
た
が
私
の

中
学
校
の
先
輩
で
あ
り
、
ま
た
あ
な
た
は
中
学
時
代
に
青
森
の
寺
町
の
豊

田
さ
ん
の
お
宅
に
い
ら
し
た
の
だ
と
言
う
事
を
知
り
、
胸
の
つ
ぶ
れ
る
思

い
を
し
ま
し
た
。
呉
服
屋
の
豊
田
さ
ん
な
ら
、
私
の
家
と
同
じ
町
内
で
し

た
か
ら
、
私
は
よ
く
知
っ
て
い
る
の
で
す
。
先
代
の
太
左
衛
門
さ
ん
は
、

ふ
と
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
か
ら
、
太
左
衛
門
と
い
う
お
名
前
も
よ

く
似
合
っ
て
い
ま
し
た
が
、
当
代
の
太
左
衛
門
さ
ん
は
、
痩や

せ
て
そ
う
し

て
イ
キ
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
ら
、
羽
左
衛
門
さ
ん
と
で
も
お
呼
び
し
た
い

よ
う
で
し
た
。
で
も
、
皆
さ
ん
が
い
い
お
方
の
よ
う
で
す
ね
。
こ
ん
ど
の

空
襲
で
豊
田
さ
ん
も
全
焼
し
、
そ
れ
に
土
蔵
ま
で
焼
け
落
ち
た
よ
う
で
、

お
気
の
毒
で
す
。
私
は
あ
な
た
が
、
あ
の
豊
田
さ
ん
の
お
家
に
い
ら
し
た

事
が
あ
る
の
だ
と
い
う
事
を
知
り
、
よ
っ
ぽ
ど
当
代
の
太
左
衛
門
さ
ん
に

お
願
い
し
て
紹
介
状
を
書
い
て
い
た
だ
き
、
あ
な
た
を
お
た
ず
ね
し
よ
う

か
と
思
い
ま
し
た
が
、
小
心
者
で
す
か
ら
、
た
だ
そ
れ
を
空
想
し
て
み
る

ば
か
り
で
、
実
行
の
勇
気
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
う
ち
に
私
は
兵
隊
に
な
っ
て
、
千
葉
県
の
海
岸
の
防
備
に
ま
わ
さ

れ
、
終
戦
ま
で
た
だ
も
う
毎
日
々
々
、
穴
掘
り
ば
か
り
や
ら
さ
れ
て
い
ま

し
た
が
、
そ
れ
で
も
た
ま
に
半
日
で
も
休
暇
が
あ
る
と
町
へ
出
て
、
あ
な

た
の
作
品
を
搜
し
て
読
み
ま
し
た
。
そ
う
し
て
、
あ
な
た
に
手
紙
を
差
上

現
代
作
家
が
選
ぶ
世
界
の
名
作
リ
タ
ー
ン
ズ
①　
選
・
中
村
文
則

太
宰
治

最
近
、
ど
う
も
気
分
が
滅
入
っ
て
な
ら
な
い
。

そ
ん
な
時
、
元
気
が
出
る
明
る
い
本
を
読
む
健
全
な
心
は

持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
の
で
、
暗
い
本
を
読
ん
で
徹
底
的
に

浸
る
。
大
体
、読
め
ば
元
気
に
な
る
よ
!
的
な
本
を
読
み
、「
元

気
出
た
!
」
と
か
本
気
で
言
っ
て
る
奴
は
変
態
だ
と
思
う
。

こ
ん
な
時
は
太
宰
治
が
い
い
。
低
い
テ
ン
シ
ョ
ン
が
上
手
く

合
い
、
浸
れ
る
の
で
あ
る
。

太
宰
治
の
文
章
は
本
当
に
天
才
的
で
、
短
編
に
も
優
れ
た

作
品
が
多
い
。『
渡
り
鳥
』
や
『
ア
、
秋
』
と
か
も
好
き
だ
け

れ
ど
、
こ
の
『
ト
カ
ト
ン
ト
ン
』
も
秀
逸
で
あ
る
。
タ
イ
ト

ル
か
ら
凄
い
。

人
生
に
熱
意
を
持
っ
て
関
わ
ろ
う
と
す
る
度
に
ト
カ
ト
ン

ト
ン
と
音
が
聞
こ
え
、
虚
無
に
包
ま
れ
る
男
の
話
。
文
学
史

的
な
系
譜
で
い
う
と
、
幻
の
出
現
の
た
び
に
人
生
へ
の
道
が

塞
が
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
三
島
由
紀
夫
の
『
金
閣
寺
』
に

も
影
響
を
与
え
て
い
る
（
三
島
は
何
だ
か
ん
だ
太
宰
を
気
に

し
て
る
）。
何
か
を
す
る
た
び
虚
無
に
襲
わ
れ
る
な
ん
て
、
今

の
自
分
が
ま
さ
に
そ
う
。
さ
っ
き
も
電
話
を
か
け
て
き
た
編

集
者
に
、
も
う
小
説
は
大
分
出
来
た
と
堂
々
と
噓
を
つ
い
た
。

全
然
書
け
て
な
い
こ
と
が
バ
レ
た
ら
、
逃
げ
よ
う
と
思
う
。

ど
こ
か
の
場
末
の
旅
館
に
行
き
、
未
亡
人
の
女
将
を
見
つ
け
、

駆
け
落
ち
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
。
何
だ
か
最
近
、
ヤ
ケ
ク

ソ
な
の
で
あ
る
。

あ
る
作
家
に
送
ら
れ
た
悩
み
相
談
の
手
紙
、
と
い
う
体
裁

の
小
説
だ
け
ど
、
そ
の
作
家
か
ら
の
返
信
の
部
分
を
読
む
度
、

な
ん
と
い
う
か
、
ハ
イ
ヒ
ー
ル
で
踏
ま
れ
た
気
分
に
な
る
。

『
十
指
の
指
差
す
と
こ
ろ
、
十
目
の
見
る
と
こ
ろ
の
、
い
か

な
る
弁
明
も
成
立
し
な
い
醜
態
を
、
君
は
ま
だ
避
け
て
い
る

よ
う
で
す
ね
』

あ
ー
…
…
。
確
か
に
、
そ
こ
ま
で
い
け
ば
虚
無
は
止
む
だ

ろ
う
け
ど
…
…
。
太
宰
治
は
、
そ
こ
か
ら
最
終
的
に
自
殺
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
僕
は
何
と
か
自
殺
し
な
い
で
生
き
る
方

法
が
知
り
た
い
ん
だ
よ
と
思
う
け
ど
、
恐
ら
く
そ
れ
は
太
宰

の
作
品
や
生
き
様
を
参
考
に
自
分
で
考
え
ろ
っ
て
こ
と
な
ん

だ
ろ
う
。
ま
あ
そ
う
な
ん
だ
が
…
…
、
仕
方
な
い
の
で
、
考

え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
と
り
あ
え
ず
、
小
説
書
か
な
い
と
。

中
村
文
則

N
a

k
a

m
u

ra
 F

u
m

in
o

ri

77
年
生
。
作
風
を
大
幅
に
更
新
し
て
挑
ん
だ
『
掏
摸
』
が
昨
年
大

き
く
話
題
を
呼
ん
で
大
江
健
三
郎
賞
ま
で
獲
得
し
た
、
い
ま
イ
ケ

イ
ケ
の
若
手
作
家
。
同
作
と
最
新
作
『
悪
と
仮
面
の
ル
ー
ル
』
が

大
評
判
…
…
な
の
に
こ
う
も
愚
痴
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
は
ど

ん
だ
け
暗
い
の
か
、
と
思
う
と
じ
つ
は
笑
顔
の
似
合
う
好
青
年
。

0 8
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げ
た
く
て
、
ペ
ン
を
執
っ
て
み
た
事
が
何
度
あ
っ
た
か
知
れ
ま
せ
ん
。
け

れ
ど
も
、
拝
啓
、
と
書
い
て
、
そ
れ
か
ら
、
何
と
書
い
て
い
い
の
や
ら
、

別
段
用
事
は
無
い
の
だ
し
、
そ
れ
に
私
は
あ
な
た
に
と
っ
て
は
ま
る
で
赤

の
他
人
な
の
だ
し
、
ペ
ン
を
持
っ
た
ま
ま
ひ
と
り
で
当
惑
す
る
ば
か
り
な

の
で
す
。
や
が
て
、
日
本
は
無
条
件
降
伏
と
い
う
事
に
な
り
、
私
も
故
郷

に
か
え
り
、
A
の
郵
便
局
に
勤
め
ま
し
た
が
、
こ
な
い
だ
青
森
へ
行
っ
た

つ
い
で
に
、
青
森
の
本
屋
を
の
ぞ
き
、
あ
な
た
の
作
品
を
搜
し
て
、
そ
う

し
て
あ
な
た
も
罹り

災さ
い

し
て
生
れ
た
土
地
の
金
木
町
に
来
て
い
る
と
い
う
事

を
、
あ
な
た
の
作
品
に
依
っ
て
知
り
、
再
び
胸
の
つ
ぶ
れ
る
思
い
が
致
し

ま
し
た
。
そ
れ
で
も
私
は
、
あ
な
た
の
御
生
家
に
突
然
た
ず
ね
て
行
く
勇

気
は
無
く
、
い
ろ
い
ろ
考
え
た
末
、
と
に
か
く
手
紙
を
、
書
き
し
た
た
め

る
事
に
し
た
の
で
す
。
こ
ん
ど
は
私
も
、
拝
啓
、
と
書
い
た
だ
け
で
途
方

に
く
れ
る
よ
う
な
事
は
な
い
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
は
用
事
の
手
紙

で
す
か
ら
。
し
か
も
火
急
の
用
事
で
す
。

教
え
て
い
た
だ
き
た
い
事
が
あ
る
の
で
す
。
本
当
に
、
困
っ
て
い
る
の

で
す
。
し
か
も
こ
れ
は
、
私
ひ
と
り
の
問
題
で
な
く
、
他
に
も
こ
れ
と
似

た
よ
う
な
思
い
で
悩
ん
で
い
る
ひ
と
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
か
ら
、

私
た
ち
の
た
め
に
教
え
て
下
さ
い
。
横
浜
の
工
場
に
い
た
時
も
、
ま
た
軍

隊
に
い
た
時
も
、
あ
な
た
に
手
紙
を
出
し
た
い
出
し
た
い
と
思
い
続
け
、

い
ま
や
っ
と
あ
な
た
に
手
紙
を
差
上
げ
る
、
そ
の
最
初
の
手
紙
が
、
こ
の

よ
う
な
よ
ろ
こ
び
の
少
い
内
容
の
も
の
に
な
ろ
う
と
は
、
ま
っ
た
く
、
思

い
も
寄
ら
な
い
事
で
あ
り
ま
し
た
。

昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
正
午
に
、
私
た
ち
は
兵
舎
の
前
の
広
場
に
整

列
さ
せ
ら
れ
て
、
そ
う
し
て
陛
下
み
ず
か
ら
の
御
放
送
だ
と
い
う
、
ほ
と

ん
ど
雑
音
に
消
さ
れ
て
何
一
つ
聞
き
と
れ
な
か
っ
た
ラ
ジ
オ
を
聞
か
さ
れ
、

そ
う
し
て
、
そ
れ
か
ら
、
若
い
中
尉
が
つ
か
つ
か
と
壇
上
に
駈
け
あ
が
っ

て
、

「
聞
い
た
か
。
わ
か
っ
た
か
。
日
本
は
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
し
、
降
参

を
し
た
の
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
は
政
治
上
の
事
だ
。
わ
れ
わ
れ
軍
人
は
、

あ
く
迄ま

で

も
抗
戦
を
つ
づ
け
、
最
後
に
は
皆
ひ
と
り
残
ら
ず
自
決
し
て
、
以

て
大
君
に
お
わ
び
を
申
し
上
げ
る
。
自
分
は
も
と
よ
り
そ
の
つ
も
り
で
い

る
の
だ
か
ら
、
皆
も
そ
の
覚
悟
を
し
て
居
れ
。
い
い
か
。
よ
し
。
解
散
」

そ
う
言
っ
て
、
そ
の
若
い
中
尉
は
壇
か
ら
降
り
て
眼
鏡
を
は
ず
し
、
歩

き
な
が
ら
ぽ
た
ぽ
た
涙
を
落
し
ま
し
た
。
厳
肅
と
は
、
あ
の
よ
う
な
感
じ

を
言
う
の
で
し
ょ
う
か
。
私
は
つ
っ
立
っ
た
ま
ま
、
あ
た
り
が
も
や
も
や

と
暗
く
な
り
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
、
つ
め
た
い
風
が
吹
い
て
来
て
、
そ

う
し
て
私
の
か
ら
だ
が
自
然
に
地
の
底
へ
沈
ん
で
行
く
よ
う
に
感
じ
ま
し

た
。死

の
う
と
思
い
ま
し
た
。
死
ぬ
の
が
本
当
だ
、
と
思
い
ま
し
た
。
前
方

の
森
が
い
や
に
ひ
っ
そ
り
し
て
、
漆
黒
に
見
え
て
、
そ
の
て
っ
ぺ
ん
か
ら

一
む
れ
の
小
鳥
が
一
つ
ま
み
の
胡
麻
粒
を
空
中
に
投
げ
た
よ
う
に
、
音
も

な
く
飛
び
立
ち
ま
し
た
。

あ
あ
、
そ
の
時
で
す
。
背
後
の
兵
舎
の
ほ
う
か
ら
、
誰
や
ら
金
槌
で
釘

を
打
つ
音
が
、
幽か

す

か
に
、
ト
カ
ト
ン
ト
ン
と
聞
え
ま
し
た
。
そ
れ
を
聞
い

た
と
た
ん
に
、
眼
か
ら
鱗
が
落
ち
る
と
は
あ
ん
な
時
の
感
じ
を
言
う
の
で

し
ょ
う
か
、
悲
壮
も
厳
肅
も
一
瞬
の
う
ち
に
消
え
、
私
は
憑
き
も
の
か
ら

離
れ
た
よ
う
に
、
き
ょ
ろ
り
と
な
り
、
な
ん
と
も
ど
う
に
も
白
々
し
い
気

持
で
、
夏
の
真
昼
の
砂
原
を
眺
め
見
渡
し
、
私
に
は
如
何
な
る
感
慨
も
、

何
も
一
つ
も
有
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
う
し
て
私
は
、
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
に
た
く
さ
ん
の
も
の
を
つ
め
込
ん

で
、
ぼ
ん
や
り
故
郷
に
帰
還
し
ま
し
た
。

あ
の
、
遠
く
か
ら
聞
え
て
来
た
幽
か
な
、
金
槌
の
音
が
、
不
思
議
な
く

ら
い
綺
麗
に
私
か
ら
ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
の
幻
影
を
剝
ぎ
と
っ
て
く
れ
て
、
も

う
再
び
、
あ
の
悲
壮
ら
し
い
厳
肅
ら
し
い
悪
夢
に
酔
わ
さ
れ
る
な
ん
て
事

は
絶
対
に
無
く
な
っ
た
よ
う
で
す
が
、
し
か
し
そ
の
小
さ
い
音
は
、
私
の

脳
髄
の
金
的
を
射
貫
い
て
し
ま
っ
た
も
の
か
、
そ
れ
以
後
げ
ん
ざ
い
ま
で

続
い
て
、
私
は
実
に
異
様
な
、
い
ま
わ
し
い
癲て

ん

癇か
ん

持
ち
み
た
い
な
男
に
な

り
ま
し
た
。

と
言
っ
て
も
決
し
て
、
兇

き
よ
う

暴ぼ
う

な
発
作
な
ど
を
起
す
と
い
う
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
の
反
対
で
す
。
何
か
物
事
に
感
激
し
、
奮
い
立
と
う
と
す

る
と
、
ど
こ
か
ら
と
も
無
く
、
幽
か
に
、
ト
カ
ト
ン
ト
ン
と
あ
の
金
槌
の

音
が
聞
え
て
来
て
、
と
た
ん
に
私
は
き
ょ
ろ
り
と
な
り
、
眼
前
の
風
景
が

ま
る
で
も
う
一
変
し
て
し
ま
っ
て
、
映
写
が
ふ
っ
と
中
絶
し
て
あ
と
に
は

た
だ
純
白
の
ス
ク
リ
ン
だ
け
が
残
り
、
そ
れ
を
ま
じ
ま
じ
と
眺
め
て
い
る

よ
う
な
、
何
と
も
は
か
な
い
、
ば
か
ら
し
い
気
持
に
な
る
の
で
す
。

さ
い
し
ょ
、
私
は
、
こ
の
郵
便
局
に
来
て
、
さ
あ
こ
れ
か
ら
は
、
何
で

も
自
由
に
好
き
な
勉
強
が
で
き
る
の
だ
、
ま
ず
一
つ
小
説
で
も
書
い
て
、

そ
う
し
て
あ
な
た
の
と
こ
ろ
へ
送
っ
て
読
ん
で
い
た
だ
こ
う
と
思
い
、
郵

便
局
の
仕
事
の
ひ
ま
ひ
ま
に
、
軍
隊
生
活
の
追
憶
を
書
い
て
み
た
の
で
す

が
、
大
い
に
努
力
し
て
百
枚
ち
か
く
書
き
す
す
め
て
、
い
よ
い
よ
今
明
日

の
う
ち
に
完
成
だ
と
い
う
秋
の
夕
暮
、
局
の
仕
事
も
す
ん
で
、
銭
湯
へ
行

き
、
お
湯
に
あ
た
た
ま
り
な
が
ら
、
今
夜
こ
れ
か
ら
最
後
の
章
を
書
く
に

あ
た
り
、
オ
ネ
ー
ギ
ン
の
終
章
の
よ
う
な
、
あ
ん
な
ふ
う
の
華
や
か
な
悲

し
み
の
結
び
方
に
し
よ
う
か
、
そ
れ
と
も
ゴ
ー
ゴ
リ
の
「
喧け

ん

嘩か

噺ば
な
し」

式
の

絶
望
の
終
局
に
し
よ
う
か
、
な
ど
ひ
ど
い
興
奮
で
わ
く
わ
く
し
な
が
ら
、

銭
湯
の
高
い
天
井
か
ら
ぶ
ら
さ
が
っ
て
い
る
裸
電
球
の
光
を
見
上
げ
た
時
、

ト
カ
ト
ン
ト
ン
、
と
遠
く
か
ら
あ
の
金
槌
の
音
が
聞
え
た
の
で
す
。
と
た

ん
に
、
さ
っ
と
浪
が
ひ
い
て
、
私
は
た
だ
薄
暗
い
湯ゆ

槽ぶ
ね

の
隅
で
、
じ
ゃ
ぼ

じ
ゃ
ぼ
お
湯
を
掻
き
ま
わ
し
て
動
い
て
い
る
一
個
の
裸
形
の
男
に
過
ぎ
な

く
な
り
ま
し
た
。

ま
こ
と
に
つ
ま
ら
な
い
思
い
で
、
湯
槽
か
ら
這
い
上
っ
て
、
足
の
裏
の

垢
な
ど
、
落
し
て
銭
湯
の
他
の
客
た
ち
の
配
給
の
話
な
ど
に
耳
を
傾
け
て

い
ま
し
た
。
プ
ウ
シ
キ
ン
も
ゴ
ー
ゴ
リ
も
、
そ
れ
は
ま
る
で
外
国
製
の
歯

ブ
ラ
シ
の
名
前
み
た
い
な
、
味
気
な
い
も
の
に
思
わ
れ
ま
し
た
。
銭
湯
を

出
て
、
橋
を
渡
り
、
家
へ
帰
っ
て
黙
々
と
め
し
を
食
い
、
そ
れ
か
ら
自
分

の
部
屋
に
引
き
上
げ
て
、
机
の
上
の
百
枚
ち
か
く
の
原
稿
を
ぱ
ら
ぱ
ら
と

め
く
っ
て
見
て
、
あ
ま
り
の
ば
か
ば
か
し
さ
に
呆
れ
、
う
ん
ざ
り
し
て
、

破
る
気
力
も
無
く
、
そ
れ
以
後
の
毎
日
の
鼻
紙
に
致
し
ま
し
た
。
そ
れ
以

来
、
私
は
き
ょ
う
ま
で
、
小
説
ら
し
い
も
の
は
一
行
も
書
き
ま
せ
ん
。
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宰
治
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一
九
〇
九
│
一
九
四
八
。
学
生
時
代
か
ら
非
合
法
運
動
に
関
係

し
、
や
が
て
離
脱
。
36
年
発
表
の
「
晩
年
」
等
で
文
壇
に
認
め
ら

れ
、「
富
嶽
百
景
」「
女
生
徒
」
な
ど
の
佳
作
を
執
筆
。
戦
後
、『
斜

陽
』
で
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
作
家
と
な
る
が
、「
グ
ッ
ド
・
バ
イ
」
連

載
中
に
玉
川
上
水
で
入
水
自
殺
。
生
誕
百
年
に
あ
た
る
昨
年
は
、

『
パ
ン
ド
ラ
の
匣
』『
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
妻
』
が
映
画
化
さ
れ
る
な
ど
、

今
も
人
気
は
衰
え
な
い
。

0 9

引
用
出
典
：
新
潮
文
庫
『
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
妻
』
よ
り

「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
」
は
、
右
記
の
新
潮
文
庫
（
解
説
・
亀
井
勝
一
郎
）
の
ほ
か
に
、

『
太
宰
治　

ち
く
ま
日
本
文
学
0
0
8
』（
筑
摩
書
房
）
／
『
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
妻
・

桜
桃　

他
八
篇
』（
岩
波
文
庫
）
／
『
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
妻
』（
角
川
文
庫
ク
ラ
シ
ッ

ク
ス
）
／
『
斜
陽
・
人
間
失
格
・
桜
桃
・
走
れ
メ
ロ
ス 

外
七
篇
』（
文
春
文
庫
）

な
ど
に
、
解
説
と
と
も
に
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
作
品
単
独
は
青
空
文

庫http://w
w
w
.aozora.gr.jp/

で
も
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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そ
こ
ま
で
事
実
と
異
な
る
な
ら
、
ふ
つ
う
、
名
前
く
ら
い
は
変
え
な
い
？

ま
、
で
も
、
こ
の
へ
ん
が
半
世
紀
前
の
「
お
お
ら
か
さ
」
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
耕
作

の
容
貌
を
描
写
す
る
語
り
手
の
視
線
に
も
、
配
慮
を
欠
い
た
差
別
的
な
部
分
が
な
い
と
は

い
え
な
い
が
、
そ
れ
も
ま
た
時
代
の
限
界
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
若
干
の
（
？
）
問
題
点
を
除
け
ば
、
短
く
て
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
な
作
品
な
が

ら
『
或
る
「
小
倉
日
記
」
伝
』
は
ご
当
地
文
学
と
し
て
の
要
素
も
兼
ね
備
え
て
い
る
。
と

り
わ
け
〈
す
ぐ
前
は
海
に
な
っ
て
い
た
。
海
は
玄
海
灘
に
つ
づ
く
響
灘
だ
。
家
に
は
始
終

荒
浪
の
音
が
し
て
い
た
〉
と
書
か
れ
る
、
耕
作
が
育
っ
た
小
倉
北
端
の
博
労
町
の
雰
囲
気

な
ど
は
、
幼
い
耕
作
が
聞
い
た
「
伝で

ん

便び
ん
（
い
ま
で
い
う
バ
イ
ク
便
み
た
い
な
も
の
）」
の

鈴
の
音
な
ど
も
あ
い
ま
っ
て
、
旅
情
を
か
き
た
て
る
。

し
か
し
、
じ
ゃ
あ
『
或
る
「
小
倉
日
記
」
伝
』
が
北
九
州
の
ご
当
地
文
学
と
し
て
遇
さ

れ
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
感
じ
ら
れ
な
い
。
も
し
か
し
た
ら
、
こ
の
作

品
の
内
在
す
る
「
障
害
」
や
「
差
別
」
の
問
題
が
、 

大
手
を
振
っ
て
「
ご
当
地
で
ご
ざ
い
」

と
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
を
た
め
ら
わ
せ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

も
う
ひ
と
つ
は
作
家
の
大
き
さ
の
問
題
で
あ
る
。
北
九
州
市
は
松
本
清
張
を
「
郷
土
の

作
家
」
と
思
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
「
日
本
が
誇
る
大
作
家
」
と
思
っ
て
い
る
ん

じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
の
が
、
冒
頭
で
も
ふ
れ
た
松
本
清
張
記
念
館
で

あ
る
。
文
学
館
は
研
究
拠
点
と
し
て
の
意
味
も
持
つ
の
で
ハ
コ
モ
ノ
行
政
だ
と
ま
で
は
い

わ
な
い
が
、
一
作
家
の
記
念
館
に
し
て
は
あ
ま
り
に
豪
奢
。
し
か
も
石
垣
ぎ
り
ぎ
り
に
建

っ
て
い
て
、
城
の
遺
構
を
壊
し
て
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
疑
惑
を
抱
か
せ
る
。
そ
も
そ
も

小
倉
城
址
に
は
立
派
な
天
守
閣
が
建
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
戦
後
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

で
復
興
さ
れ
た
天
守
で
あ
り
、
簡
素
な
デ
ザ
イ
ン
だ
っ
た
元
の
天
守
を
ゴ
ー
ジ
ャ
ス
に
見

せ
る
た
め
、
史
実
を
無
視
し
て
破
風
を
付
け
足
し
た
代
物
だ
。
加
え
て
現
在
は
、
背
後
に

リ
バ
ー
ウ
ォ
ー
ク
北
九
州
と
い
う
赤
と
黄
色
の
醜
悪
な
（
と
歴
史
フ
ァ
ン
に
は
見
え
る
）

建
物
が
そ
び
え
立
ち
、
歴
史
的
な
景
観
を
台
無
し
に
し
て
い
る
。

そ
れ
が
松
本
清
張
と
ど
う
関
係
が
あ
る
の
か
っ
て
？　
い
や
、
私
に
は
城
も
記
念
館
も

同
じ
方
式
に
見
え
る
わ
け
。
歴
史
を
尊
重
す
る
よ
り
見
て
く
れ
を
優
先
す
る
の
が
「
北
九

州
方
式
」
じ
ゃ
な
い
の
か
と
。
歴
史
小
説
の
書
き
手
で
も
あ
っ
た
清
張
や
、
史
実
の
採
集

に
汗
を
流
し
た
「
二
人
の
田
上
耕
作
」
が
、こ
の
状
態
を
ど
う
見
て
い
る
か
知
り
た
い
。

小
倉（
北
九
州
市
小
倉
北
区
）の
観
光
名
所
と
い
っ
た
ら
、や
は
り
小
倉
城
だ
ろ
う
。
で
、

こ
の
小
倉
城
址
の
一
角
に
北
九
州
市
立
松
本
清
張
記
念
館
が
あ
る
。
城
の
中
に
記
念
館
が

建
っ
ち
ゃ
う
の
だ
。
松
本
清
張
は
北
九
州
が
誇
る
大
作
家
な
の
で
あ
る
。

『
或
る
「
小
倉
日
記
」
伝
』
は
、
一
九
五
二
年
の
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
、
松
本
清
張
四
三

歳
の
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
作
で
あ
る
。

物
語
は
昭
和
一
五
年
、
小
倉
在
住
の
田
上
耕
作
と
い
う
人
物
か
ら
、
さ
る
文
人
の
も
と

に
届
い
た
一
通
の
手
紙
で
は
じ
ま
る
。
耕
作
は
小
倉
時
代
の
森
鷗
外
に
つ
い
て
調
べ
て
い

る
と
い
う
。
鷗
外
は
明
治
三
二
年
か
ら
三
年
間
、
軍
医
と
し
て
小
倉
に
い
た
が
、
そ
の
時

期
の
日
記
は
失
わ
れ
て
い
る
。
つ
い
て
は
自
分
が
関
係
者
を
訪
ね
歩
い
て
、
そ
の
空
白
を

埋
め
た
い
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
小
説
は
田
上
耕
作
な
る
人
物
の
生
い
立
ち
と
、

鷗
外
の
足
跡
を
調
査
す
る
彼
の
一
〇
年
に
お
よ
ぶ
足
取
り
を
追
う
。

大
ま
か
な
筋
は
そ
れ
だ
け
だ
が
、
こ
の
小
説
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
田
上
耕
作
と
い
う
青
年

の
人
物
像
だ
。
彼
は
こ
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
る
。〈
耕
作
は
小
学
校
に
上
っ
た
が
、
口
を

絶
え
ず
開
け
放
し
た
ま
ま
で
、
言
語
も
は
っ
き
り
し
な
い
こ
の
子
は
、
誰
が
み
て
も
白
痴

の
よ
う
に
思
え
た
。
が
、
実
際
は
級
中
の
ど
の
子
よ
り
も
よ
く
で
き
た
〉

耕
作
の
障
害
は
脳
性
マ
ヒ
に
よ
る
運
動
機
能
障
害
で
は
な
か
っ
た
か
と
想
像
さ
れ
る
が
、

と
も
あ
れ
頭
脳
明
晰
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
身
体
を
も
っ
た
こ
と
で
、
彼
は
こ
と
あ
る
ご
と

に
好
奇
の
目
に
さ
ら
さ
れ
、
調
査
の
過
程
で
も
差
別
を
受
け
る
。

も
う
ひ
と
つ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
そ
ん
な
耕
作
を
不
憫
に
思
い
、
彼
の
調
査
に
同
行
し
さ

え
す
る
母
ふ
じ
の
存
在
で
あ
る
。
母
ひ
と
り
子
ひ
と
り
。
耕
作
が
生
き
甲
斐
を
見
つ
け
た

こ
と
を
喜
ん
だ
母
は
、
息
子
が
四
一
歳
で
病
死
す
る
ま
で
彼
に
寄
り
添
い
続
け
る
。

と
い
う
わ
け
で
『
或
る
「
小
倉
日
記
」
伝
』
は
「
障
害
を
抱
え
な
が
ら
困
難
な
調
査
を

続
け
た
男
」
と
「
息
子
を
支
え
た
偉
大
な
母
」
の
物
語
と
し
て
読
ま
れ
て
き
た
の
だ
っ
た

が
、
こ
こ
か
ら
話
は
少
し
や
や
こ
し
く
な
る
。
小
倉
に
は
じ
つ
は
田
上
耕
作
と
い
う
同
姓

同
名
の
郷
土
史
家
が
い
て
、
実
際
に
も
軽
い
障
害
を
も
っ
て
い
た
ら
し
い
の
だ
。
た
だ
し
、

今
日
の
段
階
で
は
、
実
在
の
田
上
耕
作
と
作
中
の
「
田
上
耕
作
」
と
は
生
没
年
も
家
族
構

成
も
異
な
り
、
小
倉
時
代
の
鷗
外
の
足
跡
を
訪
ね
る
と
い
う
小
説
の
根
幹
を
な
す
ス
ト
ー

リ
ー
も
、
作
者
の
創
作
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
る
。

い
ま
だ
っ
た
ら
あ
り
得
な
い
話
で
す
よ
ね
。
た
と
え
モ
デ
ル
と
な
る
人
物
が
い
て
も
、

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
。

『或る「小倉日記」伝』
（角川文庫）
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▼「こどもWB」をはじめてから丸 1年、リニューアルすることにな
りました。新学期というには中途半端な季節ですけれど、ご覧のとお
り学校の科目になぞらえた、よっつの新連載がはじまります。次号以
降にも増える予定です。「教科書の副読本」のようにできればいいなあ。
ちなみに、「Final Dragon Library」の科目が「冒険」となっていて、不
思議に思う人もいるかもしれませんが、近ごろ「冒険教育」という学
外の体験学習が広まりつつあるようで、そこから発想したのでした。
▽ 8つの科目（給食含め）の時間割に、懐かしい多機能筆箱と折り紙
手裏剣のイラストは、今日マチ子さんによるもの。毎号、時間割のあ
る風景が載る予定です。さらに似顔絵（?）まで描いていただいちゃい

ました。公私混同のようで恥ずかしい限りですが、弁明すると、ぼく
の発案ではありません！　でも宝物です。▽数学の苦手な文系ばかり
の編集部からの「なんか数学っぽい連載を」という無茶振りに応えて
くださった円城さん、第32回野間文芸新人賞受賞、おめでとうござい
ます！▽今号の対談企画は、いま、仲間の小説家や批評家、編集者た
ちと行なっている読書会から生まれました。紙の本／電子の本を問わ
ず、むしゃむしゃ味読し、語り合う会にします。イベント直前での配
布となりますが、ぜひお気軽にご参加ください！（K）
▼「こども＆おとな向け」「学校で配布」等々、多くの人に相談しつつ
悩んできた「こども」も、ようやくカタチになってきました。皆様に
感謝を。まだまだ書いてほしい方がいて、時間割も毎号変わります。
▽「レシピ」頁を任せた黄色い帽子の立たされッ子による、増刊「Ｕ
30」に続く独自企画第 2弾が読書会「シミローグ」。なかに教え子も
複数いて時間の流れを感じ、一回り年少な奴らからの「お父さん」な
る無礼な呼び名にも慣れました。敷居の低い会のはず、どうぞ皆様お
気軽に。▽表紙写真は「WB」最大の設置箇所、読者の声の多くが「あ
そこで読んだよ」と届くビア＆カフェ「ベルク」の副店長で、新宿を
撮り続ける写真家・迫川尚子さんにお願いしました。契約の変更や破
棄を一方的に求められつつ「お客様にとっても、ルミネにとっても、
ベルクにとっても、幸福な道はないものか」と暖かく柔らかく営業継
続に向き合うベルクの日々は http://www.berg.jp/にて。「WB」は勿論
ベルクを応援しています。▽応援記念（?）に缶バッジを抽選で 5名
にプレゼント。希望者は「WB」サイトまで。▽「カーリル」との連携、
レシピのほかにもいろいろ進めています。近く具体的なお知らせがで
きるかも。▽海外に手を広げた特集に手こずっている本誌「4」の前
に増刊を一冊出します。詳しくは上の広告を。特集のない号は久しぶ
り……そのぶん一つ一つの目次に力が入ってます。諸々乞ご期待。（Ic）
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吾
輩
の
主
人
は
滅
多
に
吾
輩
と
顔
を
合
せ
る
事
が
な
い
。
職
業
は
教
師

だ
そ
う
だ
。
学
校
か
ら
帰
る
と
終
日
書
斎
に
這
入
っ
た
ぎ
り
殆ほ
と

ん
ど
出
て

来
る
事
が
な
い
。
家
の
も
の
は
大
変
な
勉
強
家
だ
と
思
っ
て
い
る
。
当
人

も
勉
強
家
で
あ
る
か
の
如
く
見
せ
て
い
る
。
然し
か

し
実
際
は
う
ち
の
も
の
が

い
う
様
な
勤
勉
家
で
は
な
い
。
吾
輩
は
時
々
忍
び
足
に
彼
の
書
斎
を
覗の
ぞ

い

て
見
る
が
、
彼
は
よ
く
昼ひ
る

寐ね

を
し
て
い
る
事
が
あ
る
。
時
々
読
み
か
け
て

あ
る
本
の
上
に
涎よ
だ
れを
た
ら
し
て
い
る
。
彼
は
胃
弱
で
皮
膚
の
色
が
淡
黄
色

を
帯
び
て
弾
力
の
な
い
不
活
潑
な
徴
候
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
そ
の
癖
に

大
飯
を
食
う
。
大
飯
を
食
っ
た
後
で
タ
カ
ジ
ヤ
ス
タ
ー
ゼ
を
飲
む
。
飲
ん

だ
後
で
書
物
を
ひ
ろ
げ
る
。
二
三
ペ
ー
ジ
読
む
と
眠
く
な
る
。
涎
を
本
の

上
へ
垂
ら
す
。
こ
れ
が
彼
の
毎
夜
繰
り
返
す
日
課
で
あ
る
。
吾
輩
は
猫
な

が
ら
時
々
考
え
る
事
が
あ
る
。
教
師
と
い
う
も
の
は
実
に
楽
な
も
の
だ
。

人
間
と
生
れ
た
ら
教
師
と
な
る
に
限
る
。
こ
ん
な
に
寐
て
い
て
勤
ま
る
も

の
な
ら
猫
に
で
も
出
来
ぬ
事
は
な
い
と
。（
夏
目
漱
石
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」）

胃
袋
の
煮
込
み

﹇
材
料
﹈

ミ
ノ
、
ハ
チ
ノ
ス
、
に
ん
に
く
、
パ
セ
リ
、
玉
ね
ぎ
、
セ
ロ
リ
、
に
ん
じ
ん
、

ト
マ
ト
の
水
煮
缶
、
コ
ン
ソ
メ
、
塩
、
こ
し
ょ
う
、
オ
リ
ー
ブ
油
。

﹇
つ
く
り
か
た
﹈

野
菜
は
み
じ
ん
切
り
に
。
こ
の
と
き
に
出
る
野
菜
の
く
ず
や
枝
ご
と
の
パ
セ
リ

で
ハ
チ
ノ
ス
を
下
茹
で
し
て
臭
み
を
と
り
ま
す
。
オ
リ
ー
ブ
油
で
に
ん
に
く
を

炒
め
、
香
り
が
つ
い
た
ら
、
玉
ね
ぎ
、
に
ん
じ
ん
、
セ
ロ
リ
を
加
え
ま
す
。
野

菜
が
く
た
っ
と
し
た
ら
、
ひ
と
く
ち
大
に
切
っ
た
ミ
ノ
と
ハ
チ
ノ
ス
を
加
え
、

表
面
に
火
が
通
っ
た
ら
ト
マ
ト
の
水
煮
缶
を
注
い
で
コ
ン
ソ
メ
を
加
え
て
煮
込

み
ま
す
。
塩
と
こ
し
ょ
う
で
味
を
整
え
、
仕
上
げ
に
パ
セ
リ
を
ふ
り
ま
す
。

吾
輩
の
主
人
で
あ
る
珍ち
ん

野の

苦く

沙し
や

弥み

は
胃
が
弱
く

て
偏
屈
な
中
学
の
英
語
教
師
で
す
。
胃
弱
の
く
せ

に
大
飯
を
喰
ら
い
胃
薬
を
飲
ん
で
う
や
む
や
に
す

る
よ
う
な
教
師
に
叱
ら
れ
る
生
徒
が
か
わ
い
そ
う
。

そ
ん
な
苦
沙
弥
先
生
に
は
、
む
か
し
か
ら
よ
く

言
い
ま
す
よ
う
に
目
に
は
目
を
、
歯
に
は
歯
を
、

胃
に
は
胃
を
と
い
う
こ
と
で
、
ミ
ノ
（
牛
の
第
一

胃
）
と
ハ
チ
ノ
ス
（
第
二
胃
）
を
使
っ
た
胃
袋
料

理
で
じ
ょ
う
ぶ
な
胃
に
な
っ
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。

そ
う
す
れ
ば
猫
に
も
少
し
は
尊
敬
さ
れ
る
か
も
。

胃
袋
料
理
が
胃
に
よ
い
か
ど
う
か
は
疑
問
で
す

が
、
ま
あ
広
い
意
味
で
の
医
食
同
源
。
そ
う
そ
う
、

パ
セ
リ
は
胃
に
い
い
ん
で
す
。

キ
ョ
ウ
の
料
理
1

苦
沙
弥
先
生
の
た
め
の
健
胃
料
理

さ
ん
す
う

し
ゃ
か
い

た
い
い
く

ぼ
う
け
ん

き
ゅ
う
し
ょ
く

こ
く
ご

と
し
ょ

か
て
い
か

キ
ョ
ウ 

ミ
ナ
ヲ

K
y

o
 M

in
a

w
o

カ
フ
ェ
や
バ
ー
で
経
験
を
積
み
重
ね
、
料
理
の
み
な
ら
ず
、

小
説
・
エ
ッ
セ
イ
も
手
が
け
る
料
理
人
。
身
近
な
食
材
を

つ
か
っ
た
、
気
ど
ら
な
い
の
に
お
洒
落
な
レ
シ
ピ
に
魅
了

さ
れ
る
女
子
多
し
。
そ
の
毒
舌
は
、
効
き
す
ぎ
る
ス
パ
イ

ス
と
し
て
、
一
部
に
中
毒
者
が
い
る
の
だ
と
か
。

photo by 加藤裕世
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『地図　初期作品集』
太宰治

お堅い姉と無邪気な妹、
そしてひとりの男。

『骨の学校』
盛口満

なにはともあれこの 1冊。

『杳子・妻隠』
古井由吉

姉を否定しながらも、
決して逃れられない妹。

『フライドチキンの恐竜学』
盛口満

「骨の学校」からスピンアウトした
ような本。気軽に読めます。

『ミステリアスセッティング』
阿部和重

夢見がちな姉、シビアな妹。
姉による小さな逆転劇。

『［新世界］透明標本』
冨田伊織

綺麗というよりは
幻想的な骨の標本写真。

「骨」が好きなあなたにオススメ

姉妹とは、ときに仲よく、ときに険悪、悪口を言っている
かと思えば、大事な秘密を共有している……、周りから見
れば「？」かもしれませんが、実は当の本人たちにもよくわ
からないものなのです。今回は、二人姉妹の長女が 「二
人姉妹」が登場する小説をご紹介します。姉妹あるひとは
一歩離れて自分たちの関係性を考えるきっかけになる、かも。

フライドチキン、いくつ食べたら鶏 1羽分なんだろ
う……？　魚の骨をいかに綺麗に残して食べられる
か？　海辺や森で見つけたこの骨、なんの骨？
骨って怖くない。きれいだよね。
生き物が好きで、ついに骨にまで興味を持ち始めた方に

おすすめする本の数々。

ハリネズミさん 本業は IT関係ですが、自然や生き
物、モノづくりが好きです。 ふろさん かばんに一冊本が入ってるだけでなんだ

か安心できます。学生やってます。

「姉妹関係に興味のある20代にオススメ」って狭いよ !　ぼくにもオス
スメして !　きっとこのひとは悩める姉にちがいない。でも、自分に引き
つけたからこそ選ぶ視点がおもしろい、プロじゃないからできる “自由な
読みかた” です。
「二人姉妹が登場する」という縛りで選ばれた小説は、文豪の初期作
品や老大家の出世作、中堅作家の佳作、とバラエティがある（サイトで
は桐野夏生『グロテスク』も挙げられています）。姉妹の描かれかたも、
「まじめで我慢しいな姉／甘えたがりの無邪気な妹」もあり、「夢見が
ちな姉／現実的な妹」もあり。上手にまとめられたあらすじを読むだけ
でもちょっとたのしい。ああ、こんな姉妹に囲まれたい！　……という願
望は、ぼくのじゃなくて、これらを書いた男性作家たちのものですよ。
惜しいのは、作品との距離感。せっかく “極私的オススメ” を書くの

だから、もっと突っ込んだコメントが読みたいな。続篇に期待してます！

レシピ名が怖いです！　おそるおそる見てみると、標本のつくり方から、
標本を調べて進化の謎を考える研究、その研究手法が派生した標本ア
ートまで、骨、骨、骨づくし。ここに載せ切れないほどの “骨本” が紹
介されています。理科と縁遠いひとには、「こんな本があるなんて！」と
いう驚きでまずたのしい。他人の本棚を覗き見る醍醐味です。
コメントにある「フライドチキン、いくつ食べたら鶏 1羽分なんだろ

う……？」なんて、考えたことないよ！　でも言われてみると、気になっ
てきて、わくわくが刺激されちゃう。こっそり読んで、ご飯の時間にみん
なにも聞いてみてやるのです！
ハリネズミさんは他にも、「コケを楽しむための入門 3冊」「秋冬の散
歩を楽しむための 3冊」という、自然とか生き物の本のレシピを書いて
ます。もっとコメントの量を増やして、内容がわかるとうれしいな。そし
てレシピをもっと書いてくださいな！

姉妹関係に興味のある 20代にオススメ

「カーリル・レシピ」で本を紹介してくれる人、大募集！
→「カーリル・レシピ」に登録すると、あるテーマの本を 3冊以上集めて、書籍を紹介
できます。テーマ設定は自由。レシピは3ステップで作ります。
❶まず、オススメしたい人とタイトルを決めて、❷本を3冊以上選び、❸思い入れを
書き込みます !　準備ができたらはじめましょう。
カーリル・レシピURL　http://calil.jp/recipe
「ウチのオススメ（レシピ版）」では毎回、書かれたレシピの中から２つを選び、ご許可を
いただいた上で紹介させていただきます。

今日のカーリル
11月24日～ 26日に開催の第12回図書館総合展に
ブースを出します。

本を借りるならカーリルで！  http://calil.jp/

図書館横断検索サイト「カーリル」のレシピ機能。お好きな本を集めてレシピをつくり、いろ
んなひとに届けることができます。ここでは、そのなかから、WB編集部クボキがピックアップ！

カーリル×
レシピ版

姉妹の
かたち

骨まで
愛して

さ
ん
す
う

し
ゃ
か
い

た
い
い
く

ぼ
う
け
ん

き
ゅ
う
し
ょ
く

こ
く
ご

と
し
ょ

か
て
い
か

ク
ボ
キ
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「
山
月
記
」を
と
り
あ
げ
た「
草
子
ブ
ッ
ク
ガ
イ
ド
」
本
編
は
、
11
月
18
日
発
売
の「
モ
ー
ニ
ン
グ
」
本
誌
No. 

51
に
、
大
増
量
37
P
の
掲
載
。
お
見
逃
し
な
く
！！　

草
子
×
W
B
コ
ラ
ボ
ペ
ー
ジ
も
あ
る
よ
！

さ
ん
す
う

し
ゃ
か
い

た
い
い
く

ぼ
う
け
ん

き
ゅ
う
し
ょ
く

こ
く
ご

と
し
ょ

か
て
い
か
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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70年前に子役としてデビューした俳優の長
なが

門
と

裕
ひろ

之
ゆき

さんって、知ってるかな？　きみたちのお父さんやお母さん
の世代の大人なら、「サザンオールスターズの桑

くわ

田
た

佳
けい

祐
すけ

さん
に似てる人」として、きっと知ってるはずだから聞いてみて。
そしてまた、うまく会話のキャッチボールが成立したなら、
次のようにつぶやいてみて。
「サギ師

し

がナガトヒロユキなら、愚
ぐ

や !」
これは、内

ない

陸
りく

県
けん

（日本列島のなかで海に面してない県）を
覚えるための語呂合わせ。つまり、「サ＝埼玉、ギ＝岐阜、
師
し

が＝滋賀、ナガ＝長野、ト＝栃木、ヒロユキは付け足し、
なら＝奈良、愚

ぐ

＝群馬、や＝山梨」の8県ね。解説ついでに
申し添えておくならば、長門さんは、最近の映画では『旭

あさひ

山
やま

動物園物語　ペンギンが空をとぶ』に出演しているよ。

というわけで、今回ご紹介する本は、森
もり

見
み

登
と

美
み

彦
ひこ

氏による
『ペンギン・ハイウェイ』。小学4年生男子の「自由研究」と
初恋の日々が、サイエンス・キッズの目線で語られてゆく、
ひたむき＆せつないＳＦファンタジー小説だ。
著者はこれまで、京都を舞台に、おなかがよじれるくらい
笑える青春小説やゾッとするくらい怖い怪談を書いている。
しかしながら本書は、古

こ

都
と

から離れ、ニュータウンが舞台。
語り手が（京都のヘタレ大学生ではなく）小学生ということ
もあり、著者の新境地とうたわれている記念すべき作品だ。
ＳＦの巨匠スタニスワフ・レムの『ソラリスの陽

ひ

のもとに』や、
ルイス・キャロルの児童文学『鏡の国のアリス』のモチーフ
もそれぞれ、じつにうまく取り入れられている。
物語は、小学校への通学路に、ある日突然ペンギンたちが
出没するところから始まる。よちよち歩きまわる「飛べない
鳥たち」の群れは、どこからやってくるのか？　どうやら、
〈ぼく〉のあこがれの、歯科医院のお姉さんが関係している
らしいのだけど。解明をすすめてゆくうち、クラスメイトの
天才少女からは、街はずれの森をぬけた草原に浮かんでいる
〈海〉の研究へと誘われるようになり……。

主人公のアオヤマ君は小学4年生。〈ぼくはたいへん頭が
良く、しかも努力をおこたらずに勉強するのである〉と自称
するだけあって、彼はノートに毎日の発見を記録している。
本もたくさん読むし、街を探検して秘密地図を作っている。
まだ海は見たことない。レゴブロックで宇宙ステーションを
作ったりするのが趣味。チェスもたしなむ。いつも冷

れい

静
せい

沈
ちん

着
ちやく

で、いじめっ子にも物
もの

怖
お

じしない。その秘
ひ

訣
けつ

はというと
―「怒りそうになったら、おっぱいのことを考えるといい
よ。そうすると心がたいへん平和になるんだ」とのこと。
ちょっと生意気なキャラだけど、話せばわかるタイプだ。

口は堅
かた

く、友だち思いでもある。甘
かん

美
び

なイメージによって、
四角いこころも丸くすることができる幸せ者。
アオヤマ君が暮らす郊外の街には、〈草をゆらすひんやり
とした風にのって、どこかの台所からおいしそうなカレーの
匂いがただよって〉くるという描写はあるものの、辛

から

そうな
料理は出てこない。むしろ彼は、脳にエネルギーを補充する
ために、チョコレートなどの甘いお菓子で糖分を摂取する。
大好物は、家の近所の洋菓子店で売っている〈直径十センチ
メートルぐらいの大きさで、それはもうまんまるで、信じら
れないぐらいやわらかい〉という「おっぱいケーキ」。
とことん甘党のアオヤマ君だけど、立派な大人になる心得

として、砂糖を少しずつ減らしながらコーヒーを飲む訓練を
している姿は健

けな

気
げ

だ。そんな彼が、涙をこらえ、あたたかい
ブラックコーヒーを飲みほす場面は、グッと胸に迫る。
苦味とともに記憶される「世界の果て」。
乳歯をぐらぐらさせながらも大人への階段をのぼっていく
少年の、ふしぎな現象とその本質を探究しようとする一

いち

途
ず

な
思いにつらぬかれた、哲学的な味わいも楽しめる一冊だ。
ちなみに「ペンギン・ハイウェイ」とは、ペンギンたちが

海から陸に上がるときに決まってたどるルートのこと。
はたして、高速道路のサービスエリアなどでお土産として

売られている「おっぱいプリン」が、アオヤマ君としてＯＫ
なのかどうかについては気になるところ。

第04回 『ペンギン・ハイウェイ』のアオヤマ君
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ぼくは本を読んでいる。少女の悲鳴が聞こえたけれど、
手元に本が出現したら読まなくちゃいけないのだ。
この世界はそういうルールのようだ。これだけ繰り返
されたら、さすがのぼくにもわかってきた。夢中になっ
て本を読んでいるときは、外の世界の時間が止まる。そ
して、ぼくはめっぽうおもしろい本を読む。
『新興宗教オモイデ教』というヘンなタイトルの本だ。
主人公の僕は、パッとしない奴だ。

“友達はいない。だから休み時間は人気のない旧校舎の水飲
み場で過ごす。ずっと水道の水で手を洗って過ごす。何も

考えないようにして、ただ水流に手をかざしていると、不

思議と落ちつく。”

友達なんかいなくてもいいよなあと、ぼくも思う。無
理して、友達の言うことにあわせるのなんて、まっぴら
ごめんだ。群れる奴は群れてればいい、バカばっかだ。

“でも、なつみさんだけは違う” と僕は思う。“きっと阿鼻
叫喚の最中にも、少し離れた所にふわりといて、体育座り

をしながら、「なんだか困ったことになっちゃったよ」と小

首をかしげているような、そういう気がする。”

ところが、なつみさんは、俗物にしか
思えない先生と恋に落ち、捨てられ、精
神が崩壊して、そのあげく救いを求めて
新興宗教オモイデ教に入信してしまう。
つまんない人間を誘流メグマ祈呪術で発
狂させてしまう術を使う。そんな怪しげ
な宗教だ。なつみさんに引き寄せられる
ようにして、僕も入信してしまう。そこ
からは怒濤だ。精神殺戮大戦を繰り広げ
る凄い展開に突入する。

“心の中にいつもはっきりせんもんがいて、
そいつがあばれとるやろ、外へ出せえ、外

へ出せえ言うて、赤子みたいに腹の内側蹴

っとるやろ。”

どこへ向かって放てばよいのかまだ分からない外へ出
せというパワーを自分の腹の中に感じながら読んだ。読
みながら、ぼくは、この世界で何をすればいいのか気づ
いた。

“ボクは今想像もつかん遠いところにおるよ、元気や”。

ぼくも、今想像もつかない場所にいる。白い少女に引
っ張られて、突然出てきた穴に落ちてデタラメな世界に
来た。本を読むと時間が止まる。最後のシーンを読み終
われば、また時間が進みはじめる。悲鳴。少女の悲鳴の
方向に、ぼくは走る。
瞬時に状況を把握する。石の壁。ここは塔のてっぺん。
少女は外壁の上に立っている。そのまま落ちてしまいそ
うに頼りなく立っている。風に吹かれて白い服がなびく。
悲鳴はまだ聞こえない。これから聞こえるだろう悲鳴を、
ぼくは聞いたのだ。
少女に向かって、ぼくは走る。
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［PR］このたび脱稿いたしました長篇は高校のクラスが舞台。その小
説のノリでこれを書いております。高校に詳しい人、青木淳悟です（新
作は近日雑誌発表予定！）。

一日の時間割のなかで体育の授業が「どこに入るか」は、一年一組
の生徒たちにとって特に重要らしかった。以下、このことについて詳しく
見ていくことにしよう。
二コマ連続授業の場合、一二限か三四限か五六限か（体育設備使

用時間の割り振りから、二三限目の連続授業というのは想定しがたい）
によって、着替えのタイミングや環境が大きく変わった。五六限の授業
では、昼休みにジャージに着替えると、「終礼の会はちゃんと制服で受
けるように。」などと担任が言い出さないかぎり、放課後の掃除でも部活
動でもそのままでいることができた。三四限後が昼休みなのも制服に着
替える面では楽なのであった。かたや二限後が「二十分休み」だとか「業
間休み」でないことを考えると、一二限の体育のあとはすぐに帰って着
替えなければならなかった。

月曜日の一二限が体育となり、これが「つまらない」とは、多くのク
ラスメートが早くも実感しているところだった。男女別に一組と二組の合
同授業ということで、隣りの一年二組の生徒にも同様の思いがあるに違
いなかった。時間割がどうにも動かしがたいものとしてそこ（教室の黒板
に向かって左側）にあり、誰に文句を言っても始まらないと、そもそも自
分が高校に入学して一組に配置されたことを薄っすらひがんでみるくらい
だった。一組が入学試験の成績上位者を集めた「特進クラス」だとい
う噂はたちまち噓であることが判明して自尊心を傷つけられていたし、一
組に「なった」ことに対してあまりいい感情は抱きにくかった。
入学したてのこの時期、時間割の編成それ自体には特に目を向けず、

クラス編成における学校側の意図や判断に疑いを持ちやすいということ
なのだが、その時間割が教務主任一人の手で人為的に作られている事
実に気がつく生徒はいなかった。教務主任が前年度の春休み中にこの
作業を開始するにあたって、「わかりやすいように、まずは合同授業の体
育を」と、エクセルの表に真っ先に「1-1」「体」との文字を入力してい
た（その詳しい作業内容や使用ソフトは謎である）。これでも過剰なくら
い生徒思いだと言われているベテラン教諭だった。

女子には女の、男子には男の体育教師が教えた。生徒たちはせっか
く隣りの組同士の男女別合同授業であるにも関わらず、男女同室で着替
えを行った。しかしこれを恥ずかしいと思う者こそが本当は恥ずかしかっ
た。ともあれ担任が朝礼の会を終えてその場を去ると、教室では体育係
の男女二名がいち早く着替えを済ませ、いわゆる「貴重品預かり袋」を

教卓に載せ、
「貴重品出してー。」
と声を張り上げていた。中学では財布の持ち込みが禁じられている学
校も多く（誘拐された時の連絡用に十円玉だけ所持を許している中学が
ある、という噂が……）、こうした瞬間に高校生になったという実感が湧
いた。中学生持ちの、ナイロン製でマジックテープ式の財布となると、
さすがに一つ二つを数えるばかりだった。
月曜日のことで、前の週に持ち帰って母親に洗わせたジャージを忘れ

る事件はたびたび起こった。しかも一限から始まるため、他クラスの友
達から借りるなどのリカバリー措置が講じにくいところがあった。そして
何より致命的なのは男子が家で短パンを履き忘れてくることだった。学
年色の青い短パンは下着のトランクスと大差ないとはいえ、ズボンから
ズボンへの履き替えは女子に比べて大きく不利だと言わざるを得なかっ
た。女子は当然ながらハーフパンツもジャージズボンもスカートのまま履
くことができた。

体育では授業内容に関して、事前に詳細な年間計画が示されることは
まずなかった。本当になかったのか、あるいは単に聞いてなかっただけか
もしれないが、少なくとも文書の形になったためしは一度もなかった。初
回のオリエンテーションでは一学期に何と何をやる、うまくすれば何もやる
と種目名がいくつか挙げられた。ところがそれが二学期ともなるとだいぶ
中身があいまいになり、あれをやるかもしれないし、これをやるかもしれな
いし「すべては未定だ！」ということが話されるに留まっていた（他教科
でもあり得る事態。しかも当初の大雑把な計画に遅れが出ると、「早足で」
とか「飛ばす」とか「自分でやっておけ」との指示が飛ぶ始末なのだ）。
情報を小出しにするのは意図があってのことなのかどうか、生徒たち

は俄然体育のことが気になり、今後のスケジュールに関して興味をそそ
られ続けた。そこから風説が生まれることもしばしばであった。ワールド
カップ開催年だから二学期はサッカーをやるのではないかとはどこの高
校でもよく聞かれるところであり、さらにクラスごとにＡチーム Bチーム
に分かれ四チーム対抗のリーグ戦で勝ち点を競うのだとか、FIFAの公
式球まで使うのだとかいう話が持ち上がった。
しかしよく考えたら二学期には重要行事の体育祭があり、蓋を開けて
みればその行進練習で初めて男女共修が実現することになっていた（恒
例の「エッサッサと組体操」が日体大の不祥事を遠因として中止される
代わりにパラパラを踊るので女子と一緒に創作ダンスの授業になるとか、
早大の不祥事があったからそれはないとかいう噂も。というかそんな事
件知ってる？）。そして三学期のマラソン大会（男子 7㎞、女子 4㎞）に
向けた練習がいつの時点から始まるか、それが生徒たちにとって一番の
関心事かもしれなかった。

一組の体育
青 木 淳 悟
A o k i  J u n g o

79年生。前衛的な作風でディープな読者の多い新進小説家。直近の単行本『このあいだ
東京でね』は東京という「都市」が主役の奇妙な話。「早稲田文学」本誌でも活躍中……
なれどこのところ作品をあまり見ないなと思っていたら……その秘密は本編冒頭にて。

青 木 淳 悟
わたしたちの体育
第1回
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アメリカ中間選挙（上院・下院議員）におけるオバマ民主党の歴
史的大敗は、「ティーパーティ」と呼ばれる保守派の運動の拡がり
に起因していると伝えられている。この運動の独特の名前は、むろ
ん、アメリカ独立につながったボストン・ティーパーティに由来し
ている。ボストン事件のスローガン「代表なくして課税なし」に託
して、この度のティーパーティが目指しているのは、税金の再分配
の規模や範囲を縮小することにある。ここでわれわれは、彼らの主
張内容以上に「ティーパーティ

4 4 4 4

」の語感に留意しなくてはならない。
ここに、21世紀の最初の10年の歴史的な位置が、微かな反響を及
ぼしているからである。政党をも意味することがある「パーティ」
とは、本来、「部分」を意味しており、ここから「招待された特定
の人たちの集会」といった語義も派生してくる。
この10年間の歴史上の位置価を判断するためには、さらにその
前の10年のことを考慮しなくてはならない。その前の10年、つま
り20世紀最後の10年という期間の幕開けには、一つの大きな壁の
崩壊がある。1989年11月9日のベルリンの壁の崩壊である。この事
件を引き金にして、20世紀の初頭から続いていた冷戦が終結した。
これを見て、アメリカの政治哲学者フランシス・フクヤマは、ヘー
ゲルの論を引きながら、終わったのは冷戦（だけ）ではなく、歴史
そのものである、と論じ、大きな話題を呼んだ。
世界で最も厚い壁すら壊れ、開かれたのだから、これからは、実

質的な壁のない時代がやってくるはずだ。当時、そのように考えら
れた。歴史を動かす原動力は、対立にあった。フクヤマが唱えた「歴
史の終わり」とは、そのような意味での本質的な対立が消え去った
状態を指している。社会主義体制が失敗に終わり、自由民主主義が
最後の勝利者となったところで、対立は消え、その象徴だった壁も
崩壊した、というわけである。
歴史の終わりは、一種のユートピアである。もう少し厳密に言え

ば、メタ・ユートピアである。「歴史の終わり」それ自体には、目
指すべき社会状態についてのいかなる内容もないが、しかし、その
内部では、相互に深い葛藤をもたずに、どのようなユートピアを提
起することも許されているからである。
しかし、21世紀に入った途端に、「歴史の終わり」そのものが終
わった。歴史の終わりもまた、実は一つの歴史的な期間、しかも比
較的短い期間に過ぎなかったことを、われわれは皆、自覚せざるを
えなくなったのだ。終わりの終わりを告知した出来事は、皮肉な偶
然と言うべきだが、「終わり」と呼ばれた期間の始まりが告知され
た11月9日と、日と月の数字を入れ替えた日に、つまり9月11日に

生起した。言うまでもなく、2001年の同時多発テロが、それである。
9・11テロは、いかなる意味で終わりの終わりだったのか。この
事件によって、メタ・ユートピアという枠組みが機能しなくなった
のである。人々は、自由と民主主義だけでは何かが足りない、と思
い始めたのだ。自由と民主主義のみでは、それらを犯そうとする敵
を効果的に排除することができない、というわけである。そのため
に取られた処置がまたしても逆説的である。自由と民主主義を守る
ために、自由と民主主義そのものが制限されたのだ。自由や人権の
侵害を含むセキュリティ上の配慮の極端な増大や、防衛の名のもと
でなされた先制攻撃的な戦争などが、そうした処置の例である。
その結果の一つが、無数の壁の出現である。さまざまな場所に大

小の壁が次々と現われ出たのだ。たとえば、イスラエルは、ヨルダ
ン川西岸に分離壁を建築した。あるいは、EUの周囲にも壁が張り
巡らされた。アメリカとメキシコの間にも壁がある。壁は、これら
のように、国境線に沿ったものばかりではない。一つの国家の中に
も、新しい壁が生まれている。その代表は、―とりわけアメリカ
の（準）郊外に造られた―何万ものゲーテッド・コミュニティで
ある。
壁は物理的なものだけではない。心理的であったり、象徴的であ
ったりする壁も次々と現れてきている。たとえば、ある新聞が「メ
ンバー限定現象」と名づけた流行がある。メンバー限定現象とは、
プライヴェイト・バンキングとか、あるいは限定された人にのみ開
かれているクリニックであるとか、裕福な家庭で私的に開催される
コンサートやショウなど、特定のメンバーだけが参加できる集会や
サービスの流行を指している。アメリカやヨーロッパでは、このよ
うな集会やサービスが蔓延しているという。そして、「ティーパー
ティ」こそ、究極のメンバー限定現象である。あなた方は、茶会に
は招かれていない、というわけである。
さらに、反省してみれば、いわゆる「オタク」のような現象も、

すでにメンバー限定現象である。そこでは、非常に特殊な「趣味」が、
参入の資格を制限し、一種の心理的な壁として機能するからである。
要するに、一つの決定的な壁が壊れた後に、あらゆるところに壁

が出現する時代がやってきたのだ。よく見れば、壁は、今でも不断
に崩壊し、それと同時に増殖している。グローバルな人や経済の動
きは、一種の壁の崩壊である。それ以上に、インターネットの中で
増殖していくつながり、たとえばSNSやツイッターの連鎖もまた、
壁の崩壊だ。しかし、それらを相殺するかのように、さまざまなタ
イプの壁が至る所に建設されている。
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大 澤 真 幸
O h s a w a  M a s a c h i

『〈自由〉の条件』や『ナショナリズムの由来』など、
社会構造の観察と本源的理性への思考を綜合する思考
を繰り出し続ける社会学者であり思想家。同時にス
ポーツや文学の批評も手がけるなど、フィールドを横
断した活躍をみせている。毎号多彩なゲストを迎える
月刊個人誌『THINKING O』を左右社より刊行中。第1回「あなたはパーティのメンバーではない」

〈社会〉の思考〈社会〉の思考〈社会〉の思考〈社会〉の思考大 澤 真 幸
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『〈自由〉の条件』や『ナショナリズムの由来』など、
社会構造の観察と本源的理性への思考を綜合する思考
を繰り出し続ける社会学者であり思想家。同時にス
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数学っぽいお話をさせていただきます。
なんで数学者でもないお前がという話なのですが、わたしにもよ

くわかりません。数学者の言うことはわからないので、もう少しい
い加減な奴を呼べということなのかどうか─。
連載ということですから、向こう何回かのおつきあいを願います。

調子は様子を見つつ整えるとして、まず連載というものについて考
えてみることにしましょう。
連載とは何かというのに、途切れ途切れに何かを書き続けていく

ことです。多分続ける理由があってそうなります。まあ一度では書
ききれない。何かを言うにはある程度の長さが必要であり、たとえ
ば「あ」一文字では相手が何を言いたいのかちょっとわからないと
ころがあります。
そうして続いていく以上、多く書いた方がよいのである、という

ことになりそうですが、長さと内容の関係というのが気になるわけ
です。
二倍書けば二倍面白いものになるのか。
この連載一回目で、あ、ちょっと数学っぽいなと思って頂けたと

して、二回目になると倍、数学っぽく思えたりするのかということ
です。
そういうこともなかろうなと思うわけですが、小説などを書いて

いますとそこいらあたりに何かの見極めが必要となります。小説の
長さや、小説を書くのにかけた時間は、面白さに比例するのか、と
いう素朴な問いです。
倍にすれば倍になる、三倍にすれば三倍になる。いわゆる比例と

いうやつです。線形性とも呼ばれています。もしかして小耳に挟ん
だこともあるかも知れない、非線形という用語はその字の通り、線
形ではないものみんなを指します。
なぜ線形、リニア、と呼ばれるかと言いますと、まあ真っ直ぐな

感じがするからで、グラフに書くと一直線になったりします。あな
たの今いる場所と、東へ一キロ、北へ二キロ進んだ地点と、東へ二
キロ、北へ四キロ進んだ地点の三つは、直線状に並んでいます。
ふうん、って感じですが、線形性とか大仰な名前がついている以

上、便利なところが多少あります。重ね合わせが効いたりします。
つまりは、

f(a+b)=f(a)+f(b),

が成り立ちます。

もうなんだかわからない、というところ、形だけを眺めて下さい。
f( )というのは何かを食べて吐き出す函で、aと bは何か足したり
できるものです。aと bを足してから食べても、aを食べて出てき
たものと、bを食べて出てきたものを足しても同じ、ということを
言いたいだけです。どうせ腹の中で一緒になるんだから別々に食っ
ても同じだという男らしい式とも言えます。

fを読書と読みかえて、aっていう本と bっていう本を続けて読
んだ感想文と、読み終えるごとに書いた感想文を束ねたものが同じ
になるとかそんなことを言っています。
そんな単純な世界であれば、そりゃ色々やりやすかろうと思える

わけでその通りです。
もしも小説の完成度なるものが作業時間に対して線形ならば、手

を入れれば入れるほど、素晴らしいものになっていくわけで、やら
ない手はありません。そうは問屋がおろさないのがものを書くとい
う行為の面白いところであって、はなから見込みのないものをぐだ
ぐだいじり続けても、滅多なことでは大したものは出てきません。
故に打ち切るタイミングを見定める能力が必要となり、その秘訣

を知りたいものだと思うのですが、これがなかなか不明です。なん
となく完成度の頭打ちが見えたあたりでやめてしまってよいだろう
と思うのですが、公言するとなぜか白い目で見られたりします。
そもそも完成度って数値化できるものだったっけ、とか、どこか

の一単語を置き換えることにより超傑作と超駄作が切り替わったり
するのが小説のきわどさというものではなかったか等、様々問題も
あるわけですが。
つまり、この一回目で何を言おうとするかというと、先行きなど

は見えないものだと、当たり前のところに落ち着きます。小説を書
く作業とは非線形だ─線形以外は非線形なので─と、何も言っ
ていないわけですが、じゃあどんな形をしているのかとか考えてみ
るのはいかがでしょうか。
最後に、ちょっと逆転をしてみましょう。線形な小説があるとし

たらどんな形をしているのかとか。
個々の登場人物たちのお話を連結した小説と、登場人物たちを連

結してお話にした小説とが、同じようになる小説とか。
登場人物たちの間に何の交流もない前衛小説になってしまう公算

が高いわけですが、今、この文章とあなたの間に目ぼしい相互作用
が生じているのかというと─。

数学への 円 城 塔
E n J o e  To h

72年生。大学で物理を研究していた理系作家。あなたの身近な後藤さんから銀河の彼方の帝国
まで、あらゆるものを語ってみせる "大ぼら吹き "。作中にちりばめられた仕掛けがいつも読者
を途方に暮れさせる。『烏有此譚（うゆうしたん）』で、第 32回野間文芸新人賞を受賞。
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第1回　線形性






