
迫川尚子

こ
ん
な
時
に
思
い
出
す
の
は
プ
ー
ラ
の
こ
と
だ
。

言
葉
づ
か
い
は
少
し
間
違
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
ん
な

時
に
思
い
出
せ
る
の
は
、
と
訂
正
し
た
ほ
う
が
真
っ
当
な
の
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
真
っ
当
と
は
何
だ
ろ
う
？　

あ
ら
ゆ
る
イ

メ
ー
ジ
が
あ
ら
ゆ
る
人
た
ち
に
〝
そ
の
日
〞
の
以
前
と
以
後
と
で

異
な
る
感
情
を
与
え
て
い
る
。
だ
と
し
た
ら
、
こ
の
瞬
間
、
こ
の

今
に
忠
実
に
回
顧
す
る
し
か
な
い
。
ふ
り
返
る
し
か
な
い
の
だ
。

躊
躇
を
し
て
い
る
余
裕
は
な
い
し
、
個
人
的
に
は
善
い
こ
と
だ

と
も
思
え
な
い
。

そ
し
て
善
悪
と
い
う
ラ
イ
ン
す
ら
消
え
た
。

だ
と
し
た
ら
素
直
に
思
い
出
そ
う
。
僕
は
こ
ん
な
ふ
う
に
語
ら

れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
女
性
か
ら
語
ら
れ
た
経
験
が
あ
っ
て
、

﹇
短
篇
小
説
﹈

プ
ー
ラ
が
戻
る

古
川
日
出
男

古川日出男

阿部和重 + 川上未映子 + 斎藤環 + 辛島デイヴィッド + 市川真人

池田雄一

泉鏡花

斎藤美奈子

泉京鹿

米光一成 + ナカシマカズユキ

望月旬々

円城塔

江南亜美子

大澤真幸

玉川重機

藤井久子

わ か ら ん ？！ 文 学

東
日
本
震
災
に
。



あ
る
側
面
の
感
触
は
、
ほ
と
ん
ど
告
白
に
似
て
い
た
。
真
摯
で
、

個
人
的
で
。
そ
の
女
性
の
ボ
イ
ス
を
、
僕
は
ず
っ
と
忘
れ
て
い
な

か
っ
た
。

忘
れ
て
い
な
か
っ
た
の
に
、
思
い
出
し
た
の
は
今
な
の
だ
。

プ
ー
ラ
は
彼
女
が
通
っ
た
中
学
校
に
棲
む
。
卒
業
し
て
か
ら
十

数
年
が
経
っ
て
い
て
、
在
校
し
て
い
た
頃
に
は
彼
女
は
全
然
プ
ー

ラ
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
。「
い
な
か
っ
た
ん
だ
と
思
う
」
と

彼
女
は
言
っ
て
い
た
。
僕
は
こ
の
瞬
間
、
耳
で
思
い
出
す
か
ら
、

こ
れ
は
彼
女
の
ボ
イ
ス
の
（
や
っ
ぱ
り
ボ
イ
ス
の
）
喚
起
だ
。

プ
ー
ラ
は
そ
の
学
校
の
プ
ー
ル
に
棲
む
。

プ
ー
ラ
は
、
冬
、
プ
ー
ル
か
ら
全
部
の
水
が
抜
か
れ
て
し
ま
う

ま
で
は
、
そ
こ
に
棲
む
。

プ
ー
ラ
は
夏
に
は
現
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

プ
ー
ラ
は
夜
行
性
か
も
し
れ
な
い
。
夜
、
ぱ
し
ゃ
り
、
と
水
音

を
立
て
て―

ま
ず
は
首
か
ら―

現
わ
れ
る
。
首
だ
。
頭
で
は

な
い
。
長
い
長
い
、
長
い
首
の
先
端
に
た
ぶ
ん
頭
が
あ
る
。「
首

長
竜
だ
と
思
う
」
と
彼
女
は
言
っ
て
い
た
。
僕
は
も
ち
ろ
ん
、
彼

女
は
寓
話
を
語
っ
て
い
る
ん
だ
な
と
思
っ
た
。
ち
ょ
っ
と
し
た
フ

ァ
ン
タ
ジ
ー
を
創
り
あ
げ
て
、
何
か
を
作
家
の
僕
に
（
と
て
も
真

摯
に
、
個
人
的
に
）
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
ん
だ
と
直
感
し
た
。

虚
構
だ
。

虚
構
の
作
り
手
の
僕
に
は
、
虚
構
に
仕
立
て
上
げ
る
し
か
な
い

〝
そ
れ
〞
が
伝
わ
る
の
だ
、
と
信
じ
て
。
し
か
し
、
こ
の
理
解
で

正
し
か
っ
た
の
か
。
今
の
僕
は
疑
う
。
こ
れ
は
実
在
す
る
プ
ー
ラ

の
物
語
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

プ
ー
ル
サ
イ
ド
の
監
視
台
の
影
に
隠
れ
て
、
彼
女
は
プ
ー
ラ
を

待
っ
た
。
最
初
、
そ
う
だ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
プ
ー
ラ
は
現
わ
れ
て
、

そ
の
首
の
長
さ
か
ら
だ
い
た
い
の
全
容
を
窺
わ
せ
た
。
そ
の
中
学

校
の
プ
ー
ル
は
平
均
的
な
二
十
五
メ
ー
ト
ル
・
サ
イ
ズ
、
そ
こ
に

収
ま
る
の
だ
か
ら
体
長
は
十
メ
ー
ト
ル
以
内
だ
ろ
う
と
彼
女
は
判

断
し
た
。
僕
が
そ
の
ボ
イ
ス
に
耳
を
傾
け
な
が
ら
い
ち
ば
ん
感
心

し
た
の
は
、
彼
女
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
判
断
し
て
い
っ
た
、
と
い
う
こ

と
だ
。
そ
う
だ
、
彼
女
は
自
分
で
判
断
し
た
。
体
長
は
十
メ
ー
ト

ル
以
内
で
、
た
ぶ
ん
八
メ
ー
ト
ル
は
な
い
。
七
メ
ー
ト
ル
は
あ
る
。

雰
囲
気
は
恐
竜
、
プ
レ
シ
オ
サ
ウ
ル
ス
と
か
の
よ
う
で
、
だ
か
ら

〝
未
確
認
の
動
物
〞
と
い
う
の
が
最
適
の
形
容
か
も
し
れ
な
い
。

あ
の
ネ
ス
湖
の
ネ
ッ
シ
ー
や
、
そ
う
し
た
類
い
。
そ
こ
か
ら
彼
女

は
判
断
し
た
、
名
前
を
授
け
る
の
な
ら
ば
、
だ
っ
た
ら
プ
ー
ル
の

怪
獣
な
の
だ
か
ら
、
プ
ー
ラ
。

彼
女
は
、
水
飛
沫
に
は
消
毒
薬
の
匂
い
が
し
た
、
と
言
っ
た
。

彼
女
は
、
静
か
に
プ
ー
ラ
と
交
流
を
は
じ
め
た
。

プ
ー
ラ
は
、
七
度
め
の
夜
に
や
っ
と
彼
女
を
認
め
た
。

認
め
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
ん
だ
ろ
う
？　

七
度
め

の
夜
で
あ
る
こ
と
に
は
ど
ん
な
意
味
が
孕
ま
れ
て
い
る
ん
だ
ろ

う
？　

彼
女
は
餌
付
け
を
し
た
と
言
っ
た
。
そ
れ
か
ら
「
あ
た
し

は
プ
ー
ラ
に
『
プ
ー
ラ
』
っ
て
呼
び
か
け
て
、
そ
れ
が
プ
ー
ラ
自

身
の
名
前
な
ん
だ
っ
て
、
何
日
か
は
掛
か
っ
た
け
れ
ど
も
わ
か
っ

て
も
ら
っ
た
。
あ
た
し
は
プ
ー
ラ
が
そ
ん
な
ふ
う
に
利
口
な
こ
と

に
、
な
ん
だ
ろ
う
…
…
何
て
言
っ
た
ら
い
い
の
か
な
、
誇
り
？   

た
ぶ
ん
誇
り
を
覚
え
た
の
。
だ
っ
て
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
知
性
が
な

か
っ
た
ら
、
二
十
五
メ
ー
ト
ル
・
プ
ー
ル
で
な
ん
て
棲
息
で
き
な

い
。
そ
れ
に
あ
た
し
は
、
プ
ー
ラ
と
目
を
合
わ
せ
た
し
。
そ
う
や

っ
て
覗
い
て
い
る
と
、
う
ん
、
プ
ー
ラ
は
考
え
て
い
る
の
が
わ
か

っ
た
。
プ
ー
ラ
は
ち
ゃ
ん
と
思
考
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
思
っ

て
て
、
感
情
だ
っ
て
あ
る
の
。
い
っ
ぱ
い
、
あ
る
」
と
続
け
た
。

彼
女
と
プ
ー
ラ
は
、
も
ち
ろ
ん
会
話
は
交
わ
せ
な
か
っ
た
。

彼
女
は
、
だ
か
ら
、
プ
ー
ラ
が
そ
こ
に
棲
息
し
は
じ
め
た
契
機

を
知
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

（
契
機
？　

奇
妙
な
言
葉
だ
。
け
れ
ど
も
こ
ん
な
言
葉
し
か
僕
に

は
使
え
な
い
。
た
ぶ
ん
、
彼
女
の
ボ
イ
ス
に
は
〝
契
機
〞
な
ん
て

フ
レ
ー
ズ
は
孕
ま
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
僕
の
脳
裡
で
は
そ
ん

な
フ
レ
ー
ズ
に
変
換
さ
れ
た
。
も
と
も
と
の
言
葉
が
、
発
展
し

て
…
…
。
そ
れ
は
僕
の
内
部
に
播
種
さ
れ
て
、
芽
生
え
、
育
っ
た

の
だ
。
そ
ん
な
言
葉
な
の
だ
か
ら
、
こ
の
ま
ま
使
お
う
。
契
機
、

あ
る
い
は
発
端
。
プ
ー
ラ
は
「
ど
う
し
て
か
」
そ
の
学
校
の
プ
ー

ル
に
棲
む
き
っ
か
け
を
得
て
、
実
際
に
棲
み
、
た
ぶ
ん
成
育
し
た
。

プ
ー
ラ
は
卵
生
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
卵
胎
生
の
動
物
だ
ろ
う
か
。

卵
胎
生
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
鮫
や
エ
イ
が
そ
う
だ
。
母
親
の

胎
内
で
孵
化
し
、〝
幼
生
〞
と
い
う
形
態
で
生
み
出
さ
れ
る
。
そ

う
な
の
か
、
プ
ー
ラ
？　

僕
は
真
摯
に
プ
ー
ラ
の
こ
と
を
、
お
前

の
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
真
摯
に
、
…
…
も
し
か
し
た
ら
個
人
的

に
）彼

女
と
プ
ー
ラ
は
、
し
か
し
互
い
に
認
め
合
っ
て
、
つ
い
に
は

泳
ぎ
合
っ
た
。

そ
の
女
性
の
ボ
イ
ス
で
紡
が
れ
た
物
語
の
、
い
ち
ば
ん
の
核
心

―

と
い
う
か
、
大
切
な―

部
分
は
、
そ
こ
だ
っ
た
と
思
う
。

彼
女
も
ま
た
プ
ー
ル
に
入
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
脱
衣
し
た
。
彼
女
は

全
裸
で
泳
い
だ
と
言
っ
た
し
、
そ
の
発
言
に
も
、
そ
こ
か
ら
起
ち

あ
が
る
情
景
に
も
、
多
少
の
官
能
性
は
あ
っ
た
。
だ
が
、
感
触
は

た
だ
ち
に
フ
ェ
イ
ズ
を
変
え
た
。
プ
ー
ラ
も
ま
た
裸
だ
、
と
僕
は

気
づ
い
た
。
そ
う
だ
、
プ
ー
ラ
は
最
初
か
ら
全
裸
な
の
だ
。
そ
の

「
首
長
竜
だ
と
思
う
」
と
彼
女
に
さ
ら
っ
と
断
じ
ら
れ
た
怪
獣
は
。

プ
ー
ラ
は
雄
だ
ろ
う
か
、
雌
だ
ろ
う
か
。
そ
の
プ
ー
ラ
と
、
彼
女

は
、
手
や
鰭
や
そ
う
し
た
類
い
は
つ
な
が
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、

泳
い
だ
。
彼
女
は
プ
ー
ラ
の
首
や
尾
や
そ
う
し
た
類
い
に
は
触
れ

な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
と
も
に
泳
い
だ
。
水
中
で
タ
ー
ン
も
し
た
、

と
言
っ
た
。「
そ
う
な
の
、
身
を
躍
ら
せ
た
の
よ
」
と
言
っ
た
の
だ
。

「
水
底
ま
で
泳
い
だ
の
よ
」
と
。

秋
の
話
だ
。

こ
の
物
語
の
背
景
は
秋
だ
っ
た
。
初
秋
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
そ



れ
か
ら
晩
秋
に
な
っ
て
、
そ
れ
で
も
彼
女
は
泳
い
で
い
る
。
彼
女

の
ボ
イ
ス
の
温
か
さ
が
、
濡
れ
た
、
鳥
肌
を
立
て
る
皮
膚
に
暖
を

と
ら
せ
て
い
る
。
だ
が
、
物
語
は
冬
に
な
る
。
こ
の
フ
ァ
ン
タ
ジ

ー
は
冬
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

プ
ー
ル
か
ら
は
水
が
抜
か
れ
る
。
排
水
は
ほ
ん
の
数
時
間
で
完

遂
さ
れ
る
。
彼
女
は
そ
れ
を
見
た
。
確
認
し
た
、
空
っ
ぽ
の
プ
ー

ル
を
。
棲
息
す
る
動
物
な
ど
、
ど
こ
に
も
い
な
か
っ
た
。
彼
女
は

「
も
ぬ
け
の
殻
っ
て
言
葉
を
、
う
ん
、
人
生
で
初
め
て
、
頭
に
思

い
浮
か
べ
た
」
と
言
っ
た
。

プ
ー
ラ
、
と
彼
女
は
呼
び
か
け
た
。

プ
ー
ラ
、
プ
ー
ラ
、
と
彼
女
は
言
っ
た
。

空
の
プ
ー
ル
に
は
そ
の
呼
び
声
が
ち
ゃ
ん
と
反
響
し
た
。
プ
ー

ル
に
、
プ
ー
ラ
、
ラ
、
ラ
、
ラ
…
…
と
。
そ
の
時
、
彼
女
は
ふ
い

に
悟
っ
た
。
彼
女
は
了
察
し
た
の
だ
、
プ
ー
ル
に
は
排
水
口
が
あ

っ
て
、
そ
の
通
路
の
奥
に
ま
で
呼
び
か
け
は
響
い
て
い
る
。
ラ
、

ラ
、
ラ
…
…
と
響
い
て
い
て
、
だ
か
ら
。「
届
い
て
い
る
の
が
わ

か
っ
た
の
」
と
彼
女
は
言
っ
た
。

「
う
ん
、
ど
こ
か
に
、
脱
け
ち
ゃ
っ
た
、
プ
ー
ラ
に
」

こ
こ
ま
で
が
彼
女
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
だ
。
僕
は
あ
る
意
味
で
た

だ
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
だ
と
直
感
し
た
、
こ
れ
を
実
話
と
し
て
語
る

な
ら
ば
彼
女
の
精
神
に
は
正
常
と
異
常
の
ラ
イ
ン
の
「
ど
ち
ら
側

か
」
と
の
問
題
が
生
じ
る
か
ら
。
し
か
し
、
そ
ん
な
問
題
は
、
あ

る
の
か
？　

そ
ん
な
ラ
イ
ン
は
果
た
し
て
実
際
引
か
れ
て
い
た
の

か
？虚

構
？

何
か
を
虚
構
だ
と
断
じ
ら
れ
る
ほ
ど
、
僕
た
ち
は
現
実
を
見
届

け
た
こ
と
が
あ
る
の
か
？

そ
れ
に
、
と
僕
は
思
っ
た
、
彼
女
は
判
断
し
つ
づ
け
た
の
だ
。

彼
女
は
自
分
で
、
そ
れ
を
し
た
。
彼
女
に
は
断
じ
ら
れ
る
だ
け
の

力
が
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
こ
と
を
僕
は
思
い
出
す
。

僕
は
こ
の
今
、
そ
の
女
性
の
あ
の
ボ
イ
ス
と
と
も
に
（
断
片
の
響

き
す
ら
失
わ
れ
な
い
ボ
イ
ス
の
、
ほ
と
ん
ど
総
体
と
と
も
に
）
思

い
出
し
て
い
て
、
す
る
と
、
あ
あ
プ
ー
ラ
は
い
る
の
だ
と
わ
か
る
。

い
や
、
プ
ー
ラ
は
い
た
の
だ
と
わ
か
る
。
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そ
れ
か
ら
だ
。

僕
は
こ
れ
か
ら
プ
ー
ラ
を
見
る
。
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
プ
ー
ラ
を

捜
す
。
そ
れ
は
、
近
所
の
小
学
校
の
プ
ー
ル
か
も
し
れ
な
い
。
区

民
プ
ー
ル
か
も
し
れ
な
い
、
何
ブ
ロ
ッ
ク
か
離
れ
た
場
所
の
。
い

い
や
、
あ
ち
こ
ち
の
ス
ポ
ー
ツ
・
ジ
ム
内
の
プ
ー
ル
か
も
し
れ
な

い
。
そ
の
可
能
性
を
誰
が
否
定
で
き
る
？　

あ
ら
ゆ
る
プ
ー
ル
に

は
排
水
口
が
あ
っ
て
、
排
水
用
の
「
見
え
な
い
」
通
路
が
あ
っ
て
、

そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
通
路
と
通
路
は
ど
こ
か
で
つ
な
が
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
地
中
の
網
と
な
っ
て
。
網
と
接
続
す
る
地
中
の
川
と
な

っ
て
。
そ
こ
か
ら
プ
ー
ラ
が
戻
ら
な
い
と
、
誰
が
言
え
る
？　

こ

こ
か
ら
、
僕
は
捜
す
。
こ
の
今
か
ら
、〝
そ
の
日
〞
の
以
後
で
も

あ
る
こ
れ
か
ら
、
ち
ゃ
ん
と
捜
し
出
す
。

絶
対
に
プ
ー
ラ
は
戻
る
。

〈
了
〉

古
川
日
出
男　

年
生
、福
島
県
生
。
代
表
作
に
『
ア
ラ
ビ
ア
の
夜
の
種
族
』（
日
本
推
理
作
家
協
会
賞
・
日
本

大
賞
）、

『
ベ
ル
カ
、
吠
え
な
い
の
か
？
』（
第

回
直
木
三
十
五
賞
候
補
）、『

』（
三
島
由
紀
夫
賞
）、

『

』
な
ど
。

誰
に
向
け
て
こ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
す
る
か
で
、
僕
の
言
葉
は
変
わ
っ
て
し
ま
う
。
出

身
地
で
あ
る
福
島
の
人
間
に
向
け
る
の
か
、
東
北
か
ら
北
関
東
の
被
災
地
の
ほ
ぼ
全
域
の

人
々
に
向
け
る
の
か
、
そ
れ
以
外
の
皆
に
語
る
の
か
。
あ
の
日
の
あ
の
瞬
間
か
ら
、
僕
の

脳
は
ず
っ
と
言
葉
で
埋
ま
り
、
同
時
に
、
僕
の
脳
は
し
ば
し
ば
麻
痺
し
て
い
る
。「
す
る
な
」

と
自
分
に
言
う
。
金
縛
り
に
あ
う
の
は
わ
か
る
、
し
か
し
、
金
縛
り
に
あ
っ
て
い
る
暇
の

よ
う
な
も
の
は
な
い
の
だ
。
誰
に
向
け
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
、
と
問
う
の
も
無
意
味
だ
と
今

わ
か
っ
た
。
直
面
し
て
い
る
そ
こ
こ
こ
で
、
僕
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
繫
が
れ
。
大
切
な

の
は
き
っ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
だ
。（
本
作
品
の
ウ
ェ
ブ
公
開
時
の
コ
メ
ン
ト
）



「
言
葉
は
生
き
残
る
」
か
？

市
川　

震
災
に
限
ら
ず
、
大
き
な
規
模
の
出
来
事
の
あ
と
、
当
た
り
前

で
す
が
い
ろ
い
ろ
な
人
が
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
、
い
ろ
い
ろ
な
ふ
う
に

言
い
ま
す

―
そ
の
「
い
ろ
い
ろ
」
に
は
む
ろ
ん
沈
黙
も
含
ま
れ
て

い
る
わ
け
で
す
が
。
つ
ま
り
は
、
わ
た
し
た
ち
の
存
在
と
「
言
葉
」

の
関
係
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
あ
ら
わ
れ
る
し
試
さ
れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
そ
ん
な
な
か
、
エ
ッ
セ
イ
や
連
載
で
そ
れ
ぞ
れ
震
災
に
触
れ
つ
つ

も
、
早
稲
田
文
学
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
作
品
で
震
災
後
最
初
の
作
品
を
書
い

た
阿
部
さ
ん
、
川
上
さ
ん
と
い
っ
た
同
世
代
の
小
説
の
書
き
手
が
な
に

を
考
え
て
い
る
か
。
ま
た
、
震
災
後
は
や
い
時
期
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
文

学
者
の
言
葉
を
断
片
と
し
て
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
投
げ
て
い
ら
し
た
斎
藤
さ

ん
は
、
な
に
を
考
え
て
い
た
の
か
。
翻
訳
と
そ
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
イ
ト
役

で
今
回
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
に
加
わ
っ
て
い
た
だ
い
た
辛
島
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド

さ
ん
に
も
複
数
の
言
語
と
文
化
を
知
る
立
場
で
加
わ
っ
て
い
た
だ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
話
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

斎
藤　

以
前
『
文
学
の
断
層
』（
朝
日
新
聞
出
版
）
に
書
い
た
の
で
す
が
、

精
神
科
医
の
安
克
昌
さ
ん
が
阪
神
淡
路
大
震
災
の
直
後
に
、
「
思
想
と

か
文
学
と
か
、
そ
う
い
う
理
屈
と
か
言
葉
は
ぜ
ん
ぶ
馬
鹿
馬
鹿
し
い
」

「
生
々
し
い
現
実
だ
け
が
す
べ
て
だ
」
と
、
所
蔵
し
て
い
た
大
量
の

思
想
系
の
本
を
ぜ
ん
ぶ
捨
て
た
こ
と
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
何
年
か
あ
と

に
、
お
そ
ら
く
は
癒
え
て
そ
う
し
た
本
を
ふ
た
た
び
読
み
は
じ
め
た
安

さ
ん
は
、
当
時
の
自
分
の
状
況
を
指
し
て
「
リ
ア
ル
病
」
と
〝
診
断
〞

し
て
い
た
。
そ
う
し
た
反
応
は
、
遡
れ
ば
関
東
大
震
災
の
と
き
に
も
あ

っ
て
、
印
刷
所
が
ぜ
ん
ぶ
つ
ぶ
れ
て
作
家
が
関
西
に
避
難
し
た
り
す
る

の
を
見
た
菊
池
寛
は
「
も
う
こ
れ
で
文
学
は
ぜ
ん
ぶ
お
し
ま
い
」
み

た
い
な
慨
嘆
を
書
い
て
い
る
。

　

こ
ん
ど
の
震
災
後
も
、
思
想
の
無
力
と
か
詩
の
無
力
と
い
っ
た
吐
露

は
あ
ち
こ
ち
で
聞
い
た
気
が
し
ま
す
。
で
も
、
最
終
的
に
は
ツ
ェ
ラ
ン

に
な
ら
っ
て
、
言
葉
は
生
き
残
る
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
を
ぼ
く
と
し
て

は
言
い
た
か
っ
た
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
「
希
望
」
と
は
限
ら
な
く
て
、

言
葉
し
か
生
き
残
れ
な
い
、
と
い
う
「
絶
望
」
か
も
し
れ
な
い
に
し

て
も
、
で
す
。
事
実
、
関
東
大
震
災
か
ら
一
年
経
つ
と
新
感
覚
派
が
、

少
し
遅
れ
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
出
て
き
た
り
も
し
て
い
る
わ
け
だ

し
。

川
上　

普
段
、
わ
た
し
た
ち
の
生
き
て
い
る
日
常
は
、
「
仕
事
」
「
生

活
」
そ
れ
か
ら
状
況
を
メ
タ
で
観
る
よ
う
な
層
と
、
少
な
く
と
も
三

つ
く
ら
い
に
わ
か
れ
て
い
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
の
と
き
ど
き
で
、

ど
の
層
の
濃
度
が
高
く
な
る
か
と
い
う
ム
ラ
は
あ
っ
て
も
、
三
つ
な
ら

三
つ
が
入
り
混
じ
っ
て
い
る
。
で
も
、
地
震
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
ど

こ
か
が
無
効
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
雰
囲
気
が
な
く
は
な
い
と
思

う
ん
で
す
。
「
文
学
は
ぜ
ん
ぶ
お
し
ま
い
」
み
た
い
に
言
葉
で
認
識

で
き
る
ぶ
ん
に
は
ま
だ
ぜ
ん
ぜ
ん
終
わ
っ
て
な
く
て
、
言
葉
で
相
対
が

で
き
な
い
ま
ま
、
日
常
が
ほ
ど
け
て
い
っ
て
い
る
感
じ
の
人
が
多
く
い

る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
災
害
と
原
発
は
分
け
て
考
え
な
き
ゃ
い

け
な
い
け
れ
ど
、
津
波
の
映
像
に
し
て
も
放
射
能
に
し
て
も
、
い
ま
ま

で
体
験
し
た
こ
と
の
な
い
情
報
の
残
り
か
た
、
触
れ
合
い
か
た
を
し
て

い
る
…
…
斎
藤
さ
ん
は
「
言
葉
は
生
き
残
る
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
が
、

そ
う
い
う
「
言
葉
が
ほ
ど
け
て
し
ま
う
感
じ
」
か
ら
も
、
や
っ
ぱ
り

ち
ゃ
ん
と
戻
っ
て
く
る
も
の
で
す
か
？

斎
藤　

図
式
的
な
言
い
か
た
に
な
る
け
れ
ど
、
そ
こ
か
ら
戻
っ
て
こ
ら

れ
な
い
人
の
こ
と
を
精
神
科
医
は
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

言
語
に
回
収
さ
れ
な
い
〝
リ
ア
リ
テ
ィ
〞
に
繰
り
返
し
圧
倒
さ
れ
る
病

で
す
ね
。
い
わ
ば
そ
の
人
の
人
生
の
時
計
が
そ
こ
で
止
ま
っ
て
し
ま
う

よ
う
な
。
で
も
、
ほ
と
ん
ど
の
人
は
言
語
を
絶
し
た
体
験
か
ら
も
い
ず

れ
戻
っ
て
き
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
体
験
が
新
し
い
リ
ア
リ
ズ
ム
を
生
み

出
す
。
阪
神
淡
路
大
震
災
が
「
セ
カ
イ
系
」
と
「
ロ
ス
ジ
ェ
ネ
」

を
も
た
ら
し
た
（
と
、わ
た
し
は
考
え
て
い
ま
す
が
）
よ
う
に
ね
。
「
ニ

コ
ニ
コ
生
放
送
」
で
東
浩
紀
さ
ん
と
対
談
し
た
と
き
、
彼
も
『
動
物

化
す
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
』
か
ら
『
ク
ォ
ン
タ
ム
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
ズ
』
に

い
た
る
ま
で
の
自
分
の
仕
事
を
「
黒
歴
史
」
と
断
言
し
、
ツ
イ
ッ
タ

ー
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
に
も
「
現
代
思
想
時
代
の
東
浩
紀
1.0
お
よ
び
オ

タ
ク
時
代
の
東
浩
紀
2.0
は
死
に
ま
し
た
」
と
書
い
て
、
言
説
の
流
れ

自
体
を
分
析
す
る
立
場
に
い
た
自
分
を
否
定
し
て
見
え
る
。
そ
ん
な
彼

自
身
に
向
け
て
も
、
「
言
葉
は
生
き
残
る
」
と
わ
た
し
と
し
て
は
伝

え
た
い
ん
で
す
。
余
計
な
お
節
介
と
は
知
り
つ
つ
も
、
で
す
。

阿
部　

言
論
の
無
効
性
が
震
災
後
に
感
じ
ら
れ
る
、
そ
の
こ
と
の
繰
り

返
し
感
を
指
摘
す
る
た
め
に
当
時
の
言
葉
を
示
す
こ
と
は
、
意
義
の
あ

る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
東
浩
紀
個
人
に
つ
い
て
の
印
象
は
違

っ
て
い
て

―
ぼ
く
が
彼
に
つ
い
て
語
る
と
変
な
文
脈
で
受
け
と
ら
れ

か
ね
な
い
の
で
ち
ょ
っ
と
話
し
に
く
い
の
で
す
が
、
そ
れ
は
さ
て
お
き

―
過
去
を
否
定
す
る
彼
の
振
る
舞
い
に
は
、
一
貫
性
が
あ
る
と
思
う

ん
で
す
。
と
い
う
の
も
、
東
浩
紀
は
こ
れ
ま
で
も
ず
っ
と
、
自
分
の
以

前
の
仕
事
を
否
定
し
て
、
新
た
な
仕
事
に
と
り
か
か
っ
て
い
る
。
少
な

く
と
も
常
に
、
表
面
上
は
過
去
を
否
定
し
て
現
在
を
立
ち
上
げ
て
き
た

わ
け
で
す
。『
動
物
化
す
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
』
の
発
表
時
に
は
、『
存
在

論
的
、
郵
便
的
』
は
ほ
と
ん
ど
無
意
味
だ
と
言
っ
て
い
た
よ
う
に
、
彼

に
と
っ
て
重
要
な
の
は
い
つ
だ
っ
て
「
現
在
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
自

分
が
ど
う
コ
ミ
ッ
ト
す
る
か
を
最
重
要
視
し
て
い
る
。
だ
か
ら
一
連
の

発
言
も
、
震
災
や
放
射
能
汚
染
に
対
す
る
直
接
の
動
揺
が
現
れ
て
い
る

震
災
と「
フ言

葉

・

日

常

・

物

語

…

ィ
ク
シ
ョ
ン
」

と
の「
距
離
」

阿
部
和
重

川
上
未
映
子

斎
藤
環

辛
島
デイ
ヴィッ
ド

市
川
真
人



と
捉
え
る
よ
り
、
政
府
だ
っ
た
り
東
電
だ
っ
た
り
の
対
応
の
ま
ず
さ
を

ず
っ
と
問
題
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

斎
藤　

そ
の
指
摘
も
正
し
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
精
神
分
析
的
に
い
や

ら
し
い
言
い
か
た
（
笑
）
を
す
れ
ば
、
「
乗
り
越
え
」
は
常
に
反
復

で
も
あ
る
。
東
さ
ん
の
仕
事
に
つ
い
て
言
え
ば
、
ま
さ
に
「
変
わ
れ

ば
変
わ
る
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
」
と
い
う
誠
実
さ
を
わ
た
し
は
い
つ
も

感
じ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
〝
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
同
一
性
〞
そ
の
も
の
を

「
黒
歴
史
」
と
断
ち
切
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
そ
れ
は
一
種
の
「
否
認
」

と
し
て
、〝
硬
直
し
た
同
一
性
〞
の
ほ
う
を
強
化
し
て
し
ま
わ
な
い
か
、

と
い
う
懸
念
が
あ
る
ん
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
に
は
お
そ
ら
く
立
場

性
の
問
題
も
あ
っ
て
、
批
評
家
は
カ
ナ
リ
ヤ
的
な
反
応

―
小
さ
い
徴

候
に
敏
感
に
反
応
す
る
こ
と
が
そ
の
役
割
の
ひ
と
つ
だ
と
思
う
し
、
そ

れ
は
必
要
な
こ
と
だ
と
い
う
認
識
も
わ
た
し
に
は
あ
り
ま
す
。
た
だ
、

わ
た
し
の
立
場
で
は
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
そ
れ
に
対
し
て
「
た
い
し

た
こ
と
は
な
い
」
と
言
い
続
け
ざ
る
を
得
な
い
。

阿
部　

そ
れ
は
斎
藤
さ
ん
が
精
神
科
医
だ
か
ら
で
す
か
。

斎
藤　

そ
う
で
す
ね
。
ま
ず
ひ
と
つ
に
、
危
険
を
察
知
し
て
も
簡
単
に

避
難
で
き
な
い
。
自
分
の
患
者
が
い
る
限
り
は
、
で
き
る
限
り
そ
の
土

地
に
留
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
実
際
、
被

災
地
の
人
た
ち
に
は
ま
ず
逃
げ
る
と
い
う
発
想
が
意
外
に
乏
し
い
。
逃

げ
る
手
段
や
行
き
先
が
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
、
手
段
が
あ

っ
て
も
逃
げ
ら
れ
な
い
事
情
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
ま
だ
瓦
礫
の
下
に
肉

親
の
遺
体
が
埋
ま
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
人
は
も
ち
ろ
ん
で

す
が
、
ほ
か
に
聞
い
た
話
だ
と
タ
ン
ス
預
金
が
け
っ
こ
う
多
く
て
土
中

か
ら
見
つ
か
る
ま
で
逃
げ
ら
れ
な
い
、
と
。
「
も
っ
と
銀
行
と
か
信
用

し
よ
う
よ
」
と
思
い
ま
す
け
ど
ね
（
笑
）。

　

そ
れ
は
と
も
か
く
、
そ
う
い
う
患
者
さ
ん
側
の
理
由
の
ほ
か
に
も
、

医
者
と
い
う
仕
事
は
結
局
、
ど
ん
な
場
合
で
も
現
状
修
復
的
に
行
動
す

る
こ
と
が
念
頭
に
あ
る
ん
で
す
ね
。
日
常
の
営
み
を
保
っ
て
い
く
こ
と

に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感
じ
る
職
業
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
治
療
以
外
の
局

面
で
も
、
そ
う
い
う
役
割
を
演
じ
が
ち
に
な
る
。
そ
れ
が
一
種
の
「
鈍

感
さ
」
に
繫
が
り
が
ち
で
あ
る
こ
と
も
否
定
は
し
ま
せ
ん
。

川
上　

そ
れ
が
、
「
言
葉
は
生
き
残
る
」
と
斎
藤
さ
ん
が
言
わ
れ
る

理
由
で
も
あ
る
ん
で
す
ね
。

市
川　

た
だ
、
今
回
の
震
災
の
場
合
、
「
果
た
し
て
修
復
が
可
能
か
」

と
い
う
問
題
は
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
震
災
ひ
と
つ
で
あ
れ
ば
「
復

興
」
と
い
う
言
葉
ど
お
り
、
横
光
利
一
が
「
す
べ
て
が
終
わ
っ
て
し

ま
っ
た
」
と
嘆
い
た
一
年
後
に
新
感
覚
派
と
し
て
現
れ
た
よ
う
に
、
崩

壊
を
事
後
的
に
解
消
し
て
ゆ
く
「
回
復
の
物
語
」
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

け
れ
ど
も
今
回
の
場
合
、
原
子
力
発
電
所
の
事
故
と
い
う
「
持
続
す

る
物
語
」
が
嚙
み
合
わ
さ
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
点
で
ぼ
く
は
東
浩

紀
が
「
否
定
」
す
る
気
持
ち
が
よ
く
わ
か
る
気
が
す
る
。
阿
部
さ
ん

が
言
わ
れ
た
「
ス
ク
ラ
ッ
プ
・
ア
ン
ド
・
ビ
ル
ド
」
的
な
一
貫
性
は
、

東
さ
ん
に
限
ら
ず
わ
れ
わ
れ
近
代
の
人
間
が
、
資
本
主
義
的
な
発
展
の

な
か
で
選
択
し
て
き
た
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
一
回
性
と
持
続

の
二
重
化
し
た
状
況
は
、
そ
の
文
法
ひ
と
つ
だ
と
整
理
し
き
れ
な
い
の

で
は
な
い
か

―
そ
の
感
覚
が
、
東
さ
ん
に
し
て
も
ぼ
く
に
し
て
も
、

こ
れ
ま
で
と
は
大
き
く
違
っ
た
対
象
と
し
て
現
在
を
捉
え
ず
に
は
い
ら

れ
な
い
理
由
で
は
な
い
か
と
。
爆
発
の
よ
う
な
わ
か
り
や
す
い
一
過
性

の
出
来
事
は
と
も
か
く
、
放
射
性
物
質
の
水
や
土
壌
へ
の
漏
洩
と
そ
れ

が
間
接
的
に
与
え
う
る
影
響
は
、
ほ
と
ん
ど
確
率
論
的
に
し
か
把
握
で

き
な
い
。

斎
藤　

そ
れ
は
そ
れ
で
同
感
し
ま
す
。
原
発
事
故
は
被
災
後
の
時
制
を

か
な
り
混
乱
さ
せ
た
と
思
う
ん
で
す
よ
。
阪
神
淡
路
大
震
災
が
日
常
空

間
に
亀
裂
を
入
れ
て
そ
の
多
層
性
を
暴
い
た
と
す
れ
ば
、
震
災
か
ら
原

発
事
故
へ
と
い
う
連
鎖
は
、
わ
れ
わ
れ
の
時
間
を
決
定
的
に
乖
離
さ
せ

て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
目
前
の
復
興
に
集
中
せ
ざ
る
を
得
な
い

津
波
被
災
地
の
時
間
と
、
錯
綜
す
る
情
報
や
「
半
減
期
」
と
い
う
フ

レ
ー
ム
の
中
で
宙
吊
り
に
さ
れ
続
け
る
福
島
の
時
間
。
関
東
と
関
西
、

あ
る
い
は
日
本
と
そ
の
他
の
世
界
と
の
間
に
も
、
そ
う
し
た
象
徴
的
な

「
時
差
」
が
も
た
ら
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
文
字
通
り
の
意
味

で
ト
ラ
ウ
マ
的
な
時
間
で
す
ね
。
「
そ
れ
が
起
き
な
か
っ
た
世
界
」
を

想
像
で
き
な
く
な
る
と
い
う
意
味
で
。

　

こ
こ
で
突
如
ベ
タ
な
話
を
す
れ
ば
、
放
射
線
は
わ
れ
わ
れ
医
師
に
と

っ
て
親
し
い
存
在
で
、
レ
ン
ト
ゲ
ン
と
か
を
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
撮
る
立
場

だ
と
、
「
Ｃ
Ｔ
の
被
曝
に
比
べ
た
ら
こ
の
く
ら
い
は
別
に
な
ん
て
こ
と

は
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
鈍
感
さ
も
あ
る
わ
け
で
す
よ
。

市
川　

で
も
、
そ
れ
は
ま
さ
に
「
だ
ろ
う
」
と
斎
藤
さ
ん
が
お
っ
し

ゃ
っ
て
い
る
通
り
、
確
信
の
な
い
推
測
で
す
よ
ね
。

斎
藤　

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
も
推
測
に
は
違
い
な
い
わ
け
で
す
が
。

市
川　

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
あ
ら
ゆ
る
事
象
が
推
測
の
対
象
で
あ
る
こ

と
に
違
い
は
な
い
で
す
が
、
問
題
は
そ
の
「
推
測
」
に
い
つ
答
え
が

出
る
か
。
そ
れ
が
限
り
な
く
引
き
延
ば
さ
れ
、
な
お
か
つ
事
後
的
に
し

か
わ
か
ら
な
い
、
そ
う
し
た
状
態
に
果
た
し
て
こ
れ
ま
で
同
様
「
言

葉
が
生
き
残
る
」
か
ど
う
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
「
同
じ
言
葉
」
な
の

か
ど
う
か

―
も
ち
ろ
ん
、
も
っ
と
も
原
理
的
な
言
葉
は
生
き
残
る
し

変
わ
ら
な
い
け
れ
ど
、
生
き
残
れ
な
い
言
葉
も
少
な
か
ら
ず
出
て
く
る

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
少
な
く
と
も
、
高
度
成
長
期
の

政
治
や
言
説
の
文
法
で
は
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
自
体
が
引
き
起
こ
し
た
過

剰
さ
を
処
理
で
き
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

不
可
能
性
へ
の
直
面

川
上　

原
発
に
関
す
る
不
安
の
扱
い
を
わ
た
し
た
ち
は
知
ら
な
い
で
す

よ
ね
。
例
が
な
い
か
ら
。
「
危
険
だ
」
と
過
敏
に
反
応
す
る
人
、
「
安

全
だ
」
と
過
敏
に
反
応
す
る
人
が
あ
っ
て
、
相
互
に
攻
撃
し
あ
っ
て

い
る
け
れ
ど
、
そ
れ
は
ご
く
当
然
の
反
応
だ
と
思
う
。

阿
部　
「
安
全
厨
」
と
「
危
険
厨
」
だ
（
笑
）。

川
上　

難
し
い
け
れ
ど
、
で
き
る
だ
け
感
情
と
切
り
離
し
て
、
具
体
的

な
こ
と
を
考
え
る
こ
と
し
か
な
い
気
が
す
る
ん
で
す
。
そ
の
具
体
的
な

こ
と
が
な
い
状
態
だ
か
ら
、
こ
ん
な
ふ
う
に
な
っ
て
る
ん
で
す
け
ど
。

阿
部　
「
直
接
、
原
発
に
関
わ
っ
て
い
る
立
場
の
人
た
ち
が
、
し
か
る

べ
き
対
応
を
し
て
い
く
」
と
い
う
こ
と
だ
よ
ね
。

川
上　

そ
う
。
ち
ゃ
ん
と
し
た
数
字
や
情
報
を
整
理
す
る
こ
と
の
方
が

大
事
で
、
そ
の
と
き
現
場
の
文
学
的
な
声
み
た
い
な
も
の
を
ど
う
扱
っ

た
ら
い
い
か
は
、
わ
た
し
に
は
ま
だ
わ
か
ら
な
い
。

市
川　

さ
き
ほ
ど
の
話
は
興
味
深
い
で
す
ね
。
川
上
さ
ん
は
「
過
敏

に
安
全
」
「
過
敏
に
危
険
」
と
言
語
的
対
称
で
両
者
を
比
べ
た
け
れ

ど
、
な
に
を
基
準
に
「
過
」
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
自
体
が
実
は
定

義
不
可
能
な
の
が
い
ま
の
状
況
で
す
よ
ね
。
こ
と
原
発
に
関
し
て
は
、

「
正
し
い
」
と
さ
れ
た
情
報
の
ほ
と
ん
ど
が
塗
り
替
え
ら
れ
て
、
あ

ら
ゆ
る
言
説
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
し
か
見
え
な
く
し
て
い
る
。
中
に
入

っ
て
確
か
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
原
子
炉
」
が
「
シ
ニ
フ
ィ
エ
と

シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
乖
離
を
確
か
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
」
の
隠
喩

に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
、
あ
る
意
味
き
わ
め
て
言
語
的
な
状
況
。

斎
藤　

憶
測
す
る
し
か
な
い
と
。

市
川　
「
憶
測
す
る
し
か
な
い
」
は
ず
の
言
語
の
事
実
性
を
確
認
し

た
い
欲
望
に
こ
そ
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
問
題
が
関
わ
っ
て
く
る
の
で
は

な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
日
常
生
活
の
一
側
面
と
し
て
の
原
発
に
つ
い

て
「
本
当
の
情
報
」
が
ほ
し
い
と
誰
も
が
思
っ
て
し
ま
う
の
は
、「
本

当
の
も
の
だ
け
が
価
値
を
も
つ
」
感
覚
に
、
読
み
手
も
書
き
手
も
巻

き
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

斎
藤　

手
応
え
の
あ
る
「
本
当
の
も
の
」
に
し
か
耐
え
ら
れ
な
く
な

る
の
が
、
ま
さ
に
「
リ
ア
ル
病
」
の
症
状
で
す
ね
。
で
、
人
間
は
長

く
「
本
当
の
も
の
」
に
は
耐
え
ら
れ
な
い
か
ら
幻
想
＝
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
を
作
り
出
す
と
い
う
の
が
ラ
カ
ン
派
の
立
場
で
す
。
今
回
の
被
災
で

問
題
な
の
は
、
リ
ア
ル
病
か
ら
の
回
復
が
反
動
的
な
鈍
感
さ
を
も
た
ら

し
て
し
ま
う
可
能
性
の
ほ
う
で
、
現
に
多
く
の
人
が
メ
ル
ト
ダ
ウ
ン
の

公
表
に
も
「
や
っ
ぱ
り
ね
…
…
」
以
上
の
反
応
を
示
せ
な
く
な
っ
て

い
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、　

専
門
家
が
知
見
を
出
し
て
集
約
し
て
い
く
こ
と

で
最
適
解
が
導
か
れ
る
、
と
い
う
「
集
合
知
」
を
め
ぐ
る
議
論
が
ち

ょ
う
ど
直
前
に
あ
り
ま
し
た
よ
ね
。
原
発
事
故
で
そ
れ
が
あ
っ
と
い
う

間
に
崩
れ
て
し
ま
っ
て
、
専
門
家
が
関
わ
れ
ば
関
わ
る
ほ
ど
、
わ
け
が

わ
か
ら
な
い
混
乱
状
況
が
生
ま
れ
て
し
ま
い
も
す
る
。
即
時
性
の
高
い

ツ
イ
ッ
タ
ー
な
ど
は
構
造
自
体
が
そ
う
い
う
状
況
に
向
か
な
い
と
い
う

だ
け
で
、
集
合
知
的
な
集
約
の
形
態
は
あ
り
得
る
と
思
う
ん
で
す
が
、

そ
う
い
う
状
況
で
こ
そ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
問
題
を
考
え
ら
れ
る
と
い
い
、

と
い
う
の
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。

川
上　

さ
っ
き
の
「
過
敏
」
の
話
に
つ
い
て
言
う
と
、
な
に
に
対
し

て
「
過
」
で
あ
る
か
と
い
う
よ
り
、
そ
の
反
応
が
極
端
に
な
る
、
と

い
う
意
味
で
「
過
」
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
そ
う
い
う

ふ
う
に
騒
げ
る
「
過
敏
さ
」
は
問
題
な
く
て
。
問
題
は
、
不
安
を
言

語
化
で
き
ず
に
、
「
原
発
が
怖
い
、
次
に
地
震
が
来
て
し
ま
う
の
が
怖

い
。
だ
か
ら
そ
の
前
に
死
ぬ
」
み
た
い
に
、
し
か
も
そ
れ
を
認
識
で

き
な
い
ま
ま
ゆ
る
や
か
に
滅
ん
で
し
ま
う
よ
う
な
反
応
で
。
騒
ぎ
の
な

か
で
取
り
残
さ
れ
て
ゆ
く
感
じ
も
あ
り
ま
す
。
言
葉
を
失
う
の
は
作
家

で
も
言
論
人
で
も
詩
人
で
も
ツ
イ
ッ
タ
ー
を
や
っ
て
る
人
で
も
な
い
。

も
と
も
と
持
っ
て
な
い
人
が
さ
ら
に
失
っ
て
い
く
ん
で
す
。

斎
藤　

う
ち
の
周
囲
は
家
が
半
壊
、
と
言
う
と
大
袈
裟
だ
け
れ
ど
、
瓦

が
落
ち
た
り
壁
に
ひ
び
が
入
っ
た
り
と
、
い
わ
ば
プ
チ
被
災
状
況
な
ん

で
す
が
、
そ
う
い
う
渦
中
に
い
る
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
つ
く
れ
る
ん
で
す

よ
。
中
井
久
夫
さ
ん
も
『
災
害
が
ほ
ん
と
う
に
襲
っ
た
時
』
で
「
今

の
私
た
ち
は
、
何
ご
と
も
な
く
世
の
中
が
回
転
し
て
い
る
側
に
い
る
。

災
害
の
内
部
か
ら
は
き
っ
と
不
思
議
な
世
界
の
一
部
分
と
思
わ
れ
る
だ

ろ
う
」
と
言
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
い
わ
ゆ
る
「
災
害
ユ
ー
ト
ピ
ア
」

で
す
ね
。
そ
れ
に
対
し
て
、
周
辺
部
の
人
の
あ
い
だ
で
の
ほ
う
が
、
暴

動
が
起
こ
っ
た
り
窃
盗
が
あ
っ
た
り
す
る
。
周
辺
部
の
曖
昧
な
不
安
が

い
ち
ば
ん
ま
ず
い
ん
で
す
。
今
回
、
わ
た
し
か
ら
見
て
い
わ
ゆ
る
過
敏

に
な
っ
て
い
る
人
た
ち
は
、
わ
り
と
周
辺
的
な
立
場
と
い
う
か
、
ど
っ

ち
つ
か
ず
の
曖
昧
な
部
分
に
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
の
立
場
の
人

に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
な
に
が
本
当
か
、
現
実
と
虚
構
の
あ
わ
い
が
は

っ
き
り
し
な
い
。
そ
の
結
果
、
不
安
の
ほ
う
に
引
き
寄
せ
ら
れ
や
す
い

の
で
は
な
い
か
と
思
う
し
、
そ
の
意
味
で
、
エ
リ
ー
ト
・
パ
ニ
ッ
ク
的

な
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

市
川　

震
災
と
原
発
の
問
題
が
別
だ
と
思
う
の
は
そ
こ
な
ん
で
す
。
震

災
に
関
し
て
は
、
経
済
的
な
停
滞
も
ふ
く
め
れ
ば
直
接
の
被
災
地
以
外

も
影
響
を
受
け
る
と
は
い
え
、
被
災
と
そ
う
で
な
い
こ
と
の
違
い
が
一

応
は
明
確
に
な
り
ま
す
よ
ね
。
け
れ
ど
も
原
発
事
故
に
関
し
て
は
、
直

接
の
退
避
地
域
や
線
量
の
高
い
地
域
が
中
心
で
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
と

阿
部
和
重　

　

年
生
。
主
な
著
作
に
『
ピ
ス
ト
ル
ズ
』『
シ
ン
セ
ミ
ア
』『
イ
ン
デ
ィ
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
』
な
ど
。



し
て
も
、
水
や
土
壌
の
こ
と
ま
で
考
え
れ
ば
潜
在
的
に
日
本
の
あ
ら
ゆ

る
場
所
が
、そ
し
て
海
外
も
、程
度
の
高
い
低
い
は
あ
っ
て
も
「
被
災
」

地
に
な
る
。
な
お
か
つ
そ
れ
が
確
率
的
な
事
象
で
あ
る
以
上
、
行
政
的

な
意
味
合
い
で
「
被
災
地
と
周
辺
」
と
分
け
る
こ
と
も
難
し
い
。

阿
部　
「
安
全
厨
」
と
か
「
危
険
厨
」
と
い
っ
た
原
発
事
故
に
つ
い

て
の
対
立
構
造
や
、
政
府
と
東
電
の
発
表
に
発
す
る
混
乱
状
態
は
、
結

局
、
情
報
化
時
代
の
行
政
の
限
界
に
行
き
着
く
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
今
回

の
震
災
に
限
っ
た
こ
と
で
は
実
は
な
く
て
、
先
の
ジ
ャ
ス
ミ
ン
革
命
を

は
じ
め
と
し
て
、
お
そ
ら
く
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
似
た
よ
う

な
問
題
が
世
界
各
地
で
起
き
て
い
る
気
が
し
ま
す
。
た
と
え
ば
ア
メ
リ

カ
が
イ
ラ
ク
戦
争
を
は
じ
め
た
と
き
に
も
、
こ
こ
ま
で
情
報
化
が
進
ん

で
い
な
い
状
況
だ
っ
た
ら
、
政
府
は
国
民
国
家
体
制
を
き
っ
ち
り
整
理

し
な
が
ら
「
こ
の
戦
争
は
正
し
い
」
と
い
う
言
説
で
国
民
を
束
ね
、

「
正
義
の
戦
争
だ
」
的
な
主
張
で
最
後
ま
で
押
し
通
せ
た
か
も
し
れ

な
い
。
で
も
、
ネ
ッ
ト
で
情
報
が
即
座
に
逐
一
検
証
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
、
い
か
に
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
が
や
っ
て
い
る
こ
と
が
ま
ず
い
か
、
マ

ス
コ
ミ
に
か
ぎ
ら
ず
、
無
数
の
人
間
に
よ
っ
て
た
だ
ち
に
指
摘
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
も
情
報
の
発
表
と
検
証
の
あ
い
だ
に
時
差
が
な

い
と
、
説
明
責
任
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
政
権
は
そ
の
対
応
に

追
わ
れ
て
な
か
な
か
肝
心
の
狙
い
を
ス
ム
ー
ズ
に
は
進
め
ら
れ
な
い
。

政
権
と
石
油
関
連
企
業
、
ま
た
は
軍
需
産
業
と
の
癒
着
が
取
り
沙
汰
さ

れ
た
り
、
基
軸
通
貨
ド
ル
を
守
る
た
め
の
戦
争
だ
と
い
う
か
な
り
真
実

味
の
あ
る
指
摘
な
ん
か
も
出
て
き
た
り
と
、
当
時
の
時
点
で
す
で
に
い

ろ
い
ろ
言
わ
れ
て
い
た
。
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
、
カ
ト
リ
ー
ナ
（
ハ

リ
ケ
ー
ン
）
が
来
ち
ゃ
っ
た
り
し
て
国
内
も
内
乱
寸
前
の
状
態
に
な
り
、

も
う
統
御
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

市
川　
「
近
代
」
が
構
築
し
て
き
た
中
央
集
権
型
の
言
説
と
管
理
の

シ
ス
テ
ム
が
変
化
し
つ
つ
あ
る
し
、
変
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う

こ
と
で
す
よ
ね
。

阿
部　

た
と
え
ば
昨
秋
に
起
こ
っ
た
尖
閣
諸
島
中
国
漁
船
衝
突
映
像
流

出
事
件
も
同
種
の
問
題
か
も
し
れ
な
い
。
あ
の
事
件
も
ま
さ
に
、
ネ
ッ

ト
社
会
に
お
け
る
情
報
管
理
の
問
題
だ
っ
た
。
行
政
機
関
の
人
間
が
本

物
の
映
像
を
流
出
さ
せ
た
こ
と
で
、
国
内
統
制
と
中
国
外
交
が
ま
す
ま

す
難
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。Y
ouT

ube

が
存
在
し
な
い
時
代
だ
っ

た
ら
、
あ
ん
な
公
表
は
あ
り
得
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
極
論
す
れ
ば
、

単
一
の
情
報
を
、
一
般
市
民
の
目
に
触
れ
る
前
に
思
い
通
り
に
改
変
し

て
一
箇
所
（
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
）
か
ら
流
し
、
政
府
が
や
り
た
い
よ
う
に

や
れ
た
の
が
過
去
の
状
況
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
こ
十
数
年
く
ら
い
の

あ
い
だ
に
急
速
な
情
報
化
を
遂
げ
た
こ
の
社
会
で
は
、
情
報
も
そ
の
流

通
ル
ー
ト
も
大
幅
に
複
数
化
し
た
こ
と
で
、
一
般
市
民
レ
ベ
ル
で
の
即

時
的
な
事
実
の
検
証
が
可
能
に
な
っ
た
。
お
か
げ
で
政
府
の
噓
が
バ
レ

や
す
い
構
造
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
延
長
で
、
原
発
を
め
ぐ

る
日
本
政
府
や
東
電
の
対
応
の
悪
さ
、
行
政
の
情
報
隠
蔽
へ
の
不
信
感

が
大
き
く
な
っ
て
い
く
。
し
か
も
ガ
イ
ガ
ー
カ
ウ
ン
タ
ー
な
ん
か
も
ネ

ッ
ト
を
通
じ
て
誰
で
も
買
え
る
か
ら
、
発
表
さ
れ
た
数
値
と
の
ズ
レ
が

さ
ら
な
る
不
信
感
を
生
む
。
検
証
の
機
会
は
増
え
た
と
は
い
え
、
必
ず

し
も
そ
れ
が
真
実
の
確
認
に
は
結
び
つ
い
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
問

題
で
す
ね
。
だ
か
ら
い
っ
こ
う
に
安
心
に
は
至
れ
ず
、
さ
っ
き
市
川
さ

ん
が
言
っ
た
よ
う
な
「
じ
ゃ
あ
本
当
は
な
ん
な
ん
だ
」
と
い
う
不
安

の
増
幅
に
し
か
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
状
況
を
経
験
し
た
こ
と
も
な
け

れ
ば
想
定
も
し
て
こ
な
か
っ
た
、
政
府
な
り
行
政
な
り
は
、
昔
の
感
覚

で
情
報
を
操
作
す
る
つ
も
り
で
い
た
の
が
、
そ
の
不
可
能
性
に
日
々
直

面
し
つ
づ
け
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

「
正
し
い
情
報
」
は
ど
こ
に
あ
る
の
か

市
川　

さ
き
ほ
ど
の
阿
部
さ
ん
の
発
言
を
ぼ
く
の
文
脈
で
言
い
換
え
れ

ば
、
「
近
代
」
と
い
う
も
の
自
体
が
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
型
の
技
術
に

起
因
す
る
ツ
リ
ー
的
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
可
能
に
し
た
も
の
だ
、
と
い
う

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
と
つ
な
げ
て
言
う
と
、
原
発
と
い
う
存
在

の
興
味
深
さ
と
収
拾
で
き
な
さ
も
、
そ
う
し
た
近
代
の
シ
ス
テ
ム
の
ミ

ニ
チ
ュ
ア
と
し
て
捉
え
る
と
わ
か
り
や
す
い
。
か
つ
て
中
央
集
権
的
な

統
治
シ
ス
テ
ム
が
無
数
の
情
報
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
部
分
的
に
表
出

し
、
そ
の
こ
と
で
「
国
家
」
や
「
戦
争
」

―
そ
れ
自
体
は
本
質

的
に
は
得
体
の
し
れ
な
い
も
の
も
の

―
を
「
国
民
」
に
消
化
可
能

な
カ
タ
チ
で
提
示
し
て
き
た
よ
う
に
、
原
発
の
シ
ス
テ
ム
も
、
人
間
の

ス
ケ
ー
ル
か
ら
は
本
来
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
き
れ
な
い
も
の
を
、
利
用
可

能
な
カ
タ
チ
、
具
体
的
に
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
電
力
と
し
て
部
分
的
に
抽

出
す
る
。
そ
の
ふ
た
つ
は
相
似
形
な
わ
け
で
す
。
ま
だ
「
近
代
」
最

盛
期
だ
っ
た
一
九
七
〇
年
代
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
世
界
の
な
か
で
は
、

原
発
の
存
在
も
、
社
会
構
造
と
似
て
い
る
ぶ
ん
あ
ま
り
危
な
く
見
え
な

か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
に
し
て
も
、
も
ち
ろ
ん

酷
い
事
故
で
し
た
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
瞬
間
は
、
旧
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の

圧
倒
的
な
支
配
力
の
も
と
で
作
業
員
た
ち
が
投
入
さ
れ
た
か
ら
、
「
収

束
し
た
」
よ
う
に
見
え
た
わ
け
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
プ
ル
ト
ニ

ウ
ム
239
の
二
万
四
千
年
と
か
、
そ
う
い
う
神
話
的
な
単
位
の
も
の
を

「
近
代
」
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
装
置
が
隠
し
お
お
せ
て
い
た
。
け

れ
ど
も
今
日
の
世
界
構
造
で
は
、
原
発
の
ブ
ラ
ッ
ク
・
ボ
ッ
ク
ス
的
シ

ス
テ
ム
自
体
が
設
計
思
想
の
古
さ
を
隠
せ
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
ん
だ
と

思
い
ま
す
。

　

結
局
そ
れ
っ
て
、
「
近
代
以
降
の
世
界
を
わ
れ
わ
れ
人
間
が
統
御
で

き
る
の
か
」
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア

ン
ダ
ー
ソ
ン
が
『
想
像
の
共
同
体
』
で
論
じ
た
よ
う
に
、
近
代
国
家
自

体
が
印
刷
と
言
説
流
通
に
象
徴
さ
れ
る
集
権
型
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
で
成
立

し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
時
代
に
は
も
う
「
近
代
国

家
」
も
成
り
立
た
な
い
か
も
し
れ
な
い

―
そ
の
こ
と
自
体
の
是
非

や
未
来
は
さ
て
お
き
、
そ
こ
で
な
お
集
権
型
の
も
の
と
し
て
存
在
す
る

の
が
電
力
な
ど
の
物
理
的
な
イ
ン
フ
ラ
で
あ
る
、
と
い
う
話
で
す
。

川
上　

そ
れ
は
実
感
と
し
て
も
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。
情
報
や
フ

ィ
ク
シ
ョ
ン
が
、い
く
つ
も
入
れ
替
わ
り
立
ち
替
わ
り
出
て
き
て
、「
事

実
」
み
た
い
な
も
の
も
い
た
ち
ご
っ
こ
に
な
っ
て
拡
散
し
、
わ
か
ら
な

く
な
っ
て
い
る
…
…
と
思
い
き
や
、
で
も
、
都
知
事
選
か
ら
の
流
れ
で

見
る
と
、
ネ
ッ
ト
の
世
界
は
本
当
に
小
さ
い
ん
だ
な
と
い
う
気
も
す
る

ん
で
す
よ
。
ネ
ッ
ト
に
親
和
性
が
高
い
と
こ
ろ
か
ら
見
る
と
、
ど
こ
の

放
射
線
量
が
危
険
だ
と
か
、
も
の
す
ご
い
せ
め
ぎ
合
い
を
し
て
見
え
る

け
れ
ど
、
い
ま
東
京
の
公
園
で
も
、
普
通
に
子
ど
も
が
遊
ん
で
ま
す
よ

ね
。
赤
ち
ゃ
ん
と
か
も
。

阿
部　

情
強
と
情
弱
の
乖
離
。

斎
藤　

い
わ
ゆ
る
デ
ジ
タ
ル
・
デ
ィ
バ
イ
ド
で
す
よ
ね
。

川
上　

東
京
都
知
事
選
挙
で
も
、
ネ
ッ
ト
の
雰
囲
気
で
は
、
石
原
慎
太

郎
の
四
選
な
ん
て
あ
り
え
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
？　

で
も
…
…
。

阿
部　

八
時
に
な
っ
た
途
端
、
も
う
当
確
み
た
い
な
（
笑
）。
リ
ア
ル

の
政
治
の
現
場
で
は
、
そ
っ
ち
が
勝
つ
ん
だ
よ
ね
。

川
上　

そ
う
。
だ
か
ら
抽
象
的
に
統
御
で
き
る
か
で
き
な
い
か
を
考
え

て
い
く
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
必
要
だ
け
れ
ど
、
な
ん
で
あ
れ
「
マ
ジ
ョ

リ
テ
ィ
」
と
か
「
リ
ア
ル
」
っ
て
、
ひ
っ
く
り
返
す
に
は
想
像
も
つ

か
な
い
時
間
が
か
か
る
と
思
う
。
結
局
は
ま
だ
テ
レ
ビ
の
時
代
で
、
そ

れ
を
見
て
お
母
さ
ん
と
か
が
判
断
す
る
ん
だ
よ
ね
。
ほ
ん
と
う
に
違
う

世
界
に
生
き
て
い
る
気
が
し
ま
す
。
「
み
ん
な
野
菜
食
べ
よ
う
！
」

と
か
「
福
島
い
い
よ
！
」
と
か
に
な
り
が
ち
だ
し
、
見
る
方
も
安
心

し
た
い
か
ら
、
平
常
性
バ
イ
ア
ス
に
よ
っ
て
そ
っ
ち
を
つ
い
信
じ
て
し

ま
う
。
そ
の
意
味
で
、
さ
っ
き
阿
部
さ
ん
や
市
川
さ
ん
が
「
近
代
」

と
呼
ん
だ
「
大
本
営
的
」
な
シ
ス
テ
ム
は
、
ま
だ
ま
だ
根
強
く
残
る

ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

斎
藤　

ネ
ッ
ト
だ
け
見
て
い
る
と
、
世
界
が
透
明
に
な
っ
た
よ
う
に
見

え
て
し
ま
う
し
、
地
球
は
平
ら
に
な
っ
た
と
思
い
や
す
い
け
ど
、
そ
れ

は
ほ
ん
と
ご
く
一
部
で
す
よ
ね
。
特
に
日
本
に
関
し
て
は
、
世
代
間
の

ギ
ャ
ッ
プ
は
決
定
的
で
、
五
十
代
以
上
の
ネ
ッ
ト
非
使
用
率
は
す
ご
い

も
の
が
あ
る
。
そ
の
溝
を
ど
う
す
る
か
。
テ
レ
ビ
に
は
い
ま
な
お
「
お

墨
付
き
」
の
機
能
が
あ
っ
て
、
「
放
映
さ
れ
た
ら
事
実
に
な
る
」
み

た
い
な
と
こ
ろ
が
あ
る
で
し
ょ
う
？　

そ
れ
に
対
し
て
ネ
ッ
ト
の
情
報

は
ま
だ
ふ
わ
ふ
わ
し
て
い
る
か
ら
、
役
割
と
し
て
テ
レ
ビ
に
は
ま
だ
ち

ょ
っ
と
追
い
つ
か
な
い
。

市
川　

た
だ
、
テ
レ
ビ
は
地
上
波
の
局
数
が
少
な
い
こ
と
や
視
聴
率
の

こ
と
も
あ
っ
て
、
ど
う
し
て
も
最
大
公
約
数
的
な
内
容
に
な
り
が
ち
で

す
よ
ね
。
「
誰
も
置
い
て
け
ぼ
り
に
し
な
い
」
感
じ
。

川
上　

う
ん
、
だ
か
ら
こ
そ
、W

indow
s

と
ネ
ッ
ト
の
違
い
も
ま
だ

よ
く
わ
か
ら
な
い
人
た
ち
に
、た
だ
不
安
を
与
え
る
ん
じ
ゃ
な
く
、「
福

島
の
野
菜
は
ま
だ
な
に
も
わ
か
っ
て
い
な
い
ん
だ
」
ぐ
ら
い
の
こ
と

は
言
わ
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
よ
ね
。
ネ
ッ
ト
で
あ
れ
こ
れ
と

情
報
が
伝
わ
っ
て
い
て
も
結
局
は
狭
い
と
こ
ろ
で
し
か
な
く
て
、
す
で

に
情
報
が
行
き
渡
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
し
か
新
し
い
情
報
が
投
下
さ
れ

な
い
か
ら
。

阿
部　

そ
し
て
そ
れ
は
、
情
報
格
差
だ
け
で
な
く
、
リ
テ
ラ
シ
ー
の
問

題
で
も
あ
り
ま
す
ね
。
そ
の
意
味
で
は
、
一
定
の
リ
テ
ラ
シ
ー
を
有
し

て
い
る
人
間
が
交
通
整
理
に
当
た
る
必
要
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
情
報
弱

者
と
情
報
強
者
の
あ
い
だ
を
繫
ぐ
こ
と
が
、
言
論
の
果
た
す
べ
き
役
割

で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
だ
よ
ね
。

市
川　

こ
の
あ
た
り
で
、
「
情
報
」
や
「
テ
レ
ビ
の
位
置
づ
け
」
で

は
日
本
語
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
な
わ
れ
わ
れ
と
は
い
く
ぶ
ん
違
っ
た
視
点
が
あ

る
か
も
し
れ
な
い
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
に
も
聞
い
て
み
た
い
ん
で
す
が
。

辛
島　

い
ま
の
「
情
報
」
の
話
で
言
う
と
、
今
回
ぼ
く
が
経
験
し
た

の
は
、
日
本
語
と
外
国
語
、
ふ
た
つ
の
流
れ
で
情
報
が
入
っ
て
く
る
こ

と
の
怖
さ
で
し
た
。
友
人
の
半
分
が
外
国
人
で
、
み
ん
な
広
尾
に
住
ん

で
い
る
ん
で
す
が
…
…
地
震
か
ら
二
日
目
に
消
え
た
（
笑
）。

阿
部　

わ
か
り
や
す
い
な
！

辛
島　

有
栖
川
公
園
か
ら
誰
も
い
な
く
な
っ
て
、
広
尾
は
完
全
に
ゴ
ー

ス
ト
タ
ウ
ン
で
し
た
。
広
尾
に
住
ん
で
い
る
外
国
人
た
ち
は
、
お
金
も

あ
る
し
行
く
と
こ
ろ
も
あ
る
し
、
大
使
館
か
ら
情
報
が
入
っ
て
く
る
か

ら
。
ぼ
く
は
広
尾
に
住
ん
だ
こ
と
な
い
で
す
が
…
…
。

阿
部　

そ
ん
な
情
報
は
い
ら
な
い
（
笑
）。

辛
島　

そ
れ
は
と
も
か
く
、
彼
ら
が
そ
う
い
う
行
動
を
と
る
の
は
、
や

は
り
各
大
使
館
か
ら
情
報
が
入
っ
て
く
る
か
ら
な
ん
で
す
よ
ね
。
大
使

館
に
は
日
本
に
い
る
自
国
民
へ
の
責
任
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
た
め
に
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
部
分
も
ふ
く
め
て
、
日
本
と
は
ま
っ
た
く
違
う

報
道
を
し
た
ん
で
す
。

川
上　

危
険
を
大
き
め
に
と
っ
て
、
安
心
枠
を
と
っ
た
と
い
う
こ
と
で

す
か
？

辛
島　

そ
う
で
す
ね
、
「
リ
ス
ク
を
考
え
て
早
め
に
避
難
し
ろ
」
と
。

そ
う
い
う
情
報
が
伝
わ
っ
て
く
る
一
方
で
、
日
本
の
N
H
K
は
同
じ
こ

川
上
未
映
子　

　

年
生
。
主
な
著
作
に
『
ヘ
ヴ
ン
』『
乳
と
卵
』『
わ
た
く
し
率
イ
ン
歯
ー
、
ま
た
は
世
界
』
な
ど
。



と
を
ず
っ
と
流
し
て
い
る
。
「
正
し
い
情
報
」
は
そ
の
中
間
の
ど
こ
か

に
あ
る
ん
だ
ろ
う
と
、
地
震
の
直
前
に
買
っ
た
五
十
何
イ
ン
チ
の
馬
鹿

み
た
い
に
デ
カ
い
テ
レ
ビ
を
点
け
っ
ぱ
な
し
に
し
な
が
ら
横
の
パ
ソ
コ

ン
で
ネ
ッ
ト
を
ず
っ
と
掘
り
に
行
っ
て
、
電
力
を
使
い
ま
く
っ
て
い
た

ん
で
す
け
れ
ど
（
笑
）、
真
実
に
近
づ
い
て
い
る
感
じ
は
ま
っ
た
く
し

ま
せ
ん
で
し
た
。
ネ
ッ
ト
の
情
報
に
自
信
が
持
て
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
、

海
外
の
C
N
N
で
も
B
B
C
で
も
記
事
を
書
い
て
い
る
記
者
た
ち
を

知
っ
て
し
ま
う
と
「
本
当
に
こ
い
つ
ら
わ
か
っ
て
ん
の
か
な
？
」
と
、

す
べ
て
を
疑
い
た
く
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
。
言
語
が
増
え
て
も
、
決

定
的
な
情
報
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
よ
ね
。

阿
部　

こ
こ
三
か
月
ぐ
ら
い
の
あ
い
だ
の
わ
れ
わ
れ
は
た
ぶ
ん
、
同
じ

よ
う
な
こ
と
を
ず
っ
と
や
っ
て
い
る
ん
だ
よ
ね
。
テ
レ
ビ
を
見
な
が
ら
、

ネ
ッ
ト
で
情
報
を
探
っ
て
、
ど
れ
が
本
当
か
な
と
個
々
人
で
判
断
す
る

―
そ
う
い
う
感
覚
で
過
ご
し
て
い
た
わ
け
で
。

斎
藤　

ツ
イ
ッ
タ
ー
に
も
書
い
た
け
れ
ど
、
わ
れ
わ
れ
が
福
島
に
対
し

て
感
じ
て
い
る
こ
と
を
、
世
界
はJapan

に
対
し
て
感
じ
て
い
る
ん

で
す
よ
ね
。
一
種
の
「
穢
れ
」
み
た
い
な
感
じ
で
扱
わ
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
わ
け
で
す
。
誰
も
放
射
能
の
「
本
質
」
を
理
解
で
き
な
い
の
で
、

と
り
あ
え
ず
「
近
い
」
人
か
ら
順
に
差
別
し
た
り
、
う
が
い
薬
を
飲

ん
で
「
浄
め
」
て
み
た
り
と
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
メ
デ
ィ
エ
イ
テ
ッ
ド
・
カ
タ
ス
ト
ロ
フ

川
上　

ど
な
た
か
も
書
い
て
ま
し
た
が
、
一
回
だ
と
ど
う
し
て
も
偶
然

性
に
軸
を
置
い
ち
ゃ
う
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

市
川　
「
想
定
外
」
と
い
う
言
葉
が
ま
さ
に
そ
れ
を
意
味
し
て
い
ま

す
よ
ね
。
二
度
目
に
は
使
え
な
い
言
葉
だ
か
ら
。

川
上　

み
ん
な
が
心
の
底
か
ら
「
こ
れ
は
本
当
に
ヤ
バ
い
」
と
わ
か

る
た
め
に
は
、
二
回
来
な
い
と
駄
目
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
。

斎
藤　

い
や
い
や
、
そ
う
か
？
（
笑
）

阿
部　

世
界
規
模
だ
と
三
回
か
四
回
か
、
そ
の
ぐ
ら
い
は
あ
る
じ
ゃ
な

い
？　

日
本
規
模
で
も
小
さ
い
も
の
だ
っ
た
ら
東
海
村
も
あ
っ
た
し
。

川
上　

そ
れ
が
や
っ
ぱ
り
距
離
と
リ
ア
リ
テ
ィ
の
問
題
で
す
よ
ね
。
距

離
と
時
間
が
隔
た
る
と
、
経
験
と
し
て
蓄
積
さ
れ
な
い
。

辛
島　
「
震
災
と
距
離
」
と
い
う
の
は
た
し
か
に
あ
り
ま
す
よ
ね
。

今
回
の
災
害
も
原
発
事
故
が
な
け
れ
ば
東
京
の
人
た
ち
が
こ
こ
ま
で
巻

き
込
ま
れ
た
か
ど
う
か
、
動
い
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
距
離
が

離
れ
れ
ば
離
れ
る
ほ
ど

―
時
間
に
お
け
るdistance

で
も
あ
る
し
、

physical
なdistance

で
も
あ
る
け
れ
ど

―
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
薄
れ
て
い
く
も
の
も
あ
れ
ば
、
逆
に
増
幅
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
ん
だ

と
思
い
ま
す
。

斎
藤　

距
離
の
問
題
は
難
し
く
て
、
阪
神
淡
路
の
と
き
は
、
被
災
地
域

が
明
ら
か
に
同
心
円
状
で
し
た
よ
ね
。
被
災
地
が
中
心
に
あ
っ
て
、
そ

の
周
り
に
周
辺
が
あ
っ
た
。
最
初
の
ほ
う
で
市
川
さ
ん
が
言
わ
れ
た
よ

う
に
、
今
回
は
そ
の
「
中
心
」
が
ど
こ
か
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
こ

と
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

同
時
に
、
阪
神
は
最
初
の
「
テ
レ
ヴ
ァ
イ
ズ
ド
・
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
」

と
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
今
回
は
最
初
の
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
メ
デ
ィ
エ

イ
テ
ッ
ド
・
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
」
で
す
。
ネ
ッ
ト
で
中
継
さ
れ
た
は
じ

め
て
の
震
災
。
ネ
ッ
ト
の
存
在
と
放
射
能
に
よ
っ
て
、
中
心
と
周
辺
が

曖
昧
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
も
言
え
る
し
、
全
体
が
周
辺
化
し
た
と
も
、

す
べ
て
が
被
災
地
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
も
言
え
る
。

辛
島　

ぼ
く
が
経
験
し
た
こ
と
で
言
う
と
、
震
災
の
一
か
月
後
ぐ
ら
い

に
現
地
に
入
っ
た
あ
と
、
仕
事
の
関
係
で
イ
ギ
リ
ス
に
行
き
、
ま
た
現

地
に
戻
り
、
そ
れ
か
ら
東
京
で
過
ご
し
て
、
次
は
ア
メ
リ
カ
に
行
っ
て

…
…
と
い
う
変
な
生
活
が
続
い
た
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
わ
か
る
の
は
、

日
本
で
は
ま
だ
震
災
は
大
き
な
ト
ピ
ッ
ク
で
す
が
、
海
外
で
は
ひ
と
つ

大
き
な
出
来
事
が
起
こ
る
と
そ
れ
が
変
わ
る
。
ロ
ン
ド
ン
に
い
た
と
き
、

ち
ょ
う
ど
結
婚
式
の
前
で
、
メ
デ
ィ
ア
も
国
民
も
ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ
一
色

だ
っ
た
ん
で
す
よ
。

斎
藤　
「
ロ
イ
ヤ
ル
・
ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ
」
と
い
う
や
つ
で
す
ね
。

辛
島　

そ
の
瞬
間
に
、
日
本
は
メ
デ
ィ
ア
か
ら
消
え
ま
し
た
ね
（
笑
）。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
い
た
と
き
は
た
ま
た
ま
ビ
ン
ラ
デ
ィ
ン
が
暗
殺
さ
れ

て
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゼ
ロ
で
、
「
ビ
ン
ラ
デ
ィ
ン
暗
殺
パ
ー
テ
ィ
」
を

や
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
瞬
間
、
や
っ
ぱ
り
日
本
の
こ
と
は
消
え
た
。

そ
の
意
味
で
は
、さ
っ
き
阿
部
さ
ん
は
「
世
界
規
模
で
は
三
回
、四
回
」

と
言
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
個
人
で
三
回
、
四
回
と
感
じ
て
い
る
人
は
、

た
ぶ
ん
い
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

川
上　

だ
か
ら
や
っ
ぱ
り
同
じ
場
所
で
、
で
き
る
だ
け
短
い
間
隔
で
な

い
と
残
ら
な
い
。

阿
部　

そ
の
意
味
で
は
「
広
島
と
長
崎
は
成
功
だ
っ
た
」
と
？ 

市
川　
「
浜
岡
や
っ
ち
ゃ
え
」
み
た
い
な
こ
と
？

斎
藤　

二
回
や
れ
ば
抑
止
力
に
は
な
り
ま
す
よ
ね
、
た
し
か
に
。
い
や
、

川
上
さ
ん
の
指
摘
は
か
な
り
本
質
的
で
、
た
し
か
に
一
回
だ
け
の
も
の

は
象
徴
化
さ
れ
や
す
い
。
つ
ま
り
、
象
徴
で
あ
る
が
ゆ
え
に
象
徴
的
対

応
と
い
う
誤
作
動
を
ま
ね
き
や
す
い
わ
け
で
す
。
二
回
目
が
来
て
よ
う

や
く
「
現
実
」
に
な
る
。
た
だ
時
間
的
間
隔
が
重
要
で
、
ヒ
ロ
シ
マ

と
ナ
ガ
サ
キ
は
間
隔
が
短
す
ぎ
て
一
回
性
の
も
の
と
し
て
象
徴
化
さ
れ

て
し
ま
っ
た
。
症
例
が
一
例
だ
け
だ
と
特
異
な
〝
例
外
〞
に
し
か
な
ら

な
い
け
ど
、
二
例
あ
れ
ば
疾
患
単
位
と
し
て
普
遍
化
で
き
る
よ
う
な
話

で
す
。
「
現
実
」
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
意
味
で
す
。

川
上　

二
回
あ
れ
ば
充
分
か
ど
う
か
も
、
実
際
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
け

ど
。
お
そ
ろ
し
い
ね
。

市
川　

で
も
、
い
ま
の
話
は
じ
つ
は
リ
ア
ル
で
す
よ
ね
。
い
ま
の
川
上



さ
ん
の
発
言
を
読
ん
だ
誰
か
が
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
阿
部
さ
ん
が
小
説

に
書
い
た
と
き

―
『
ニ
ッ
ポ
ニ
ア
ニ
ッ
ポ
ン
』
の
続
篇
の
よ
う
に
し

て

―
「
浜
岡
を
続
け
て
爆
破
す
れ
ば
、
日
本
人
に
危
機
感
が
芽
生

え
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
考
え
る
人
が
い
て
も
お
か
し
く
な
い
わ
け

で
す
。
政
治
信
条
の
左
右
を
問
わ
ず
あ
る
種
の
「
憂
国
者
」
の
武
力

決
起
は
し
ば
し
ば
そ
う
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
で
行
わ
れ
る
。
そ
れ
は
結
局
、

自
分
の
い
る
位
置
や
行
動
こ
そ
が
「
中
心
」
で
あ
り
た
い
と
い
う
欲

望
と
も
結
び
付
い
て
い
る
ん
だ
け
ど
、
ど
ん
な
理
由
で
あ
れ
現
実
問
題

と
し
て
は
す
ご
く
困
る
し
、
今
回
の
報
道
で
設
計
図
ま
で
詳
ら
か
に
な

っ
た
原
発
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
考
え
る
と
け
っ
こ
う
出
来
て
し
ま
い
そ

う
だ
か
ら
な
お
困
る
。
そ
の
う
え
政
府
の
こ
こ
数
か
月
の
様
子
を
見
れ

ば
、
彼
ら
に
危
機
感
を
与
え
た
く
な
る
気
持
ち
も
わ
か
る
し
（
笑
）。

阿
部　

実
際
、
ビ
ン
ラ
デ
ィ
ン
を
失
っ
た
ア
ル
カ
ー
イ
ダ
の
報
復
テ
ロ

の
標
的
と
し
て
、
福
島
第
一
原
発
は
あ
り
得
る
と
い
う
内
容
の
記
事
は

普
通
に
出
て
ま
す
し
ね
。

川
上　

も
ち
ろ
ん
わ
た
し
も
「
起
こ
す
べ
き
だ
」
と
言
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
で
す
よ
。
当
然
だ
け
ど
。
た
だ
、
そ
れ
ぐ
ら
い
に
、
大
多
数

の
人
間
が
同
時
に
危
険
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
つ
こ
と
は
難
し
い
と
思
う
。

正
直
に
言
っ
て
。
諦
め
て
い
る
わ
け
で
も
自
棄
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で

も
な
い
ん
だ
け
れ
ど
、
「
さ
て
、
ど
う
す
る
か
な
」
み
た
い
な
感
じ
。

な
に
し
ろ
放
射
線
は
見
え
な
い
か
ら
、
目
を
逸
ら
そ
う
と
思
っ
た
ら
目

を
逸
ら
せ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
も
あ
る
し
ね
。
お
子
さ
ん

が
い
る
人
は
ま
た
ち
ょ
っ
と
違
う
意
識
が
あ
る
と
思
う
け
れ
ど
、
さ
っ

き
斎
藤
さ
ん
が
言
っ
た
み
た
い
に
、
平
常
性
の
な
か
に
放
射
線
を
ち
ら

ち
ら
意
識
す
る
と
い
う
生
活
に
も
、
け
っ
こ
う
適
応
し
て
し
ま
う
で
し

ょ
う
？

斎
藤　

そ
う
で
す
、
そ
う
で
す
。

市
川　

い
や
、
見
え
な
い
か
ら
と
い
っ
て
ほ
と
ん
ど
「
な
い
」
と
捉

え
た
り
、
申
し
訳
の
よ
う
に
意
識
し
て
適
応
し
て
い
い
の
か
、
と
い
う

話
で
し
ょ
う
？

川
上　

だ
め
だ
と
思
う
よ
。
で
も
、
仕
事
や
学
校
が
あ
っ
て
、
福
島
な

り
東
京
な
り
か
ら
離
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
そ
こ
で
生
き
て
い
く
し
か
な

い
で
す
よ
ね
。
常
識
の
ひ
と
つ
に
「
今
日
の
放
射
線
予
報
」
が
組
み

込
ま
れ
て
い
く
と
か
の
、
「
放
射
能
と
の
つ
き
あ
い
方
」
み
た
い
な

感
じ
。

斎
藤　

身
体
に
い
い
と
い
う
話
も
あ
り
ま
す
よ
ね
（
笑
）。

川
上　

で
も
、
だ
か
ら
こ
そ
、
3
・
11
以
降
に
そ
う
い
う
意
味
で
や
っ

ぱ
り
変
わ
っ
た
ん
だ
よ
ね
、
大
き
く
。

想
像
力
の
機
能
、
あ
る
い
は
限
界

阿
部　
「
二
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
問
題
」
を
め
ぐ
る
混
乱
は
正
直
、

放
射
線
の
専
門
家
た
ち
に
き
っ
ち
り
ケ
リ
を
つ
け
て
ほ
し
い
も
の
が
あ

り
ま
す
け
ど
ね
。
見
解
の
一
致
は
無
理
で
も
、
ど
こ
か
で
折
り
合
い
を

つ
け
な
い
と
い
け
な
い
。
そ
れ
は
政
府
や
行
政
や
東
電
を
介
さ
ず
に
、

あ
く
ま
で
も
科
学
者
と
し
て
の
倫
理
ベ
ー
ス
で
専
門
家
た
ち
が
主
体
的

に
一
か
所
に
集
ま
っ
て
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
し
て
、
と
り
あ
え
ず
こ

う
な
っ
た
か
ら
と
い
う
感
じ
で
ア
ナ
ウ
ン
ス
し
て
も
ら
え
る
と
、
そ
れ

が
ひ
と
つ
の
基
準
、
考
え
る
土
台
に
は
な
る
か
ら
さ
。

市
川　

た
だ
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
発
病
率
の
問
題
だ
か
ら
、
事
後
的
に

し
か
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
〇
・
一
％
と
言
わ
れ
て
油
断
し
た
ら

発
病
し
、
三
％
と
言
わ
れ
て
警
戒
し
た
ら
発
病
し
な
い
、
と
か
な
ら
わ

か
り
や
す
く
て
い
い
け
れ
ど
、
ご
く
ご
く
小
さ
な
確
率
の
問
題
と
し
て

し
か
記
述
で
き
な
い
以
上
、
結
局
は
そ
の
数
字
を
ど
う
解
釈
す
る
か
、

と
い
う
主
観
的
バ
イ
ア
ス
の
方
が
大
き
く
な
る
。
単
純
に
賭
け
る
な
ら
、

〇
・一
％
か
三
％
か
で
悩
む
よ
り
、
九
九
・
九
％
な
り
九
七
％
な
り
に
賭

け
れ
ば
い
い
、
と
い
う
考
え
方
だ
っ
て
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
っ
て
量

子
力
学
的
な
世
界
観
や
マ
ク
ロ
経
済
学
的
な
問
題
意
識
と
も
似
て
い
て
、

表
向
き
は
ど
う
あ
れ
、
後
期
資
本
主
義
社
会
や
そ
こ
に
お
け
る
政
府
の

考
え
方
は
そ
っ
ち
で
す
よ
ね
。
「
放
射
線
の
影
響
は
、
実
は
ニ
コ
ニ
コ

笑
っ
て
る
人
に
は
来
ま
せ
ん
」
と
言
っ
た
学
者
が
い
た
り
、
そ
の
人

が
福
島
県
の
放
射
線
健
康
リ
ス
ク
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
な
る
な
ん
て
い
う

の
も
、
そ
う
い
う
文
脈
で
す
よ
ね
。

斎
藤　

医
療
で
言
え
ば
「
エ
ビ
デ
ン
ス
」
、
つ
ま
り
デ
ー
タ
や
統
計

値
に
も
と
づ
い
て
判
断
す
る
ん
だ
け
れ
ど
、
通
常
の
デ
ー
タ
、
そ
れ
こ

そ
「
高
脂
血
症
は
何
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上
が
危
な
い
」
み
た
い
な
も
の

で
す
ら
、
実
際
は
ア
テ
に
な
ら
な
い
ん
で
す
よ
。
そ
も
そ
も
「
こ
う

い
う
エ
ビ
デ
ン
ス
が
あ
る
」
と
誰
か
が
言
え
ば
、
別
の
エ
ビ
デ
ン
ス

が
出
て
く
る
と
い
う
状
況
が
あ
り
、
な
か
で
も
放
射
線
に
関
し
て
は
そ

の
振
れ
幅
が
と
て
も
大
き
い
。
「
危
険
だ
」
と
い
う
エ
ビ
デ
ン
ス
も

あ
れ
ば
、
「
身
体
に
い
い
」
と
い
う
エ
ビ
デ
ン
ス
も
あ
る
ぐ
ら
い
だ
か

ら
。
結
局
そ
れ
は
、
限
ら
れ
た
デ
ー
タ
か
ら
し
か
エ
ビ
デ
ン
ス
を
と
れ

な
い
、
サ
ン
プ
リ
ン
グ
の
集
団
の
差
で
し
か
な
い
と
思
う
ん
だ
け
れ
ど

も
。
そ
れ
こ
そ
コ
ー
ホ
ー
ト
（
共
通
の
因
子
を
持
つ
母
集
団
）
と
し
て

村
ひ
と
つ
、
村
民
全
員
の
健
康
調
査
を
む
こ
う
三
十
年
つ
づ
け
る
と
か

す
れ
ば
最
強
の
エ
ビ
デ
ン
ス
に
な
る
で
し
ょ
う
が
、
日
本
は
そ
う
い
う

こ
と
が
苦
手
な
ん
で
す
よ
ね
。

市
川　

で
も
、
だ
か
ら
こ
そ
今
回
そ
れ
を
調
べ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と

じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
「
復
興
」
は
、
ど
れ
だ
け
途
方
に
く
れ
る
ほ
ど

斎
藤
環　

　

年
生
。
主
な
著
作
に
『
文
脈
病
―
ラ
カ
ン
／
ベ
イ
ト
ソ
ン
／
マ
ト
ゥ
ラ
ー
ナ
』『
関
係
の
化
学
と
し
て
の
文
学
』『
博
士
の
奇
妙
な
成
熟
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
社
会
精
神
病
理
』『
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
精
神
分
析　

マ
ン
ガ
・
文
学
・
日
本
人
』
な
ど
。

　

か
つ
て
「
が
ん
ば
れ
森
川
く
ん
2
号
」
な
ど
の
独

創
性
あ
ふ
れ
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
産
み
出
し
た
森
川
幸

人
氏
が
率
い
る
、
株
式
会
社
ム
ー
ム
ー
。
現
在
は
任

天
堂
Ｄ
Ｓ
な
ど
の
家
庭
用
ゲ
ー
ム
機
む
け
の
ソ
フ
ト
開

発
に
加
え
て
、iPhone

用
の
ア
プ
リ
や
電
子
書
籍
に

も
守
備
範
囲
を
広
げ
て
い
る
。　

そ
ん
な
同
社
が
こ
の

6
月
に
、ア
プ
リ
『
原

発
っ
て
、
な
に
？
』
を

送
り
出
し
た
。

　

事
故
を
起
こ
し
た

福
島
第
一
原
子
力
発

電
所
の
処
理
目
標
を

「
廃
炉
に
す
る
こ
と
」

と
仮
定
し
て
、
そ
れ

ま
で
の
行
程
や
私
た

ち
の
生
活
へ
の
影
響
を
「
正
し
く
怖
が
り
」
な
が
ら
知

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
こ
の
ア
プ
リ
。
先
頃
「
電
子
書

籍
ア
ワ
ー
ド 

2
0
1
1
」（
主
催
・
メ
デ
ィ
ア
フ
ァ
ク

ト
リ
ー
）
の
大
賞
を
獲
得
し
た
同
社
の
電
子
書
籍
『
ヌ

カ
カ
の
結
婚
』
の
テ
イ
ス
ト
や
操
作
性
は
そ
の
ま
ま
に
、

ウ
ラ
ン
235
を
燃
焼
（
分
裂
）
さ
せ
て
タ
ー
ビ
ン
を
回
す

原
子
力
発
電
の
し
く
み
や
、
放
射
線
の
な
に
が
体
に
悪

い
の
か
、「
使
用
済
み
燃
料
棒
」
と
は
な
ん
な
の
か
、

な
ど
を
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
て
く
れ
る
。
た
と
え

ば
、
よ
く
混
乱
す
る
「
シ
ー
ベ
ル
ト
」
と
「
ベ
ク
レ
ル
」

の
違
い
は
、
こ
ん
な
感
じ
。
☜

　

ア
プ
リ
『
原
発
っ

て
、
な
に
？
』
に
は
、

こ
の
ほ
か
「
分
裂
が

続
く
こ
と
が
キ
モ
」

「
元
素
の
数
字
」「
5

つ
の
「
壁
」」「
発
電

開
始
！　

発
電
ス
ト

ッ
プ
！
」、「
残
り
火
」

「
棒
が
溶
け
る
」「
レ

ベ
ル
７
」「
自
然
に
被

ば
く
」「
負
の
貯
金
」「
埋
葬
」「
高
速
増
殖
炉
」
な

ど
の
目
次
が
あ
っ
て
、
オ
ト
ナ
か
ら
コ
ド
モ
ま
で
、
誰

も
が
わ
か
り
や
す
く
原
子
力
発
電
の
仕
組
み
の
基
礎

や
、
新
聞
や
雑
誌
な
ど
で
報
道
さ
れ
た
り
W
E
B

で
使
わ
れ
る
言
葉
の
意
味
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き

る
。「
あ
と
が
き
」
に
は
森
川
氏
の
「
私
た
ち
は
い
ま

な
お
、
不
安
と
危
険
の
中
に
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、

正
し
く
怖
が
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
考
え
ま
し
た
」

と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
、
ア
プ
リ
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ

っ
て
つ
く
ら
れ
た
旨
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
『
原
発
って
、な
に
？
』
は
た
だ
い
ま
、iTunes store

やApp store

で
好
評
無
料
配
付
中
。iTunes 

store

の
直
接
リ
ン
ク
はhttp://itunes.apple.

com
/jp/app/id440660563?m

t=8 

　

iPhone

やiPad

でApp store

に
接
続
し
、「
原

発
っ
て
、
な
に
?
」
で
検
索
し
て
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す
。

シーベルトとベクレルの関係は、
おおざっぱにいって、
このような関係にあります。

放射線の種類×ベクレル＝シーベルト
　　　　　　　（放射線の量）（体への影響）

「原発って、なに?」を知るアプリ

▼

▼



の
被
害
で
あ
っ
て
も
そ
の
道
筋
な
り
予
想
図
な
り
が
描
け
る
わ
け
で
、

困
難
は
「
な
に
が
で
き
る
か
」
の
少
な
さ
で
は
な
く
膨
大
さ
に
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
放
射
線
は
、
「
な
に
が
で
き
る
か
」
が
見
え
な
い
だ

け
に
、
確
実
に
で
き
る
こ
と
は
し
た
ほ
う
が
い
い
で
し
ょ
う
。
今
か
ら

三
十
年
か
け
て
そ
れ
を
測
っ
て
も
、
わ
れ
わ
れ
の
世
代
が
直
接
得
る
も

の
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
子
供
や
孫
、
あ
る
い
は
百
年
後

の
世
代
に
対
し
て
情
報
提
供
だ
け
は
で
き
る

―
そ
う
考
え
て
も
い
い

と
は
思
う
ん
で
す
。

川
上　

で
も
さ
、
東
京
の
東
電
本
社
の
人
た
ち
も
わ
た
し
た
ち
電
力
を

使
っ
て
生
き
る
個
々
人
も
、
た
か
だ
か
三
百
キ
ロ
離
れ
た
福
島
の
こ
と

を
想
像
で
き
な
か
っ
た
わ
け
で
し
ょ
う
？　

百
年
後
の
こ
と
を
想
像
で

き
る
人
が
い
る
と
思
う
？　

ど
な
た
か
が
雑
誌
で
書
い
て
た
ん
だ
け
れ

ど
、
ど
の
家
庭
に
も
四
十
年
使
っ
て
い
る
家
電
な
ん
て
な
い
じ
ゃ
な
い

で
す
か
。
で
も
原
発
は
四
十
年
も
使
っ
て
い
る
。
本
来
な
ら
も
う
停
止

し
て
い
る
は
ず
な
の
に
、
廃
炉
に
お
金
が
か
か
る
と
か
、
検
査
す
る
と

問
題
が
出
て
く
る
か
ら
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
で
先
の
ば
し
に
し
て
き

た
ん
で
す
よ
ね
。
そ
れ
を
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
で
き
る
人
が
誰
も
い
な
か
っ

た

―
ほ
ん
と
う
の
意
味
で
は
原
発
に
関
わ
っ
て
い
る
人
が
誰
も
い
な

い
ん
だ
よ
ね
。
現
場
の
人
が
酷
使
さ
れ
て
も
、
そ
う
い
っ
た
声
も
搔
き

消
さ
れ
て
い
く
。
そ
ん
な
状
態
な
の
に
、「
百
年
後
の
未
来
の
た
め
に
」

っ
て
で
き
る
ん
で
し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
い
ま
気
づ
か
な
け
れ
ば
、

こ
れ
は
も
う
、
本
当
に
チ
ャ
ン
ス
は
な
い
と
思
う
け
れ
ど
、
「
百
年
後

に
対
し
て
想
像
力
を
働
か
せ
る
」
こ
と
が
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と

な
の
か
、
そ
こ
か
ら
考
え
な
い
と
い
け
な
い
。

市
川　

そ
れ
こ
そ
が
、
作
家
の
責
任
な
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
な
。
百
年
後

に
つ
い
て
、
想
像
力
を
駆
使
し
て
書
け
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
、
作
家
た

ち
は
。

川
上　

で
も
、
想
像
力
を
駆
使
し
て
書
い
た
こ
と
は
、
結
局
、
解
決
に

は
な
ら
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
寄
り
添
う
も
の

だ
っ
た
り
耐
え
難
い
現
実
の
緩
衝
材
だ
っ
た
り
、
そ
う
い
う
役
割
は
で

き
て
も
。
そ
う
い
う
存
在
を
つ
く
る
こ
と
と
、
百
年
後
の
未
来
を
想
定

し
て
い
ま
現
実
的
に
ど
う
振
る
舞
う
か
を
考
え
る
こ
と
は
、
似
て
い
て

違
う
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
。

市
川　

言
っ
て
い
る
こ
と
は
す
ご
く
わ
か
る
。
関
東
大
震
災
の
あ
と
の

「
早
稲
田
文
学
」
を
読
ん
で
い
た
ら
、坪
内
逍
遥
が
演
劇
に
つ
い
て
「
フ

ィ
ク
シ
ョ
ン
の
役
割
は
、
こ
の
状
況
に
お
い
て
は
癒
し
で
あ
り
喜
び
と

し
て
し
か
機
能
し
な
い
の
だ
」
「
復
興
に
お
い
て
必
要
な
の
は
さ
ま

ざ
ま
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
労
働
者
で
あ
り
、
現
場
の
仕
事
な
の
で
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
ラ
イ
タ
ー
は
彼
ら
が
疲
れ
て
帰
っ
て
き
た
と
き
に
そ
れ
を
癒
す

役
目
を
負
え
ば
い
い
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

川
上　

広
い
意
味
で
の
「
癒
し
」
よ
ね
。
全
方
位
へ
の
緩
衝
材
と
い

う
か
。

市
川　

で
も
、
百
年
後
の
読
者
と
し
て
は
、
逍
遥
に
対
し
て
少
し
イ
ラ

っ
と
し
た
ん
で
す
よ
。
ぼ
く
は
い
ま
鴻
巣
友
季
子
さ
ん
と
、
海
外
文
学

と
日
本
文
学
を
比
較
し
て
読
む
「
国
境
な
き
文
学
団
」
と
い
う
対
談

連
載
を
「
文
藝
」
で
や
っ
て
る
ん
だ
け
ど
、
そ
う
や
っ
て
並
べ
て
読

む
と
、
現
代
日
本
の
い
わ
ゆ
る
純
文
学
の
小
説
の
多
く
は
す
ご
く
小
粒

に
見
え
る
ん
で
す
よ
ね
。
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
小
説
だ
っ
て
、
テ

ー
マ
は
か
な
り
「
身
近
」
だ
し
。
も
ち
ろ
ん
、
阿
部
さ
ん
の
『
シ
ン

セ
ミ
ア
』
に
始
ま
る
「
神
町
サ
ー
ガ
」
は
す
ご
く
広
い
射
程
を
も
っ

て
い
て
ボ
リ
ュ
ー
ム
も
あ
る
し
、
東
浩
紀
の
『
ク
ォ
ン
タ
ム
・
フ
ァ
ミ

リ
ー
ズ
』
や
橋
本
治
の
『
リ
ア
家
の
人
々
』
は
時
間
を
幅
広
く
と
っ
て

成
功
し
て
い
る
け
れ
ど
、
そ
れ
ら
は
稀
有
な
例
で
あ
っ
て
、
多
く
の
、

と
り
わ
け
賞
と
か
狙
わ
さ
れ
て
る
若
手
の
作
家
た
ち
は
、
百
何
枚
で
カ

タ
が
つ
く
三
日
間
の
話
と
か
な
ん
で
す
よ
ね
。
あ
れ
は
も
う
、
「
小
説

の
主
脳
は
人
情
な
り
、
世
態
風
俗
こ
れ
に
次
ぐ
」
と
最
初
に
決
め
て
、

「
ち
ょ
っ
と
し
た
癒
し
と
愉
し
み
に
し
か
な
ら
ん
」
と
言
っ
た
逍
遥
、

ア
ン
タ
が
悪
い
よ
と
（
笑
）。
も
っ
と
大
き
な
作
品
が
、
い
ま
こ
そ
必

要
な
ん
だ
と
思
う
。

川
上　

ど
き
っ
。
「
三
日
間
」
。

斎
藤　

時
間
の
問
題
じ
ゃ
な
い
よ
（
笑
）。『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』

は
四
日
間
。

川
上　
「
乳
と
卵
」
は
ま
さ
に
三
日
間
の
話
だ
な
と
思
っ
て
（
笑
）。

「
物
語
」
の
役
割

川
上　

も
ち
ろ
ん
、
大
き
な
話
は
大
き
な
話
に
し
か
達
成
で
き
な
い
も

の
が
あ
っ
て
、
小
さ
い
も
の
に
は
小
さ
い
も
の
の
役
割
が
あ
る
と
は
思

う
ん
で
す
。
た
だ
、
震
災
以
後
、
仕
事
の
こ
と
に
限
っ
て
言
う
と
す
ご

く
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
ん
で
す
よ
。

　

さ
っ
き
市
川
さ
ん
の
言
っ
た
「
大
き
い
も
の
を
書
け
ば
い
い
の
に
」

と
い
う
話
と
も
繫
が
る
と
思
う
ん
だ
け
れ
ど
、
小
林
秀
雄
が
「
だ
が
、

古
来
如
何
な
る
芸
術
家
が
普
遍
性
な
ど
と
い
う
怪
物
を
狙
っ
た
か
? 

彼
等
は
例
外
な
く
個
性
を
狙
っ
た
の
で
あ
る
」
と
言
う
み
た
い
に
、

春
樹
さ
ん
的
に
言
え
ば
「
井
戸
を
掘
り
続
け
る
こ
と
で
し
か
、
大
き

い
と
こ
ろ
に
出
ら
れ
な
い
」
的
な
価
値
観
が
、
こ
れ
ま
で
ず
っ
と
あ

っ
た
よ
ね
。
わ
た
し
は
、
ど
う
や
ら
そ
れ
を
信
仰
に
近
い
か
た
ち
で
も

っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
ち
ょ
う
ど
い
ま
、
祖
母
が
死
に
か
け
て
い
て
、

父
も
死
に
か
け
て
い
て
、
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
な
お
さ
ら
個
人
の

一
回
性
や
死
と
い
う
も
の
に
隣
接
し
て
考
え
て
い
た
。
も
と
も
と
、「
い

つ
か
死
ぬ
」
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
問
題
だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
。

　

と
こ
ろ
が
そ
こ
に
、
震
災
と
原
発
事
故
が
一
挙
に
起
き
た
わ
け
で
す
。

い
ま
ま
で
も
、
無
数
に
戦
争
が
あ
っ
て
、
い
っ
ぱ
い
人
が
死
ん
で
い
っ

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
頭
で
は
わ
か
っ
て
い
ま
し
た
。
で
も
、
今
回

の
地
震
は
、
そ
う
し
た
「
一
回
性
」
の
感
覚
が
全
面
的
に
チ
ャ
ラ
に

な
る
よ
う
な
体
験
だ
っ
た
。
祖
母
と
父
が
死
に
か
け
て
い
る
最
中
で
さ

え
、
そ
の
一
回
性
が
薄
ま
っ
て
、
一
人
称
が
消
え
て
、
二
人
称
も
消
え
て
、

三
人
称
の
世
界
に
な
り
ま
し
た
。
一
瞬
で
す
け
れ
ど
。
そ
れ
が
わ
た
し

に
と
っ
て
は
大
き
か
っ
た
。
新
幹
線
で
大
阪
に
帰
っ
て
い
る
と
き
に
風

景
を
見
る
で
し
ょ
う
？　

そ
う
す
る
と
、
「
い
ま
走
っ
て
い
る
こ
こ
が

波
に
飲
ま
れ
た
」
と
い
う

―
想
像
が
近
く
な
る
、
と
い
う
の
か
な
。

た
ぶ
ん
震
災
以
後
、
新
幹
線
か
ら
の
風
景
を
見
た
人
の
ほ
と
ん
ど
が
感

じ
た
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
。
「
た
ら
・
れ
ば
」
で
は
な
い
、
し
か

し
い
ま
現
実
に
起
き
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
、
と
い
う
こ
れ
ま
で
味
わ

っ
た
こ
と
の
な
い
距
離
感
で
、
も
の
が
見
え
た
わ
け
で
す
。

『
シ
ン
セ
ミ
ア
』
の
例
が
出
た
け
れ
ど
、
あ
あ
い
う
大
き
な
小
説

―

無
数
の
人
が
出
て
き
て
そ
の
群
像
を
書
き
、
ひ
と
つ
の
世
界
を
構
築
し

て
何
か
に
到
達
す
る
と
い
う
方
法

―
と
、
た
と
え
ば
『
ヘ
ヴ
ン
』
み

た
い
な
小
説

―
一
人
称
と
二
人
称
の
間
の
も
の
を
掘
っ
て
い
く
方
法

―
の
ふ
た
つ
が
あ
っ
た
と
き
、
そ
う
は
言
っ
て
も
結
局
わ
た
し
の
信

仰
し
て
い
る
方
法
の
ほ
う
が
強
い
、
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
絶
対
に
。

阿
部
さ
ん
は
、
ぼ
ん
ぼ
ん
人
が
死
ぬ
小
説
を
書
く
じ
ゃ
な
い
？　

も
ち

ろ
ん
意
図
も
技
術
も
圧
倒
的
だ
し
、
素
晴
ら
し
い
と
は
思
う
ん
だ
け
ど
、

し
か
し
一
方
で
「
ほ
ん
と
に
阿
部
さ
ん
は
「
人
が
死
ぬ
」
っ
て
こ
と

が
わ
か
っ
て
る
の
？
」
ぐ
ら
い
に
思
っ
て
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
も
ち

ろ
ん
わ
た
し
も
わ
か
っ
て
な
い
ん
だ
け
ど
、
し
か
し
人
の
死
に
対
し
て

解
像
度
を
あ
げ
て
考
え
た
こ
と
の
あ
る
形
跡
を
み
て
と
れ
な
か
っ
た
わ

け
。
「
そ
ん
な
ん
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
、
人
の
死
っ
て
い
う
の
は
」
と
。
同

じ
レ
ベ
ル
で
同
じ
こ
と
を
書
い
た
ら
、
わ
た
し
の
方
法
の
ほ
う
が

―

方
法
が
、
で
す
よ
、
到
達
で
き
る
距
離
も
深
さ
も
絶
対
長
く
な
る
と
思

っ
て
い
た
。
足
下
の
井
戸
を
掘
る
べ
き
だ
し
、
そ
れ
し
か
な
い
だ
ろ
う

と
思
っ
て
い
た
。

　

で
も
、
震
災
で
、
そ
の
考
え
方
が
い
っ
た
ん
白
紙
に
な
り
ま
し
た
。

阿
部
和
重
の
方
法
の
ほ
う
に
可
能
性
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と

（
笑
）。
こ
れ
は
震
災
で
一
人
称
が
無
効
に
な
っ
た
と
か
そ
う
い
う
話
じ

ゃ
な
く
て
、
無
効
に
な
ら
な
い
し
、
な
く
な
り
よ
う
が
な
い
か
ら
面
倒

な
わ
け
で
あ
っ
て
、
も
う
一
度
、
一
人
称
と
そ
れ
を
支
え
る
一
回
性
を

取
り
戻
す
た
め
の
方
法
と
し
て
の
三
人
称
を
捉
え
直
す
と
い
う
意
味
で

す
。
も
ち
ろ
ん
人
は
黙
っ
て
い
て
も
す
べ
て
の
人
称
を
生
き
て
い
る
わ

け
で
す
が
、
す
べ
て
の
人
称
を
同
時
に
生
き
て
し
ま
う
そ
の
矛
盾
そ
の

も
の
へ
、
深
く
関
わ
る
こ
と
の
で
き
る
方
法
だ
と
改
め
て
気
づ
か
さ
れ

ま
し
た
。

斎
藤　

そ
う
言
わ
れ
た
阿
部
さ
ん
は
ど
う
で
す
か
？

阿
部　

ど
う
返
せ
ば
い
い
か
難
し
い
け
れ
ど
も
（
笑
）、
い
ま
の
ふ
た

り
の
話
を
聞
き
な
が
ら
思
っ
て
い
た
こ
と
を
話
せ
ば
、
さ
っ
き
の
話
を

も
の
す
ご
く
乱
暴
に
要
約
す
る
と
、
市
川
さ
ん
が
言
っ
て
い
た
の
は

「
こ
の
状
況
を
描
い
て
百
年
後
に
伝
え
る
こ
と
が
、
作
家
の
責
任
だ
」

と
い
う
こ
と
？

市
川　

状
況
を
描
く
こ
と
で
も
、
「
こ
の
出
来
事
を
受
け
て
」
と
い

う
の
で
も
な
く
て
、
そ
も
そ
も
の
存
在
論
と
し
て
、
百
年
ス
パ
ン
の
物

語
を
語
れ
た
り
、
百
年
後
に
届
く
物
語
を
語
れ
る
の
が
「
作
家
」
で

は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

阿
部　

語
れ
る
立
場
と
し
て
、
っ
て
こ
と
ね
。
た
し
か
に
文
学
と
い
う

か
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
こ
う
い
う
な
か
で
機
能
で
き
る
部
分
は
、
間
違
い

な
く
あ
る
と
思
う
。
百
年
後
の
読
者
に
向
け
て
も
そ
う
だ
し
、
い
ま
こ

の
状
況
に
生
き
て
い
る
人
た
ち
に
向
け
て
も
そ
う
。
少
し
前
に
話
し
た
、

無
数
の
議
論
が
あ
っ
て
そ
れ
自
体
が
混
乱
し
て
ひ
と
つ
に
束
ね
ら
れ
な

い
、
そ
う
い
う
な
か
で
「
い
ま
こ
の
人
が
こ
う
い
う
ふ
う
に
語
っ
て

い
る
」
と
即
時
的
に
伝
え
て
情
報
整
理
を
す
る
の
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
の
役
割
だ
と
思
う
し
、
そ
れ
に
対
し
て
「
文
学
」
と
い
う
ジ
ャ
ン

ル
に
携
わ
っ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
は
、
即
時
的
に
伝
え
る
こ
と
は
出
来
な

い
け
れ
ど
、
ゆ
っ
く
り
と
時
間
を
か
け
て
吟
味
し
な
が
ら
、
ひ
と
つ
の

ま
と
ま
っ
た
視
点

―
そ
れ
は
あ
る
い
は
「
物
語
」
と
い
う
こ
と
か

も
し
れ
な
い
け
れ
ど

―
に
ま
と
め
て
、
そ
こ
で
起
き
て
い
る
こ
と
の

「
本
質
」
な
の
か
、
あ
る
い
は
あ
る
「
特
徴
」
な
の
か
「
傾
向
」

な
の
か
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
と
も
か
く
そ
う
い
う
も
の
を
提
示
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
ね
。
そ
れ
こ
そ
が
「
小
説
」
と
い
う
か
「
フ

ィ
ク
シ
ョ
ン
」
に
や
れ
る
こ
と
な
ん
だ
ろ
う
な
と
。

　

逆
に
言
う
な
ら
、
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
は
各
時
代
ご
と
に
、
い
ろ
ん

な
こ
と
が
起
き
る
た
び
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
機
能
し
て
き
た
ん

だ
ろ
う
と
も
思
い
ま
す
。
あ
る
出
来
事
な
り
事
件
な
り
に
つ
い
て
、
特

徴
的
な
一
面
を
見
出
し
た
り
、「
核
心
」
な
り
「
解
釈
で
き
る
何
か
」

な
り
を
与
え
る
と
い
う
か
、
ね
。

川
上　

い
ま
の
阿
部
さ
ん
の
話
と
も
関
係
す
る
と
思
う
ん
だ
け
れ
ど
、

市
川
さ
ん
が
「
も
っ
と
大
き
い
射
程
」
と
言
う
の
は
、
必
ず
し
も
風

呂
敷
の
大
き
さ
で
は
な
く
、
時
間
の
問
題
で
も
な
い
で
す
よ
ね
。
た
と

え
ば
こ
の
震
災
の
と
き
に
書
き
う
る
「
大
き
い
も
の
」
、
百
年
後
へ
の

想
像
力
を
駆
使
す
る
と
い
う
の
は
、
ど
ん
な
も
の
の
こ
と
な
ん
で
し
ょ

う
。
た
と
え
ば
百
年
後
に
残
っ
て
い
る
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
が
、
震
災
と
は

ま
っ
た
く
関
係
な
い
、
現
実
か
ら
目
を
背
け
る
た
め
の
緩
衝
材
と
し
て

辛
島
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド　

　

年
生
。
英
訳
書
に
金
原
ひ
と
み
『
蛇
に
ピ
ア
ス
』、
松
浦
寿
輝
『
巴
』、
筒
井
康
隆
『
時
を
か
け
る
少
女
』
な
ど
。
日
本
語
で
の
著
作
に
『
神
村
企
画

』。



機
能
す
る
物
語
か
も
し
れ
な
い
し
、
逆
に
吉
村
昭
の
『
三
陸
海
岸
大
津

波
』
み
た
い
に
、
百
年
後
の
震
災
の
と
き
に
読
む
と
効
く
も
の
も
あ
る

で
し
ょ
う
？　

そ
こ
で
言
う
「
百
年
」
っ
て
ど
ん
な
も
の
な
の
？

市
川　
「
百
年
後
に
読
ま
れ
る
も
の
」
を
書
く
こ
と
と
、
長
い
射
程

―
描
く
時
間
が
長
い
と
い
う
意
味
で
も
、
描
い
て
い
る
世
界
が
広
い

と
い
う
意
味
で
も
い
い
け
れ
ど

―
で
描
く
こ
と
は
、
ま
た
別
の
話
で

す
よ
ね
。
今
日
の
文
脈
で
言
え
ば
、
等
身
大
の
「
わ
た
し
」
の
よ
う

な
も
の
か
ら
遥
か
に
隔
た
っ
た
場
所
を
織
り
交
ぜ
て
描
か
れ
た
作
品
、

と
い
う
こ
と
か
な
。
小
説
に
は
ど
う
や
っ
た
っ
て
視
点
、
つ
ま
り
カ
メ

ラ
と
な
る
記
述
や
言
語
化
の
支
点
が
存
在
す
る
し
、
逆
に
言
え
ば
そ
れ

が
ど
う
し
た
っ
て
大
き
く
な
る
。
「
私
小
説
的
な
私
」
で
あ
る
場
合

も
あ
れ
ば
、
「
作
者
」
で
あ
る
場
合
も
あ
る
け
れ
ど
、
い
ず
れ
に
し

て
も
そ
こ
に
大
き
な
ウ
ェ
イ
ト
が
置
か
れ
が
ち
に
な
る
の
は
、
ひ
と
り

の
人
間
が
自
分
の
視
点
で
世
界
を
観
察
し
記
述
す
る
と
い
う
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー
の
構
造
上
自
然
な
わ
け
で
す
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
、
さ
っ
き
の
川

上
さ
ん
の
「
一
回
性
」
の
問
題
の
よ
う
に
、あ
る
限
界
を
抱
え
も
す
る
。

だ
か
ら
、
そ
れ
を
相
対
化
で
き
る
よ
う
な
大
き
な
も
の
を
同
時
に
描
け

れ
ば
、
「
俯
瞰
的
視
点
」
と
言
っ
て
も
い
い
し
「
わ
れ
わ
れ
の
矮
小

さ
へ
の
意
識
」
と
言
っ
て
も
い
い
け
れ
ど
、
そ
う
し
た
も
の
が
作
品

に
と
っ
て
も
読
み
手
に
と
っ
て
も
意
識
で
き
る
わ
け
で
、
そ
う
い
う
装

置
を
と
り
あ
え
ず
「
百
年
」
と
言
っ
た
ん
で
す
。

川
上　

そ
れ
は
平
た
く
言
う
と
、
自
意
識
で
は
な
く
、
他
意
識
み
た
い

な
も
の
を
書
け
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
と
い
う
こ
と
？　

そ
う
し
て
そ
れ
は

市
川
さ
ん
が
読
み
た
い
と
い
う
こ
と
？　

そ
れ
と
も
必
要
だ
と
い
う
こ

と
？

市
川　

も
ち
ろ
ん
個
人
の
要
求
で
は
あ
る
け
ど
、
同
時
に
必
要
だ
と
も

思
う
。
原
発
の
話
と
関
わ
る
ん
だ
け
ど
、
事
故
の
影
響
に
つ
い
て
ぼ
く

は
お
そ
ら
く
今
日
の
五
人
の
な
か
で
も
シ
リ
ア
ス
に
考
え
る
側
で
す
よ

ね
。
で
も
そ
れ
は
、
原
発
事
故
が
た
ん
に
「
危
な
い
」
「
怖
い
」
と

い
う
こ
と
で
は
な
く
て

―
ぼ
く
単
体
に
と
っ
て
の
リ
ス
ク
計
算
で
言

え
ば
、
寝
不
足
で
深
夜
に
車
を
走
ら
せ
て
い
る
瞬
間
の
ほ
う
が
危
な
い

気
が
す
る
（
笑
）

―
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
の
な
か
に
見
え
や
す
い
か

た
ち
で
大
き
な
ス
ケ
ー
ル
の
も
の
が
投
入
さ
れ
た
出
来
事
だ
と
捉
え
る

か
ら
な
ん
で
す
。
も
ち
ろ
ん
地
球
が
出
来
た
と
き
か
ら
そ
れ
は
遥
か
に

大
き
な
宇
宙
の
な
か
に
あ
る
わ
け
だ
し
、
経
済
ひ
と
つ
と
っ
て
も
ぼ
く

個
人
の
財
布
は
遥
か
に
大
き
な
規
模
の
経
済
の
な
か
で
揺
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
ぼ
く
た
ち
は
す
ご
く
大
き
な
も
の
の
な
か
に
常
に
在
る
ん

だ
け
れ
ど
も
、
自
意
識
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
こ
と
を
常
に
忘
れ
さ
せ

る
わ
け
で
す
よ
ね
。
極
端
に
言
え
ば
、
こ
の
「
わ
た
し
」
こ
そ
が
地

球
ひ
と
つ
と
同
じ
ぐ
ら
い
に
重
い
か
の
よ
う
に
思
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ

は
生
き
て
い
く
た
め
の
健
全
な
鈍
感
さ
で
も
あ
る
け
れ
ど
、
し
か
し
常

に
過
ち
の
源
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
の
「
わ
た
し
」
が
地
球
ひ
と

つ
と
同
じ
に
重
い
な
ん
て
価
値
観
は
、
原
理
的
に
、
「
わ
た
し
」
以

外
の
誰
と
も
共
有
で
き
な
い
あ
る
種
の
誇
大
妄
想
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

そ
の
と
き
、
自
分
の
人
生
の
時
間
的
尺
度
で
言
え
ば
七
十
年
な
ら
七
十

年
が
す
べ
て
で
あ
る
と
思
い
そ
う
に
な
る
の
を
、
放
射
性
元
素
の
半
減

期
が
新
聞
に
日
々
身
近
な
こ
と
と
し
て
書
か
れ
る
だ
け
で
、
「
数
万
年

と
い
う
時
間
が
あ
る
ん
だ
な
。
そ
れ
は
こ
の
七
十
年
の
何
倍
な
の
か
」

と
い
う
こ
と
を
忘
れ
ず
に
い
ら
れ
る
じ
ゃ
な
い
？

川
上　

半
減
期
一
万
年
と
か
言
わ
れ
る
と
ね
。

市
川　

そ
の
角
度
で
言
う
と
、
さ
っ
き
違
う
と
言
っ
た
け
れ
ど
「
百

年
経
っ
た
小
説
」
の
機
能
も
、
あ
る
意
味
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る

と
思
う
ん
で
す
よ
。
書
か
れ
て
い
る
物
語
は
十
九
世
紀
の
、
そ
れ
も
三

日
間
の
話
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
、
百
年
を
経
た
の
ち
に
読
ま
れ
る
こ

と
で
、
い
ま
読
む
わ
た
し
た
ち
と
そ
こ
に
書
か
れ
た
百
年
前
の
情
景
と

の
距
離
が
、
無
意
識
の
う
ち
に
併
せ
て
読
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。

そ
れ
が
古
い
作
品
の
意
味
の
ひ
と
つ
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
。

川
上　

成
功
し
て
い
る
か
い
な
い
か
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
多
か

れ
少
な
か
れ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
書
い
て
い
る
人
間
は
そ
れ
を
目
指
し
て

い
る
気
は
し
ま
す
ね
。

阿
部　
「
こ
の
状
況
」
だ
け
な
ら
、
す
で
に
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
書

か
れ
て
い
る
ん
だ
よ
ね
。
そ
れ
こ
そT

w
itter

な
り
ブ
ロ
グ
な
り
で
、

書
か
れ
す
ぎ
て
い
る
ぐ
ら
い
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
結
構
前
の
ほ
う

で
話
し
た
、
情
報
化
の
一
面
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
プ
ロ
の
物

書
き
、
小
説
を
書
い
て
い
る
人
間
が
、
言
わ
ば
疑
似
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ

ー
的
な
無
数
の
「
つ
ぶ
や
き
」
や
「
日
記
」
と
ど
れ
だ
け
明
瞭
に

区
別
で
き
る
も
の
を
書
け
る
の
か
。
そ
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
性
と
比

し
て
も
な
お
意
義
の
あ
る
試
み
と
読
ま
れ
得
る
も
の
を
書
け
る
の
か
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
震
災
発
生
以
前
か
ら
あ
っ
た
課
題
な
わ
け
で
す
。
そ

し
て
必
ず
し
も
、
技
術
論
に
集
約
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
も
な
い
。
結
局

の
と
こ
ろ
は
、
事
態
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
抽
象
化
す
る
か
に
か
か
っ

て
い
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

川
上　

そ
の
面
で
言
う
と
、
阿
部
さ
ん
が
早
稲
田
文
学
の
チ
ャ
リ
テ
ィ

で
お
書
き
に
な
っ
た
、
「
乗
っ
て
け
サ
ー
フ
ィ
ン
」
は
、
鎮
魂
と
希
望

が
同
時
に
示
さ
れ
て
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
見
事
な
小
説
だ
っ
た
。
あ
と

短
い
し
（
笑
）。

市
川　
「
乗
っ
て
け
〜
」
じ
ゃ
な
く
て
「R

ID
E
 O

N
 T

IM
E

」

だ
け
ど
ね
、
タ
イ
ト
ル
は
（
笑
）。
た
し
か
に
あ
れ
は
す
ご
く
い
い
作

品
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
直
接
「
震
災
」
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
ん

だ
け
れ
ど
、
あ
る
金
曜
日
に
来
る
大
波
を
人
々
が
待
ち
望
ん
で
い
て
、

そ
れ
が
実
際
に
来
る
ま
で
の
一
週
間
の
話
で
す
よ
ね
。
阿
部
さ
ん
に

「
津
波
で
サ
ー
フ
ィ
ン
す
る
話
」
と
聞
い
て
て
、
届
い
て
読
み
始
め

た
ら
実
際
に
そ
う
だ
っ
た
か
ら
、
「
う
わ
、
こ
れ
ど
う
す
ん
だ
よ
」
と

爆
笑
し
な
が
ら
読
み
始
め
た
ん
だ
け
ど
、
気
付
く
と
す
ご
く
静
か
で
哀

し
い
予
感
、
未
来
の
記
憶
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
と
と
も
に
読
み
終
え

る
こ
と
に
な
る
。
描
か
れ
た
時
間
的
に
も
分
量
的
に
も
短
い
ん
だ
け
れ

ど
、
そ
れ
こ
そ
そ
こ
に
、
読
ん
で
い
る
自
分
の
頼
り
な
さ
と
世
界
の
大

き
さ
を
自
覚
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
が
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。

川
上　

そ
れ
と
も
結
び
付
い
て
今
回
の
震
災
で
忘
れ
ら
れ
な
い
の
が
、

阿
部
さ
ん
が
い
と
う
せ
い
こ
う
さ
ん
と
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
や
り
あ
っ
た
の

を
読
ん
だ
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
流
れ
で
ひ
と
り
の
人
が
リ
プ
ラ
イ
を
飛

ば
し
た
ん
で
す
よ
。
ち
ょ
う
ど
島
田
雅
彦
さ
ん
が
呼
び
か
け
た
「
復

興
書
店
」
を
め
ぐ
る
あ
れ
こ
れ
が
あ
っ
た
と
き
で
も
あ
っ
て
、
阿
部

さ
ん
は
い
と
う
さ
ん
の
批
判
に
反
論
し
つ
つ
、
「
復
興
書
店
」
へ
の
参

加
も
と
り
や
め
た
ん
だ
け
ど
、
そ
の
読
者
の
人
が
「
そ
ん
な
書
店
の

存
在
初
め
て
知
り
ま
し
た
。
す
げ
ー
ダ
サ
い
っ
す
ね
。
い
ま
ど
き
サ
イ

ン
本
な
ん
て
だ
れ
が
買
う
の
？　

マ
ジ
温
度
差
で
す
よ
。
文
学
な
ん
て

終
わ
っ
て
ん
す
か
ら
」
と
言
っ
た
あ
と
に
…
…
。

阿
部　

あ
の
人
は
た
し
か
被
災
地
の
住
人
な
ん
だ
よ
ね
。

川
上　

そ
う
。
そ
れ
で
続
け
て
「
そ
れ
で
も
本
売
る
く
ら
い
な
ら
、

い
い
小
説
書
い
て
く
だ
さ
い
。
津
波
で
流
さ
れ
た
オ
レ
の
実
家
気
仙
沼

は
、
シ
ン
セ
ミ
ア
の
ラ
ス
ト
そ
っ
く
り
で
し
た
」
と
書
い
た
ん
だ
よ
ね
。

そ
れ
が
記
憶
に
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
本
質
的
な
も
の
が
あ
り
ま

す
よ
。
自
分
の
実
家
が
流
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
あ
な
た
の
書
い
た
世

界
に
そ
っ
く
り
だ
っ
た
と
。
で
、
い
い
小
説
を
書
い
て
く
れ
っ
て
小
説

家
に
言
う
ん
で
す
。
そ
れ
が
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
う
ま
く
言
語
化
で

き
て
い
な
い
け
れ
ど
、
読
ん
だ
と
き
に
二
時
間
涙
が
止
ま
ら
な
か
っ
た

ん
で
す
よ
。
短
い
ツ
イ
ー
ト
の
な
か
に
い
ろ
ん
な
問
題
が
あ
っ
て
、
そ

れ
っ
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
与
え
ら
れ
る
も
の
と
奪
う
も
の
の
話
で
も
あ

る
。
「
小
説
書
か
な
き
ゃ
な
」
っ
て
思
い
ま
し
た
よ
。
そ
れ
読
ん
だ
と

き
に
。
作
家
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
と
い
わ
れ
よ
う
が
な
ん
だ
ろ
う
が
。
ど

ん
な
こ
と
が
で
き
る
か
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
。
あ
の
ツ
イ
ー
ト
は
、

今
回
の
震
災
で
い
ろ
ん
な
人
が
い
ろ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
な
か
で
、

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
関
し
て
は
も
の
す
ご
い
記
憶
に
残
っ
た
、
忘
れ
ら
れ

な
い
呟
き
で
し
た
。

議
論
は
つ
づ
く
。
続
篇
を
含
む
完
全
版
は
、
今
夏
発
売
予
定
の
「
早

稲
田
文
学
④
」
に
て
お
届
け
し
ま
す
！

市
川
真
人　

　

年
生
。
著
作
に
『
芥
川
賞
は
な
ぜ
村
上
春
樹
に
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
か
』『
小
説
の
設
計
図
』『
紙
の
本
が
亡
び
る
と
き

』（
前
田
塁
名
義
）
な
ど
。



俺の人生に時給くれ特別篇　もうやってらんねえぜ という思想
もしくは裏声でうたえ

池田雄一
69 年生。文芸批評家。著書に『カントの哲学』。共著として『ネオリベ化する公共圏』。

！
ことロックにかぎっても数多くある音楽のジャンルのなかで、「パ

ンク・ロック」は非常に不思議な、というか語るのがむつかしいジ
ャンルである。パンクについて（あつく）語れば語るほどパンクの定
義からとおくはなれていってしまう。これはいったいどうしたこと
か。
この場合の「パンク」とは、 年代初頭にアメリカ西海岸のア
ンダーグラウンドで開始された、いわゆるニューヨーク・パンクと
いうよりも、それがイギリスに輸入されてはじまったロンドン・パ
ンク、もっといえば端的にセックス・ピストルズのイメージである。
パティ・スミスは、たしかにパンク・ロックにおける女神のような
存在ではあるが、彼女はあくまでアンダーグラウンド・カルチャー
の女神であって、パンクそのものではない。キリストは誰かの罪で
死んだけど私のではない、という断言ではじまる「 」は本当に
いい歌だと思うけど、パンクかといわれると、おそらくそうではな
いだろう。
おそらくパンク・ロックには文化の香りがしてはならないのであ
る。ではパンクは文化なしの様式なのかといえば、そうでもない。
様式にウエイトをおくのはプログレであってパンクではない。たと
えば中森明夫の『アナーキー・イン・ザ・ 』（新潮社）がかろうじ
てパンクたりえているのは、文章がどへたというのもあるが、とに
かくそれが絶対にプログレではないからである（1）。プログレという
ものが何かわからない人は、坂本龍一と平野啓一郎を足して で

割ったものだと考えていただければいいだろう。もしくはピンク・
フロイドでも聴けばわかるだろう。
純化されたパンク・ロックとは、娯楽でもなければ、ましてや創
作活動というのでもない。 などでセックス・ピストルズの
ライブ映像をみればわかるが、それはどちらかといえば何かの「症
状」にちかいものである。ボーカルであるジョン・ライドンの身ぶ
りは、ヒステリーの発作のように、もしくは小学生がダダをこねて
いるようにみえる（2）。アンダーグラウンドの芸術活動であったパン
ク・ロックは、イギリスに移植されることによって、何かの症候と
なることに成功し大衆の支持を獲得することになる。

年代前半のイギリスは、ダメ国家の道をつきすすんでいた。
主要産業の国有化により国際競争力が低下し、オイルショックの波
をもろにかぶることになる。人々の労働意欲は減退し、ストにより
公共サービスはたびたび機能不全に陥っていた。イギリスは「英国
病」にかかっていたのである。

パンク・ロックという運動の実体は、いい加減やってらんねえぜ
という大文字の他者に対するメッセージを、行為へと変換すること
である。結果としてそれはミニマル化されたアイロニーとでも呼ぶ
べき形式を獲得することになる。ピストルズをみればわかるように、
アイロニーとは表現の切り口をつくる作業であり、その意味で非常
に攻撃的な言語行為である。アイロニーはあくまで行為であり、そ
れが概念化されてしまうとシニシズムと見分けがつかなくなる。パ
ンク・ロックがパンクであり続けるには、アイロニーを行為におい
て実践し続ける必要がある。ピストルズの活動が瞬時に終わってし
まったのは、そうしたことと関係があるはずだ。パンク・ロックが
サボタージュの身ぶりだとして、それはまず何よりも、自分の行為

が意味をもってしまうことへの拒絶の身ぶりなのだ。
それでは、このサボタージュは否定的な効果しか産まないのか。
おそらくそうではないだろう。
たとえば、濱本真男は、生きることと同義である労働 と、生

きるために必要とされている労働 を分けている（3）。前者の観点
からみると、つまらない授業のあいだにみる白昼夢は立派な労働で
ある。そこでは、生きることと労働することと思考することとがお
なじである。思考と行為がべつだとされるのは、物象化され合理
化された思考こそが思考だと考える偏見にもとづくものである。

権力はつねに人間を に封じ込めるため、 を抑えこもうとする。
それは同時に人に思考を停止させようという圧力を意味する。 ジ
ャパンの 、復興や節電へと人を参加させる言葉、自称現実主義
者による雄弁、のりピーへの社会的リンチなどは、人から思考する
力、つまり夢をみる力をうばいとる。おなじことが企業や文化人に
よるチャリティ活動、善意によるボランティア活動、あるいは反原
発運動にあてはまらない保証はどこにもないはずだ。実際のところ、
すでに我々は、風評被害にあっているかわいそうな農民、もしくは
放射線の被曝の危機から逃げることのできない気の毒な地元民、と
いった貧困なイメージ以外、 以降の世界について思考すること
ができなくなっていはしないだろうか。
だとすれば、 以降の状況において何かことを起こすにしても、
この「やってられねえぜ」からはじめるべきだろう。必要なのは、
知識人による講演会やティーチ・インなどではなく、当事者どうし
の愚痴の言いあいである。原子炉によるユートピア、あるいは原子
炉のない、放射能のないユートピア、いずれからも排除されている
のが、件の原発事故の当事者である。都民もふくめたわれわれ「福
島」国民は、すでに被曝しているわけで、もはやユートピアの住人
にはもどれない（4）。 以後のわれらが住めるのは、一寸さきは闇
である確率の世界である。この世界でやっていくためには、各自の
「やってられねえぜ」を表明しないことには先に進めない。ぜひ「ギ
リギリな俺たち大集合！」といったイベントをひらき、参加者どう
しで愚痴を言いあっていただきたい。震災の悲惨さを伝えるイメー
ジ映像に、セックス・ピストルズの「 」を重ねあ
わせる素直さが求められる。 以降を生きるわれわれは、人生何
度目かの「 」を歌う時にきているのだ。

（ ） 年に書かれた小説については、中森のほかに、阿部和重、綿矢りさ、『俺
俺』（新潮社）の星野智幸といった作家が、パンク・ロックと共通する身ぶり
をしめしている。池田雄一「回顧 」『文藝年鑑 』、新潮社、 、を
参照。
（ ）実際には、歌舞伎の見栄をきるようなライドンの身ぶりには幼児期にかか
った髄膜炎の影響もあったらしい。
（ ）濱本真男『「労動」の哲学』、河出書房新社、 濱本は、生きるために
必要な労働に付随する思考を、生きることと同義の思考と区別するために「認
識」と呼んでいる。認識は現実をつくりだす能力があり、思考にはその能力が
差し引かれている。認識にとって、思考とは破壊行為を意味することになる。
おそらくおなじことが批評についても言うことができるはずだ。
（ ）くわしくは、池田雄一「われら『福島』国民　 以降を生きるためのア
ジテーション」、『思想としての 』、河出書房新社、 、を参照。





引
用
出
典

：

岩
波
書
店
『
鏡
花
全
集　

巻
二
十
七
』
よ
り

泉
鏡
花

一
八
七
三̶
一
九
三
九
。
尾
崎
紅
葉
に
師
事
し
、
社
会
通
念
の
矛

盾
を
つ
き
つ
め
て
描
く
「
観
念
小
説
」
で
脚
光
を
浴
び
る
。
そ
の

後
、
花
柳
界
や
妖
怪
趣
味
な
ど
江
戸
風
俗
に
溢
れ
る
幻
想
的
な
作

品
群
を
数
多
く
残
し
た
。
豊
か
な
語
彙
を
縦
横
に
駆
使
し
て
独
特

の
旋
律
で
た
た
み
あ
げ
る
文
体
は
圧
巻
。
小
説
に
「
義
血
侠
血
」

「
高
野
聖
」
等
。
震
災
当
時
は
麹
町
の
自
宅
に
い
た
。

今
号
の
「
現
代
作
家
が
選
ぶ
世
界
の
名
作
リ
タ
ー
ン
ズ
」
は
、
震
災
特
別

篇
と
し
て
、
一
九
二
三
年
九
月
一
日
の
関
東
大
震
災
を
描
い
た
テ
キ
ス
ト

の
中
か
ら
小
誌
が
選
び
ま
し
た
。



の
一
種
で
、〈
作
者
が
生
活
記
録
に
託
し
て
、
そ
の
心
境
を
描
写
し
た
小
説
〉（『
広
辞
苑

第
六
版
』）
な
ど
と
説
明
さ
れ
る
。
が
、
結
核
を
患
っ
た
主
人
公
が
赤
蛙
が
溺
れ
死
ぬ
の

を
見
る
島
木
健
作
『
赤
蛙
』（
一
九
四
六
年
）
と
い
い
、
病
気
療
養
中
の
主
人
公
が
蚤
や

蜘
蛛
を
閉
鎖
空
間
に
閉
じ
込
め
る
尾
崎
一
雄
『
虫
の
い
ろ
い
ろ
』（
一
九
四
八
年
）
と
い
い
、

心
境
小
説
と
は
す
な
わ
ち
「
自
分
の
病
を
言
い
訳
に
し
て
小
動
物
が
苦
し
む
姿
を
鑑
賞
す

る
小
説
」
と
ほ
ぼ
同
義
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
ほ
ど
だ
。
残
虐
な
描
写
に
は
「
読
者

に
も
死
の
恐
怖
を
味
わ
わ
せ
た
い
」
と
い
う
作
者
の
悪
意
さ
え
感
じ
る
。

文
学
は
道
徳
の
副
読
本
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
動
物
愛
護
の
精
神
に
反
す
る
の
は
べ

つ
に
か
ま
わ
な
い
。
た
だ
問
題
は
、
事
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
書
く
と
い
い
な
が
ら
小
動

物
（
外
部
）
の
描
写
が
す
ぐ
さ
ま
死
を
思
う
自
分
（
内
面
）
に
直
結
す
る
点
で
、
そ
の

手
つ
き
こ
そ
、
悪
し
き
文
学
趣
味
に
思
え
る
わ
け
。

観
光
資
源
と
し
て
活
用
す
る
に
は
、
お
よ
そ
相
応
し
く
な
い
ご
当
地
文
学
。
し
か
し

「
文
学
を
解
さ
ぬ
無
粋
な
ヤ
カ
ラ
」
と
軽
蔑
さ
れ
る
の
が
怖
い
の
か
、
取
り
上
げ
ら
れ
た

だ
け
で
も
嬉
し
い
の
か
、
誰
も
表
立
っ
て
文
句
は
い
わ
な
い
。
な
に
し
ろ
志
賀
直
哉
は

「
小
説
の
神
様
」
の
威
名
を
轟
か
す
「
文
豪
」
だ
し
、『
城
の
崎
に
て
』
は
高
校
の
国
語
の

教
科
書
に
も
載
る
「
名
作
」
だ
し
、
谷
崎
潤
一
郎
『
文
章
読
本
』
で
も
『
城
の
崎
に
て
』

の
蜂
の
描
写
が
絶
賛
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
短
編
の
権
威
は
絶
大
な
の
だ
。

し
た
が
っ
て
、
城
崎
で
は
志
賀
直
哉
は
や
は
り
特
別
な
作
家
と
し
て
遇
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
扱
い
は
微
妙
で
あ
る
。
城
崎
温
泉
観
光
協
会
の
公
式
サ
イ
ト
で
は

『
城
の
崎
に
て
』
で
は
な
く
「
湯
は
よ
く
澄
み
、
山
と
川
が
美
し
く
、
日
本
海
の
魚
が
う

ま
い
」
と
い
う
直
哉
の
談
話
が
ト
ッ
プ
を
飾
る
。
直
哉
が
こ
の
小
説
を
執
筆
し
た
老
舗
旅

館
「
三
木
屋
」
の
サ
イ
ト
で
は
、
三
つ
の
小
動
物
の
死
そ
れ
ぞ
れ
の
「
現
場
」
の
地
図
ま

で
示
し
て
あ
る
が
、
作
品
の
文
章
は
引
用
し
て
い
な
い
。

権
威
に
は
す
が
り
た
い
が
、
内
容
に
は
立
ち
入
り
た
く
な
い
。
城
崎
の
人
々
は
内
心
思

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。「
志
賀
先
生
よ
、
城
崎
を
舞
台
に
す
る
な
ら
、
も
う
少
し
マ

シ
な
話
を
書
け
な
か
っ
た
の
か
ね
」
と
。
も
っ
と
も
万
一
抗
議
さ
れ
た
ら
作
家
は
抗
弁
し

た
か
も
し
れ
な
い
。
あ
れ
は
「
城
の
崎
」
で
あ
っ
て
「
城
崎
」
で
は
な
い
、
と
。
残
酷
ご

当
地
文
学
の
悲
喜
劇
。
こ
れ
が
愛
ら
し
い
蜂
や
鼠
や
イ
モ
リ
だ
っ
た
ら
、
絵
に
も
像
に
も

ア
イ
コ
ン
に
も
ご
当
地
キ
ャ
ラ
に
も
で
き
た
だ
ろ
う
に
ね
。

城
崎
（
兵
庫
県
豊
岡
市
）
は
、
山
陰
道
は
但
馬
を
代
表
す
る
古
い
温
泉
地
で
あ
る
。
多

く
の
文
人
墨
客
が
訪
れ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
が
、
ゆ
か
り
の
作
品
と
し
て
特
に
有
名
な

の
は
志
賀
直
哉
『
城
の
崎
に
て
』（
一
九
一
七
年
）
だ
ろ
う
。

し
か
し
、こ
の
際
、い
わ
せ
て
い
た
だ
こ
う
。『
城
の
崎
に
て
』
は
史
上
最
低
最
悪
の
「
ご

当
地
文
学
」
と
い
っ
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
。
小
説
は
〈
山
の
手
線
の
電
車
に

跳
飛
ば
さ
れ
て
怪
我
を
し
た
、
そ
の
後
養
生
に
、
一
人
で
但
馬
の
城
崎
温
泉
へ
出
掛
け
た
〉

と
い
う
一
文
か
ら
は
じ
ま
る
。
語
り
手
は
〈
背
中
の
傷
が
脊
椎
カ
リ
エ
ス
に
な
れ
ば
致
命

傷
に
な
り
か
ね
な
い
〉
と
い
う
死
の
恐
怖
に
取
り
憑
か
れ
た
状
態
に
あ
り
、
そ
れ
が
テ
キ

ス
ト
の
空
気
を
決
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
描
か
れ
る
の
は
「
蜂
の
死
骸
」
だ
。
あ
る
朝
彼
は
、
一
匹
の
蜂
が
玄
関
の
屋
根
で

死
ん
で
い
る
の
を
見
つ
け
る
。
蜂
は
そ
の
ま
ま
の
姿
で
三
日
ほ
ど
経
ち
、
彼
は
〈
冷
た
い

瓦
の
上
に
一
つ
残
っ
た
死
骸
を
見
る
事
は
淋
し
か
っ
た
〉
が
〈
そ
れ
は
如
何
に
も
静
か
だ

っ
た
〉
と
い
う
、
何
の
お
も
し
ろ
み
も
な
い
感
想
を
漏
ら
す
。

次
に
描
か
れ
る
の
は
「
瀕
死
の
鼠
」
だ
。
あ
る
日
散
歩
に
出
る
と
、
人
々
が
円
山
川
の

支
流
に
投
げ
込
ま
れ
た
鼠
を
見
て
騒
い
で
い
る
。〈
鼠
は
一
生
懸
命
に
泳
い
で
逃
げ
よ
う

と
す
る
。
鼠
に
は
首
の
所
に
七
寸
ば
か
り
の
魚
釘
が
刺
し
貫と
お

し
て
あ
っ
た
。
頭
の
上
に
三

寸
程
、
咽
喉
の
下
に
三
寸
程
そ
れ
が
出
て
い
る
〉
と
い
う
状
態
で
あ
る
。
見
る
も
無
惨
な

動
物
虐
待
の
光
景
だ
。
懸
命
に
石
垣
に
這
い
上
が
ろ
う
と
す
る
鼠
に
見
物
人
は
お
も
し
ろ

が
っ
て
石
を
投
げ
、も
が
く
鼠
を
見
て
笑
う
。
さ
す
が
に
彼
は
〈
淋
し
い
嫌
な
気
持
に
な
〉

る
が
、
や
っ
ぱ
り
意
識
は
〈
死
に
到
達
す
る
ま
で
の
あ
あ
い
う
動
騒
は
恐
ろ
し
い
〉
と
い

う
自
分
の
死
へ
と
収
斂
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
し
て
最
後
が
「
蠑イ

螈モ
リ

の
死
」
だ
。
あ
る
日
の
夕
方
、
彼
は
小
川
で
半
身
を
出
し
て
い

る
イ
モ
リ
を
見
つ
け
、
驚
か
し
て
や
ろ
う
と
石
を
投
げ
る
。
と
こ
ろ
が
石
が
命
中
し
、
過

失
と
は
い
え
イ
モ
リ
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
彼
に
は
後
悔
も
反
省
も
な
く
〈
可
哀

想
と
想
う
と
同
時
に
、
生
き
物
の
淋
し
さ
を
一
緒
に
感
じ
た
〉
と
い
う
他
人
事
の
よ
う
な

感
想
を
述
べ
る
の
だ
。

い
や
は
や
、
い
い
趣
味
を
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
放
置
さ
れ
た
虫
の
死
骸
、
鼠
に
対

す
る
虐
待
、
イ
モ
リ
の
殺
傷
な
い
し
過
失
致
死
。

『
城
の
崎
に
て
』
は
「
心
境
小
説
」
の
傑
作
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
心
境
小
説
と
は
私
小
説

斎
藤
美
奈
子

年
生
。

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
。

『小僧の神様・城の崎にて』
（新潮文庫）
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図書館横断検索サイト「カーリル」のレシピ機能。好きな本を集めてレシピをつくり、
いろんな人に届けることができます。ここでは、そのなかから 編集部クボキがピックアップ！

レシピ版

探検に秘密基地、まいにちの冒険……。この本を読んだら、ぼくもすっ
かり子供の心に！　ブタのバムセといっしょに冒険の旅に出るのです。
スウェーデンの児童文学作家リンドグレーンさんの作品をたくさん紹介。
宮崎駿に「この世の楽園」とほめられ、映画化もされた『やかまし村の子
どもたち』や短篇集『カイサとおばあちゃん』などなど。ぜひ上の から
元のレシピも見てみてくださいな！
小さなときに外でいっぱい遊んだ人も、ゲームばっかりしてた人も、ここ

に描かれたどの遊びも自分が体験したように楽しめる。それが本の魅力。
さんが絶賛するスウェーデンの自然と田舎風景を味わって、ぼく

もすっかりスウィーディッシュ！

わ、わ、わっ。数学！　イヤ！！　ヤダ！！！　ぎゃー。
え、でも物語なの？　アリス？　それなら知ってるよ。兎とか帽子屋とか
ネズミが跳ね回る、へんてこりんな物語。そんなアリスのお話に、じつはた
くさんの数の秘密が隠されてたって知ってた？　それだけじゃなくて、マッチ
売りの少女、白雪姫、アリとキリギリスにも不思議な数が出てくるみたい。
ぼくはもうすっかり知ってるよ！　アリスはね、ずっとおやつの時間なんだよ。

さんはほかにも本を紹介してくれました。できたらもっと中身の紹介
がほしいな。そしたらもっと数学の本が読めるから。

「カーリル・レシピ」で本を紹介してくれる人、大募集！
レシピは ステップで作ります。❶オススメしたい人とタイトルを決めて、❷本を 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 　
「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 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
カーリルが携帯電話にも対応！

http://m.calil.jp

本を借りるならカーリルで！  http://calil.jp/

カーリル×

『アリスと旅する不思議な「数」の物語』
つりひろやす
有名な童話に隠された数の謎を
アリスといっしょに解き明かす。

『数学脳をつくる つの方法』
岡部恒治
今からでも遅くはない！　子供から
大人まで楽しんで身につく数学センス。

数学が好きな人、嫌いな人に
アストリッド・リンドグレーンの話は、何といっても子供た
ちが魅力。いつもいい子ってわけではありません。喧嘩にい
たずら、約束は守らない、噓もつく。でもそれは、子供をあ
りのまま受け入れ、肯定してくれるということ。読んでいると、
大人から見れば些細なことだけれど、子供の頃に大切に思
っていたことをふと思い出す、素敵な作品ばかりです。

これらの本を読めば、数学が嫌いな人は数学が好きにな
り、数学が好きな人はますます好きになること間違いなし！
「あんなに苦手だった数学が驚くほど簡単に！」「数学って、
こんなに楽しくて面白くて役に立つものだったんだ」と思える、
驚きと発見にあふれた数学ツアーに参加してみませんか？
子供にはもちろん、大人にも読んでもらいたい 冊です。
さん 本が好きで好きで仕方がない☆。最低

冊、鞄にないと気が済みません。
さん 物としての「本」が好き。デジタルとは

また別の愛着があります。

子供のころ大切にしていたことを思い出したい人に

あなたを
魅了する
数学ツアー

『ルイス・キャロル解読
―不思議の国の数学ばなし』
細井勉
アリスの話って、なんだか変…。
そう思った人への、不思議な数学ツアー。

『ロッタちゃんのひっこし』
リンドグレーン
わがまま放題のロッタちゃん、
温かく見守る大人たち、素敵です。

『名探偵カッレくん』
リンドグレーン
仲良し 人組が、怪しいおじさんに
出会って…。ハラハラ痛快の夏休み。

『長くつ下のピッピ』
リンドグレーン
ピッピ。力持ち、お金持ち、
お父さんの帰りを待ち。 児童文学の

傑作

年 月 日発行 （年４回刊）
浦野正樹
芳川泰久（ ）

横山絢音 青山南
福井咲貴 貝澤哉
関口拓也 十重田裕一
大内啓輔 三田誠広
鶴岡眞屋子 山本浩司

窪木竜也
朴文順 市川真人

奥定泰之

山本恵美子 山崎貴之
青木誠也 都丸尚史
洛西一周 杉山和世

編集・発行 早稲田文学会／早稲田文学編集室
東京都新宿区西早稲田
小池第一ビル

印刷 凸版印刷株式会社
東京都文京区水道

　

かで校長先生が「以下同文」というじゃない
ですか、あれを聞いてどきどきしたものです」
などといっていますが、ここは小学校でない
ので（黄色い帽子をかぶった人はいますが）
自分で考えてもらいましょう。（ ）
▼いかどうぶん（キリッ▽こどもはムツカし
気な言葉に憧れ、意味もわからないままムヤ
ミにまねてみるものですが、その言葉の意味
を教えてくれた、小学 年生にしてすでに大
人だった加藤くん、元気かなあ。▽
の普及で級友たちと再会、忘れていた物事を
思い出すことがあります。とは言えどうやっ
ても当時へ戻ることはできず（戻りたいとも
思わないけれど）、記憶と記録を手がかりに過
ぎ去った日々を思う。自分が経験したことの
記憶ばかりでなく、知らない誰か（たち）の
記憶を思い出す。矛盾する言葉ですが、そん
なフィクションのことを考えています。▽こ
の秋に友人や仲間と温めている企画（右の広
告）を行います。主に高校生（むろん就学中
か否かは問わず）に向けたもの。ぜひご参加
ください。▽今号は青木淳悟氏の「体育」、キ
ョウミナヲ氏の「家庭科」がお休みです。（ ）
▼被災地の方々とそれを助ける方々、そこで
働く全ての方の健康をお祈りします（再び ）

▼震災を境に「やりたいことしかしない」と
宣言したのもつかのま、「やったほうがいいだ
ろうこと」と「やらなきゃいけないこと」が
山積して相変わらずの日々。それでも今号の
特集や、この夏に友人や仲間と温めている企
画（このＷＢが出るころには公になっている
かもですが）は、「やるべきこと」であると同
時にはっきり「やりたいこと」でもあるので、
前向きに生きていこうと思います。▽…と書
いていたら、「じゃあぼくは以下同文で！」と
うれしげな若者が後ろに。「小学校の卒業式と
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Ψ

橇
勁йж

ゑ

※

※国際 のデータベース「エスノローグ 」ウェブ版（ 版、 年）による全世
界で現在話されている言語の数。

この連載では、毎号、執筆者が変わり、世界の言語と文学を紹介していきます。

「生活在別処（sheng huo zai bie chu）」―日本では『生は彼方に』とい
うタイトルの邦訳がある、チェコ出身の小説家ミラン・クンデラの

の中国語タイトルである。
漢字からそのまま日本語で意味を読み取ろうとすれば、「生活は別のと

ころにある」というふうに読めるだろう。しかし、中国語の「生活」は日
本語で日常的に使う「生活」「暮らし」を指すほか、「生きる」「人生」そ
のものを指す意味でも使われる。この「生活在別処」は、「生は別のとこ
ろにある」ということであり、「別処」は「彼方」と訳しても差し支えなく、
邦訳の『生は彼方に』にも近い表現といえる。

中国人にとってこのフレーズは、クンデラ人気とともに、すっかり馴染
みのあるものになっている。特に若い世代が好んで使うフレーズであるこ
とは、少なからぬ人が個人ブログのタイトルに使っていたり、若手作家の
小説にたびたび引用されていたりしていることに顕著である。

年に刊行された『上海宝貝』（邦訳『上海ベイビー』文春文庫、 年）が、
外国人男性との奔放な性愛をはじめ退廃的な都市の若者たちの生活を描い
たとして物議を醸し、のちに発禁処分となり、国内外で一躍有名になった
年代生まれの衛

ウエイフエイ

慧。彼女が『上海宝貝』よりも前に書いた作品で 年
に刊行（ 年に文芸誌に掲載）された『像衛慧那様瘋狂』（邦訳『衛慧みた
いにクレイジー』講談社、 年）の中には、次のように引用されている。
愛しの媚眼儿には理想主義の色彩がある。彼は遥か遠くにある優雅な都

市のまだ見ぬ生活に向かって、目的のためにちょっと遠回りをしているだ

けの、‶生活在別処" で天真爛漫な男の子だ。

今では世界のどこでも中国人観光客の姿を見ない国はないほどだが、
年代半ばごろまでは旅行、留学、出張にかかわらず、海外への出国には

厳しい制限があった。だからこそ、若者たちはあらゆる手段を講じて、な
んとか海外に脱出しよう、物理的に「別処」に行こう、と試みた。この作
品では、外国人女性と結婚して海外での生活を夢見る若者が、「ちゃっか
りした愛すべき男の子」として描かれている。
やがて 年代後半、そして今世紀になると、海外へは行けないまでも、

インターネットというツールを手にして、若者たちは自分だけの「別処」
を持つようになった。作品の多くの舞台が上海であるなどの共通点やその
ペンネームから衛慧と比較されがちな、ネット小説からブレイクした若い
女性たちのカリスマ作家・安

アニー・ベイビー

宝貝。 年に刊行された処女作『告別
薇安』（邦訳『さよなら、ビビアン』小学館、 年）に収録されている短篇「空
城（からっぽの街）」にも、このフレーズが登場する。
彼もまた必ず出て行ってしまうだろう。生活はいつだって、かなたにあ

る。

「いつだって」という言葉を間に挟んでいるものの、クンデラの作品のタ
イトル「生活在別処」を意識してのフレーズであることは間違いない。物
理的な空間の移動がかつてよりずっと自由になった若者たち。アニー・ベ
イビーの作品には、旅をしながらネットで知り合った男友達を訪ね歩く主
人公、またその男友達たち、旅先で出会う人々……心の居場所を探してさ
まよい続ける人々が少なからず登場する。
さらに若い、「

バーリンホウ

后」と呼ばれる 年代生まれを見てみよう。 年連続
中国作家長者番付トップ、毎年のように 万部以上売り上げる作品を刊
行し続ける郭

グオ

敬
ジン

明
ミン

。主に同世代や、「
ジウリンホウ

后」世代に絶大な人気を誇る。エ
ッセイと短篇をまとめて 年に刊行した初めての作品集『愛与痛的辺

縁』の中に、「生活在別処」と題したエッセイがある。
「生活在別処」、なんてすばらしいフレーズだろう。

1968年以前に、ランボーがこのフレーズを口から、あるいはペン先から

生みだした。1968年、このフレーズはパリ大学の塀に書かれ、1968年より

後には、ミラン・クンデラによって世間に知られるようになった。

ぼくが1968年を分岐点とみなしているのは、塀にこのようなフレーズが

書かれるということに、とても驚いたからだ。ぼくが目にする中国の塀に

書かれているのは、ほとんどが「豊かになりたければ、子供をたくさん産

まずに、木をたくさん植えましょう」といったもので、まるで中国人の頭

の中には子供を産むこと以外、何もないかのようだった。だからぼくには、

パリ大学の塀が世界でもっとも品位のある塀だと思われたのだ。

二十世紀には、このフレーズはなんということのないフレーズにすぎな

くなった。せいぜい哲理に富んだ言葉というものでしかなく、ぼくにとっ

てもどうということはないものになってしまった。けれど二十一世紀にな

って、このフレーズは毎日のようにぼくの頭の中に痕跡を残している。ま

るで濃硝酸が腐食した銅貨のように。点々とした痕跡を、目の前にあるか

のようにありありと。消し去ることはできない。

この文章に続けて、「上海」「文章」「さすらうこと」「お金」についての
軽妙なエッセイが「生活在別処」によせて綴られている。小説では、
年に刊行された長篇で郭敬明の初邦訳作品となる『悲傷逆流成河』（邦訳
『悲しみは逆流して河になる』講談社、 年）に、それぞれの理由で「別処」
を渇望する高校生たちが描かれている。しかし、それは衛慧やアニー・ベ
イビーの作品における「別処」とは、もはやまったく違う色合いを帯びて
いる。
自分が選択したからには。

世界のもう一方の遙か遠くに置いてしまったからには。

その色合いは、同じ 后作家で歌手、女優としての顔を持つ田
テイエン

原
ユエン

の、
やはり高校生を主人公にした 年刊行の『双生水莽』（邦訳『水の彼方　

』講談社、 年）に見られるピュアな厭世観にも共通している。
そんなとき、私は『水莽草』という物語を読みました。読み終わって、

泣いてしまいました……。自分は水莽草に宿っている幽霊なのだと思った
のです。陰陽ふたつの世界に挟まれて、本当に死んでしまうこともできな

ければ、生まれ変わることもできず、ただひっそりと、次にこの毒草を誤

って口にしてしまう人が現れて、私と入れ換わってくれるのを待っている

だけでした。

原題と異なる邦訳タイトルは訳者と田原とで考えたものだが、「彼方」
という言葉がぴたりとはまったのも不思議な符合である。
フランス語の「 」は、現実世界と想像世界との対比で

用いられることが多いという。本来は宗教的な意味合いであったり、詩や
共産主義の理想の世界であったりした「現実の自分は本当の自分ではなく、
望む生は他のところにある」という思いが、中国の若者たちの思春期の行
き場のない心にぴったりと重なり、「生活在別処」というフレーズにそれ
ぞれの思いがこめられたようだ。
世界的な金融危機にも負けず、 が日本を抜き世界第 位となった中

国をリアルに生きる若者たちが、一方で求めずにいられない「別処」はど
こにあるのか。文学作品に浮かび上がるそれぞれの「別処」から、リアル
な現代中国の深い底が見えるような気がする。

泉 京 鹿
年生。約 年にわたり北京に在住。多くの現代小説と文化を翻訳・紹介する。朝日新聞

「世界の書店から」で中国のベストセラー紹介を連載中。訳書に、おバカエログロ歴
史物語の傑作、余華『兄弟』（文春文庫）など。さらに本文にも登場する、郭敬明の長篇『悲
しみは逆流して河になる』（講談社）がこの 月についに刊行！

世界の言語を訪ね歩く 第 回
中国の作家たちが描く“生は彼方に” H
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助けなきゃ。少女に向かって、ぼくは走る。石段を登る。塔の
てっぺんに出る。少女は塔の壁の上に立っている。落ちるな。間
に合ってくれ。
走るぼくの胸に本が当たる。手に取る。読む。またも世界から
時間が失われる。
本なんて読んでる時じゃない。でも、すべてが凍り付いたよう
に止まり、ぼくは読むことしかできなくなる。
本のタイトルは『世界は密室でできている。』。

“何とかと煙は高いところが好きと人は言うようだし父も母もル

ンババも僕に向かってそう言うのでどうやら僕は煙であるようだっ

た。”

主人公の僕は、隣の家の少女が屋根から落ちるのを目撃する。
彼女の弟ルンババと一緒に……。ってストーリーを紹介しようと
しても、あまりの暴走＆疾走っぷりにどうすればいいのかわから
ない。
“「おいおい俺まで殺すなって」「何でよ。俺が死ぬんやったらまず

はおめえを道連れやっつの」「俺まだ十三やぞ？何のスケベもしてな

いまま死ねるかって」「おめえこないだ伊藤映子のパンツ見たんやろ

が。あれで満足しとけ」「ボケ。パンツ一枚見たところで死ねるかアホ。

とか言うても百枚なら死んでもいいって話じゃねーぞ」。”

ジャンルはミステリ小説？　殺人事件が起こって、名探偵が解
決するのだからミステリだろう。だがテンポとスピードがいっち
ゃってる。
何しろ事件の説明をしている間に解決しちゃうのだから。

“「さ、この事件のことはちょっと置いといて、俺今からとっとと 

〈金髪カツラ殺人事件〉解決してまうわ」「は？金髪カツラってなん

よ」「金髪のカツラ」「いや言葉の意味は判るけど、な

んでそんなもんが殺人と関係あるんよ」「殺された女

の人らの頭の上に、金髪のカツラが載っけられてたん

や。ほやで通称〈金髪カツラ殺人事件〉」「へええ。何

で金髪なんて載せてたんよ」「それは今から俺の解説

聞いてたら判る。さて十分で解説終わらせてまうぞ」「は

いはい」。”

と事件の紹介がはじまるやいなや、そのあと数ペ
ージで事件解決。何故そんなことをしたのかも、犯
人がどこにいるかも、わかっちゃうのである。なん
たるスピード。
それにこれだけ快速解決してると、密室殺人事件
の出てくる量もはんぱない。なぜか遺体がひきずり
まわされた跡のある密室、「あ」と一文字だけのダ
イイングメッセージが残された密室、同時に四つの

部屋で、しかも、とんでもない状況での（ぜひ読んで驚いてほし
い）密室、いや、もっと！
次々と、とんでもない密室殺人事件が登場し、あっという間に

名探偵が解き明かす。ぽぽぽぽーん！　大量生産大量消費。どん
な難事件でも一瞬で解決。
でも、すぐには解けない密室がある。この物語に登場する少年

少女たちが抱えている密室。両親や身近な人たちとの関係から生
まれる澱みや、自分でもわけわからない混沌とした気持ちに閉じ
込められて。そこから、どうやって脱出するのか。
主人公の西村友紀夫と、名探偵ルンババ12こと番場潤二郎。さ
らに、修学旅行中、美女が不倫でケンカしてて止めようとしたら
殴られて気づいたら車の中で埼玉まで来ちゃってうんぬんという
きっかけで知り合った美人姉妹。彼、彼女たちは、世界の密室か
ら抜け出せるのか。
そう。だから、これは青春小説だ。
ぼくの小説だ。
ぼくも、ようやくこの自分がいる不可思議な世界が何であるか

うすうすわかってきた。読み終えると再び世界がはじまる。
少女は、ぼくに気づく。振り返る。悲鳴。追うようにしてぼく

は走る。手を伸ばす。彼女をつかもうとする。刹那。間に合わな
い。スカートをひるがえし彼女は落下する。
ぼくは壁を越えて、ジャンプした。思い出した。そうだ、ぼく

は飛びたかったんだ。ぼくは、この世界に来る前にジャンプしよ
うとしていたんだ。
世界の密室から抜け出すために。
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望 月 旬 々
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　
』（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。

□□□と書いて、何と読むか知ってる？
なぞなぞみたいだけど、じつは、「しかくしかくしかく」

でも「くちくちくち」でも「ろろろ」でもなくって、正解は
「くちろろ」。そういう名前で活動しているミュージシャンの
人たちがいるんだ。音楽的には、ヒップホップ系。
その□□□の「 」（レイジレイフンレイビョウ）
という曲をもとにして生まれたのが、柴

しば

幸
ゆき

男
お

さんによる戯曲
『わが星』。地球の誕生から消滅までをめぐる物語を、団地に
暮らす少女の日常にかさねあわせながら描いた「現代口語ブ
レイクビーツ・ミュージカル」。すなわち、ラップの口調で
演劇をやってみたらこうなりましたっていう感じの作品。自
転＆公転してる惑星を丸い “ちゃぶ台” の周りでくつろぐ家
族になぞらえるというアイデアは卓

たつ

見
けん

で、やっぱ食卓って家
庭の中心にあるべきものなんだよなあと、つくづく。
○のまわりは宇宙となる。
○のかさなりは、食事を楽にする！　上から見ると、まる
で◎。英語では

レイジー・スーザン

（なまけもののスーザン）とい
う呼び名もあるんだけど、今から約 年前に日本で発明さ
れて中国にも広まったと言われているものはといえば……そ
う、中華料理屋さんの回

ターン

転テーブル。

というわけで、今回ご紹介する本は、西
にし

加
か

奈
な

子
こ

さんによる
『円卓』。 の公団住宅に 世代同居するという家庭環境
のなか、小学 年生の女の子が「新しい言葉」を聞きかじり
ながら成長してゆく、おもろい＆かわいい教

ビルドウングス・ロマン

養小説。大阪
の子どもが、“ひらがな目線” で、歌うように世界をとらえ
てゆく。目と耳で楽しめる、ドラマティックな名作だ。
渦
うず

原
はら

琴
こと

子
こ

ちゃんは、早生まれの 歳。呼び名は、こっこ。
「うるさいぼけ。」が口ぐせで、大好きな言葉は「孤独」！　寝
食をともにしている祖父母・両親・三つ子の姉たちから、
人家族の末

すえ

っ娘
こ

として可愛がられている。でも、大家族の一
員という平凡さに甘んじられず、普通じゃないことに強くあ
こがれている。みんなと違う自分を夢想する、芸術家肌。

そんな渦原家の食卓に並ぶのは、〈麻
まー

婆
ぼー

春
はる

雨
さめ

茄
な

子
す

豆
とう

腐
ふ

と、
トマトにわさびマヨネーズ、水

みず

茄
な

子
す

の漬
つけ

物
もの

と、じゃがいもと
ニラの味噌汁だ。〔……〕基本的にかさ高い。例えば肉じゃ
がには豚、いも、人

にん

参
じん

以外にブロッコリー、ゆで玉子などが
入るし、週一度は冷蔵庫の中身を総ざらいにしたカレー〉。
ぐちゃぐちゃだけど美

お

味
い

しい大皿料理が、深
しん

紅
く

の円卓の上を
ぐるぐる回る。〈なんたる健

すこ

やかで、デリカシーのない食べ
物であろうか。大家族の幸せそのもの、ではないか〉。
「いうて俺ら貧乏やけど、家族仲良し、幸せやんな！」とい
う雰

ふん

囲
い

気
き

に、こっこは反発してしまう。それゆえ食事中に、
円卓の回転がピタリと止まるほどの報告―「お母さんに、
赤ちゃんができました！」を聞いても、嬉

うれ

しないし。
というか、麦

ばく

粒
りゆう

腫
しゆ

（“ものもらい” として知られる伝染病）
にかかったクラスメイトの美少女の「眼

がん

帯
たい

」をうらやましく
思ったり、不

ふせ

整
いみ

脈
やく

（心臓のリズムが狂う原因不明の病気）で
苦しんだ学級委員の美少年の「パニック」さえもねたましく
思ったりするらしく、思い立ったが吉

きち

日
じつ

とばかりに真
ま

似
ね

して
しまうという……こっこの 度たるや、すごい。
でも、大丈夫。こっこの隣の家に住む幼

おさ

馴
なな

染
じみ

の男の子が、
彼女をしっかり受け止めたうえで「説教」してくれるんだ。
しかも、こっこにとって、めっちゃ格好良い話し方で―
「お、俺の話し方はな、き、吃

きつ

音
おん

いうてな、世の中では、あ、
あかんことと、されてるからや。ふ、不整脈と一緒や。け、
健康な人が、あかんことを、ま、真似するんは、あかん。馬
鹿にしてると、お、お、思われるんや。」
個性ゆたかな愛すべき登場人物たちにめぐまれて、物語は

カラフルに彩
いろど

られていく。そして、夏休みもなかばを過ぎた
ころ、灰色のつなぎを着た〈鼠

ねずみ

人
にん

間
げん

〉に団地の中で遭
そう

遇
ぐう

した
主人公は、ついに……という思いもよらぬ展開はもちろん、
こっこが大切にしてきたジャポニカ学習帳から自由になった
「個性的な文字」が空に舞うラストシーンも、素晴らしい。
もし鹿せんべいに激辛味があったら食べてみたいと思える

人は、読んで然
しか

るべし！

第 回 『円卓』の琴子ちゃん
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≦

そこにいる誰かが数学者かどうかを判定する簡単なテストを考え
てみましょう。
「道に迷って難渋しているのですが、√ ってなんでしたろうか」
とためしにきいてみて下さい。相手は、「ひとよひとよにひとみご
ろ……」とか呪文を唱えたりしはじめるかも知れませんが、そこで
ひるんでは負けです。
「喉が渇いて仕方がないので、√ の定義を教えて下さい」
とか問うと良いです。

「√ とは、自分と掛けると になる数なのじゃ……」
「おお、数学者だ、数学者様が出たぞう」
と喜ぶのは早すぎまして、そのくらいは中学校かどこかで習う内

容です。もっと難しい内容を問えば良さそうですが、自分が何をき
いているのか理解していなければ、出鱈目を答えられてもわかりま
せん。ですから、相手には続けてこうきいてみて下さい。
「まだどんな数かわからないものを、“掛ける” ことはできるので
すか」
はい？　という顔をされたらそいつは偽数学者なので、倒して良

いです。何か呪文を唱えはじめても同じ。
「それはいいところに気がついたね、是非じっくり話し合おうじゃ
ないか……」
ときたら、相手はきっと数学者です。ひと睨みされて終わりとい

うことも十分にありうるわけですけれども。まあ多分、理解ができ
るようになるまで親切に教えてくれると思います。わたしにきかれ
ても答えられません。
さて、ここで問題となっているのは、√ って何？　ってことで

す。そいつは小数点の右側へ延々とどこまでも繰り返しなく続く数
字で、 の解の正の方で、とかまあ色々あるわけですが、筆算
なんか思い出してみましょう。自分と掛けて本当に となるかどう
かは、そうして確認するのが一番よさそうですから。
ところがはた、と─筆算って、一番右の桁から掛けるものでは

なかったかしら─小数点以下無限に続く、一番右の桁って何？　
と素朴に疑問に思うはずです。思って下さい。
数って、一体、何でしたっけか。
知らん、というのも、それはそれで男らしく頭の悪い態度だとは

思うのですが、人間が直観的に捉えられるのは、どうやら 、 、
とか、小さな整数だけのようです。 世紀の偉大な数学者クロネッ

カーは、「整数は神のつくったものだが、それ以外は人間のつくっ
たものだ」と言ったのだとか言わなかったのだとか。まあ極端な例
ではあります。
これは多分、人口の九割九分の人が信じていると勝手に睨んでい
るのですが、全ての数には右隣の数があると何となく思っていたり
はしないでしょうか。 の右隣は とか、 の右隣は とか。整数を
考える場合にそれは確かに正しいのですが、では分数全体の場合は
どうでしょう。 の右隣は でしょうか。 は、 と の間にあ
りますが、どうしましょうか。じゃあ、 とした方には、 はど
うするかとか。
数直線にはみっちり数が並んでいると考えるとして、全ての数に
は右隣があったりするでしょうか。
「 の右隣は、 ＋εだ、ちなみにεは無限小」
と言い出す人もいそうですが、無限小はいくつ足すと、 まで届

くとすればよろしいでしょうか。まあ、“隣” というのは分数を考
えるのに、それほど良い考え方ではなかったりします。
「 以下の最大の数は？」これは です。
「 未満の最大の数は？」分数までを考えると、これは、ありませ
ん。 未満最大の数があったとして、その数と の間には、まだ分
数が無限個いたりしますから。
といった、数の性質というものにどのくらいの人たちが興味を持
つかはよくわからないままなのですが、一つ確かなことがあります。
直観だけではどうにも話がくいちがってしまう対象をずっと議論
し続けて、理解可能な枠組みをつくってきたのが数学者です。首尾
一貫を整えること。理解可能な枠組みを新たに作り出すことは、可
能なのです。可能というか、数学者が日々実際に行っている仕事で
す。
新たな枠組みを記述する新たな言葉ができたりします。
「デデキント切断」なる言葉が生まれ、無理数って何だっけという
理解が進み、上の「√ って何」という素朴な問いに対する議論可
能な土台が整うのは、ようやく 世紀の終わりの出来事なのでし
た。
そこから展開していくことになる、無限を巡る多くの議論や、
世紀初頭に生じた「数学の危機」については、機会があったら

またいずれ。

数学への
円 城 塔
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 回野間文芸新人賞を受賞。

長い道
√

≠÷
∞

π ±

第 回　√2
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人
口
や
面
積
や
平
均
気
温
と
いっ
た
数
字
は
、
そ

の
土
地
の
ム
ー
ド
を
な
に
も
教
え
て
く
れ
な
い
。

小
説
作
品
を
読
み
、
自
室
に
居
な
が
ら
に
し
て
彼

の
地
の
空
気
を
味
わ
っ
た
な
ら
、
つ
ぎ
は
書
を
持
っ

た
ま
ま
、
そ
の
町
に
出
て
い
こ
う
。

　 年生。女性誌・文芸誌・カルチャー誌などで書く書評は氷山の一角、いったい一日が何時間あればそれだけの数の小説を読めるのか、と周囲が驚くほどの小説好き。共著に『日本文学にみる純愛百選』など。

加藤裕世　 鶴谷香央理

阪
神
淡
路
大
震
災
の
土
地
区
画
整
理
事
業
が
す
べ
て
完
了

し
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
が
伝
え
ら
れ
た
の
は
、
東
日
本
大
震

災
に
よ
る
東
北
地
方
の
ダ
メ
ー
ジ
に
多
く
の
人
が
打
ち
の
め

さ
れ
て
い
た
今
年
３
月

日
の
こ
と
だ
っ
た
。
地
震
発
生
か

ら

年
あ
ま
り
。
こ
の
長
い
年
月
を
想
え
ば
、
一
瞬
に
し
て

人
々
の
生
活
基
盤
を
う
ば
っ
た
自
然
の
破
壊
力
に
あ
ら
た
め

て
恐
怖
す
る
が
、
ニ
ュ
ー
ス
は
ひ
と
つ
の
希
望
の
灯
に
も
な

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
先
の
震
災
と
東
日
本
大
震
災
で
は
、
規
模

や
津
波
と
原
発
事
故
を
伴
っ
た
深
刻
度
は
異
な
る
だ
ろ
う
。
し

か
し
い
ま
神
戸
の
町
を
歩
け
ば
、
そ
の
美
し
さ
、
そ
の
繁
栄
、

そ
の
人
々
の
放
熱
の
力
強
さ
に
、
東
北
地
方
の
未
来
を
幻
視

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
京
阪
神
は
復
興
を
果
た
し
た
。
痛
め

つ
け
ら
れ
た
土
地
は
か
な
ら
ず
息
を
吹
き
返
す
。

兵
庫
県
は
全
国

位
の
面
積
を
持
ち
、
南
北
そ
れ
ぞ
れ
が

瀬
戸
内
海
と
日
本
海
に
接
し
て
い
る
が
、
神
戸
中
心
部
あ
た

り
は
コ
ン
パ
ク
ト
な
町
と
い
う
印
象
を
与
え
る
。
村
上
春
樹

も
デ
ビ
ュ
ー
作
『
風
の
歌
を
聴
け
』
で
、
夏
に
故
郷
に
帰
省

し
た
大
学
生
の
視
点
を
借
り
て
、
こ
ん
な
ふ
う
に
書
い
て
い
る
。

〈
前
は
海
、
後
ろ
は
山
、
隣
り
に
は
巨
大
な
港
街
が
あ
る
。

ほ
ん
の
小
さ
な
街
だ
。
港
か
ら
の
帰
り
、
国
道
を
車
で
飛
ば

す
時
に
は
煙
草
は
吸
わ
な
い
こ
と
に
し
て
い
る
。
マッ
チ
を
す
り

終
る
こ
ろ
に
は
車
は
も
う
街
を
通
り
す
ぎ
て
い
る
か
ら
だ
〉

春
樹
は
震
災
か
ら
二
年
後
、西
宮
か
ら
三
宮
ま
で
歩
い
た
（『
辺

境
・
近
境
』）。
途
中
、
高
台
の
出
身
高
校
か
ら
神
戸
港
を
見
下

ろ
し
、
年
前
へ
と
思
い
を
馳
せ
る
。
あ
る
い
は
偶
然
立
ち
寄
っ
た
、

新
築
ホ
テ
ル
の
コ
ー
ヒ
ー
ラ
ウ
ン
ジ
で
、
そ
の
数
ヶ
月
後
に
発
砲

事
件
が
起
き
た
こ
と
に
関
し
、
「
暴
力
」
の
理
不
尽
さ
を
〈
過

去
と
現
実
と
未
来
と
が
、
立
体
交
差
の
よ
う
に
行
き
来
し
て

い
る
〉
と
記
す
の
も
印
象
的
だ
。
時
間
は
非
情
な
も
の
。
震
災
で

壊
れ
、
新
築
さ
れ
た
そ
の
ホ
テ
ル
も
い
ま
は
名
前
が
変
わ
っ
た
。

戦
前
の
神
戸
の
華
や
ぎ
を
、
谷
崎
潤
一
郎
は
こ
よ
な
く
愛
し
た
。

い
わ
ず
と
し
れ
た
『
細
雪
』
で
大
阪
船
場
の
上
流
階
級
に
属
す

る
四
姉
妹
た
ち
は
、
古
き
良
き
伝
統
行
事
を
守
る
一
方
で
、
神

戸
へ
出
掛
け
て
ユ
ー
ハ
イ
ム
で
お
茶
を
飲
み
、
外
国
人
と
交
流
し
、

新
し
い
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
に
も
挑
戦
す
る
。

〈
こ
れ
か
ら
新
開
地
の
聚

し
ゆ
う

楽ら
く

館
の
屋
上
に
あ
る
ス
ケ
ー
ト
場
へ

行
く
の
だ
と
云
っ
て
、
あ
な
た
も
お
暇
な
ら
是
非
い
ら
っ
し
ゃ
い

と
頻し

き

り
に
誘
っ
た
。
妙
子
は
（
略
）
運
動
競
技
に
は
自
信
が

あ
る
の
で
、
と
も
か
く
も
一
緒
に
行
っ
て
み
た
〉

か
つ
て
の
繁
華
街
新
開
地
は
、
現
在
で
は
三
宮
や
元
町
に

そ
の
役
割
を
譲
っ
た
が
、
神
戸
の
新
し
い
も
の
へ
の
欲
望
は

今
も
昔
も
か
わ
ら
な
い
。
元
町
か
ら
神
戸
高
速
鉄
道
で
３
駅
、

聚
楽
横
町
の
名
の
残
る
あ
た
り
に
、
そ
の
名
残
を
探
し
に
い

く
の
も
い
い
。

戦
時
下
の
神
戸
に
は
、
あ
る
種
の
熱
気
が
こ
も
っ
て
い
た
。
西

東
三
鬼
は
『
神
戸
』
で
、
ト
ー
ア
ロ
ー
ド
（
現
在
の
ト
ア
ロ
ー
ド
。

旧
居
留
地
と
山
の
手
を
南
北
に
結
ぶ
坂
道
）
に
あ
る
妖
し
い
「
ハ

キ
ダ
メ
ホ
テ
ル
」
に
長
期
滞
在
す
る
男
の
話
を
書
い
た
。
白
系
ロ

シ
ア
、
エ
ジ
プ
ト
、
台
湾
な
ど
、
国
際
色
に
富
む
面
々
が
〈
戦

時
色
と
い
う
エ
タ
イ
の
知
れ
な
い
暴
力
に
最
後
ま
で
抵
抗
〉
す

る
そ
こ
は
、
ま
る
で
魔
窟
だ
。

〈
東
京
の
過
去
か
ら
逃
げ
出
し
た
私
は
、
戦
時
と
も
思
え
な

い
神
戸
の
、
コス
モ
ポ
リ
タ
ン
が
沈
殿
し
て
い
る
ホ
テ
ル
に
落
ち
つ

き
、
全
身
で
何
か
新
し
い
人
生
の
出
来
事
を
期
待
し
て
い
た
〉

こ
の
あ
と
ホ
テ
ル
は
空
襲
で
焼
け
お
ち
る
が
、
こ
の
過
酷

な
体
験
を
経
て
、
神
戸
は
「
自
由
」
と
「
多
様
性
」
を
も
っ

た
都
市
と
し
て
復
興
す
る
。
土
地
は
何
度
傷
つ
い
て
も
そ
の

た
び
に
再
生
し
、
私
た
ち
の
心
の
平
安
の
場
所
と
な
る
の
だ
。

神
戸
を
見
よ
。
神
戸
を
歩
け
。
そ
し
て
東
北
を
強
く
想
お
う
。

中
華
街
か
ら
ハ
イ
ブ
ラ
ン
ド
の
路
面
店
の
並
ぶ
居
留
地
、
そ

し
て
北
上
し
て
生
田
神
社
ま
で
を
歩
け
ば
、
中
心
部
の
異
な
る

顔
を
一
気
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
山
手
通
り
で
は
、
汽
車
に

く
べ
れ
ば
動
力
に
も
な
る
と
い
う
七
色
に
輝
く
コ
ン
ペ
イ
糖
を
、

ぜ
ひ
お
土
産
に
買
い
た
い
も
の
だ
。
青
い
窓
が
特
徴
の
店
と
い
う
。

〈
ふ
つ
う
の
宝
石
の
大
き
さ
の
も
の
か
ら
、
ボ
ン
ボ
ン
の
つ
ぶ
く
ら

い
ま
で
、
色
は
と
り
ど
り
、
赤
、
紫
、
緑
、
黄
、
そ
れ
ら
の
中

間
色
の
あ
ら
ゆ
る
種
類
が
あ
る
。
こ
れ
が
三
段
に
な
っ
た
ガ
ラ
ス

棚
の
上
に
の
せ
ら
れ
て
、
互
い
に
競
争
す
る
よ
う
に
光
っ
て
い
る
〉

稲
垣
足
穂
「
星
を
売
る
店
」
よ
り

神
戸
港
か
ら
は
九
州
や
上
海
な
ど
と
結
ぶ
フ
ェ
リ
ー
が
出
て
い

る
。
船
旅
は
風
情
だ
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
神
戸
を
出
た
が
っ
て

所
在
を
く
ら
ま
せ
た
恋
人
を
探
し
つ
づ
け
る
、
ま
ぬ
け
顔
の
男
の

子
に
出
会
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

〈
新
し
い
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ビ
ル
は
空
港
と
よ
く
似
た
造
り
に
な
っ
て

い
て
、大
き
な
電
光
掲
示
板
が
、次
の
船
を
知
ら
せ
て
い
た
。（
略
）

今
日
の
船
は
、
十
一
時
前
の一
本
で
終
わ
り
だ
。
切
符
売
り
場
で

働
い
て
い
る
人
た
ち
は
、
僕
を
見
て
ど
う
思
っ
て
る
か
な
。
今
日一

日
、
こ
こ
に
座
っ
て
る
バ
カ
が
い
る
っ
て
噂
し
て
る
か
も
し
れ
な
い
〉

伊
藤
た
か
み
『
助
手
席
に
て
、
グ
ル
グ
ル
・
ダ
ン
ス
を
踊
っ
て
』
よ
り

神
戸
は
洋
食
も
い
け
る
し
、
中
華
街
に
は
隠
れ
た
名
店
が
あ

る
し
と
、
食
べ
る
と
こ
ろ
に
は
困
ら
な
い
。
目
と
舌
の
よ
か
っ
た

作
家
は
、
路
地
の
奥
に
美
味
し
い
寿
司
屋
を
見
つ
け
た
よ
う
だ
。

あ
く
ま
で
も
上
方
風
に
こ
だ
わ
っ
て
。

〈
彼
の
握
る
の
は
上
方
趣
味
の
頗
す
こ
ぶ

る
顕
著
な
も
の
で
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
酢
は
東
京
流
の
黄
色
い
の
を
使
わ
な
い
で
、
白
い
の
を

使
っ
た
。
醬
油
も
、
東
京
人
は
決
し
て
使
わ
な
い
関
西
の
溜
た
ま
りを

使
い
、
蝦
、
烏
賊
、
鮑
等
の
鮨
に
は
食
塩
を
振
り
か
け
て
食
べ

る
よ
う
に
す
す
め
た
。
そ
し
て
種
は
、
つ
い
眼
の
前
の
瀬
戸
内
海

で
獲
れ
る
魚
な
ら
何
で
も
握
っ
た
〉

谷
崎
潤
一
郎
『
細
雪
』
よ
り

買
う　
コ
ン
ペ
イ
糖

乗
る　
神
戸
港
発
の
フ
ェ
リ
ー

食
べ
る　
「
与
兵
」
の
に
ぎ
り
寿
司

第
二
回
◉
何
度
で
も
生
ま
れ
な
お
す
場
所
、
神
戸
へ

み
る

あ
そ
ぶ

泊
ま
る

江
南
亜
美
子

つ
ぎ
、ど
こ
行
く
の
？
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年代末期に「ウラン爺」と呼ばれ、多くの日本人の羨望を集め
た男がいた（以下、この男については武田徹の『「核」論』（中公文庫）
に基づく）。本名は東善作。東は、 年石川県に生まれ、岡山県の
関西中学に進学した。同期生に、後に経団連会長になった土光敏光が
いた。土光もユニークな人だが、その土光が東を「同期一の変わり種」
と呼んでいるのだから、東は相当な変人だったのだろう。
この男東善作は、知略を用いてウラン採掘権を獲得し、ウラン鉱業

株式会社を設立した。この会社と、原子燃料公社（後の動燃）との間
にウラン採掘をめぐる契約が締結されたのが、 年 月 日であ
る。以降、公社がウランを採掘すればするほど、自動的に東（の会社）
には金が入ってくる仕組みが確立した。
その 年半ほど前の 年 月 日に、第五福竜丸の被曝事件が起
きている。この日、マーシャル諸島近海で操業していたマグロ漁船第
五福竜丸は、アメリカがビキニ環礁で行った水爆実験に遭遇し、全船
員、船体、そして捕獲した魚が放射性降下物に被曝したのだ。被曝し
た船員の中の一人は、半年後に死亡した。この事故をきっかけとして、
反核の世論が急激に高まり、また―福島第一原発事故の渦中にある
現在と同様に―放射性物質への恐怖が引き起こされた。たとえば、
放射性物質が残留しているのではないかとの危惧から魚肉の消費量が
落ち込み、「放射能マグロ」とされたマグロが大量に廃棄されたりした。
しかし、奇妙なことに、こうした反核の世論の高まりとほとんど同

時に、まったく反対のことを指向する運動、原子力利用を目指す運動
も盛り上がっているのである。 年に、アイゼンハウアー米大統領
が、国連総会で「原子力を平和目的に利用すべし」と演説し、これに
対応するように、日本では、中曽根康弘によって原子炉築造予算 億

万円が国会に提案され、可決された。第五福竜丸の事件が起きた
のは、こうしたことが起きたすぐ後のことである。しかし、これによ
って原子力推進の気運が消えたわけではなかった。
むしろ、原子力利用を謳う運動は、事件の後に盛り上がっている。
年 月には、アメリカから来た原子力平和利用使節団の講演会が

行われ、同年 月には日比谷公園で原子力平和利用博覧会も開催され
た。原子力利用推進運動の中心には、正力松太郎に率いられた讀賣新
聞があった。正力の背後には、さらに、日本テレビの柴田秀利やアメ
リカの 関係者がいたことが、現在ではわかっている。ただし、正
力は、原子力について深く理解した上で、その利用を推進しようとし
ていたわけではない。その証拠に、彼は、 年 月に科学技術振
興対策特別委員会に出席したとき、「核燃料」を「ガイネンリョウ」
と読んで満場の失笑を買い、社会党の成田知巳に、正式な発言を通じ
てわざわざ訂正までされている。
ともあれ、この原子力利用の運動が、正力や讀賣だけの独りよがり

ではなく、むしろ国民的な意識を反映していたことは、たとえば大江
健三郎でさえ次のように述べていることからもわかる。「核開発は必
要だということについてぼくはまったく賛成です。このエネルギー源

を人類の生命の新しい要素にくわえることについて反対したいとは決
して思わない」と。
原子力利用のキャンペーンの中、ウラン鉱山探しがブームになる。

そんな中で東善作だけが、アメリカからガイガーカウンターまで取り
寄せて捜索した。最終的には、彼は、通産省地質調査室のジープを密
かに尾行し、通産省の調査隊の発見を横取りするような形で、人形峠
のウラン採掘権を獲得する。
日本中の羨望の的となった東は、ウラン鉱入りの風呂に入ったり、

ウラン鉱を混ぜた肥料で育てた野菜を食べたりして、ウランの効能を
宣伝した。現在のわれわれから見ると、驚愕の無謀ぶりだ。当時、ウ
ランや核エネルギーが、あらゆる幸福、理想の人生や社会への神秘的
で超越的な媒体のように感じられていたことがわかる。が、繰り返し
確認しておけば、このとき同時に、第五福竜丸の災難等を通じて、放
射線の恐ろしさも印象づけられていた。最悪の災禍をもたらしうる物
が、幸福への鍵に通じていることになる。
この事実は、哲学史を若干知っている者には、ハイデガーが、「物

」と題した文章で展開したギリシアの壺についての分析を連
想させる。ギリシアの壺は象徴的な価値をもつ特別な物である。どう
して象徴的な価値が宿るのか。ハイデガーによれば、それは、壺が、
およそ考えられる限り最もつまらないもの、最も無意味なものを包み
込んでいるからだ。最もつまらないものとは「空虚」である。
さらに、ハイデガーの論は、フロイトの一見素朴な指摘と類似して

いる。フロイトによれば、排泄物は、幼児の親への最初の贈り物である。
つまり、最も貴重な物こそが同時に、最もつまらない物、それどころ
か廃棄すべき汚物でもある。
これらの事物（壺、排泄物）において、それらが崇高なまでの価値

をもつというアスペクトとそれらがときに嫌悪さえ催しうる不要な対
象であるというアスペクトは不可分である。これと同じ両義性を極限
にまでつきつめたときに得られる物体が、今日、われわれが目の当た
りにしている原子力発電所ではないか。今から半世紀前には、原子力
は、幸福な生と社会を全面的に保証する最高の貴重品として現れてい
た。今日、われわれは、原子力発電所が、手におえないほどやっかい
な廃棄物で（も）あることを知っている。 年代には、原子力の正の
側面と負の側面とは、どこかでくっきりと分けられていて、前者だけ
を取り出すことが可能だと信じられていたが、今日のわれわれは両側
面が厳密に合致していることを否が応でも自覚せざるをえない。かつ
てオットー・ヴァイニンガーは溶岩を「地球の便」と呼んだことがある。
これに倣えば、原発―社会のエネルギーの最も重要な源泉―は、
まさしく社会システムの便である。
この「便」を後生大事に抱え込んだウラン爺は、たいして儲けるこ

ともなく、採掘権を獲得してから十年後に肺癌で死んだ。この最期が、
われわれの社会の将来の隠喩ではないことを望むばかりである。

大 澤 真 幸
『〈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『 』を左右社より刊行中。第3回　ウラン爺の滑稽な最期〈社会〉の思考〈社会〉の思考〈社会〉の思考〈社会〉の思考〈社会〉の思考H
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初
め
て
和
歌
を
詠
ん
だ
の
は
須
佐
之
男
命
だ
そ
う
で
す

八
俣
の
大
蛇
を
倒
し
て
櫛
名
田
姫
を
助
け
た
後
に

初
め
て
和
歌
を
詠
ん
だ
の
は
須
佐
之
男
命
だ
そ
う
で
す

八
俣
の
大
蛇
を
倒
し
て
櫛
名
田
姫
を
助
け
た
後
に

と
、
詠
い
ま
し
た

和
歌
は
私
は
授
業
で
し
か
知
る
機
会
が
な
く

そ
れ
こ
そ
神
代
に
想
い
を
馳
せ
る
よ
う
な

遠
い
存
在
で
し
た
が―

と
、
詠
い
ま
し
た

和
歌
は
私
は
授
業
で
し
か
知
る
機
会
が
な
く

そ
れ
こ
そ
神
代
に
想
い
を
馳
せ
る
よ
う
な

遠
い
存
在
で
し
た
が―

白
洲
さ
ん
は
美
を
通
し
て

日
本
の
心
を
探
し
続
け

追
い
求
め
た
人
で
し
た

白
洲
さ
ん
の
手
に
か
か
る
と

新
古
今
の
歌
人
達
の
喜
怒
哀
楽
が

生
々
し
く
伝
わ
っ
て
き
ま
す

白
洲
さ
ん
の
手
に
か
か
る
と

新
古
今
の
歌
人
達
の
喜
怒
哀
楽
が

生
々
し
く
伝
わ
っ
て
き
ま
す

そ
の
描
き
方
で
、
歌
人
達
が

歴
史
の
点
と
し
て
で
な
く

自
分
と
同
じ
血
の
通
っ
た
人
間
だ
っ
た
の
だ
と

気
づ
か
さ
れ
た
の
で
し
た

そ
の
描
き
方
で
、
歌
人
達
が

歴
史
の
点
と
し
て
で
な
く

自
分
と
同
じ
血
の
通
っ
た
人
間
だ
っ
た
の
だ
と

気
づ
か
さ
れ
た
の
で
し
た

そ
の
古
く
か
ら
の
歌
を
何
度
も

声
に
出
し
て
詠
ん
で
る
と―

そ
の
古
く
か
ら
の
歌
を
何
度
も

声
に
出
し
て
詠
ん
で
る
と―

「
言
の
葉
」
は
声
に
ほ
だ
さ
れ

ひ
ら
か
れ
、「
想
い
の
香
り
」
を

は
な
つ
気
が
し
ま
し
た

「
言
の
葉
」
は
声
に
ほ
だ
さ
れ

ひ
ら
か
れ
、「
想
い
の
香
り
」
を

は
な
つ
気
が
し
ま
し
た

私
の
心
に
強
く
届
き
ま
し
た

私
の
心
に
強
く
届
き
ま
し
た

こ
れ
か
ら
の
大
和
言
葉―

日
本
の
言
葉
は

ど
ん
な
言
葉
に
な
っ
て

い
く
で
し
ょ
う
か

こ
れ
か
ら
の
大
和
言
葉―

日
本
の
言
葉
は

ど
ん
な
言
葉
に
な
っ
て

い
く
で
し
ょ
う
か

で
き
る
な
ら―
で
き
る
な
ら―

命
に
み
ち
た
芳
香
を
は
な
つ

命
に
み
ち
た
芳
香
を
は
な
つ

言
葉
で
あ
っ
て
ほ
し
い

言
葉
で
あ
っ
て
ほ
し
い

八
雲
立
つ
出
雲
八
重
垣
妻
ご
み
に

　
　
　
　
　

八
重
垣
つ
く
る
そ
の
八
重
垣
を

八
雲
立
つ
出
雲
八
重
垣
妻
ご
み
に

　
　
　
　
　

八
重
垣
つ
く
る
そ
の
八
重
垣
を

や
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年生。環境ビジネス関連の取材・執筆を手掛けるほか、日中韓・東アジア文
学フォーラムのコーディネイターも勤める。共著に『よくわかる環境ビジネス』
（産学社）など。再生可能エネルギーに関わる技術者の仕事について取材中。

福島第一原子力発電所の「事故」と放射性物質の拡散を契機に、世
界的にもエネルギー政策の見直しが進みつつある中で、再生可能エネ
ルギーが一段とクローズアップされている。
再生可能エネルギー（自然エネルギーともいわれる）には太陽光、

風力、水力（ダムのような巨大構造物をつくらない規模の小さいもの）、
地熱、バイオマス（木材等の有機資源）などがあり、石油などの化石
燃料やウランが枯渇性かつ地下資源であるのに対し、持続的に利用で
きる地上（地熱の場合は地表）資源である。
では、再生可能エネルギーによって電力需要はまかなえるのか。今

年 月 日、環境省は「平成 年度再生可能エネルギー導入ポテンシャ
ル調査　概要」を公表した。ここでは太陽光（非住宅系）、風力、中小
水力（設備容量 万 未満）、地熱の 項を取りあげている。現在の技
術水準で利用でき、法規制や土地の条件など制約となる要因を考慮し
た上で、潜在的な導入可能量を算出、 項合計でざっと 億 という
大きな可能性が示された。「エネルギー白書 」（資源エネルギー庁）
によれば、 年 月末に国内で稼動中の原発 基の総出力は
万 である。
上記の「調査概要」では、 年の実施を目指す「電気事業者によ

る再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法案（ 法案）」
による促進効果により、少なく見積もって約 万 の導入が見込
まれるとしている。震災当日の 月 日午前に閣議決定された 法案
は、今国会に提出されている。これは、電力事業者に対して再生可能
エネルギー源で発電される電気を全量、一定期間・価格で買い取るこ
とを義務づけるものだ。「調査概要」では、さらに技術革新が加われば、
最もポテンシャルの高い風力発電だけで 億 の導入が可能と推計し
ている。
その気になれば、再生可能エネルギーへの転換による脱原発は可能

なのだ。
岩手県北部の山あいに位置する葛巻町は、再生可能エネルギーだけ

で町の消費電力量を上回る発電施設を持つ。定格出力 の風車
基のほか、定格出力 の風車 基、家畜排泄物のメタン発酵あ

るいは間伐材のガス化によるバイオマス発電、学校や公共施設への太
陽光発電導入などで、総発電量は同町の消費電力の ％に及ぶ。人
口約 人（約 世帯）、酪農と林業を基幹産業とし、山ぶどう
を使ったワインが特産品だ。産業構造や、年間 ヵ月は ～ の風が
吹く地形および気象条件を活かした再生可能エネルギーの導入例とし
て知られ、毎年 万人がこの「風の町」を訪れる。温泉もゴルフ場、
スキー場もない町に、発電施設は観光資源としても収入をもたらして
いる。
再生可能エネルギー導入のネックとされるのは、気象条件などによ

る発電量の不安定さだが、それぞれの地域の気候、地形、産業特性に
合わせて複数の再生可能エネルギー源を組み合わせ、世界のトップレ
ベルにある（と産業界が誇る）日本の蓄電池とエネルギー制御技術を
投入すれば、地域分散型の安定した電力供給網を構築できるのではな
いか。前出の「調査概要」は北海道、東北で特に風力発電のポテンシャ
ルが高く、導入可能な資源量は現状の電力供給能力を上回ると試算し
ている。葛巻町と同様に、地域単位で風力を軸とした再生可能エネル
ギーの「自給自足」をかんがえられるだろう。
従来の電力供給システムは火力発電、ダム式など大水力発電に原子

力発電が加わった、大規模発電施設による一括供給体制だった。しか
し、福島第一原発の破綻が東京電力管内の電力供給の危機を招いたこ
とを考えれば、発電所の小型化・分散化は災害のリスクマネージメン
トとして有効であることは容易にイメージできる。また大規模発電所
からの一括供給は、距離に比例する送電ロスも伴う。資源エネルギー
庁は「エネルギー白書 」などで送電および発電ロスを全発電量の
％程度としている。経済産業省が 月 日に公表した「夏期最大電力
使用日の需要構造推計」では、東京電力管内の需要推計に「送電ロス
分約 」をのせているから、複数の発電所を供給エリア外に持つ東
京電力は、特に送電ロスが大きいのかもしれない。地域ごとの電力供
給網は、送電距離が短いこともメリットとして挙げられる。
ここで問題となるのは送電網だ。現在は国内 社の電力会社が送電

線も独占している。このため、葛巻町の場合も独自に町内に配電する
ことはできない。発電電力は東北電力に売り、消費電力は東北電力か
ら買わざるを得ない。震災時も 日間停電したという。再生可能エネ
ルギーによる分散型電力網を構築するためには、送電と発電を分離す
ることが要点となる。欧米では発電と送電が分離されており、福島第
一原発「事故」以降、日本でも分離が議論にのぼっている。消費者の
一人としては、エネルギー源によって電力購入先を選択する自由が欲
しい。再生可能エネルギーを買いたいとする消費者が増えれば、それ
だけ導入スピードは加速するはずだ。
近年、世界では再生可能エネルギー導入に拍車がかかり、太陽光発
電、風力発電は中国、インドでも急速に伸びている。イギリス、ドイ
ツは洋上風力発電に力を入れており、原発大国のアメリカでも多様な
再生可能エネルギーの利用を進めている。 月 日にワールドウォッ
チ研究所（アメリカの民間シンクタンク）が発表した、世界の原子力
産業の現状に関するレポート（ 版）は、 年に世界の再生
可能エネルギー（太陽光、風力、小水力、バイオマスおよび廃棄物の
エネルギー回収）総発電量が 億 万 に達し、初めて原発の総発
電量 億 万 を越えたと報告している。再生可能エネルギー導入
目標値を は 年までに最終エネルギーの ％、中国は 年まで
に同 ％、ブラジルは 年までに電力の ％としている。日本は自
民党政権下で 年までに ％で、民主党・鳩山政権で同 ％となった
が、大規模水力発電の扱いなど、その内容は曖昧なままだった。 月
日、 首脳会議で菅直人首相は 年代の早い時期に再生可能エ

ネルギーの割合を ％以上にする考えを表明したが、この目標に向け
て政官財が動くかどうか心もとない状況だ。
再生可能エネルギーの発電技術は確立されている。世界で 番目の
資源量を持ちながら日本では導入例が少ない地熱発電では、世界の地
熱発電所タービンの 割強を日本のメーカーが納入している。農業用
水などを利用した小水力発電、住宅でも設置できる小型風力発電も日
本の得意とするところだ。こうした技術をなぜ国内でもっと活かさな
いのか。オーストラリアで始まっている波力発電も、島国の日本にとっ
て大きな可能性を持っている。

年に中国が風力発電施設容量で世界トップに立った背景には、
国をあげた風力発電産業の育成がある。 は再生可能エネルギーの全
量買取をはじめとする促進施策によって、その割合を高めてきた。日
本でも 法案に続く意欲的な施策が打ち出されれば、エネルギーを輸
入資源に頼らない社会に移行していくことができるだろう。

この連載では、毎号、執筆者が変わり、さまざまな話題をとりあげます。
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