


よ
う
に
準
備
す
る
、
あ
の
時
間
は
ほ
ん
と
う
に
独
特
な
ん

で
す
。
だ
か
ら
、
古
川
さ
ん
た
ち
一
行
の
、
描
か
れ
な
か

っ
た
帰
り
道
が
ど
ん
な
だ
っ
た
ろ
う
と
知
り
た
か
っ
た
ん

で
す
よ
。

古
川　

書
き
は
じ
め
か
ら
ほ
と
ん
ど
選
択
肢
が
な
い
書
き

か
た
を
し
て
い
た
と
い
う
か
、
こ
の
話
は
小
説
に
ふ
つ
う

あ
る
「
こ
う
な
れ
ば
い
い
」「
あ
あ
な
れ
ば
い
い
」
と
か

が
な
か
っ
た
ん
で
す
。「
こ
こ
で
ど
う
展
開
さ
せ
よ
う

か
」
も
、
登
場
人
物
の
出
し
入
れ
も
。
そ
も
そ
も
語
り
手

が
消
え
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
、
エ

ン
デ
ィ
ン
グ
で
語
り
手
が
消
え
た
の
は
び
っ
く
り
し
ま
し

た
。
だ
か
ら
、「
描
か
れ
な
か
っ
た
帰
り
道
」
は
、
作
品

の
な
か
に
は
な
い
ん
で
す
。

　

実
際
の
帰
り
道
は
、
四
人
で
車
の
な
か
に
い
て
、
た
だ

「
長
い
な
あ
」
と
。
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
高
速
に
乗
る

と
き
に
「
避
難
の
か
た
で
す
か
？
」
っ
て
訊
か
れ
た
こ
と

で
、
牛
一
郎
が
い
な
い
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
に

書
け
る
の
は
、
そ
の
一
言
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
た
だ
、

そ
れ
は
ま
っ
た
く
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
ど
こ
で
終
わ
る

か
わ
か
ら
な
か
っ
た
し
、
何
が
起
き
、
何
が
取
材
対
象
で

観
察
対
象
な
の
か
も
わ
か
ら
な
い
ま
ま
だ
っ
た
…
…
た
だ
、

い
ま
思
う
と
「
場
所
か
ら
観
察
さ
れ
て
い
る
感
じ
」
は
強

か
っ
た
で
す
ね
。
タ
イ
ト
ル
に
も
入
っ
た
「
光
」
の
イ
メ

ー
ジ
で
す
。
光
に
上
か
ら
周
り
か
ら
見
ら
れ
て
い
る
感
じ

で
、
そ
れ
が
ほ
ん
と
に
意
外
だ
っ
た
。
そ
の
意
外
さ
こ
そ

が
こ
の
作
品
を
押
し
進
め
て
い
っ
た
し
、
そ
こ
か
ら
ズ
レ

よ
う
と
す
る
と
戒
め
の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
感
じ
で
し
た
。

重
松　

福
島
に
行
く
前
に
「
お
前
は
見
る
べ
き
だ
」「
来
る

べ
き
だ
」
と
い
う
声
に
導
か
れ
ま
す
よ
ね
。
そ
の
後
「
お

前
は
こ
こ
に
残
る
べ
き
だ
」
っ
て
声
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
か
？

古
川　

出
発
す
る
前
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
考
え
ま
し
た
。

福
島
の
父
母
を
引
き
受
け
る
と
か
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
し

た
け
れ
ど
、
政
府
が
放
射
能
の
影
響
を
科
学
的
に
考
え
な

い
で
意
味
な
く
全
員
退
去
を
さ
せ
る
な
ら
そ
こ
に
自
分
が

住
め
ば
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
考
え
ま
し
た
。
移
住
し
、

そ
こ
で
発
信
す
る
。
た
だ
、
そ
れ
っ
て
ヒ
ロ
イ
ッ
ク
な
ん

で
す
よ
。
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
誰
が
救
わ
れ
る
ん
だ
ろ
う
、

と
。
も
と
も
と
い
る
人
が
発
信
す
る
の
は
い
い
と
思
う
ん

で
す
。
で
も
、
わ
ざ
わ
ざ
被
災
地
に
足
を
運
ん
で
や
る
こ

と
か
と
い
っ
た
ら
、
そ
れ
は
違
う
。
で
は
何
を
し
た
ら
、

ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
や
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
か
ら
離
れ
て
も
の
を
見
て
、

言
葉
を
届
け
て
作
品
に
ま
で
で
き
る
の
か
…
…
ど
う
し
た

ら
「
小
説
を
書
い
て
い
い
」
と
自
分
に
対
し
て
認
め
ら
れ

る
の
か
が
難
し
か
っ
た
。

　

ふ
つ
う
に
考
え
た
ら
、
こ
の
話
で
い
ち
ば
ん
異
様
な
の

は
、
ぼ
く
が
実
家
に
寄
っ
て
な
い
と
こ
ろ
じ
ゃ
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
取
材
か
ら
し
ば
ら
く
た
っ
た
あ

と
で
は
、
行
き
ま
し
た
。
半
壊
認
定
さ
れ
て
い
た
実
家
の

家
屋
は
見
た
と
き
に
愕
然
と
す
る
ぐ
ら
い
酷
か
っ
た
け
れ

ど
、
家
族
は
な
ん
と
か
立
派
に
生
き
て
い
た
。
で
も
仕
事

が
専
業
農
家
な
の
で
…
…
も
し
書
く
前
に
見
て
い
た
ら
、

そ
う
し
た
こ
と
を
書
い
た
と
思
う
ん
で
す
よ
。
で
も
、
自

分
が
一
人
称
の
「
被
災
者
の
物
語
」
を
入
れ
て
は
い
け
な

い
と
い
う
覚
悟
は
ず
っ
と
あ
っ
た
の
で
、
終
わ
る
ま
で
行

け
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
間
も
ず
っ
と
連
絡
を
と
っ

て
、
あ
ん
な
に
実
家
と
ま
め
に
連
絡
を
と
り
あ
っ
た
の
は

初
め
て
で
す
け
れ
ど
、
そ
れ
で
も
「
一
人
称
」
を
入
れ
な

い
こ
と
で
し
か
、
あ
そ
こ
で
起
き
た
こ
と
を
人
に
届
け
て

よ
い
と
い
う
自
分
へ
の
許
可
が
で
き
な
か
っ
た
ん
で
す
。

重
松　

こ
の
作
品
で
「
私
」
に
特
権
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

「
小
説
家
で
あ
る
こ
と
」
だ
け
な
ん
で
す
よ
ね
。
被
災
地

の
出
身
で
あ
る
と
か
、
身
内
が
被
災
し
た
と
い
っ
た
こ
と

は
、
一
切
特
権
に
す
る
ま
い
と
い
う
態
度
が
貫
か
れ
て
い

る
。

古
川　

書
か
な
い
の
も
お
か
し
い
か
ら
デ
ー
タ
と
し
て
は

入
れ
る
け
れ
ど
、
そ
こ
に
は
寄
り
か
か
る
ま
い
、
と
。
そ

う
し
て
い
る
と
き
の
軋
み
は
自
分
で
読
む
と
「
本
当
は
叫

ん
で
る
な
、
そ
れ
を
な
ん
と
か
押
さ
え
込
ん
で
る
な
」
っ

て
わ
か
る
ん
で
す
。
で
も
、
わ
か
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ

こ
ま
で
誠
実
に
封
印
で
き
た
こ
と
だ
ろ
う
、
推
敲
し
た
だ

け
の
意
味
は
あ
っ
た
ん
だ
、
と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
、

あ
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
五
、
六
枚
を
書
い
た
と
き
、
す
べ

て
は
ス
チ
ー
ル
の
よ
う
に
止
ま
っ
た
…
…
。

重
松　
「
私
」
す
ら
い
な
い
場
所
で
す
よ
ね
。

古
川　

そ
れ
が
で
き
た
こ
と
が
大
き
か
っ
た
で
す
ね
。
多

く
の
言
説
が
「
当
事
者
か
当
事
者
で
な
い
か
」
と
い
う
問

題
一
色
に
な
っ
て
い
る
と
き
、「
当
事
者
」
も
「
当
事
者

で
な
い
人
」
も
い
な
い
場
面
を
描
く
こ
と
が
で
き
た
。
震

災
の
あ
と
に
起
き
た
現
実
を
慰
撫
す
る
よ
う
な
も
の
を
、

物
語
＝
想
像
力
で
や
り
た
い
と
願
っ
て
、
や
れ
る
と
思
わ

な
か
っ
た
で
す
け
れ
ど
、「
や
れ
た
か
も
。
い
や
、
や
れ

た
」
と
い
う
感
じ
が
し
た
の
は
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。

重
松　

前
半
で
、
宮
沢
賢
治
に
つ
い
て
書
か
れ
た
梅
原
猛

さ
ん
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
ま
す
よ
ね
。「
小
説
は
、
や

は
り
人
間
中
心
の
物
語
」
で
あ
り
、
対
し
て
宮
沢
賢
治
は

「
人
間
だ
け
が
世
界
に
お
い
て
特
別
な
権
利
を
も
っ
て
い

る
と
は
考
え
な
い
。
鳥
や
草
や
木
、
獣
や
山
や
川
に
い
た

る
ま
で
、
す
べ
て
が
人
間
と
同
じ
よ
う
に
永
遠
の
生
命
を

も
っ
て
い
る
」
と
考
え
て
い
る
、
と
。『
馬
た
ち
よ
』
は

小
説
だ
け
れ
ど
も
最
後
に
は
人
間
中
心
で
は
な
く
な
る
わ

け
で
、
そ
れ
が
梅
原
さ
ん
の
言
葉
に
対
す
る
回
答
に
も
な

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
す
か
。

古
川　

原
発
事
故
の
こ
と
が
大
き
い
と
思
う
ん
で
す
が
、

震
災
が
た
だ
の
自
然
災
害
で
は
な
く
て
「
人
災
」
で
も
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
は
、「
人
間
が
、
人
間
以
外
の
も
の
を

巻
き
込
ん
で
し
ま
っ
た
」
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ

を
写
す
と
き
、
人
間
が
人
間
を
書
い
た
と
こ
ろ
で
、
外
側

に
立
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
動
物
た
ち
の
目
線
や
、
動
物

た
ち
に
届
け
る
言
葉
で
な
い
限
り
、
わ
れ
わ
れ
自
身
を
大

き
く
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か―

そ
う

い
う
気
持
ち
は
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
二
種
類
の
動
物

し
か
い
な
い
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
向
か
わ
せ
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

重
松　

原
発
を
挟
ん
で
ど
ち
ら
に
立
つ
か
で
は
な
く
、
等

し
く
罪
悪
感
が
あ
り
、
等
し
く
許
さ
れ
て
い
る
感
も
あ
る
、

そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
立
と
う
と
し
て
い
る
気
が
し
ま
す
。

古
川　

一
旦
書
い
た
け
れ
ど
削
っ
た
も
の
は
あ
り
ま
す
。

「
な
ん
で
唯
一
の
被
爆
国
が
原
発
先
進
国
に
な
っ
た
ん

だ
」
と
、
い
ち
ど
は
書
い
た
ん
で
す
よ
。
で
も
、
そ
れ
だ

と
「
誰
が
悪
い
」
と
か
「
自
分
ら
が
悪
い
」
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
否
定
は
し
な
い
け
れ
ど
、
自

分
の
な
か
で
咀
嚼
で
き
な
い
ま
ま
出
し
ち
ゃ
う
こ
と
は
す

ご
く
怖
い
し
、
そ
こ
を
話
し
て
い
る
限
り
は
辿
り
着
け
な

い
場
所
が
あ
る
の
も
わ
か
る
。

重
松　

そ
こ
で
は
「
語
ら
な
い
」
と
い
う
選
択
肢
も
当
然

考
え
ら
れ
た
と
思
う
け
れ
ど
、
古
川
さ
ん
は
そ
の
選
択
肢

を
認
め
な
が
ら
も
、
で
も
語
る
側
を
選
ん
だ
。

古
川　

語
ら
な
い
選
択
肢
は
当
然
あ
り
ま
し
た
。「
一
人

称
」
に
戻
っ
て
実
家
に
行
っ
て
手
伝
え
ば
い
い
。
で
も
、

書
く
こ
と
で
同
じ
ぐ
ら
い
物
理
的
に
貢
献
す
る
と
こ
ろ
ま

で
行
け
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
。
し
か
し
、
自
分
の
や
り
か

た
を
崩
さ
ず
に
そ
れ
を
や
る
こ
と
が
、
な
に
を
意
味
す
る

の
か―

苦
し
か
っ
た
の
は
、
い
ま
ま
で
や
っ
て
き
た
こ

と
が
間
違
い
だ
っ
た
と
気
づ
か
さ
れ
た
こ
と
で
、「
あ
の

作
品
も
間
違
っ
て
い
た
、
こ
れ
も
間
違
っ
て
い
た
、
お
前

の
こ
の
数
年
間
ほ
と
ん
ど
駄
目
だ
」
と
自
分
を
検
証
し
な

が
ら
否
定
し
て
い
く
過
程
は
き
つ
か
っ
た
で
す
。

重
松　

否
定
し
た
あ
と
、『
馬
た
ち
よ
』
を
書
い
て
救
え
ま

し
た
？

古
川　

い
や
、
過
ち
は
過
ち
と
し
て
も
、
救
え
な
い
部
分

も
あ
り
ま
す
。
わ
か
り
や
す
く
現
象
面
だ
け
を
辿
っ
て
も
、

震
災
前
か
ら
書
い
て
る
作
品
が
三
つ
あ
っ
た
け
れ
ど
、
ひ

と
つ
は
も
う
駄
目
に
な
り
ま
し
た
。
も
う
書
け
な
い
、
だ

か
ら
最
終
回
に
す
る
。
し
か
も
最
後
に
、
ぜ
ん
ぜ
ん
関
係

な
い
の
に
福
島
の
話
を
し
て
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
も

う
一
個
は
、
書
け
な
く
な
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
作
品
だ

け
れ
ど
、
そ
れ
す
ら
突
っ
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
。
で
も
、

本
に
な
る
の
は
二
年
後
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
長
い
も
の

だ
か
ら
、
震
災
か
ら
二
年
経
っ
た
人
々
が
読
み
た
い
も
の

に
変
え
ら
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
そ
こ
に
必
死
に
縋
っ
て

い
ま
す
。
も
う
一
作
は
現
代
を
舞
台
に
し
て
い
て
、
そ
の

ぶ
ん
む
し
ろ
逆
に
こ
の
ま
ま
い
け
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ

ど
…
…
。

重
松　

震
災
も
取
り
込
ん
じ
ゃ
っ
て
。

古
川　

そ
う
、
消
化
し
て
い
け
る
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
、

い
ま
も
う
通
じ
な
い
作
品
が
あ
り
、
二
年
後
に
出
し
て
も

通
じ
な
い
部
分
が
見
え
た
と
き
、「
お
前
が
や
っ
て
い
た

こ
と
は
、
地
震
が
来
た
ら
崩
れ
る
程
度
の
こ
と
だ
っ
た
ん

だ
よ
」
と
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
単
純
に
、
エ
ゴ
の

た
め
に
書
い
て
い
た
も
の
が
あ
る
と
わ
か
っ
た
ん
で
す
。

「
自
分
は
す
ご
い
ん
だ
」
と
人
に
言
わ
せ
た
か
っ
た
、
そ

う
い
う
も
の
を
書
い
て
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
の
こ
と

に
ガ
ッ
カ
リ
し
ま
し
た
。

重
松　

そ
こ
ま
で
言
う
の
は
、
自
分
に
厳
し
す
ぎ
る
感
じ

も
し
ま
す
け
れ
ど
…
…
あ
れ
ら
の
作
品
は
ぜ
ん
ぶ
エ
ゴ
で

古
川
日
出
男　

　

年
生
。『

ゴ
シ
ッ
ク
』、『

』（
第
一
九
回
三
島
由
紀
夫
賞
）
ほ
か
。



す
か
？

古
川　

わ
か
ら
な
い
で
す
、
ほ
ん
と
う
の
と
こ
ろ
は
。
た
だ
、

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
い
ま
も
考
え
ま
す
。
周
囲
で
は
、

だ
ん
だ
ん
震
災
や
被
災
の
空
気
が
な
く
な
っ
て
、
復
旧
に

向
か
っ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
。
で
も
、
自
分
の
な
か
で

は
進
行
形
の
ま
ま
、
小
説
家
と
し
て
小
説
に
対
し
て
内
部

被
曝
し
て
い
る
。
こ
れ
を
認
め
て
い
く
し
か
な
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

時
間
が
壊
れ
た

重
松　
「
三
・
一
一
」
と
い
う
の
は
、
た
し
か
に
地
震
が
起

き
て
津
波
が
来
た
日
付
で
す
。
で
も
、
い
ま
や
そ
れ
ら
は

日
付
を
離
れ
た
現
在
進
行
形
で
す
よ
ね
。

古
川　

だ
っ
て
漏
れ
つ
づ
け
て
い
る
し
。

重
松　

そ
の
「
日
付
が
混
乱
し
て
い
る
こ
と
」
が
、
作
品

に
と
っ
て
は
、
じ
つ
は
大
き
な
意
味
が
あ
る
と
思
う
ん
で

す
。
日
付
が
失
わ
れ
た
状
況
に
定
点
観
測
的
に
日
付
を
打

ち
込
ん
で
い
く
こ
と
が
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
で
あ
り
、
日
付

を
よ
り
無
化
し
て
い
く
の
が
小
説
で
あ
る
、
と
い
う
点
で
。

古
川　

小
説
は
、
ど
こ
か
で
永
遠
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
欲

望
す
る
も
の
だ
と
思
う
ん
で
す
。
消
費
さ
れ
る
も
の
で
は

な
い
、
と
い
う
。
時
間
に
対
す
る
そ
の
意
識
が
、
ル
ポ
の

よ
う
に
日
付
を
楔
と
し
て
打
ち
込
む
の
で
は
な
い
仕
方
を

選
ぶ
ん
で
し
ょ
う
ね
。『
馬
た
ち
よ
』
に
と
っ
て
も
、
そ

れ
は
か
か
わ
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

重
松　

ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
は
、「
震
災
か
ら
何
ヶ
月
」「
百

日
目
」
と
か
、
ど
ん
ど
ん
変
わ
る
日
付
に
よ
っ
て
、
描
く

風
景
も
ど
ん
ど
ん
変
え
て
い
き
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
、
地

震
や
津
波
の
被
災
地
に
と
っ
て
は
、
意
味
が
あ
る
。
復
興

が
進
み
、
仮
設
住
宅
が
建
ち
…
…
と
、
観
察
日
記
の
よ
う

な
日
付
が
必
要
な
ん
で
す
。
で
も
原
発
に
関
し
て
は
、
百

日
目
と
二
百
日
目
で
ど
う
変
わ
る
か
が
見
え
な
い
。
つ
ま

り
、
ル
ポ
が
で
き
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
そ
こ
で
行
使
で

き
る
の
は
想
像
力
で
あ
り
、
さ
っ
き
の
古
川
さ
ん
の
言

い
か
た
を
借
り
れ
ば
「
光
を
見
る
か
、
見
な
い
か
」
に

な
っ
て
く
る
と
思
う
。

古
川　

た
し
か
に
、
地
震
や
津
波
は
時
間
を
壊
さ
な
く
て

書
け
ま
す
よ
ね
。

重
松　

そ
の
ぶ
ん
、
再
生
の
物
語
も
つ
く
り
や
す
い
。「
何

日
目
で
こ
れ
が
生
ま
れ
て
、
こ
れ
が
戻
っ
た
」
と
。『
馬

た
ち
よ
』
の
作
中
に
出
て
き
た
水
族
館
の
「
ア
ク
ア
マ
リ

ン
ふ
く
し
ま
」
で
も
、
い
ま
は
魚
が
戻
っ
て
き
ま
し
た
よ

ね
。
で
も
、
原
発
事
故
と
い
う
意
味
で
は
、
福
島
と
い
う

土
地
に
日
付
が
戻
っ
て
く
る
の
は
、
数
十
年
後
か
も
し
れ

な
い
。
そ
の
意
味
で
、
作
品
の
描
き
か
た
も
、
何
通
り
も

あ
る
気
は
す
る
ん
で
す
が
、
古
川
さ
ん
は
『
馬
た
ち
よ
』

で
被
災
地
に
立
つ
こ
と
を
全
う
し
ま
し
た
か
。
そ
れ
と
も

別
の
か
た
ち
で
被
災
地
と
の
向
き
合
い
か
た
が
は
じ
ま
り

ま
す
か
。

古
川　

後
者
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
「
小
説
家
と
し
て
」

な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
次
は
「
一
人
称
」
だ
ろ

う
と
は
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
い
ま
ぼ
く
は
福
島
に
戻
る

と―

こ
ん
な
感
情
を
口
に
し
て
い
い
の
か―

「
福
島
、

美
し
い
」
と
思
う
ん
で
す
。
次
に
や
る
と
し
た
ら
、
そ
う

い
う
こ
と
で
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
自
分
の
い
ま
ま
で
を

完
全
否
定
し
つ
つ
転
向
し
な
い
で
書
く
た
め
に
、
ま
ず
最

初
に
「
二
人
称
」
と
し
て
の
『
馬
た
ち
よ
』
を
や
っ
た
か

ら
、
こ
の
あ
と
は
も
っ
と
本
当
に
個
人
的
な
こ
と
を
、
と
。

作
品
で
も
言
及
し
た
、
出
身
の
小
学
校
の
校
庭
に
、
先
週

行
っ
た
ん
で
す
が
、
剝
き
出
し
の
削
り
取
っ
た
表
土
が
山

に
な
っ
て
い
て
、
ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト
も
か
け
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
に
近
寄
っ
て
「
あ
あ
、
こ
う
い
う

こ
と
か
」
と
思
う―

そ
の
こ
と
を
語
っ
て
も
い
い
ん
だ

ろ
う
な
、
と
。
震
災
直
後
に
み
ん
な
が
か
か
わ
っ
た
や
り

か
た
を
、
こ
れ
か
ら
は
、
や
っ
て
も
い
い
気
が
す
る
。

重
松　

そ
れ
は
、
い
ち
ど
違
う
や
り
か
た
を
で
き
た
か
ら

で
す
か
。

古
川　

そ
れ
も
あ
る
け
れ
ど
、
福
島
以
外
は
復
興
が
は
じ

ま
っ
て
、
あ
の
か
か
わ
り
か
た
を
や
め
て
い
く
と
思
う
ん

で
す
よ
。
で
も
、
福
島
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
だ
か
ら
そ
の

か
か
わ
り
か
た
を
し
て
い
く
ん
だ
ろ
う
、
と
い
う
予
感
で

す
。
ル
ポ
と
小
説
の
話
で
重
松
さ
ん
が
言
わ
れ
た
よ
う
に
、

福
島
の
場
合
、
壊
さ
れ
た
の
は
「
時
間
」
で
し
た
。
地
震

と
津
波
は
空
間
を
壊
し
た
け
れ
ど
、
そ
れ
は
壊
さ
れ
た
物

を
埋
め
て
、
直
せ
る
ん
で
す
。
ち
ゃ
ん
と
日
付
が
再
生
の

重
松
清　

　

年
生
。『
ポ
ニ
ー
テ
ー
ル
』、『
十
字
架
』（
第
四
四
回
吉
川
英
治
文
学
賞
）
ほ
か
。



日
付
に
な
る
。
で
も
、
時
間
を
壊
さ
れ
た
世
界
は
ど
う
す

れ
ば
い
い
の
か
。
ぼ
く
は
、
そ
こ
に
も
う
い
ち
ど
入
っ
て

い
く
た
め
に
、
ま
ず
馬
た
ち
を
見
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

時
間
が
壊
れ
て
い
る
こ
と
を
全
身
で
浴
び
て
、
作
品
に
で

き
る
な
ら
こ
う
や
っ
て
作
品
に
し
て
み
て
、
そ
の
あ
と
で
、

再
び
壊
れ
た
体
で
入
っ
て
い
っ
て
、
時
間
の
な
い
世
界
を

肉
や
土
や
緑
の
あ
る
も
の
と
し
て
描
く
こ
と
に
な
る
ん
じ

ゃ
な
い
か
と
。

重
松　

い
ま
古
川
さ
ん
が
言
わ
れ
た
こ
と
は
、
よ
く
わ
か

り
ま
す
。
ぼ
く
は
三
日
前
ま
で
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
取
材
を
し

て
い
た
ん
で
す
が
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
の
三
〇
キ
ロ
圏
内

で
は
何
カ
所
も
検
問
が
あ
る
ん
で
す
が
、
検
問
を
越
え
て

も
越
え
て
も
風
景
が
変
わ
っ
て
い
か
な
い
。

　

チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
に
行
く
前
は
、
ず
っ
と
津
波
の
被
災

地
を
回
っ
て
い
ま
し
た
。
津
波
を
受
け
た
と
こ
ろ
は
、
カ

ー
ブ
を
曲
が
っ
た
ら
瓦
礫
が
目
の
前
に
広
が
っ
て
い
る
、

そ
の
風
景
の
変
わ
り
具
合
に
絶
句
し
て
い
た
ん
で
す
。
と

こ
ろ
が
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
で
は
風
景
が
変
わ
ら
な
い
こ

と
に
絶
句
し
た
。
風
景
が
変
わ
ら
な
い
と
、
時
間
の
感
覚

が
な
く
な
る
ん
で
す
ね
。
時
間
が
進
ん
で
い
な
い
よ
う
な

気
が
す
る
。

　

し
か
も
ウ
ク
ラ
イ
ナ
な
ん
か
は
ま
だ
、
放
射
線
の
影
響

を
単
純
な
同
心
円
で
や
っ
て
い
る
。「
二
〇
キ
ロ
圏
内
」

と
か
ね
。
で
も
、
た
ぶ
ん
ホ
ッ
ト
ス
ポ
ッ
ト
が
い
っ
ぱ
い

あ
る
は
ず
で
す
。
そ
う
な
る
と
今
度
は
、
コ
ン
パ
ス
で
測

る
距
離
感
も
な
く
な
る
。

古
川　

な
く
な
り
ま
す
ね
。
時
間
が
狂
う
こ
と
が
空
間
そ

の
も
の
も
歪
め
て
い
る
。

重
松　

そ
こ
に
生
ま
れ
る
も
の
は
な
ん
だ
ろ
う
、
と
思
う

ん
で
す
。
そ
こ
に
住
み
着
く
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
に
イ
ノ
シ
シ
が
た
く
さ
ん
い
た
ん
で
す
。

動
物
は
他
に
も
い
っ
ぱ
い
い
た
。
プ
リ
ピ
ャ
チ
と
い
う
町

は
、
ぼ
く
が
見
て
き
た
資
料
で
は
本
当
に
ゴ
ー
ス
ト
タ
ウ

ン
だ
っ
た
ん
だ
け
れ
ど
、
二
五
年
経
つ
と
並
木
が
建
物
を

越
え
て
覆
っ
て
い
て
、
建
物
の
屋
上
か
ら
町
全
体
を
見
る

と
、
不
謹
慎
な
言
い
か
た
だ
け
れ
ど
、
森
の
な
か
に
リ
ゾ

ー
ト
マ
ン
シ
ョ
ン
が
点
在
し
て
い
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
感

じ
だ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
、「
あ
あ
、
人
間
の
痕
跡
が
な
く

な
っ
て
二
五
年
な
ん
だ
ね
」
と
わ
か
る
。
で
も
、
そ
れ
は

五
年
や
一
〇
年
で
は
わ
か
ら
な
い
。
も
っ
と
言
う
と
、
セ

シ
ウ
ム
の
半
減
期
の
ス
パ
ン
は
半
端
じ
ゃ
な
い
か
ら
、
短

い
ス
パ
ン
で
は
描
き
よ
う
が
な
い
。

　

い
ま
は
ど
の
メ
デ
ィ
ア
で
も
震
災
も
の
や
原
発
も
の
は

必
要
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
人
は
次
々
に
取
材
に
行
く
し
、

記
事
が
書
か
れ
る
。
で
も
一
〇
年
後
、
二
〇
年
後
は
…
…
。

古
川　

な
く
な
り
ま
す
ね
。
一
〇
年
も
保
た
な
い
と
思
い

ま
す
ね
。

重
松　

少
な
く
と
も
一
〇
年
が
経
つ
と
、
津
波
の
被
災
地

は
「
こ
れ
だ
け
よ
く
な
り
ま
し
た
」
と
示
せ
ま
す
よ
ね
。

で
も
、
原
発
の
被
災
地
は
、
時
間
の
失
わ
れ
た
ま
ま
の

一
〇
年
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
と
き
、
時
間
や
空
間
の

感
覚
が
失
わ
れ
た
も
の
を
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
が
書
く
の
は
、

と
て
も
難
し
い
。
そ
れ
こ
そ
が
、
さ
っ
き
古
川
さ
ん
の
言

わ
れ
た
「
想
像
力
」
の
果
た
す
べ
き
役
割
な
ん
だ
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
を
い
ち
早
く
古
川
さ
ん
が
や
っ
た
感
じ
が
す

る
。

古
川　

時
間
も
狂
っ
て
、
空
間
で
も
コ
ン
パ
ス
的
な
も
の

が
狂
っ
て
い
く
場
所
と
い
う
の
は
、
よ
く
言
え
ば
、
原
初

の
状
態
、
宇
宙
が
こ
れ
か
ら
生
ま
れ
る
よ
う
な
状
態
と
し

て
あ
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。
そ
の
土
地
を
、「
終
わ
っ
て
い

く
場
所
」
じ
ゃ
な
く
、
神
話
的
な
「
始
ま
り
の
場
所
」
と

し
て
捉
え
な
お
す
こ
と
が
大
事
に
な
っ
て
く
る
と
思
う
ん

で
す
よ
。

　

い
ま
は
悲
劇
が
起
き
た
ば
か
り
だ
か
ら
、
悲
劇
を
言
う

こ
と
が
必
要
だ
と
思
う
ん
で
す
。
で
も
一
〇
年
、
一
五
年

経
っ
た
と
き
、
悲
劇
を
言
い
つ
づ
け
る
報
道
は
た
ぶ
ん
な

く
な
る
ん
で
す
よ
。
あ
ま
り
に
も
悲
劇
を
言
い
す
ぎ
る
と
、

か
え
っ
て
み
な
触
れ
た
く
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
拉
致
問

題
と
か
が
お
そ
ら
く
そ
う
い
う
構
図
な
ん
だ
け
れ
ど
、
そ

れ
と
同
じ
こ
と
が
お
そ
ら
く
福
島
に
も
起
き
る
。
そ
れ
を

ど
う
や
っ
て
、「
こ
ん
な
に
酷
い
」
で
は
な
く
、「
見
て
み

れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
き
れ
い
な
だ
け
だ
よ
」
と
言
う
か
。

『
馬
た
ち
よ
』
で
ぼ
く
は
「
美
し
い
」
と
書
い
て
い
る
け

れ
ど
、
ま
だ
な
に
か
が
ズ
レ
て
い
る
。
そ
こ
が
言
葉
と
し

て
届
く
と
こ
ろ
に
行
か
な
い
限
り
、
あ
の
場
所
の
一
〇
年
、

一
五
年
を
同
時
代
に
届
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
ん
で
し
ょ

う
ね
。

重
松　

タ
イ
ト
ル
に
も
あ
る
「
無
垢
」
と
い
う
言
葉
は
、

悲
し
い
言
葉
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
誕
生
の

美
し
さ
に
含
ま
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
死
に
も
含
ま
れ
て

い
る
。
じ
つ
は
そ
れ
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
な
か
な

か
難
し
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
調
査
報
道
な

ど
は
特
に
、「
無
垢
」
を
受
け
容
れ
て
し
ま
っ
た
ら
取
材

が
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
一
見
「
無
垢
」
を
装
っ
て
い
る
も

の
の
化
け
の
皮
を
剝
ぐ
の
が
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
一
つ

の
醍
醐
味
で
す
が
、
だ
か
ら
こ
そ
逆
に
「
無
垢
」
を
無
垢

の
ま
ま
、
い
わ
ば
「
無
垢
な
る
無
垢
」
を
描
く
の
は
難
し

い
と
思
う
ん
で
す
。

古
川　

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
論
理
と
し
て
無
理
な
ん
で

し
ょ
う
ね
。

重
松　

そ
う
。
だ
か
ら
、『
馬
た
ち
よ
』
の
よ
う
な
か
た
ち

で
無
垢
な
る
も
の
を
、
生
と
死
が
同
じ
に
な
っ
て
い
る
こ

と
を
描
く
の
は
、
や
っ
ぱ
り
小
説
の
力
だ
と
思
い
ま
し
た
。

と
く
に
、
最
後
の
一
行
で
「
自
分
」
が
戻
っ
て
く
る
か
た

ち
が
ね
。

古
川　

あ
そ
こ
で
や
っ
と
、
言
葉
を
出
せ
た
ん
で
す
よ
ね
。

重
松　

こ
こ
で
終
わ
り
は
じ
ま
る
、
と
い
う―

ま
さ
に

死
と
生
の
一
体
感
。

古
川　

ど
う
終
る
の
か
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
し
、
最
後
に

な
っ
て
「
自
分
」
が
語
る
こ
と
に
戻
っ
て
く
る
こ
と
も
わ

か
ら
な
か
っ
た
し
、
そ
の
フ
レ
ー
ズ
も
用
意
し
て
い
な
く

て
、
ほ
ん
と
う
に
あ
そ
こ
で
初
め
て
出
て
き
た
言
葉
な
ん

で
す
。
も
と
も
と
こ
の
作
品
は
タ
イ
ト
ル
が
先
に
あ
り
ま

し
た
。
福
島
に
行
っ
て
見
た
そ
の
日
の
う
ち
に
じ
っ
と
考

え
て
出
来
た
作
品
で
、
あ
そ
こ
で
見
た
こ
と
を
十
数
文
字

ぐ
ら
い
で
ま
と
め
る
と
し
た
ら
こ
れ
し
か
な
い
、
そ
う
感

じ
た
と
こ
ろ
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
。
そ
の
こ
と
だ
け
が
、

あ
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
言
葉
を
語
ら
せ
て
も
ら
え
る
何
か

に
つ
な
が
っ
た
気
が
し
ま
す
ね
。

バ
イ
ブ
ル
、
ビ
ン
ラ
デ
ィ
ン
、
新
婚
ホ
ヤ
ホ
ヤ
、
椎
茸
農
家
と

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
…
を
め
ぐ
っ
て
広
が
る
こ
の
対
談
の
続
き
は
、

発
売
中
の
「
早
稲
田
文
学
④
」
に
掲
載
！　

対
談
後
、
研
ぎ
澄

ま
さ
れ
た
ふ
た
り
が
挑
む
書
き
下
ろ
し
作
品
も
必
読
！！

詳
し
く
は
、
本
誌
15
頁
の
広
告
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

重
松

「
そ
こ
に
生
ま
れ
る
も
の
は

な
ん
だ
ろ
う
」

古
川

「
時
間
が
狂
う
こ
と
が

空
間
そ
の
も
の
も
歪
め
て
い
る
」



居
酒
屋
の
前
の
往
来
、
路
の
ま
ん
な
か
で
蛸
が
酔
っ
て
い
る
。

「
た
ー
こ
た
ー
こ
、
た
ー
こ
た
ー
こ
」
と
地
面
を
手
で
叩
い
て
拍
子
を

つ
け
な
が
ら
、
蛸
が
声
高
に
唄
う
。

花
風
の
吹
く
夕
、
往
来
に
面
し
て
油
染
み
た
暖
簾
を
出
す
居
酒
屋
の
、

店
先
に
は
ビ
ー
ル
ケ
ー
ス
が
積
ま
れ
、
立
て
看
板
、
一
升
壜
、
牡
蠣
殻

が
並
ぶ
。
朱
塗
り
の
行
燈
の
明
り
の
先
に
、
蛸
が
八
本
あ
る
足
を
だ
ら

り
と
伸
ば
し
、
腹
を
兼
ね
た
頭
を
横
様
に
倒
し
な
が
ら
、
墨
吐
き
口
を

突
き
出
し
て
唄
っ
て
い
る
。

唄
う
合
間
に
、「
う
い
ー
っ
」
と
一
つ
吐
く
。
ま
た
唄
う
。
そ
れ
を

繰
り
返
す
。
行
き
交
う
人
々
は
、『
あ
れ
は
何
だ
』
と
い
う
様
な
眼
で

見
て
い
る
。

青
年
が
一
人
、
な
だ
ら
か
な
肩
を
ま
っ
す
ぐ
に
起
こ
し
つ
つ
、
電
気

屋
、
乾
物
屋
、
鳥
肉
屋
と
並
び
、
居
酒
屋
に
続
く
商
店
街
を
歩
い
て
来
た
。

下
へ
向
け
た
視
線
の
先
に
は
蛸
が
酔
っ
て
い
る
。

「
お
っ
、
そ
こ
の
兄
さ
ん
。
ど
う
だ
い
景
気
は
」
と
蛸
は
ね
め
す
え
た
。

「
い
や
、
ま
あ
」
と
青
年
は
細
面
に
呆
れ
た
顔
付
を
見
せ
て
、
足
を
と

め
た
。

「
い
や
、
ま
あ
。
か
。
い
い
ね
え
。
い
や
、
ま
あ
。
ま
っ
た
く
、
世
の

な
か
、何
事
も
『
い
や
、ま
あ
』
く
ら
い
が
ち
ょ
う
ど
い
い
っ
て
も
ん
だ
」

「
そ
う
で
す
ね
。
そ
れ
で
は
」
と
青
年
は
素
っ
気
な
く
相
槌
を
打
っ
て

立
ち
去
ろ
う
と
す
る
。

「
お
っ
、
ど
こ
か
用
で
も
あ
る
の
か
い
」

蛸
が
這
い
ず
っ
て
引
き
と
め
た
。

「
別
に
、
家
に
帰
る
と
こ
ろ
で
す
」

「
お
お
、
そ
う
か
い
。
そ
り
ゃ
奇
遇
だ
。
お
れ
も
こ
れ
か
ら
家
に
帰
る

と
こ
ろ
よ
」

「
そ
う
で
す
か
。
で
は
」
と
話
を
切
ろ
う
と
す
る
青
年
の
足
下
に
蛸
が

滑
り
寄
っ
た
。

「
い
や
い
や
い
や
、
ち
ょ
っ
と
待
ち
な
っ
て
。
ど
う
せ
な
ら
一
緒
に
帰

ろ
う
じ
ゃ
な
い
の
。兄
さ
ん
、あ
れ
だ
ろ
。小
川
さ
ん
と
こ
ろ
の
子
だ
ろ
」

「
え
、
え
え
」
と
青
年
は
た
じ
ろ
ぐ
。

「
だ
ろ
。お
れ
は
あ
れ
だ
よ
。山
本
。知
っ
て
る
で
し
ょ
。向
う
横
丁
の
」

「
え
え
、
一
応
」

「
お
れ
は
山
本
の
所
で
間
借
り
し
て
ん
だ
。
と
言
っ
て
も
壺
だ
け
ど
な
。

ア
ッ
ハ
ッ
ハ
」

青
年
が
歩
き
出
し
て
、
蛸
も
並
ん
で
つ
い
て
行
く
。
地
を
這
う
大
柄

な
ヒ
ト
デ
の
様
で
あ
る
。

「
い
や
あ
。
今
日
は
昼
間
っ
か
ら
飲
ん
だ
、
飲
ん
だ
。
日
の
暮
れ
ね
え

う
ち
の
酒
は
こ
た
え
ら
れ
ね
え
な
。
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
で
や
っ
て
る
様
な

酒
は
大
抵
だ
め
だ
が
、
明
る
い
う
ち
か
ら
飲
み
ゃ
甘
露
だ
な
。
見
て
よ
。

顔
真
っ
赤
で
し
ょ
。
茹
で
な
く
て
も
赤
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
。
ア
ッ
ハ
ッ

ハ
。
腰
も
抜
け
て
ま
す
。
で
も
肩
は
借
り
ま
せ
ん
。
蛸
だ
か
ら
」

蛸
は
足
を
し
な
ら
せ
て
、
か
ら
か
ら
と
笑
い
、
青
年
へ
顔
を
向
け
る

と
別
の
話
へ
飛
ぶ
。

「
し
っ
か
し
、
あ
の
、
暗
渠
の
流
れ
の
角
の
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
も
ど
う

な
る
の
か
ね
。
ず
う
っ
と
空
き
地
の
ま
ん
ま
だ
よ
。
こ
の
辺
の
者
は
残

ら
ず
反
対
し
て
い
る
し
、
一
昨
日
通
り
か
か
っ
た
ら
、
建
設
許
可
証
が

外
れ
て
い
た
け
ど
ね
。
諦
め
る
の
か
ね
」

「
あ
そ
こ
は
、
景
観
に
気
を
配
り
な
が
ら
通
り
よ
り
引
っ
こ
め
て
、
緩

や
か
な
段
々
畑
の
よ
う
な
マ
ン
シ
ョ
ン
に
設
計
し
直
し
て
い
る
ら
し
い

で
す
よ
。
壁
も
淡
い
ク
リ
ー
ム
色
に
す
る
と
か
で
」
と
青
年
は
答
え
た
。

「
へ
え
、
そ
う
な
の
。
し
か
し
、
皆
景
観
保
全
と
か
言
っ
ち
ゃ
っ
て
、

あ
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
辻
向
い
の
ア
パ
ー
ト
見
ろ
。
壁
な
ん
か
、
ど
ピ
ン

ク
だ
よ
。
そ
れ
が
塀
も
な
く
て
。
そ
の
隣
は
玉
子
色
に
塗
っ
ち
ゃ
っ
た

家
と
か
が
、
往
来
い
っ
ぱ
い
に
ま
で
迫
り
出
し
て
、
そ
れ
が
ま
た
赤
だ

緑
だ
っ
つ
う
の
ぼ
り
立
て
て
景
観
守
れ
っ
て
や
っ
て
ん
だ
か
ら
、
ど
っ

ち
が
ど
っ
ち
だ
か
、
わ
か
り
ゃ
あ
し
な
い
よ
。
そ
う
思
わ
な
い
」

「
え
、
え
え
、
そ
う
で
す
ね
」

「
そ
の
点
、
小
川
さ
ん
家
は
立
派
だ
。
今
で
も
生
垣
を
結
い
め
ぐ
ら
せ

て
い
る
。
い
い
ね
え
。
う
ち
の
隣
の
毛
糸
屋
な
ん
か
、
家
ご
と
立
て
直

す
っ
て
ん
で
、
ど
う
す
る
の
か
と
思
っ
た
ら
、
マ
ッ
チ
箱
み
た
い
な
三

階
建
て
で
。
ま
あ
、
手
ぶ
ら
で
挨
拶
に
来
る
く
れ
え
だ
か
ら
、
ろ
く
な

も
ん
は
建
て
ね
え
だ
ろ
う
と
思
っ
て
た
け
ど
よ
。
せ
っ
か
く
の
地
面
も

コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
塞
い
じ
ゃ
っ
て
。
生
垣
は
も
ち
ろ
ん
、
塀
も
な
し
。

門
も
な
し
。
そ
の
く
せ
、
い
っ
ち
ょ
ま
え
に
車
止
め
る
所
は
拵
え
て
よ
。

こ
の
間
な
ん
か
、
路
を
渡
っ
た
と
っ
つ
き
で
、
い
き
な
り
警
笛
鳴
ら
し

や
が
っ
て
、
ま
る
で
犬
猫
扱
い
よ
。
し
か
し
毛
糸
屋
っ
て
、
そ
ん
な
に

儲
か
る
の
か
ね
」
と
青
年
に
向
く
。

「
毛
糸
を
仕
入
れ
て
並
べ
て
お
く
だ
け
で
す
か
ら
」

「
毛
糸
屋
を
閉
め
た
際
は
、
老
夫
婦
、
こ
れ
で
御
隠
居
だ
。
ご
苦
労
様

で
し
た
。
あ
と
は
、
長
年
暮
ら
し
た
家
で
ご
ゆ
っ
く
り
っ
て
思
っ
て
い

た
ら
、
普
請
っ
て
話
だ
。
他
に
儲
け
口
を
持
っ
て
い
た
の
か
も
な
。
住

宅
メ
ー
カ
ー
の
若
い
営
業
の
他
に
、
上
役
み
た
い
な
の
が
つ
い
て
来
た

か
ら
。
一
括
で
払
っ
た
ん
だ
よ
。
で
も
あ
れ
だ
な
、
や
っ
ぱ
り
い
く
ら

立
派
に
築
い
て
も
、
門
が
ね
え
と
締
ま
ら
ね
え
な
、
家
は
。
見
た
有
様

は
蔵
か
櫓
だ
な
。
う
ち
の
素
人
下
宿
な
ん
か
で
も
よ
、
門
開
け
て
そ
の

ま
ま
一
歩
も
入
ら
ず
に
玄
関
の
戸
を
引
け
る
か
ら
ね
。
そ
れ
ほ
ど
狭
く

っ
た
っ
て
、
や
っ
ぱ
り
門
が
あ
る
と
い
い
わ
な
。
帰
っ
て
き
た
っ
て
感

じ
が
あ
る
は
ず
よ
」

「
そ
う
で
す
ね
え
。
門
が
あ
っ
た
方
が
出で

入は
い

り
が
気
楽
で
し
ょ
う
ね
」

「
あ
り
ゃ
、
一
つ
間
が
あ
る
ん
だ
な
。
玄
関
の
出
端
に
往
来
じ
ゃ
、
そ

わ
そ
わ
し
ち
ま
う
ん
だ
よ
。
自
分
の
身
が
内
か
ら
外
へ
出
ん
と
す
る
の

に
、
つ
か
の
間
で
も
あ
る
と
違
う
ん
だ
よ
。
そ
れ
が
庭
な
り
、
ア
パ
ー

ト
の
廊
下
で
も
い
い
わ
な
。
そ
う
い
う
、
内
と
外
の
間
が
あ
れ
ば
神
経

が
楽
な
ん
だ
。
帰
り
も
同
じ
こ
と
よ
。
往
来
か
ら
い
き
な
り
家
だ
と
、

外
の
気
が
入
り
込
ん
で
来
る
様
で
落
ち
着
か
な
い
ん
だ
な
。
と
、
そ
う

い
え
ば
、
小
川
さ
ん
の
ご
主
人
最
近
遅
い
ん
だ
っ
て
」
と
蛸
の
口
か
ら

洩
れ
る
話
の
流
れ
は
ま
た
変
る
。

「
え
え
、
残
業
が
多
い
よ
う
で
」

「
本
当
に
。
コ
レ
な
ん
じ
ゃ
な
い
の
」
と
蛸
は
小
指
の
つ
も
り
で
足
の

先
を
一
本
立
て
た
。

蛸
親
爺
（
1
）雅
雲
す
く
ね



「
そ
ん
な
甲
斐
性
な
い
か
。
ア
ッ
ハ
ッ
ハ
。
い
や
、こ
れ
は
失
敬
。
で
も
、

体
は
い
た
わ
っ
た
方
が
い
い
よ
。
今
、
歳
は
関
係
な
い
か
ら
」

「
お
じ
さ
ん
も
、
気
を
つ
け
て
下
さ
い
」
と
青
年
も
気
を
遣
っ
た
。

「
お
じ
さ
ん
か
。
へ
へ
っ
。
そ
う
な
ん
だ
よ
。
お
れ
は
こ
う
見
え
て
お

じ
さ
ん
な
ん
だ
。
こ
の
間
ま
で
は
、
背
広
を
着
て
会
社
に
通
っ
て
い
た

の
に
な
あ
。
ど
う
し
て
こ
う
な
っ
た
か
。
我
が
身
な
が
ら
見
当
が
つ
か

ね
え
。
蛸
に
な
っ
ち
ゃ
、人
の
見
方
が
違
う
か
ら
ね
え
。
こ
の
間
な
ん
て
、

家
賃
入
れ
る
の
怠
っ
た
ら
山
本
の
か
み
さ
ん
、
大
家
だ
な
。
そ
れ
が
帰

っ
た
ら
蛸
壺
が
お
っ
ぽ
り
出
さ
れ
て
た
ん
だ
。
往
来
に
。
驚
い
た
ね
。

慌
て
て
拾
っ
て
家
に
入
っ
た
ら
、『
月つ
き

末ず
え

ま
で
に
、
三
万
。
き
ち
ん
、

き
ち
ん
、
と
入
れ
て
も
ら
わ
な
い
と
困
り
ま
す
や
ね
』
と
か
ぬ
か
す
ん

だ
。
い
く
ら
家
賃
を
納
め
ね
え
か
ら
っ
て
、
い
き
な
り
蛸
壺
を
放
り
出

す
こ
た
あ
ね
え
じ
ゃ
ね
え
か
」

「
下
宿
住
ま
い
も
つ
ら
そ
う
で
す
ね
」

「
お
う
。
お
れ
が
晩
飯
食
っ
て
る
傍
か
ら
掃
除
機
か
け
や
が
る
か
ら
な
。

お
れ
の
行
く
所
、
出
る
所
ば
か
り
掃
き
や
が
る
」

そ
こ
に
黒
い
犬
を
先
に
し
て
、
ジ
ャ
ー
ジ
姿
の
男
と
女
が
歩
い
て
来

た
。
鎖
を
つ
け
て
い
な
い
。
男
の
飼
い
主
が
ゴ
ム
毬
を
投
げ
た
。
電
柱

の
手
前
で
止
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
犬
が
か
け
寄
っ
た
。
ボ
ー
ル
を
行
き
過

ぎ
、
夢
中
で
電
柱
の
臭
い
を
か
ぐ
。
ゴ
ム
毬
は
飼
い
主
が
拾
っ
た
。

青
年
は
犬
連
れ
が
行
き
過
ぎ
る
ま
で
、
と
ど
ま
っ
て
い
た
。

青
年
は
目
を
蛸
に
移
し
、

「
お
じ
さ
ん
は
、
ど
う
し
て
蛸
に
な
っ
た
ん
で
す
か
」
と
問
う
た
。

「
そ
れ
よ
。
お
れ
も
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
ね
え
ん
だ
が
、
あ
れ
は
蒸
し
暑

い
日
で
、
ホ
ー
ム
で
電
車
を
待
つ
間
に
の
ぼ
せ
上
り
そ
う
な
ほ
ど
だ
っ

た
。
会
社
も
ひ
け
て
、
甲
武
線
に
乗
っ
て
い
た
ん
だ
。
妙
に
電
車
が
揺

れ
る
日
で
、
進
ん
だ
り
止
っ
た
り
、
下
手
ッ
く
そ
な
運
転
だ
な
、
と
思

っ
て
い
た
ら
、
駅
の
手
前
で
滞
っ
ち
ま
っ
て
、
五
分
も
十
分
も
動
か
ね

え
の
よ
。
ホ
ー
ム
は
そ
こ
な
ん
だ
か
ら
よ
。
降
ろ
し
て
歩
か
せ
ろ
、
っ

て
言
い
か
け
た
ら
動
き
出
し
て
、
そ
し
た
ら
ま
た
、『
キ
キ
ィ
ー
ッ
』

っ
と
レ
ー
ル
の
軋
む
音
が
耳
を
つ
ん
ざ
い
た
ん
だ
。
頭
が
ぐ
わ
あ
ん
と

な
っ
た
。
た
ま
ら
ず
目
を
瞑
っ
た
ら
腰
が
抜
け
ち
ま
っ
て
て
、
床
に
滑

り
落
ち
て
い
て
な
。
今
度
は
け
し
き
が
虚
ろ
な
ん
だ
。
途
端
に
み
ん
な

ぐ
る
ぐ
る
回
り
出
し
て
、
ひ
っ
く
り
返
っ
た
か
と
思
っ
た
。

ま
わ
り
は
靴
ば
か
り
見
え
た
。
慌
て
た
ね
。
と
に
か
く
動
こ
う
と
し

た
ら
、
床
に
足
が
投
げ
出
さ
れ
る
感
じ
で
。
目
の
前
に
蛸
の
足
が
見
え

る
ん
だ
よ
。
常
に
三
、四
本
。
手
は
ど
う
し
た
、
手
は
。
と
思
っ
て
手

を
動
か
そ
う
と
し
て
も
、
や
っ
ぱ
り
足
が
動
い
ち
ま
う
。
三
、四
本
が

う
ね
う
ね
と
。
あ
っ
と
た
ま
げ
て
、
こ
れ
は
蛸
に
な
っ
ち
ま
っ
た
ん
だ

な
。
お
れ
は
思
っ
た
ね
。

何
し
ろ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ワ
ー
だ
。
考
え
る
間
も
な
く
人
が
押
し
寄
せ
て
、

と
に
か
く
電
車
の
外
に
出
た
よ
。
出
た
は
い
い
が
、さ
て
、ど
う
し
よ
う
。

駅
を
出
て
よ
。
硬
い
地
面
の
上
を
歩
い
た
ね
。
こ
れ
が
痛
い
ん
だ
。
歩

く
う
ち
に
す
る
す
る
と
行
け
る
よ
う
に
な
っ
た
が
な
。
は
じ
め
の
う
ち

は
慣
れ
ね
え
か
ら
、
足
を
ぶ
ん
投
げ
る
様
に
歩
い
た
わ
。
松
の
廊
下
を

行
く
大
名
の
如
き
だ
な
。
公
園
ま
で
来
て
、
少
し
落
ち
着
く
か
と
思
っ

て
ベ
ン
チ
に
行
っ
た
ら
、
植
え
込
み
に
猫
が
い
た
。
葉
っ
ぱ
を
食
っ
て

て
な
。『
あ
っ
猫
だ
』
と
思
っ
た
ら
、
猫
も
気
が
つ
い
て
、
こ
っ
ち
見

た
か
ら
さ
、
話
し
か
け
て
み
た
よ
。
何
し
ろ
こ
っ
ち
は
蛸
だ
。
猫
に
だ

っ
て
話
が
通
る
か
も
し
れ
な
い
っ
て
ね
。『
こ
ん
ば
ん
は
』
っ
て
挨
拶

し
て
み
た
。
そ
し
た
ら
、
猫
は
身
を
震
わ
せ
て
、
目
を
丸
く
し
て
い
る

ん
だ
。
お
れ
は
通
じ
た
の
か
と
思
っ
て
、
手
を
挙
げ
て
近
づ
い
た
ら
飛

び
跳
ね
て
、
逃
げ
て
行
っ
ち
ま
っ
た
。

そ
の
後
は
、
浄
水
場
ま
で
た
ど
り
着
い
て
。
表
は
車
や
自
転
車
で
険

呑
だ
か
ら
、
路
地
へ
入
っ
た
。
角
を
折
れ
る
と
一
本
道
だ
。
浄
水
場
の

板
塀
を
右
に
離
れ
れ
ば
、
神
社
の
森
だ
。
く
ろ
ぐ
ろ
と
し
た
道
が
伸
び

た
片
側
に
は
、
鳥
居
や
石
灯
籠
や
、
杉
の
木
立
が
た
だ
の
黒
い
物
と
な

っ
て
並
ん
で
い
る
。
化
け
物
屋
敷
の
廊
下
を
行
く
様
な
心
持
だ
。
烏
が

ま
と
め
て
十
羽
ほ
ど
、
森
か
ら
飛
び
立
っ
た
時
は
一
度
こ
ら
え
た
が
、

出
し
抜
け
に
犬
が
吠
え
た
時
に
ゃ
、
肝
を
抜
か
れ
て
腰
が
抜
け
か
け
た

わ
。
腰
は
無
か
っ
た
ん
だ
け
ど
な
。
へ
へ
っ
。
そ
れ
で
び
っ
く
り
し
た

拍
子
に
板
塀
の
破
れ
目
か
ら
浄
水
場
入
り
こ
め
ち
ま
っ
て
、
足
一
本
入

る
程
度
の
隙
間
だ
っ
た
が
、
骨
も
殻
も
ね
え
軟
体
動
物
に
ゃ
わ
け
ね
え

さ
。入

り
こ
ん
だ
所
に
あ
っ
た
の
が
貯
水
池
よ
。
妙
な
も
の
で
や
っ
ぱ
り

蛸
な
ん
だ
な
あ
。
水
を
前
に
し
た
ら
、
体
が
誘
わ
れ
る
様
で
。
身
を
躍

ら
せ
て
貯
水
池
へ
飛
び
込
ん
だ
。
い
や
、
習
慣
て
の
は
無
益
な
こ
と
を

さ
せ
る
と
思
っ
た
よ
。
何
を
し
た
と
思
う
。
息
を
止
め
た
ん
だ
よ
。
こ

れ
が
。
も
ち
ろ
ん
、
ぜ
ん
ぜ
ん
苦
し
か
な
い
ん
だ
よ
。
足
を
八
方
に
広

げ
て
な
。
落
下
傘
の
て
い
で
ふ
わ
り
ふ
わ
り
と
底
ま
で
下
り
て
。
月
の

光
が
射
し
込
ん
で
、
水
の
底
が
蒼
く
漂
っ
て
て
さ
。
体
は
自
在
さ
。
す

る
す
る
と
底
を
這
っ
て
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
行
っ
た
り
来
た
り
。
飽
き

た
ら
、
吸
盤
と
吸
盤
を
合
わ
せ
た
り
離
し
た
り
し
て
。

ふ
と
、
腹
が
減
っ
た
な
、
蛸
は
何
食
う
の
か
と
思
っ
た
け
れ
ど
も
、

な
ん
で
も
食
え
そ
う
だ
。
ま
あ
い
い
や
、
戻
ろ
う
。
と
水
の
上
に
顔
を

出
す
と
、
壁
が
遙
か
に
上
ま
で
続
い
て
い
る
。
今
こ
そ
、
こ
の
吸
盤
が

役
に
立
つ
だ
ろ
う
。
た
や
す
い
こ
っ
た
。
吸
盤
つ
け
と
き
ゃ
落
ち
や
し

な
い
か
ら
な
。
ま
ず
は
吸
盤
を
く
っ
つ
け
て
さ
、
二
本
目
も
投
げ
る
様

に
、
ぺ
た
っ
て
、
貼
り
つ
け
て
力
を
入
れ
、
体
を
引
き
上
げ
よ
う
と
し

た
途
端
に
水
に
落
ち
た
の
よ
。
吸
盤
っ
て
の
は
妙
な
も
ん
で
さ
。
力
を

入
れ
な
く
と
も
吸
い
つ
く
の
よ
。
と
こ
ろ
が
、
力
を
入
れ
て
も
吸
い
つ

く
力
が
強
く
な
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
だ
な
。
焦
っ
た
ね
え
。
重
ね
て
や

っ
て
も
同
じ
こ
と
よ
。
壁
の
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
剤
が
相
性
悪
い
の
か
、
吸

盤
に
ぴ
た
り
と
こ
ね
え
の
よ
。
上
る
の
は
止
し
て
、
水
底
へ
潜
っ
て
さ
。

手
立
て
は
な
い
か
と
思
い
め
ぐ
ら
せ
て
。
水
の
上
に
顔
を
出
し
て
み
れ

ば
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
壁
が
聳
え
て
い
て
、
区
切
ら
れ
た
夜
空
が
あ
る

だ
け
」

「
満
月
っ
て
言
い
ま
し
た
っ
け
」
と
青
年
は
し
る
こ
屋
の
角
を
曲
が
る
。

「
そ
う
言
っ
た
っ
け
か
。
何
に
せ
よ
、
物
陰
で
も
あ
れ
ば
落
ち
着
け
る

ん
だ
が
。
も
ち
ろ
ん
生
き
た
物
な
ん
て
い
な
い
し
。
と
思
っ
た
矢
先
に

何
か
が
動
い
て
、
来
る
ん
だ
。
太
い
の
が
来
る
な
、
と
見
れ
ば
歯
の
鋭

い
う
つ
ぼ
よ
。
な
ん
で
う
つ
ぼ
が
来
る
の
よ
。
飼
わ
れ
て
い
た
奴
だ
。

頸
に
革
紐
が
巻
い
て
あ
っ
た
か
ら
な
」

「
ど
う
し
て
う
つ
ぼ
が
貯
水
槽
に
入
り
込
ん
だ
ん
で
し
ょ
う
か
」

「
さ
あ
な
、
ど
こ
か
の
奴
が
、
浄
水
場
に
放
り
入
れ
た
ん
じ
ゃ
ね
え
か
。

と
に
か
く
、
う
つ
ぼ
だ
。
大
き
く
口
開
け
て
、
の
た
く
り
な
が
ら
近
づ

い
て
来
る
。
う
つ
ぼ
に
ゃ
勝
て
ね
え
。
う
つ
ぼ
が
お
れ
を
食
い
に
来
た

さ
。
お
れ
を
食
う
の
か
っ
て
聞
い
た
ら
、『
く
う
。』
っ
て
言
っ
た
か
ら
ね
。

口
開
け
て
『
く
う
。』
っ
て
頷
い
た
わ
。
丸
い
目
を
し
て
。

お
れ
が
う
つ
ぼ
に
食
わ
れ
る
。
そ
の
寸
前
に
、『
ど
ぼ
ん
』
っ
て
何

か
が
降
っ
て
来
た
の
よ
。
そ
れ
が
甲
胄
の
如
き
伊
勢
エ
ビ
で
さ
」

「
お
じ
さ
ん
、
そ
れ
は
実
際
の
話
で
す
か
」

「
そ
う
よ
。
こ
こ
に
い
る
お
れ
が
蛸
な
ら
、
あ
り
ゃ
夢
じ
ゃ
ね
え
」

「
航
空
便
か
ら
落
ち
て
き
た
ん
で
す
か
ね
」
と
青
年
は
考
察
し
た
。

「
ど
う
だ
か
な
。
丈
夫
な
伊
勢
エ
ビ
だ
。
そ
れ
が
う
つ
ぼ
の
前
に
立
ち



は
だ
か
っ
た
。
泳
い
で
な
。
ど
う
も
、
う
つ
ぼ
の
奴
は
伊
勢
エ
ビ
が
い

け
す
か
ね
え
ら
し
い
の
よ
。
斜
に
構
え
て
伊
勢
エ
ビ
の
方
を
チ
ラ
チ
ラ

見
て
い
た
か
ら
ね
。
お
れ
は
お
れ
で
、
だ
ん
だ
ん
伊
勢
エ
ビ
を
食
い
た

く
な
っ
て
な
。

そ
れ
で
三
竦
み
よ
。
お
れ
が
伊
勢
エ
ビ
を
食
っ
た
ら
、
お
れ
が
う
つ

ぼ
に
食
わ
れ
る
。
伊
勢
エ
ビ
が
う
つ
ぼ
を
倒
し
た
ら
、
お
れ
が
伊
勢
エ

ビ
を
食
う
だ
ろ
う
な
。
う
つ
ぼ
が
動
い
て
お
れ
を
食
っ
ち
ま
っ
た
ら
、

ど
う
も
う
つ
ぼ
は
い
や
だ
ろ
う
な
。
伊
勢
エ
ビ
と
二
人
き
り
で
。
ス
ト

レ
ス
た
ま
り
そ
う
だ
。
う
つ
ぼ
の
奴
、
お
れ
に
近
づ
き
な
が
ら
神
経
は

伊
勢
エ
ビ
に
向
い
て
い
た
か
ら
ね
」

「
伊
勢
エ
ビ
は
、
う
つ
ぼ
の
視
線
が
気
に
な
ら
な
い
ん
で
す
か
ね
」

「
時
折
、
跳
ね
て
い
た
な
。
う
つ
ぼ
は
そ
の
度
に
引
き
返
し
て
行
く
。

そ
れ
で
よ
、い
い
加
減
、ぢ
っ
と
し
て
て
も
仕
方
が
ね
え
。
お
れ
が
ま
ず
、

う
つ
ぼ
に
踊
り
か
か
っ
た
。
う
つ
ぼ
は
壁
や
底
に
当
た
る
と
引
き
返
す

癖
が
あ
る
ら
し
く
て
な
。
そ
の
隙
に
乗
っ
か
っ
て
。
い
や
、
勝
て
る
と

思
っ
ち
ゃ
い
な
か
っ
た
が
、
こ
っ
ち
は
蛸
で
も
頭
は
人
間
だ
。
う
つ
ぼ

如
き
に
な
め
ら
れ
て
た
ま
る
か
っ
て
気
を
奮
わ
せ
て
。
そ
れ
に
伊
勢
エ

ビ
の
奴
も
助
太
刀
を
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
当
て
こ
ん
で
い
た
か
ら
。

そ
う
し
た
ら
、
伊
勢
エ
ビ
の
奴
、
ど
っ
か
に
行
き
や
が
っ
た
。
お
れ
が

食
わ
れ
た
ら
自
分
の
天
下
だ
と
思
っ
て
い
や
が
る
の
か
。
お
れ
だ
っ
て

気
を
遣
っ
て
や
っ
た
の
よ
。

う
つ
ぼ
は
強
え
強
え
。
蛸
の
力
じ
ゃ
ど
う
に
も
太
刀
打
ち
で
き
ね
え
。

革
紐
で
締
め
つ
け
て
や
ろ
う
と
思
っ
た
ん
だ
が
、
頭
か
ら
抜
け
ち
ま
っ

た
。
う
つ
ぼ
の
目
が
光
っ
た
と
思
っ
た
ら
、
振
り
落
と
さ
れ
た
。
伊
勢

エ
ビ
を
具
足
煮
に
し
て
食
っ
と
く
べ
き
だ
っ
た
と
観
念
し
た
間
際
、
地

の
割
れ
る
様
な
音
が
し
出
し
て
、
地
面
が
引
き
抜
か
れ
た
気
が
し
た
。

行
き
着
い
た
先
が
暗
く
て
な
。
見
通
し
が
利
か
ね
え
。
ふ
と
、
何
か
に

し
が
み
つ
き
た
く
な
っ
て
さ
。
水
の
な
か
で
や
た
ら
め
っ
た
ら
足
を
う

ね
ら
せ
た
。
出
口
の
知
れ
ね
え
貯
水
池
で
頭
が
痺
れ
て
き
て
、
し
ま
い

に
墨
で
も
吐
い
て
み
た
が
、
何
に
も
な
ら
な
い
」

蛸
は
俯
い
て
、青
年
に
後
頭
部
を
見
せ
な
が
ら
、胴
震
い
を
一
つ
し
た
。

「
そ
れ
が
な
、
正
気
に
返
っ
た
ら
蒲
団
で
寝
て
い
る
ん
だ
。
何
だ
夢
か
。

や
っ
ぱ
り
あ
れ
だ
な
。
昼
に
弁
当
食
っ
た
後
で
、
割
り
箸
を
折
ら
ず
に

捨
て
た
の
が
間
違
い
だ
っ
た
」

「
そ
の
お
呪
い
、
民
俗
学
の
授
業
で
習
い
ま
し
た
よ
」

「
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
隙
が
出
る
の
よ
。
お
か
げ
で
狐
か
狸
に
化
か

さ
れ
ち
ま
っ
た
な
。
恐
ろ
し
い
夢
だ
っ
た
っ
て
、
蒲
団
を
摑
ん
だ
ら
、

手
が
蛸
な
の
よ
」
と
蛸
は
足
の
一
本
を
挙
げ
て
く
ね
ら
せ
た
。

「
そ
れ
で
起
き
た
は
い
い
が
頭
が
働
か
ね
え
。
廊
下
を
行
く
音
が
し
た

な
と
思
っ
た
ら
、
女
房
が
来
て
、
お
れ
を
見
る
な
り
、
短
く
叫
ん
で
廊

下
に
下
が
っ
た
と
思
っ
た
ら
、
箒
と
塵
取
り
を
手
に
し
て
出
て
来
た
。

『
何
だ
』
と
言
う
間
も
な
く
、
お
れ
を
塵
取
り
と
箒
で
挟
み
つ
け
て
、

そ
の
ま
ま
塵
取
り
ご
と
、
庭
の
焼
却
炉
に
叩
き
込
み
や
が
っ
た
。
す
ぐ

に
煙
突
か
ら
這
い
上
が
っ
て
。
女
房
の
奴
は
家
に
入
っ
ち
ま
っ
た
か
、

だ
め
だ
こ
り
ゃ
。
当
分
話
に
な
ら
ね
え
っ
て
、
出
た
わ
」

蛸
と
青
年
は
、
一
軒
の
家
の
前
で
立
ち
止
ま
っ
た
。

「
お
じ
さ
ん
の
家
は
こ
こ
で
す
よ
ね
」

青
年
の
言
っ
た
先
に
は
、
勝
手
口
の
様
な
門
構
え
の
家
が
あ
る
。
細

い
門
柱
に
は
御
影
石
を
刻
ん
で
『
山
本
』
と
印
し
て
、
下
に
『
貸
間
ア

リ

』
の
札
が
下
が
る
。
め
ぐ
ら
さ
れ
た
板
塀
の
隙
間
に
顔
を
出
し
た

岩
蓮
華
は
、
た
そ
が
れ
に
色
を
失
っ
た
ま
ま
動
か
な
い
。

「
お
う
、
そ
う
だ
な
。
じ
ゃ
ま
た
な
。
今
度
遊
び
に
来
て
く
れ
よ
」

「
は
い
、
さ
よ
う
な
ら
」

青
年
は
会
釈
し
て
去
っ
た
。

め
ぐ
ら
さ
れ
た
板
塀
を
押
し
退
け
ん
ば
か
り
に
家
が
建
つ
た
め
に
、

塀
と
壁
の
間
は
、
帯
ほ
ど
の
地
面
が
あ
る
ば
か
り
。
門
と
玄
関
の
間
は

蛸
の
頭
ほ
ど
も
な
い
。
一
歩
入
っ
て
門
を
閉
め
れ
ば
蛸
の
頭
が
つ
っ
か

え
る
。

蛸
は
往
来
に
立
っ
た
ま
ま
門
を
開
け
、
玄
関
の
戸
を
開
け
、
敷
居
を

二
つ
な
が
ら
跨
い
で
門
を
閉
め
、
玄
関
の
戸
を
引
い
た
。

家
の
内
か
ら
は
、「
あ
ー
あ
」
と
い
う
山
本
の
お
か
み
の
溜
息
が
、

外
で
は
街
燈
が
明
滅
し
て
夜
に
な
っ
た
。

〈
つ
づ
く
〉

果
た
し
て
蛸
親
爺
は
人
間
に
戻
れ
る
の
か
!?　

戻
る
気
が
あ
る
の
か
!?　

さ
ら
な
る

混
迷
と
脱
力
へ
と
誘
う
第
二
話
は
、
11
月
中
旬
に
小
誌
サ
イ
ト
に
て
公
開
！　

毎
月
、

更
新
す
る
か
も
（
親
爺
次
第
）。w

w
w
.bungaku.net/w

asebun/

雅
雲
す
く
ね　

年
生
。「
不
二
山
頂
滞
在
記
」
で
第

回
早
稲
田
文
学
新
人
賞
受
賞
。
骨
抜
き
の
ユ
ル
さ
と
奇
想
が
魅
力
。

年
以
上
の
冬
眠
期
を
経
て
、
本
作
を
発
表
。



鰐
見
物
に
出
か
け
て
行
っ
た
男
が
鰐
に
す
っ
ぽ
り
丸
吞
み
に
さ
れ
、

そ
れ
な
の
に
男
は
鰐
の
中
で
生
き
て
お
り

―
と
い
う
ド
タ
バ
タ
し

た
話
で
あ
る
。

鰐
の
飼
い
主
が
オ
レ
の
鰐
に
よ
く
も
入
り
込
ん
で
く
れ
た
な
と
怒

り
出
し
、
鰐
の
中
の
男
は
理
路
整
然
と
妻
や
友
人
に
指
示
を
出
し
、

事
情
を
聞
い
た
同
僚
は
あ
の
男
は
進
歩
主
義
者
だ
か
ら
い
ず
れ
こ
ん

な
こ
と
に
な
る
と
予
感
し
て
い
た
と
言
い
、
語
り
手
で
あ
る
友
人
は
、

吞
ま
れ
た
の
で
は
な
く
鰐
の
腹
に
「
派
遣
さ
れ
た
」
こ
と
に
し
て
給

料
を
出
し
て
や
る
わ
け
に
い
か
な
い
も
の
か
と
同
僚
と
相
談
を
始
め

る
。
と
も
か
く
、
悲
劇
的
な
は
ず
の
事
故
が
ぜ
ん
ぜ
ん
悲
劇
と
し
て

扱
わ
れ
ず
に
ど
ん
ど
ん
ズ
レ
て
い
く
。

鰐
に
吞
み
込
ま
れ
た
男
が
最
初
に
気
に
す
る
の
は
外
聞
。「
外
国

旅
行
の
許
可
を
得
て
ゐ
な
が
ら
、
鱷わ
に

の
腹
の
中
に
這
入
つ
て
ぐ
づ

く
し
て
ゐ
る
と
聞
い
て
は
、
ど
う
も
気
の
利
い
た
人
間
の
や
う
に

は
思
は
れ
ま
い
て
」。
そ
し
て
、
い
っ
た
ん
家
に
帰
る
こ
と
に
す
る

友
人
に
鰐
の
中
か
ら
男
は
声
を
か
け
る
。「
晩
に
も
う
一
遍
来
て
く

れ
給
へ
。
君
は
忘
れ
つ
ぽ
い
か
ら
、
直
に
ハ
ン
ケ
チ
に
結
む
す
び

玉た
ま

を
一
つ

拵
へ
て
く
れ
給
へ
」
っ
て
、
友
達
が
鰐
に
吞
ま
れ
た
衝
撃
的
事
実
を

半
日
や
そ
こ
ら
で
忘
れ
る
人
が
あ
る
も
の
か
。
鰐
に
消
化
さ
れ
な
い

理
由
は
、
男
に
よ
れ
ば
ま
ず
は
ロ
シ
ア
製
の
服
や
長
靴
に
守
ら
れ
、

次
に
自
分
が
「
意
志
の
力
を
以
て
」
抵
抗
し
て
い
る
か
ら
だ
そ
う
で
、

緊
張
を
解
く
と
「
僕
の
体
が
馬じ
や
が鈴

藷い
も

や
挽
肉
と
同
一
な
運
命
に
陥
る

ま
い
も
の
で
も
な
い
」
と
、
や
は
り
そ
の
へ
ん
は
気
に
な
る
ご
様
子
。

こ
の
鰐
の
中
の
男
が
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
登
場
人
物
だ
け
あ
っ
て
、

鰐
の
内
側
の
空
虚
さ
か
ら
ロ
シ
ア
の
抱
え
る
諸
問
題
に
い
た
る
ま
で
、

旺
盛
に
し
ゃ
べ
る
、
し
ゃ
べ
る
。

「
鱷
」
を
森
鷗
外
が
翻
訳
し
て
い
る
と
は
、
青
空
文
庫
を
チ
ェ
ッ
ク

す
る
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
に
は
珍
し
い
ユ
ー

モ
ア
小
説
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
鷗
外
訳
は
か
な
り
笑
い
ポ
イ
ン
ト

が
高
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
ロ
シ
ア
語
↓
ド
イ
ツ
語
↓
日
本
語
の
孫

訳
に
な
る
わ
け
で
、
原
卓
也
訳
な
ど
と
比
較
し
て
み
る
と
、
ど
う
も

オ
リ
ジ
ナ
ル
と
少
し
違
う
ん
で
は
な
い
か
と
か
、
誤
訳
か
も
と
思
わ

れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
で
も
、
明
治
の
ち
ょ
っ
と
古
め
か
し
い
言
葉

遣
い
が
不
条
理
な
雰
囲
気
と
妙
に
マ
ッ
チ
し
て
、
独
特
の
ユ
ー
モ
ア

を
生
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
抗
し
が
た
い
魅
力
が
あ
る
。

青
空
文
庫
に
は
翻
訳
作
品
は
少
な
い
け
れ
ど
、「
世
界
の
名
作
リ

タ
ー
ン
ズ
」
な
の
で
海
外
文
学
を
選
ん
で
み
た
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ

ー
×
鷗
外
と
、
夢
の
競
演
っ
ぽ
い
と
こ
ろ
も
お
得
感
満
載
。

中
島
京
子

年
生
。
田
山
花
袋
か
ら

年
後
の
現
代
を
舞
台
に
リ
メ
イ
ク
し

た
『

』
で
デ
ビ
ュ
ー
。
花
袋
版
で
は
一
人
だ
っ
た
煩

悶
す
る
男
が
二
人
に
な
り
、
情
け
な
さ
も
倍
増
。
後
の
直
木
賞
受

賞
作
『
小
さ
い
お
う
ち
』
に
も
繫
が
る
、
林
芙
美
子
ら
の
女
中
小

説
を
本
歌
取
り
し
た
『
女
中
譚
』
な
ど
、
ブ
ッ
キ
ッ
シ
ュ
か
つ
エ

ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
性
の
高
い
作
品
は
、
多
方
面
で
評
価
さ
れ
る
。



フ
ョ
ー
ド
ル
・
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー

一
八
二
一―

一
八
八
一
。
言
わ
ず
と
知
れ
た
ロ
シ
ア
の
大
文
豪
。
明
治

の
昔
は
も
ち
ろ
ん
、
現
代
で
も
新
訳
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
が
ベ

ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
る
な
ど
、
日
本
で
も
っ
と
も
愛
さ
れ
て
い
る
小
説
家

の
ひ
と
り
。「
長
篇
は
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
」
と
い
う
人
に
は
、「
鰐
」
を

は
じ
め
と
し
た
ユ
ー
モ
ア
短
篇
小
説
集
が
お
す
す
め
（
講
談
社
文
芸
文

庫
刊
）。

「
鱷
」
は
、
電
子
図
書
館
「
青
空
文
庫
」（http://w

w
w
.aozora.gr.jp/

）
で

全
文
を
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、『
鷗
外
選
集　

第
一
五
巻
』（
岩
波
書

店
）
に
、
解
説
と
と
も
に
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。



（『
美
し
き
町
』
の
誤
記
？
）
に
も
似
た
「
詩
的
な
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
」
の
匂
い
が
あ
る
と
指

摘
し
て
い
る
が
、『
美
し
き
町
』
が
「
上
半
身
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
を
夢
想
す
る
物
語
な
ら
『
青

べ
か
物
語
』
に
描
か
れ
た
浦
粕
は
「
下
半
身
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
だ
ろ
う
。

す
る
と
問
題
は
、
観
察
者
な
い
し
記
録
係
に
徹
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
語
り
手
の
位
置

で
あ
る
。
売
れ
な
い
作
家
が
俗
世
と
隔
絶
さ
れ
た
異
郷
に
赴
い
て
一
時
の
癒
し
を
得
る
、

と
い
う
構
造
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
川
端
康
成
『
雪
国
』（
一
九
三
七
年
）
や
永
井
荷
風

『
濹
東
綺
譚
』（
一
九
三
七
年
）
と
同
質
の
物
語
な
の
だ
。
た
だ
『
雪
国
』
や
『
濹
東
綺
譚
』

の
主
人
公
が
妙
齢
の
女
性
と
ネ
ン
ゴ
ロ
に
な
る
の
に
対
し
、『
青
べ
か
物
語
』
の
語
り
手

に
与
え
ら
れ
た
の
は
一
艘
の
ボ
ロ
舟
に
す
ぎ
な
い
。

「
私
」
と
青
べ
か
の
関
係
は
微
妙
で
あ
る
。
杭
を
離
れ
て
行
方
不
明
に
な
る
わ
、
ぶ
っ
く

れ
舟
と
罵
ら
れ
る
わ
、
漕
ご
う
と
す
れ
ば
抵
抗
す
る
わ
、
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
青
べ
か

を
「
私
」
が
「
彼
女
」
と
呼
ぶ
く
だ
り
が
あ
る
。〈
私
が
彼
女
に
対
す
る
憐
れ
み
や
、
愛

情
や
劬
り
を
か
な
ぐ
り
捨
て
、
悪
童
ど
も
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
れ
が
正
し
く
青
べ
か
に
す

ぎ
な
い
と
認
め
た
と
き
、
初
め
て
彼
女
は
私
に
身
を
任
せ
た
〉

ほ
ん
と
に
舟
だ
っ
た
の
ォ
？　

あ
や
し
い
ー
！　

な
ん
て
余
計
な
詮
索
し
た
く
な
る
け

ど
、
そ
れ
は
ま
あ
ど
う
で
も
い
い
。
作
中
で
青
べ
か
な
ら
ぬ
『
青
巻
』（
青
い
本
）
と
い

う
翻
訳
書
を
読
ん
で
い
る
語
り
手
は
し
ょ
せ
ん
「
上
半
身
の
世
界
」
の
住
人
で
、
だ
か
ら

最
後
は
舟
も
捨
て
、
浦
粕
を
逃
げ
る
よ
う
に
去
る
の
で
あ
る
。
三
〇
年
後
、「
私
」
は
す

っ
か
り
変
容
し
た
浦
粕
を
訪
ね
る
が
、
か
つ
て
親
し
く
し
て
い
た
人
々
は
不
思
議
な
く
ら

い
誰
も
「
私
」
を
覚
え
て
い
な
い
。
ラ
ス
ト
の
こ
の
非
現
実
感
は
独
特
で
、
か
つ
て
の
浦

粕
が
実
在
し
な
い
「
お
と
ぎ
の
国
」
だ
っ
た
よ
う
に
思
え
て
く
る
。

「
沖
の
百
万
坪
」
は
現
在
は
埋
め
立
て
ら
れ
て
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
な
り
、
一
九
八
三
年
以

降
は
そ
の
一
角
に
Ｔ
Ｄ
Ｒ
も
や
っ
て
き
た
。
ま
る
で
性
質
の
異
な
る
舶
来
の
「
お
と
ぎ
の

国
」
の
出
現
は
や
や
皮
肉
。
し
か
し
、
ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン
ト
の
広
大
な
埋
め
立
て
地
ほ

ど
工
場
に
適
し
た
場
所
は
な
く
、
浦
安
も
一
時
は
工
場
排
水
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
。
三
月

の
震
災
で
は
激
し
い
液
状
化
現
象
に
見
舞
わ
れ
た
浦
安
市
。
そ
の
立
地
ゆ
え
の
自
然
と
の

長
い
格
闘
の
歴
史
を
思
う
と
、『
青
べ
か
物
語
』
の
呑
気
さ
は
小
春
日
和
の
よ
う
。
幸
福

な
ご
当
地
文
学
な
の
だ
。
こ
の
立
地
を
「
下
半
身
」
に
か
ら
め
て
読
み
解
く
こ
と
も
可
能

だ
け
れ
ど
、
ま
、
下
品
に
な
る
の
で
や
め
て
お
こ
う
。

千
葉
県
浦
安
市
、
と
い
っ
た
ら
み
ん
な
が
思
い
出
す
の
は
東
京
デ
ィ
ズ
ニ
ー
リ
ゾ
ー
ト

（
Ｔ
Ｄ
Ｒ
）
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
文
学
フ
ァ
ン
を
気
取
る
な
ら
「
浦
安
？　

そ
り
ゃ
も
う

『
青
べ
か
物
語
』
の
土
地
で
し
ょ
う
」
と
答
え
て
い
た
だ
き
た
い
。

「
べ
か
（
べ
か
舟
）」
と
は
貝
や
海
苔
採
り
に
使
う
ひ
と
り
乗
り
の
小
舟
の
こ
と
。
時
代

小
説
の
書
き
手
と
し
て
知
ら
れ
る
作
者
の
山
本
周
五
郎
は
ま
だ
二
〇
代
だ
っ
た
昭
和
初
期
、

足
か
け
三
年
、
浦
安
で
ひ
と
り
住
ま
い
を
し
て
い
た
。『
青
べ
か
物
語
』（
一
九
六
一
年
）

は
そ
の
頃
の
経
験
を
も
と
に
し
た
作
品
と
い
わ
れ
て
い
る
。

小
説
は
〈
浦
粕
町
は
根
戸
川
の
も
っ
と
も
下
流
に
あ
る
漁
師
町
で
、
貝
と
海
苔
と
釣
場

と
で
知
ら
れ
て
い
た
〉
と
書
き
出
さ
れ
、
田
畑
と
海
と
川
と
「
沖
の
百
万
坪
」
と
呼
ば
れ

る
海
側
の
荒
地
に
囲
ま
れ
た
こ
の
町
が
〈
孤
立
し
て
い
た
〉
こ
と
、
ま
た
貝
の
缶
詰
工
場

や
貝
殻
を
焼
い
て
作
る
石
灰
工
場
の
ほ
か
、
釣
客
目
当
て
の
釣
舟
屋
と
「
ご
っ
た
く
や
」

と
い
わ
れ
る
小
料
理
屋
（
は
表
向
き
で
じ
つ
は
私
娼
窟
）
が
多
い
こ
と
を
伝
え
る
。

売
れ
な
い
作
家
の
「
私
」
は
、
あ
る
日
、
地
元
の
老
人
か
ら
青
い
ペ
ン
キ
で
塗
ら
れ
た

べ
か
舟
を
買
わ
さ
れ
る
。
小
学
生
に
ま
で
「
あ
の
ぶ
っ
く
れ
舟
か
」
と
軽
蔑
さ
れ
る
よ
う

な
ボ
ロ
舟
だ
。「
私
」
は
気
が
重
く
な
る
が
、
そ
れ
で
も
や
が
て
は
青
べ
か
を
漕
ぎ
出
し

て
釣
り
や
読
書
を
し
、
町
の
人
々
の
身
の
上
話
に
耳
を
傾
け
た
り
、
噂
話
を
メ
モ
し
た
り
、

町
を
写
生
し
た
り
し
な
が
ら
暮
し
て
い
る
。
テ
キ
ス
ト
の
大
部
分
は
こ
う
し
て
町
の
人
々

か
ら
伝
え
聞
い
た
話
で
あ
り
、
三
〇
あ
ま
り
の
短
い
小
話
を
集
め
た
そ
の
印
象
は
、
小
説

と
い
う
よ
り
文
字
で
描
い
た
ス
ケ
ッ
チ
集
に
近
い
。

が
、
一
見
随
想
な
い
し
ル
ポ
風
の
こ
の
作
品
を
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
思
っ
て
は
い
け

な
い
。
浦
安
町
で
は
な
く
「
浦
粕
町
」、
江
戸
川
で
は
な
く
「
根
戸
川
」
と
わ
ざ
わ
ざ
命

名
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
の
証
し
。

さ
ら
に
注
意
す
べ
き
は
、
艶
っ
ぽ
い
逸
話
が
妙
に
多
い
こ
と
で
あ
る
。〈
こ
の
土
地
で

は
、
ど
こ
の
か
み
さ
ん
が
誰
と
寝
た
、
な
ど
と
い
う
話
は
家
常
茶
飯
〉
で
、〈
こ
の
土
地

で
恋
と
い
え
ば
、
沖
の
百
万
坪
に
あ
る
海
苔
漉
き
小
屋
へ
い
っ
て
寝
る
こ
と
で
あ
っ
た
〉。

性
に
対
し
て
お
お
ら
か
な
こ
と
が
「
浦
粕
」
の
特
徴
で
、
実
際
こ
こ
で
は
「
え
え
ー

っ
！
」
と
い
う
よ
う
な
色
恋
が
ら
み
の
悲
喜
劇
が
平
然
と
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
近

代
的
な
恋
愛
の
ル
ー
ル
の
外
に
あ
る
、
孤
立
し
た
海
辺
の
町
！

平
野
謙
は
新
潮
文
庫
版
の
解
説
で
、『
青
べ
か
物
語
』
に
は
佐
藤
春
夫
『
美
し
い
町
』

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
。

『青べか物語』
（新潮文庫）

25

旧
作
異
聞

ご
当
地
文
学
篇



私
、
内
海
草
子
は
縁
あ
っ
て

う
つ
み

そ
う

こ



F
施　

草
子
ち
ゃ
ん
に
は
こ
れ
ま
で
4
冊
紹
介
し
て
も
ら
い
ま

し
た
け
れ
ど
、
み
な
さ
ん
、
お
気
に
入
り
の
ブ
ッ
ク
ガ
イ
ド
は

ど
れ
で
す
か
？

M
田　

ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
『
テ
ィ
フ
ァ
ニ
ー
で
朝
食
を
』

が
、
か
わ
い
い
絵
で
紹
介
さ
れ
て
い
ま
し
た
よ
ね
（
第
3
―
4

話
）。
草
子
の
想
像
で
、
世
界
が
豊
か
に
広
が
っ
て
い
く
…
…
あ

の
場
面
を
見
て
、
「
本
に
浸
る
っ
て
こ
う
い
う
こ
と
だ
よ
ね
」

っ
て
思
い
ま
し
た
。

Y
山　

金
髪
の
カ
ツ
ラ
を
被
っ
た
草
子
ち
ゃ
ん
が
か
わ
い
い
ん

で
す
よ
ね
！

M
田　

私
は
絵
が
す
ご

い
苦
手
で
、
生
徒
に
配

る
プ
リ
ン
ト
に
さ
ら
り

と
描
け
る
と
い
い
な
と
い
つ

も
思
っ
て
い
る
の
で
、
あ
ん
な
ふ
う
に
表
現
で
き
る
の
は
羨
ま

し
い
し
、
「
あ
り
が
と
う
！
」
っ
て
（
笑
）。

Y
山　

先
生
、
草
子
ち
ゃ
ん
が
描
い
て
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
で
す

よ
（
笑
）。
そ
う
い
え
ば
、
読
書
感
想
画
っ
て
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
？　

本
を
読
ん
で
、
そ
の
一
場
面
を
絵
に
す
る
課
題
。

F
施　
『
宝
島
』
で
財
宝
ま
で
み
っ
ち
り
描
い
た
！　

自
分
の

物
に
す
る
よ
う
な
気
持
ち
で
ニ
ヤ
ニ
ヤ
し
て
。『
草
子
ブ
ッ
ク
ガ

イ
ド
』
で
も
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
漂
流
記
』
の
「
船
か
ら
と
っ
て
き

た
物
」
「
自
分
で
作
っ
た
物
」
が
ぜ
ん
ぶ
絵
に
な
っ
て
い
て
ワ

ク
ワ
ク
す
る
ん
だ
よ
ね
。

Y
山　

で
も
『
草
子
ブ
ッ
ク
ガ
イ
ド
』
と
違
っ
て
、
絵
を
描
い

て
も
「
頭
の
中
の
イ
メ
ー
ジ
は
も
っ
と
き
れ
い
な
の
に
」
っ
て

イ
ラ
ッ
と
き
た
り
。
感
想
文
の
ほ
う
が
、
自
分
が
ど
う
考
え
た

か
を
入
れ
や
す
か
っ
た
か
な
。
た
だ
、
感
想
文
自
体
が
嫌
い
だ

っ
た
ん
で
す
け
ど
（
笑
）。

F
施　

本
当
？　

め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
好
き
だ
っ
た
な
。
担
任
の
先

生
に
宛
て
た
手
紙
の
感
覚
で
「
私
は
こ
の
物
語
を
こ
う
読
ん
だ

ん
で
す
が
、
先
生
は
ど
う
思
い
ま
す
か
」
み
た
い
に
み
っ
ち
り

書
い
て
ま
し
た
ね
。

M
田　

草
子
み
た
い
だ
ね
（
笑
）。

Y
キ　

草
子
は
本
を
自
分
に
引
き
つ
け
て
読
ん
で
い
る
よ
ね
。

私
は
読
書
と
は
個
人
的
な
作
業
だ
と
思
っ
て
る
ん
だ
け
ど
、
そ

の
自
分
だ
け
の
体
験
が
他
人
に
も
伝
わ
る
と
い
う
の
は
ど
う
い

う
こ
と
な
ん
だ
ろ
う
。

Y
山　

教
師
や
親
の
期
待
に
合
わ
せ
た
「
優
等
生
」
っ
ぽ
い

読
書
感
想
文
は
、
表
彰
さ
れ
た
と
し
て
も
あ
ん
ま
り
伝
わ
ら
な

い
で
す
よ
ね
。

Y
キ　

そ
う
。
草
子
は
誰
か
に
紹
介
し
よ
う
と
い
う
気
持
ち
で

は
読
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
し
、
ブ
ッ
ク
ガ
イ
ド
も
自
分
が
感

じ
た
こ
と
を
書
い
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
お
も
し
ろ
い
。

M
田　

物
語
の
な
か
に
出
て
き
た
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
（
第
4
話
）、

私
も
よ
く
や
る
ん
で
す
。
基

本
的
に
生
徒
が
好
き
な

本
を
紹
介
し
て
も
ら
う

の
。
「
い
い
本
だ
」
よ
り
、

「
読
ん
で
感
動
し
た
か
ら
伝

え
た
い
」
の
ほ
う
が
、
生
徒
は
話
し
や
す
い
ん
で
す
よ
ね
。
だ

か
ら
江
波
先
生
と
草
子
の
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
に
「
そ
う
な
ん
だ

よ
！
」
っ
て
。

＊
＊
＊

F
施　

草
子
ち
ゃ
ん
は
古
本
屋
の
青お

永と

遠わ

屋や

で
捕
ま
ら
な
け
れ

ば
（
第
1
話
）、
ず
っ
と
ひ
と
り
で
読
ん
で
、
誰
に
宛
て
る
で
も

な
く
ブ
ッ
ク
ガ
イ
ド
を
書
い
て
た
か
も
で
す
ね
。
棚
の
本
を
黙

っ
て
借
り
て
…
…
。

M
田　

そ
う
そ
う
、
ち
ょ
っ
と
悪
い
顔
を
し
て
。

Y
キ　

あ
れ
、
万
引
き
で
す
よ
ね
。
書
店
で
働
く
者
と
し
て
は
、

ま
っ
た
く
お
す
す
め
で
き
な
い
（
笑
）。

F
施　
ヘ
タ
レ
な
の
に
大
胆
な
と
こ
ろ
が
あ
る
（
笑
）。

Y
山　

逆
に
、
お
父
さ
ん
に
売
ら
れ
ち
ゃ
っ
た
本
を
青
永
遠
屋

に
取
り
返
し
に
行
く
と
き
も
、
お
ど
お
ど
し
な
が
ら
我
を
通
し

て
ま
す
し
ね
。

Y
キ　

草
子
は
す
ご
い
頑
固
だ
し
、
柔
軟
性
も
な
い
（
笑
）。

M
田　

図
書
委
員
に
は
い
っ
ぱ
い
い
ま
す

よ
、
そ
う
い
う
子
。
ね
え
、
Y
山
？

Y
山　
「
こ
こ
だ
け
は
絶
対
に
曲
げ

な
い
！
」
と
押
し
出
す
く
せ
に
、
そ

田

：

高
校
司
書
教
諭
。
科
目
は
現
代
文
と
古
典
。　

キ

：

都
内
某
所
の
書
店
員
。　

施

：

『
草
子
ブ
ッ
ク
ガ
イ
ド
』
の
担
当
編
集
者
。　

山

：

大
学
生
。

田
先
生
の
元
教
え
子
。



れ
を
周
り
に
わ
か
っ
て
も
ら
う
努
力
の
苦
手
な
子
が
多
い
…
…

っ
て
、
私
の
こ
と
じ
ゃ
な
い
で
す
か
（
笑
）。

M
田　

そ
の
く
せ
、
自
分
の
主
張
が
他
人
に
ど
う
影
響
す
る
か
、

「
あ
ん
な
こ
と
言
っ
ち
ゃ
っ
た
！　

ど
う
し
よ
う
ど
う
し
よ

う
!?
」
っ
て
ど
き
ど
き
し
て
る
ん
で
す
よ
。

Y
山　

草
子
を
見
て
い
る
と
自
分
の
過
去
を
反
省
さ
せ
ら
れ
ま

す
。
あ
と
現
在
も
ち
ょ
っ
と
（
笑
）。

M
田　

私
も
小
さ
い
こ
ろ
は
人
付
き
合

い
が
下
手
で
、
本
が
き
っ
か
け
で
話
せ
る

よ
う
に
な
っ
た
タ
イ
プ
な
の
で
、
「
そ
う
だ

っ
た
、
こ
ん
な
世
界
に
い
る
と
い
い
ん
だ
よ
」
っ
て
思
い
出
し

ま
し
た
。

Y
キ　

私
は
こ
う
い
う
子
に
は
会
っ
た
こ
と
な
い
な
…
…
。

M
田　

気
づ
い
て
く
れ
て
な
か
っ
た
だ
け
か
も
（
笑
）。

＊
＊
＊

Y
山　

草
子
ち
ゃ
ん
っ
て
、
い
ろ
ん
な
小
説
の
世
界
に
入
り
込

ん
で
、
コ
ス
プ
レ
を
し
て
紹
介
す
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

F
施　

物
語
の
世
界
に
自
分
が
自
然
に
馴
染
ん
で
い
く
感
じ
が

伝
わ
っ
て
き
て
、
す
ご
く
好
き
！

Y
山　

あ
れ
を
読
ん
で
、
中
高
生
の
こ
ろ
、
文
体
に
癖
の
あ
る

本
を
読
む
と
、
自
分
の
思
考
の
文
体
ま
で
影
響
さ
れ
た
の
を
思

い
出
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
授
業
中
に
こ
ん
が
ら
が
っ
ち
ゃ
っ
て

…
…
。

F
施　

あ
る
あ
る
。

Y
山　

読
書
も
、
「
本
が
自
分
に
入

っ
て
く
る
」
と
い
う
よ
り
「
自
分
が

本
に
入
っ
て
い
く
」
感
覚
で
読
ん
で
た
ん
で
す
け
ど
ね
。

Y
キ　

大
人
に
な
る
と
、
比
較
対
象
も
増
え
る
し
、
一
歩
引
い

て
読
む
よ
う
に
な
る
よ
ね
。
中
高
生
の
こ
ろ
の
読
書
感
覚
っ
て
、

今
の
自
分
に
は
も
う
な
い
ん
だ
ろ
う
な
…
…
逆
に
、
草
子
の
読

み
方
が
こ
れ
か
ら
ど
う
い
う
ふ
う
に
変
わ
る
の
か
、
変
わ
ら
な

い
の
か
も
気
に
な
り
ま
す
ね
。

M
田　

高
校
生
と
付
き
合
っ
て
い
て
気
づ
く
の
は
、
「
外
に
世

界
が
あ
る
」
と
わ
か
っ
て
る
ん
だ
け
ど
、
家
族
と
か
友
人
と
の

関
係
が
彼
ら
に
と
っ
て
す
ご
く
大
き
い
ぶ
ん
、
そ
こ
で
完
結
す

る
ん
で
す
よ
ね
。
大
人
に
は
「
ほ
ん
の
い
っ
と
き
」
の
こ
と

が
草
子
の
歳
く
ら
い
だ
と
本
当
に
長
い
時
間
で
、
人
生
の
重
大

事
項
に
な
る
ん
だ
よ
ね
。

Y
山　

高
校
の
と
き
は
、
家
と
学
校
か
ら
逃
げ
ら
れ
な
い
感
じ

が
強
か
っ
た
で
す
。
他
人
に
興
味
が
持
て
な
い
わ
け
じ
ゃ
な
い

け
ど
、
範
囲
が
狭
く
て
、
そ
の
ぶ
ん
草
子
ち
ゃ
ん
み
た
い
に
本

を
読
ん
で
ま
し
た
。
大
学
で
い
ろ
ん
な
人
と
会
っ
て
た
く
さ
ん

気
に
か
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
本
の
読
み
方
も
切
り

替
わ
っ
た
の
か
も
と
思
い
ま
す
。

M
田　

…
…
成
長
し
た
な
あ
。

Y
山　

先
生
に
は
す
ご
い
ご
迷
惑
を
か
け
ま
し
た
よ
ね
。
図
書

館
か
ら
出
て
こ
な
い
し
、
こ
っ
そ
り
相
談
も
し
た
し
…
…
恥
ず

か
し
い
。

M
田　

そ
ん
な
こ
と
言
わ
れ
る
と
泣
い

ち
ゃ
う
よ
（
笑
）。

＊
＊
＊

F
施　

草
子
ち
ゃ
ん
、
授
業
中
に
読
ん
で

た
本
を
没
収
さ
れ
そ
う
に
な
っ
て
逃
げ
出
し
、
青
永
遠
屋
さ
ん

に
行
っ
て
サ
ボ
り
ま
す
よ
ね
。
そ
ん
な
子
っ
て
多
い
で
す
か
？

M
田　

そ
こ
ま
で
は
い
か
な
い
け
れ
ど
、
図
書
館
に
は
司
書
が

必
ず
い
て
、
生
徒
を
受
け
入
れ
て
い
ま
す
。
い
わ
ば

「
避ア

ジ
ー
ル

難
所
」
な
ん
で
す
よ
。
私
た
ち
教
員
は
、
つ
ね
に
生
徒
を

評
価
す
る
役
目
で
し
ょ
う
？　

で
も
、
司
書
と
か
保
健
室
の
養

護
教
諭
は
、
生
徒
を
評
価
し
な
い
か
ら
。

F
施　

評
価
な
し
に
、
自
分
を
受
け
入
れ
て
く
れ
る
場
所
な
ん

で
す
ね
。

M
田　

学
校
に
は
来
ら
れ
な
く
て
も
司
書
室
に
は
来
ら
れ
る
子

も
い
て
。
う
ち
の
学
校
の
司
書
室
に
は
お
茶
と
お
菓
子
が
い
つ

も
あ
っ
て
、
生
徒
が
食
べ
て
い
て
も
教
員

に
叱
ら
れ
な
い
（
笑
）。

Y
山　
「
司
書
室
は
治
外
法
権
」
み

た
い
に
勝
手
に
思
っ
て
い
ま
し
た
。

F
施　

ま
さ
に
青
永
遠
屋
で
す
ね
。

M
田　

草
子
た
ち
も
「
居
場
所
」
っ
て
言
葉
を
使
い
ま
す
よ
ね
。

そ
れ
っ
て
大
事
だ
と
思
う
ん
で
す
。
彼
女
の
場
合
、
青
永
遠
屋

の
店
主
さ
ん
が
ア
ジ
ー
ル
を
作
っ
て
く
れ
る
人
だ
よ
ね
。

F
施　

親
と
か
友
達
と
か
の
縦
横
の
関
係
じ
ゃ
な
く
、
斜
め
か

ら
店
主
が
入
っ
て
く
る
、
あ
の
関
係
が
い
い
な
あ
っ
て
思
い
ま

す
ね
。

Y
山　

青
永
遠
屋
で
働
く
前
の
岬

み
さ
きく

ん
が
、
店
主
さ
ん
が
つ
く

っ
た
「
西
行
の
棚
」
に
惹
か
れ
る
場
面
（
第
6
話
）
が
あ
り

ま
す
よ
ね
。

F
施　

棚
の
前
に
座
り
込
ん
で
読
む
ん
で
す
よ
ね
。
お
茶
ま
で

出
し
て
も
ら
っ
て
（
笑
）。

Y
山　

す
で
に
読
ん
で
い
た
本
も
あ
る
の
に
、
改
め
て
棚
に
並

べ
ら
れ
て
、
本
と
本
の
つ
な
が
り
が
見
え
て
き
た
場
面
。
あ
れ
、

い
い
な
あ
っ
て
。

F
施　

お
も
し
ろ
い
書
店
さ
ん
の
棚
は
見
て
い
る
だ
け
で
も
楽

し
い
で
す
よ
ね
。
誰
か
と
い
っ
し
ょ
に
行
っ
て
、
「
こ
れ
読
ん

だ
？
」
「
あ
れ
読
ん
だ
？
」
み
た
い
に
話
す
の
も
楽
し
い
！

Y
キ　

お
店
で
も
、
男
の
子
が
一
緒
に
い
る
女
の
子
に
熱
く
語

っ
て
い
る
の
を
よ
く
見
か
け
ま
す
ね
。

Y
山　

男
子
は
語
り
が
ち
で
す
よ
ね
。

Y
キ　

そ
う
！　

つ
い
盗
み
聞
き
し
た
く
な
っ
て
、
近
く
に
行

っ
ち
ゃ
う
（
笑
）。

F
施　

語
ら
れ
た
い
で
す
よ
ね
。

Y
山　

そ
う
で
す
か
!?　

み
ん
な
「
ど
や
顔
」
で
自
信
満
々

に
…
…
。

Y
キ　

そ
の
わ
り
に
、
喋
っ
て
い
る
と
「
あ
れ
、
何
だ
っ
け
か

な
」
と
か
言
っ
て
、
結
構
い
い
か
げ
ん
。

M
田　

昨
日
手
に
入
れ
た
知
識
を
、
さ
も
昔
か
ら
知
っ
て
る
よ

う
に
（
笑
）。

Y
キ　

で
も
、
そ
れ
が
い
い
！
「
初
々
し
く
て
素
敵
、
今
し
か

で
き
な
い
わ
ー
」
と
思
っ
て
、
聞
い

て
る
（
爆
笑
）。

M
田　

店
主
に
聞
い
た
話
を
、
自

分
が
発
見
し
た
か
の
よ
う
に
岬
く

ん
が
草
子
に
語
る
、
み
た
い
な
感
じ
？

Y
山　
「
た
か
が
ロ
ビ
ン
ソ
ン
に
何
日
か
け
て
ん
だ
？
」
と
言

っ
た
ら
「
ロ
ビ
ン
ソ
ン
は
三
部
作
だ
よ
」
と
ツ
ッ
コ
ま
れ
（
笑
）。

Y
キ　

ツ
ッ
コ
ま
れ
て
い
る
男
子
！　

い
い
で
す
ね
！！

＊
＊
＊

Y
キ　

草
子
は
ず
っ
と
今
の
よ
う
に
読
ん
で
い
く
の
か
な
。
私
、

高
校
の
一
時
期
ぱ
た
っ
と
本
を
読
ま
な
く
な
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。

Y
山　

離
れ
る
時
期
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
、
私
は
ま
だ

だ
け
ど
…
…
。

Y
キ　

人
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
変
わ
る
の
か
も
し
れ
な
い
し
、

何
か
の
本
を
き
っ
か
け
に
変
わ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

F
施　

そ
れ
こ
そ
、
彼
氏
が
で
き
た
ら
読
ま
な
く
な
る
か
も
し

れ
な
い
（
笑
）。

Y
山　

同
級
生
の
潮
崎
く
ん
と
の
関
係
が
ア
ヤ
シ
イ
で
す
よ
ね

（
第
4
話
）。

Y
キ　

こ
こ
ま
で
本
の
中
に
入
り
浸
っ
て

い
る
子
が
、
さ
て
世
間
様
の
波
に
ぶ
つ

か
っ
た
と
き
、
そ
れ
を
ど
う
乗
り
切
っ

て
い
く
ん
だ
ろ
う
、
と
い
う
の
は
気
に

な
る
よ
ね
。

F
施　

現
実
で
挫
折
す
る
と
か
、
逆
に
彼
氏
が
で
き
る
と
か
。

M
田　

そ
こ
、
こ
だ
わ
る
ね
（
笑
）。

Y
キ　

な
ん
で
あ
れ
、
世
間
の
波
に
ぶ
つ
か
る
と
、
本
の
読
み

方
も
本
と
の
接
し
方
も
変
わ
る
で
し
ょ
う
？　

以
前
と
同
じ
よ

う
に
は
読
め
な
く
な
る

―
成
長
と
言
う
の
か
変
化
と
言
う
の

か
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
草
子
に
は
ま
だ
き
て
な
い
で
す
よ
ね
。

M
田　

そ
う
す
る
と
、
読
む
本
も
変
わ
っ
た
り
し
ま
す
よ
ね
。

み
な
さ
ん
、
こ
れ
か
ら
草
子
に
読
ん
で
ほ
し
い
本
と
か
、
紹
介

し
て
ほ
し
い
本
っ
て
あ
り
ま
す
か
？ 

F
施　

潮
崎
く
ん
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
深
め
る
た
め
に
、
「
ギ

ム
ナ
ジ
ウ
ム
も
の
」
を
紹
介
し
て
ほ
し
い
で
す
！
『
車
輪
の

下
』
と
か
、
ド
イ
ツ
の
神
学
校
の
エ
リ
ー
ト
で
線
の
細
い
少
年

を
潮
崎
く
ん
に
や
ら
せ
る
と
、
愛
着
の
あ
る
キ
ャ
ラ
と
し
て
定

着
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
。

Y
キ　

そ
う
し
て
彼
氏
に
、
で
し
ょ
う
？
（
笑
）

M
田　

私
は
、
飲
ん
だ
く
れ
の
お
父
さ
ん
と
草
子
の
関
係
が
気

に
な
る
の
で
、
幸
田
文
と
森
茉
莉
を
ぜ
ひ
。
そ
れ
ぞ
れ
幸
田
露

伴
と
森
鷗
外
が
父
親
で
す
け
ど
、
「
厳
し
い
父
」
と
「
溺
愛

の
父
」
だ
か
ら
。

Y
山　

尾
崎
翠
！　
「
パ
ン
な
ん
か
食
べ
て
な
い
で
、
詩
の
世

界
だ
け
で
生
き
て
い
き
た
い
」
と
い
う
女
の
子
を
草
子
が
ど
う

読
む
か
、
気
に
な
り
ま
す
。

F
施　

中
南
米
文
学
は
？　

つ
ま
り
…
…
ガ
ル
シ
ア
＝
マ
ル
ケ

ス
！

Y
キ　

読
む
の
が
た
い
へ
ん
、
読
む
の
が
（
笑
）。

F
施　

じ
ゃ
あ
、
い
ま
流
行
っ
て
る
と
こ
ろ
で
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・

フ
ォ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
ト
の
『
チ
リ
の
地
震
』
と
か
。

Y
山　

関
東
大
震
災
の
と
き
、
芥
川
龍
之
介
が
触
れ
て
た
人
で

す
よ
ね
。
地
震
つ
な
が
り
で
す
か
？

F
施　

う
う
ん
、
中
南
米
の
民
族
衣
装
を
着
せ
た
ら
、
コ
ス
プ

レ
と
し
て
映
え
る
気
が
し
た
か
ら
（
笑
）。

Y
キ　

い
ま
ま
で
草
子
が
紹
介
し
た
本
は
S
F
が
な
い
で
す
よ

ね
。
ヴ
ォ
ネ
ガ
ッ
ト
の
『
ス
ロ
ー
タ
ー
ハ
ウ
ス
5
』
と
か
、
い

い
と
思
う
ん
だ
け
ど
な
。
ハ
ー
ド
S
F
で
は
な
い
ん
だ
よ
ね
、

草
子
の
イ
メ
ー
ジ
っ
て
。

Y
山　

ケ
ー
タ
イ
の
使
い
方
も
わ
か
っ
て
な
い
く
ら
い
で
す
か

ら
ね
（
笑
）。

F
施　

ハ
ー
ド
S
F
の
格
好
も
捨
て
が
た
い
…
…
。

M
田　

未
来
か
ら
過
去
に
戻
れ
ば
、
西
行
も
や
っ
た
し
、『
と
り

か
へ
ば
や
物
語
』
や
『
雨
月
物
語
』
み
た
い
な
物
語
系
の
古
典

も
紹
介
し
て
ほ
し
い
な
。
柳
田
國
男
『
遠
野
物
語
』
も
話
が
広

が
り
や
す
い
か
も
。

Y
キ　
『
伊
勢
物
語
』
や
『
日
本
霊
異
記
』
は
？
「
牛
に
な
っ

て
し
ま
え
！
」
っ
て
言
っ
た
ら
、
早
く
も
次
の
行
で
牛
に
な
っ

て
た
り
（
笑
）、
古
典
は
無
茶
苦
茶
な
話
が
多
い
で
す
よ
ね
。

M
田　

因
果
関
係
の
説
明
が
な
い
で
す
か
ら
ね
。

F
施　

牛
も
大
き
く
て
い
い
で
す
ね
！　

で
も
、
だ
っ
た
ら
モ

ー
パ
ッ
サ
ン
『
脂
肪
の
か
た
ま
り
』
も
…
…
。

Y
キ　

太
っ
た
コ
ス
プ
レ
さ
せ
た
い

だ
け
じ
ゃ
な
い
の
？

Y
山　

だ
っ
た
ら
ま
ず
潮
崎
く
ん
の

好
み
を
聞
か
な
い
と
！
（
笑
）



※
Ｗ
Ｂ

号
の
表
紙
を
飾
っ
た
『
草
子
ブ
ッ
ク
ガ
イ
ド
』
の
生
原
画
を
、

月

日
か
ら
「

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
」
で
チ
ャ
リ
テ
ィ
と
し
て
出
品
し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
入
札
く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
、
本
誌

頁
の
広
告
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
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洛西一周 吉本龍司
杉山和世 青木誠也
小林英治 大江健三郎

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

　

▼早稲田文学史上最厚 ページの 号制作最中は、エネルギーを補給
すべく朝昼おやつ夕おやつ夜を食べていたら、習慣とはおそろしいも
ので、発売後もその生活が続いています。 「食欲の秋」号をお届
けします。▽大食漢の日直さんが書いている通り、 月 日のデモに
参加しました。真面目な話はエッセイに譲るとして、当日は、デモに
もかかわらず迷子になったり（列を抜けて歩いたため）、もんじゅく

んの愛らしさについて話したり（おっは。おはおは。おはようだよ。）、
表参道でモデルのような格好をした女性のスカートが風でめくれきゃ
ーきゃー言ったりして、デモと通行人の間を行き来していました。▽
八代嘉美さんの連載が始まります。ついに理科系の科目も揃って、学
校らしくなってきました。次は保健か遠足かしら？▽雅雲すくね氏の
新作連載をお届けします。ほぼ毎月ウェブで更新予定。乞うご期待！
▽大澤真幸氏、江南亜美子氏、キョウミナヲ氏の連載はお休みです。（ ）
▼イラク戦争から脱原発まで、浮動票的な気軽さで歩みの列に加わっ
たり眺めたりするたび思うのは、デモの中心になっているひとたちと
道行くひとの温度差で、そこを解消しない限りは「市民の声」になら
ないよなと、あれこれ思案していたのですが、黄色い帽子のクボキと
一緒に出かけた朝吹さんが、彼女らしいやわらかな文体で見事にその
壁を破ってくれた気がします。柄谷行人氏と丸川哲史氏が行進を忘れ
て議論しながら立ち止まったり、奥泉光氏の太鼓にあわせて渡部直己
氏と青山真治氏が歌ったり、津島佑子氏が「疲れたわねえ」とこぼし
たり、大江健三郎氏がタクシーから箱乗り（じゃないけど）したり
……攻撃的でなく対立的でもなく、なんだなんだと近寄りたくなる、
そんな意思表示が定着して初めて、「デモの次」に出来ることを考え
られる気もします。みなさんも見かけたら気軽に一緒に歩きませんか。
▽玉川さんの「草子ブックガイド」も、敷居が高くも思える「ブンガ
ク」と、馴染みの薄いひと、かつて馴染んだけれど離れてしまったひ
との温度差を埋めようとする仕事です。「週刊モーニング」編集部の
都丸さん、布施さんとの熱いトリオが生んだ単行本 巻、ぜひお手元に。
▽次号は来年 月頃の発行予定。新人賞の最終候補も発表？（ ）



『女子の古本屋』
岡崎武志

個性豊かな女性の古本屋。始めた動
機もお店のかたちもいろいろ。

『国家』〈上・下〉
プラトン

「みんなが「自分らしさ」を
手にする社会が正しい社会です 」

『一箱古本市の歩きかた』
南陀楼綾繁

手始めにダンボール一箱から
自分の古本を売ってみよう

『リヴァイアサン』
ホッブズ

「お前のものは俺のもの！
（※命だけ除く）」

『古本屋の女房』
田中栞

自分で開業するのが無理だったら
古本屋へ嫁に行く

『君主論』
マキアヴェッリ

「ひとも政治も見た目が 割」

ものもうしたいひとにオススメ
古本屋は、おもちゃ箱のような発見に溢れている。なぬ

っ！　これは！　ひゃあ！　ふふふ。やったあ！　ふむ～、と
知らずに声が出る、本好きには堪らない世界。
ならば私も古本屋、始めようかなと妄想をしているワケで

して。しかし、勇気と根性と金と忍耐がない……。
さあ、これらの本を読んで妄想を続けるか、本気で開業
を目指すか 　とりあえず古本屋さんは楽しいなあ、と。

「ただしい」ことってすごく難しい。なにが「ただしい」の
かなんて誰も知らない。だから、画面の向こうのサンデル
先生に問いつめられたとき、とっても苦しいわけです。ご飯
も喉に通らないから、夕飯時に「白熱教室」は見ないこと
にしています。
そんなひとはけっこうな数いると思うのです。思いを馳せ
てみてしまうのです。一緒に考えてみませんか。

さん 男子学生。フリーマガジン・フリーペー
パーを仲間とわやわやつくってました。
でも、本もつくってみたかったのだよ。

さん 図書館で働きたい。出来る事なら、国会
図書館。ダメなら古本屋の店番。あれも
これも読みたいので図書館通いに励む。

古本屋さんには、小さなお店に古い本とか超古い本がいっぱい並んで
る。その奥にはガンコそうなおじいさんとか超ガンコそうなおじいさんが
いっぱいいる…だけじゃないんだよ、とこのレシピは教えてくれます。
女の人や若い人、バイトの人や古本屋さんと結婚した人…個人で経

営する場合が多いからか、店主さんにも個性派がたくさんいるみたい。
どんな人たちなんだろう、もっと詳しく知りたいな。
ネットがあれば誰でも本を売れるけれど、 さんがやるのなら、
実店舗でお客さんとお話したいんだって。意外とそういう
人は多いのかもね。ダンボール一箱分の蔵書で「本屋
さんごっこ」ができるイベントもあるらしいよ。ぼくは「お
もちゃ屋さん」か「ケーキ屋さん」ごっこがいいなあ。
いっそもう全部やっちゃおう！　お店のかたちも、本と
の出会いもいろいろあるのがいいよね。

むずいよ、もう！　なにさ！！　という人のために（ぼくじゃないよ）、短
くて読みやすい、大昔から前世紀までの「ただしいことを巡るたたかい」
の本が並んでます。前の時代の本に、次の時代の人が答えようとしてい
るから、いっしょに読むといいのかも。
みんなでオヤツを分けたり、誰かがイヤなことをやらなくちゃいけなか

ったりするとき、いつも悩んじゃう。誰かが多く食べたり、誰かに押し付
けられたりしている。正しいって何なの？　
サンデル先生はとっぴな例を出して、割り切った答えを出すけれど、

もにゃもにゃ悩んでる さんはきっと割り切れないほうの人
なんだね。「みんなして頭を抱えればいいんだ！」なんて言ってる。
とても大きくて立ち行かないように見える問題をかんがえるときに、問
題から逃げるためじゃなくて、かんがえつづけるために役に立つ本です。
難しいこと言うとお腹へっちゃう。今日のご飯は何なの？

古本・古本屋が好きな人にオススメ

「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 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 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 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
月 日～ 日、図書館総合展に出展します！

遊びに来てね♪

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、 編集部クボキがピックアップ！

カーリル×
レシピ版

私、古本屋
始めました

ただしいことを
巡るたたかい・
政治哲学の本

ク
ボ
キ

このレシピの このレシピの
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飛び降りたとき、ぼくは目をつむった。いままでのことを一瞬
で思い出した。ある理由があって図書館に行ったぼくは、白い少
女に会った。
「助かりたいのなら、これを読みなさい」
彼女は、ぼくに本を手渡す。読む。
ページに黒いシミができて、鼻血だと思ったら、もっと大きく
なって穴になる。穴から出てきた白い少女に腕をつかまれて引っ
ぱり込まれる。
なにがなんだか分からないまま不思議な空間にやってきた。フ
ァンタジー小説？　いやロールプレイングゲーム？　もっとへん
な空間だ。何もない白い世界だったり、ミノタウロスに襲われた
り。
そして、突然現れる本。本を読んでいるあいだだけ時間が止ま
る。しゃっくりのように時間が痙攣している。本の中には、世界
があった。ぼくが知らない、いろいろな世界。
そして本を読み終わっても、ぼくにはさっぱり理解できない不
可思議な世界。どっちにころんでも、そこは、ぼくが知っている
いつもの世界じゃない。
そして、少女の悲鳴。塔の上からスカートをひるがえし白い少
女は落下する。ぼくは走る。壁を越えてジャンプする。
彼女とぼくは落下していく。
風。そして、もう何度目だろう。本が現れる。バサバサとめく
れる本を、ぼくはつかむ。時が止まる。読み始める。
タイトルは『肩胛骨は翼のなごり』。
主人公は少年。引っ越してきたばかり。そうだ。ぼくも半年前
に引っ越してきたばかりだった。
すっと気持ちが重なる。
古びたガレージの暗い陰、何かがいる。懐中電灯
で照らす。
死んでる、と思う。蒼白い顔、ほこりまみれで蜘
蛛の巣だらけ。
「なにが望みだ?」

彼は言う。
「アスピリンをくれ」

何度もげっぷをする。
「おれは何者でもない、といえる。かろうじて残って

いるのはリウマチだ」

肩の下になにかがある。細い腕みたいなものが折
りたたまれているような、なにか。
「肩胛骨は、人間が天使だったときの翼のなごりだといわ

れてる。いつかある日、またここから翼が生えてくるって」

読みながら、自分が引っ越したときのことを思い出している。
ぼくは、彼を見つけられなかった（見つけられなかった？）。
ものすごくファンタジックな小説。いや、リアルだ。いや、ど

っちだろう。ガレージの陰にいた「彼」は、天使と呼ばれるよう
な存在だ。でも、ほこりまみれで、死にかけていて、息が臭い。
月光の下で踊る幻想的で美しいシーンでも、彼の息は臭い。フク
ロウが運んでくる死骸のカスを食べている。生き餌を食っている
獣の息と同じ臭い。
少年の妹は、病気で死ぬかもしれない。両親は涙をこらえてい

る。苦い現実が描かれる。
現実から遠く離れてファンタジックだから美しいのではなくて、

リアルで、汚くて、ダメなところもあって、だからこそ、美しい。
天使的な彼をあくまでも存在する生き物として描く。そうやっ

ておいて、ファンタジックな一瞬を作り出す。めったにあるわけ
じゃないけど、現実にもこんな瞬間があることを知っている、も
しくは願っているような奇跡的な一瞬。
なんの工夫もない言葉を使うけど、すばらしい小説だ。
バサバサバサ、ページがめくれ、落下の風圧で、読み終わった

本が飛んで行く。
　書いてあった一節を思い出す。“ときにはすべてを知りたい、

知っておくべきだって気になる。でも、それはできない。見るべきこ

とを見て、想像するしかできない”

奇跡を信じる。
ぼくは、肩胛骨から翼が生えてくるイメージを想像する。
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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。

〈不思議の国の……〉と言われたら、誰を連想する？
もしも、きみが、その質問に〈アリス〉と答えられたなら

「文系」として だし、〈トムキンス〉と即
そく

答
とう

できちゃうな
らば「理系」で ！
ルイス・キャロルの『不思議の国のアリス』は、まるで、
へんてこりんなキャラたちが繰り広げるナンセンスコントと
いった感じの、児童文学の名作。かたやジョージ・ガモフの
『不思議の国のトムキンス』は、科学空想物語としてマンガ
のように楽しめる、物理学ガイドブックの傑作だ。
なんにせよ、いまこの文章を読んでいるからにはきっと、
きみは、文学的にかなり「偏

へん

差
さ

値
ち

」が高い。まちがいなく、
所
しよ

属
ぞく

している「クラス」のなかでは、貴重な存在のはず。
そんな高

こう

貴
き

なるきみにぜひとも覚えてもらいたい言葉が、
「ノブレス・オブリージュ」。
高貴なる者には義務がある、という意味のフランス語だ。
みんなよりハイレベルだったりリッチだったり……恵

めぐ

まれた
環境にあるなら、その恵みを、みんなのためになるよう活用
すべし！　という教え。アニメ作品『東のエデン』でもよく
使われたセリフだけど、英

ヒーロー

雄や指
リ ー ダ ー

導者といった「救
きゆう

世
せい

主
しゆ

」に
求められる、危険をかえりみない献

けん

身
しん

的
てき

な姿
し

勢
せい

のことだ。
東日本大震災のあと、（高貴でなくとも）心ある大人は、
子どもの未来を守ることに必死になっている。きみの身近に
いる大人たち（親や先生）もそうであってほしい、と思う。
そうであるか否

いな

かを確認したいなら、こんなふうに質問して
みるといい̶うちの学校の給食は安全なの？
「ただちに健康に影響はありません」なんていう答えは今や
もってのほかだし、なんの迷いもなく安全であると断言する
ような大人は信用しないほうがいい（西日本や北海道の人も
他
ひ

人
と

事
ごと

ではないぞ）。あと、お弁当を家から持ってくる子の
ことも、認めてあげたほうがいいな。
放
ほう

射
しや

能
のう

に汚
お

染
せん

された野菜、お肉、牛乳……は、できる限り
歳以上の大人に引き受けてもらうようにしよう。
子どもたちの怒

いか

りの声が、世の中を変えるんだ！

〈この本を手に取ってくれたあなたが 代であれば、私は
まず謝

あやま

らなくてはいけません。〉から始まる、小
こ

出
いで

裕
ひろ

章
あき

さん
の『子どもたちに伝えたい̶原発が許されない理由』は、
だからこそ、これからの世代が知っておくべきメッセージと
して受け止めたい（小学 年生＝ 歳から読めます）。

というわけで、前置きが長くなってしまったけれど、今回
ご紹介するのは伊

い

与
よ

原
はら

新
しん

さんの『プチ・プロフェスール』。
フランス語で「小さな教授」を意味するおしゃれな書名にも
かかわらず（『星

プ チ ・ プ ラ ン ス

の王子さま』にちなんでいる）、怪
かい

現
げん

象
しよう

に秘
められたトリックを「科学オタクの女の子たち」が解明して
ゆく、連作短篇ミステリー小説だ。
恋愛音

おん

痴
ち

の大学院生とキュートな小学生が「探
たん

偵
てい

コンビ」
を組んで、小中学生を震

ふる

えあがらせる幽
ゆう

霊
れい

騒
そう

動
どう

・女子高生の
受信する謎

なぞ

のラジオ番組・天才少年と連続猫殺し・共
きよう

感
かん

覚
かく

者
しや

と不可能殺人……といった難事件の数々に挑
いど

む。
馬
ま

淵
ぶち

理
り

緒
お

ちゃんは小学 年生。お金持ちのお嬢
じよう

様
さま

なのに、
理
り

論
ろん

物
ぶつ

理
り

学
がく

の研究をしている家庭教師の仁
に

科
しな

律
りつ

先生みたいな
「リケジョ」（理

り

系
けい

女
じよ

子
し

）になるのが夢。ハンダごてを片手に
物
もの

事
ごと

を見
み

極
きわ

めようとする、好
こう

奇
き

心
しん

たっぷりのメガネっ子だ。
「カガク的って、こういうことでしょ？」が、決めゼリフ。
それこそ、ガイガーカウンターを片手に放射線量を測定して
いかなければならなくなった時代にあって、じつに頼もしい
「子役ヒロイン」の登場だ。
草
そう

食
しよ

男
くだ

子
んし

とか肉
にく

食
しよ

女
くじ

子
よし

とかいった「差別用語」も近頃では
すっかりおなじみだけど、はたして、リケジョが好きなのは
どんな食べ物なのか、本書で調査してみたところ……。
物語は丸いストロベリーショートケーキを 等分する場

面から始まるものの、これといった食事は描かれることなく、
あとはブッシュ・ド・ノエル（薪

まき

の形をしたクリスマス用の
ロールケーキ）がおやつとして登場するくらい。
理緒ちゃんは、辛い料理は食べないのかな？　さすがに、

「カレーの王子さま」は卒業してると思うんだけどね。

第 回 『プチ・プロフェスール』の理緒ちゃん
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その不毛さについては重々承知していたはずだのに、何が楽しくて再び
「教育の棚」へと足を運んでしまったのか……。広い店内に膨大な数の
書籍が陳列されているなか、大学願書から幼児教育の知育本までが並
ぶ充実した学参コーナーではなく、もう一歩進んだ人たちに向けた語学
コーナーでもなく、そうした実用書とは垣根を隔てた学術書の多く並ぶ
ある一角を目指すことになる。するとその書店の「人文カテゴリー」では、
哲学・思想、社会学、歴史、宗教、精神世界、心理とつづく末尾によ
うやく教育の二文字が見出せるが、そこからさらに「教科別」と分類さ
れる並びに目的の「保健・体育科」の項目があった。
ここで改めてこの一帯のつまらなさについて振り返ってみるに、おそら

くは教師による教師のための本があまりに多いことが、教育関係者以外
の人間には興味の持ちづらいものにさせているのではないかと感じる。そ
もそも何らかの実践をするわけでもない小説家がネタ探しに訪れる場所
ではなく、ここを定期巡回するようなことは不毛だと痛感し、以来「教育」
からは足を洗ったはずだった。
今回も敗退が目に見えていながら、これらの棚のなかでも最も興味を

持てなそうな「教科別」へと進んだのは、体育の本がそこにしかなかっ
たから。迂闊にも学参コーナーを調べたり、体育館建築を扱う専門書
を探そうとしたり、また娯楽・スポーツの解説本の並びでベースボール・
マガジン社が発行する一歩先いくマッスルマガジン『かっこいいカラダ』
を立ち読みした挙句、「体育は学校にしかない」と腹をくくってその場に
臨んでみたところ、思いがけず一冊の魅力的な本を入手したわけである。
これまで見向きもしなかった授業案等を書いた実践本のなかでも格別実
践的なタイトルのついたものに惚れ込んでしまった。それがこの『結果
責任が問われる「 ランクの子」への対応策〈 〉体育科編』（村田正
樹著・明治図書）だった。
著者である小学校教諭の村田先生は、学級開きの日にいくつかの運

動について「全員達成」の宣言をする。その一つが本書で最も詳しく指
導法に触れている逆上がりだ（他には跳び箱の開脚跳び、縄跳びの二
重跳び、壁倒立、水泳 の解説も）。本書は体育の熱心な取り組み
についてのレポートであり、タイトルの通り「 ランクの子」をいかに指
導するかという教本のようなものでもある。
逆上がりは例の学習指導要領だと小学校四年生で取り組む課題とさ

れているという。また小学校体育の現場では、指導の難しさに関して、
「跳び箱 分　水泳 日　逆上がり ヶ月」という言葉があるらしい。本
書を読んで目が開かれる思いがしたのも、一つには指導者側から体育を
見つめ直す契機となったところが大きかった。これまで小学校の体育を
遊びの時間だとしか考えていなかった証拠だろう。
ただ漠然と昔を偲ぶ程度のことに留まらず、そこはやはり実技科目の
体育なので具体的な実践を通した指導内容が示されており、読んでいる
うちに眠っていた身体的記憶ともいうべきものが喚起される。鉄棒の練

「 ランクの子 」第 回

習技に的を絞ると、本書にはまず前回り下
お

り、ふとんほし（鉄棒上で二つ
折りにした体を腹だけで支える）、ふとんほし振り、前方支持回転（前回
りで地面に下りずそのまま回転）、そして逆上がりと後方支持回転が出て
くるが、どれも腹を支点にした過酷な運動であることを再認識しつつ、
確かにその感触は覚えていた。
できる子とできない子とがいる。本書のいささか直截的なタイトルに出

てくる「 ランクの子」とは、体育科での課題をすぐにこなせない児童の
ことだ。ちなみにこの書名は五冊あるシリーズに共通のもので、他の国
語科、算数科、社会科、理科編はそれぞれ別の著者が執筆している。
シリーズ名を見てこれはきっと版元の編集者が発案したにちがいないと
邪推してしまうのだがどうだろうか。現場の教師がつけないだろうような
ものだからだ。指導者たる著者の視線はできない子に向けられる。どう
してできないのかを観察し研究することで指導法に工夫を加える。「ふと
んほし」ができない子には、それこそ布団を干すように鉄棒にマットを載
せて「場づくり」をする。逆上がり全員達成の様子は紙面に掲載された
学級通信「ファイン」でも紹介され、記念に教室で保護者を交えたパ
ーティーを開いたり、さらにそれが学習発表会での「シンクロ逆上がり」
の披露へとつながっていく。例えばこの本の目指すところが教師用のマニ
ュアル本か何かだったら、単に指導法を詳述した味気ないものになって
いたはずで、そもそもこうして手に取ることはなかっただろう。
このような授業での熱意に加えて著者の教育姿勢がうかがえるのが、
ある民間の教育研究団体（ ）が主催する「検定」を受けるくだり
や日本体育教育技術学会という場で後方支持回転の模擬授業をすると
ころだった。そしてこの時の失敗と反省点を、 体育授業研究会代
表の根本正雄氏（著書多数の有名な先生）への礼状に書いた文章の
一部さえ掲載されていて、著者の人間性が滲み出ているところだと思った。
〈後方回転系の技の中核的技術を指導するという大事な場面で、 つ
の間違いを犯していました。これでは楽しくないし、いい授業になるはず
もありませんでした。
授業の山場を勘違いしていたため、指導案をなぞるだけの平板な展
開になっていたのです。（中略　著者による）
予想外の出来事への瞬時の対応が、授業の善し悪しを決めます。そ

の対応の幅の広さと的確さは、教師の力量を表すのですね。
今回は、柔軟な対応を身につけるための絶好のチャンスだったのです

が、私はそれを逃してしまいました。本当にもったいないことをしてしま
いました。〉
まるで反省文そのもののような礼状の文章が何ともいえず心に残った

（そしてつい先日、家で妻に質問してみたところ、逆上がりができない子
供だったことが判明。「鉄棒は握ると手が臭くなるから嫌いだった」という
驚くべき ランク発言を前に、これはもう「 歳の体育指導　鉄棒編」
を決行せねばと思いました！）。

青 木 淳 悟
年生。前衛的な作風でディープな読者の多い新進小説家。『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。待望の長篇『私のいない高校』はカナダから来た
留学生の女の子ナタリー・サンバートンが登場する一味（以上）違った学園もの。
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以前、四回目あたりで算数パズルを出すかもと書いたのは噓でし
た。

先日ふと目覚めると、隣で家人が激昂しており、どうもサンデル
先生を罵っている様子です。サンデルとは無論、「ハーバード白熱
教室」のマイケル・サンデル。正義や倫理の判断が揺らぐような、
ちょっとパズル的な状況を設定してみせ、生徒をびしりと指さして
意見を求めるあの人です。
何故朝っぱらからサンデル先生……と、前日夜にサンデル先生の

授業を見て、その際の怒りが起き抜けに蘇ってきたらしいです。そ
う言われてもなというところです。しばらく放置しておいてから、
どうどうとなだめ、話をきいてみたわけですが、どうやら例が極端
なところが駄目らしい。
「そんな設定は現実的にありえない」
まあそうかなとも思います。
あなたはもう一人の人物と一緒にトロッコに乗っていて、線路の

先には五人の人間がいたりします。そのまま行けば五人は轢かれ、
あなたが隣の人物を線路に突き落とせばトロッコは止まり、死亡す
るのは一人ですみます。
とかいう奴ですね。

「ない」
まあ、なかなかそんな状況もないでしょう。
ちなみに、あなたの隣に乗っているのがサンデル先生だったなら、
ほぼ間違いなくあなたを突き落としに来るでしょうから、どの道先
に突き落としておくのが良策です。
思考実験というものなので何を考えても良さそうですが、どうも

そうした思考方法を生理的に拒否する人がいるらしいのが新鮮でし
た。
これはうちだけの話なのかなと思っていたら、同じようにサンデ

ル先生に対して怒っている人はわりといるらしく、そんな考え方で
倫理的な問題を扱うことはできない、というあたりのようです。い
やでも、トム・ゴドウィンの『冷たい方程式』論争とかあったしな
あとか、カルネアデスの板とか古典だよねという話であって、今一
つ焦点が定まりません。
極限的な状況を考えるのは物理学や数学では珍しくなく、そうす

ると取扱いが楽になったりするわけです。

「実無限とかないよ」
と言われたりすると、現代数学は色々困ります。もっとも数学の
分野でも無限を認めるかどうかというのは長々議論されてきた話題
であって、すぐさま受け入れられたものではありません。ある前提
を受け入れることにより、色々便利に利用ができる。その一点がと
てつもなく重要であり、更にはそうした “何か変なもの” を経由す
ることにより、“現実的な結果” に辿りつけることが重要です。無限
であるとか虚数とか。無限がなければ、まず微分が面倒ですし、虚
数なしで交流の電気回路や電磁波を考えるのはつらい。虚数につい
ては揉めそうなので、機会があれば後にまた。
無限次元空間で計算を行い、有限次元でも正しく有効な結果を出
すとかいう手はよく使われます。有限次元の中でやると滅法手ごわ
い計算が、無限次元空間を採用することにより簡略化され、見通し
がとても良くなったり。それは神学だ─という意見もありそうで
すが、神学にも良いところがあったりします。使い方です。
数学はよくわからない─。
サンデル先生むかつく─。
この二つが密接に結びついている人というのは、結構多いのでは
ないかという気がしています。誰か調査をしないでしょうか。そう
した人は、「超光速で飛ぶ宇宙船」とかいう言葉を目にしたときに
どう感じるかにも興味があります。
勿論これは、サンデル先生は数学っぽいので正しいとか偉いとか、
もっともなことを言っているという話ではありません。ゲーム理論
がキューバへ核ミサイルを撃ち込むかの議論に持ち出されたとか、
確率微分方程式がウォール街で大人気だったといった話には、使い
方を間違っているのじゃないかという疑問が湧きます。
わたし自身は別にサンデル先生に好悪の念は抱いておらず、むし
ろ面白いと思っているわけですが、こんな思考実験をしてみると意
外な結果が出たりもします。
あなたはサンデル先生とトロッコに乗っており、線路の先には五
人のサンデル先生が縛られています。
さて。あなたは襲いかかってくるサンデル先生を突き落とし、五
人のサンデル先生の命を救うでしょうか。それとも突き落とされる
危険をものともせずに、五人のサンデル先生を一気に亡き者にしよ
うと試みるでしょうか─。

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。最新刊『これはペンです』が好評発売中！

長い道
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わたしたちの周りには「科学」というものがあります。いきも
のの学問、といえば、「生物学」というジャンルになるでしょうし、
病気やケガにあったときに遭遇する「死」の可能性から直接救って
くれるのは「医学」というものになるでしょう。こういうジャンル
の研究を総合して、「生命科学」と呼ばれることもあります。

細胞による再生医療だとか、ゲノム解析によるオーダーメイ
ド医療だとか、新聞やテレビではさまざまな生命科学の進展が伝え
られます。こうした研究は、大腸菌などの菌類からさまざまな培養
細胞にはじまり、モデル動物と呼ばれるゼブラフィッシュのような
魚類、マウスやマーモセット（小型のサル）のような哺乳類にいた
るまで、さまざまな生物を用いて、生命現象を貫く原則を知ろうと
しています。
でも、その原理がわかったところで、人はなぜ死ななければなら

ないのか、なぜ生まれてくるのかというような意味を答えることに
は、残念ながらつながりません。そして、生命科学だけで「生きて
いるとは何か」という命題に答えを出すことは困難です。
それは、やはりヒト一人ひとりが違う国の違う土地、違う人た

ちに囲まれ、違う時代に生きているから、です。科学には、「誰が
やっても、やり方と条件を揃えれば再現ができるもの」という前提
条件があるので、個人的な体験までを含めることは、その範疇には
捉えがたいからです。
とはいえ、「生命科学」が生まれた背景には、「生命とは何か」と

いう問いかけがあったことには、疑う余地はありません。わたした
ち「いきもの」は、頼んでもいないのにある日突然この世界に引っ
張り出され、今度はいくら名残惜しく思っても、この世界から追い
出されることになります。そんな「生」と「死」という二つの極で
閉じられた「生」というものは、ずいぶんと理不尽なものです。
そんな理不尽をしぶしぶでも納得するには、そこに何かの理由

付けが欲しくなります。そこで浮かぶのが神話や宗教説話といった
「お話」です。生きている間は死後の世界の修業の場とか、いいこ
とをすれば良い形で生まれ変わることができるとか、そのバリエー
ションはさまざまですが、いきものが生まれ死ぬという不条理にも
意味があると思わせてくれることで、まあやむをえまい、と思えた
のかもしれません。
そして、宗教のお話は、ヒトがどうして生まれてきたのかについ

ても、教えてくれます。キリスト教の聖書には「主なる神は、土
アダマ

の
塵で人

アダム

を形づくり、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうし
て生きる者となった」とありますし、古事記には伊

イ

邪
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ナ

岐
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ミ

の二神による国産み、ヒト産みについてが記されています。
しかし、わたしたちの心のなかには、「生命」という現象の深淵
を覗き込むことへの畏

おそ

れも強く刻まれています。ギリシャ神話のプ
ロメテウスという神様は、それまで神の世界が独占していた「火」
を盗み、人間に与えることで、人類の文明を生み出したのですが、
「火を盗んだ」罪でカウカソス山に磔

はりつけ

になり、その肝臓をハゲタカ
についばまれることになってしまいます。何より、神は不死である
ことからついばまれたそばから肝臓は再生し、終わることのない罪
を背負わさせられました。
また、古代キリスト教の神学者・アウレリウス・アウグスティ

ヌスはその著書『告白』で、精神の誘惑について語っているのです
が、 つの忌むべき精神の誘惑の一つとして単に知識欲を満足させ

るための「好奇心」を克己しなければならない罪として扱っていま
す。またカルタゴのテルトゥリアヌスという神学者は「不合理なる
がゆえに我信ずる」（ ）という言葉をのこした
といわれています。
古代ギリシャの昔から、先輩たちは「物事の来し方を知ろう」な
んて、厄介ごとに関わりなさんな、幸せになれませんよ、と諫

かん

言
げん

し
てくれていることを思えば、彼らがその問いによってどんなイバラ
の道を歩んだのか、眼に浮かぶようです。
万学の祖といわれる、古代ギリシャの哲学者のアリストテレス
は、生物学者としても『動物誌』『動物部分論』『動物発生論』と
いった著作ものこしていますが、彼は『形而上学』で、こう言い
切っています。「すべて人間は、生まれつき知ることを欲する」と。
いわば、生命科学の出発点の一つでしょう。そうして生まれてきた
のが「生命科学」なのです。

世紀になるとヤンセン親子が顕微鏡を発明し、 年には
フックが細胞という概念を発見するなど、生命の現象がどんどん
「目に見える」ものとなってきました。さらに 世紀に入ると、生
命の現象を「見る」だけでなく、観察される対象が観察者の与えた
条件にどう反応するか、つまり「実験する」ことによって、生命の
あり方を知ろうとする研究者が増えていきます。切り取ったカエル
の足に電流を流すことで、さも生きているかのように動くことを発
見したルイジ・ガルヴァーニ、世界で初めて人工授精を試みたラザ
ロ・スパランツァーニ、動物の解剖を重ねて近代外科学の父とよば
れたジョン・ハンターなどは、その代表例ということができます。
そんななか、エポックメイキングとなる文学作品が現れます。そ
れが 年、メアリー・シェリーが書いた『フランケンシュタイ
ン、あるいは現代のプロメテウス』です。若き科学者フランケン
シュタイン博士が死体をつなぎあわせて「体」を作り、電流を流す
ことで「体」に生命を与える、というストーリーは、ガルヴァーニ
の実験（動物電気）に着想を得たものであり、「科学」が少しずつ
ひとびとの近いところに現れ始めた、そんな時期だからこそ描かれ
た文学といえるでしょう。
しかし、お気づきの方もいるでしょう。サブタイトルに「プロメ
テウス」とあるように、この作品には神の意志に背き、「生命」を
みずから創りだそうとしたフランケンシュタインの「思い上がり」
に罰がくだされるような、そんなラストシーンが描かれます。言う
なれば、科学というもので、生命という理不尽な現象の根源をたど
れるのではないかという期待と、それを知ることを禁忌と感じる宗
教的な生命観が入り交じるお話なのです。
わたしたちはその祖先からこのかた、「生とは何か」という「お
話」を求め続けてきました。「生命科学」が積み上げてきた理論も、
ひとつの「お話」の姿なのかもしれません。しかし、「科学」が大
きな存在となる 世紀以降、「文学」には人間の心のうちに存在す
る欲求や畏

おそ

れ、そして科学の限界をどう考えるのか、さまざまなも
のが織り込まれてきました。わたしたちが神の御心という「物語」
の内側にいきつづけていたのならば、人間はずっと「幸せ」だった
のでしょう。それでも、その矩

のり

を乗り越えさせてしまう、そんな制
御不能さ加減が「生命」を追いかける面白さなのかもしれません。
この連載では、そんな文学のなかにある生命科学をとりあげ、それ
を描く文学の面白さを考えてみようと思います。

八 代 嘉 美
年生。専門は幹細胞生物学。再生医療研究と、 小説・マンガ・アニメの文化

批評を通じて、新しい生命観・身体観の構築を試みている。さらに、広く科学技
術と社会の関係性について精力的に執筆をつづける。著書に『増補 細胞　世
紀の技術が医療を変える』、『再生医療のしくみ』（共著）など。中日ファン。
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プロメテウスの憂鬱

H
R

が
い
ご

せ
い
ぶ
つ

さ
ん
す
う

た
い
い
く

き
ゅ
う
し
ょ
く

ぼ
う
け
ん

と
し
ょ



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。

年 月 日、ロンドン北部で警官が黒人男性を射殺したことへの抗
議デモに端を発し、ロンドンだけでなくバーミンガム、リバプール、ブリ
ストルなどイギリスの主要都市で次々に暴動が発生したことは私たちの記
憶に新しいが、きっかけはともかく、街を破壊し火を放つ若者たちの姿
は、もはや政治的な抗議行動とはかけ離れているようにも感じられた。こ
の事態は、チュニジアから世界に伝播した「ジャスミン革命」とも、現
在アメリカで拡大している反貧困のデモとも異なり、さらには 年に
フランスで起きた移民を中心にした暴動（これも警察に追われた移民の青
年たちの死がきっかけだったが）と比べても説明しがたい。心に引っか
かっていたところ、『 』編集部が今回のイギリスにおける一連の暴動
に関する原稿を求めていることを伺い、現地に暮らす知人に寄稿をお願
いした。筆者のエイドリアン・ラッシュモア デイヴィス氏（

）は、ケンブリッジ大学モードリン・コレッジ講師。
世紀前半の文人政治家ヘンリー・シンジョン（初代ボリングブルック子
爵）の膨大な未刊行書簡を編纂した五巻本の大著を、英国の大手出版社

から近く刊行する予定。私生活ではフォークロックと
レコードと水泳をこよなく愛し、休日には友人に手製のアップルパイ

やルバーブパイをふるまう永遠の好青年です。（武田記）

年代ロックグループ、ザ・キュアーのフロントマン、ロバート・ス
ミスは、「政治かぶれのミュージシャンなんてぼくの肌に合わない」と発
言し、音楽と政治を切り離してきた。その彼が、最近イングランドで起き
た暴動にはコメントしなければと感じたという。どうしてだろうか 　ロ
ンドンで警官が 歳の黒人男性マーク・ダガンを射殺したのをきっかけ
に勃発した一連の暴動について、普段は寡黙で政治色のないミュージシャ
ンが声を発しようと思った理由はなんだろうか 　 年 月のできごと
を 年代初頭の炭鉱夫のストライキと比べたスミスは、この夏にバーミ
ンガム、リバプール、マンチェスターで起きた放火と略奪は妙に非政治的
で、暴徒は「ただ物を盗むためだけに店を壊し、侵入している」と指摘し
た。政治的なメッセージのない暴力の勃発を前にして、それまで政治を避
けてきた彼は、だからこそ余計に異様なものを感じたのかもしれない。
「自然は真空を嫌う」とアリストテレスは言った。ところがフードで顔を
隠し、携帯電話やスポーツ用品を略奪するティーンエイジャーの姿を見て
も、自分の違反行為の意味を分かってほしいという訴えが感じられず、こ
の現象の抱える真空あるいは空虚は一向に埋まらない。『ガーディアン』
紙によると、「一連の暴動のあいだ、フードを被った連中はイギリスのど
こにでもいた」という。 年代に自由を求め、本当の自分を表現する
ために服を燃やした女性解放運動の闘士とは異なり、今回の暴徒の多くは
フードつきジャケットを着てあえて身元を隠し、機会があれば短絡的に物
を奪った。あの暴動のあいだ目立ったのは、政治的な要求ではなく万引き
や押し込み強盗だった。おかげで事態を深読みするコメンテーターも登場
した。地方自治体の長や学者がテレビやラジオに引っ張り出され、なにが
起きているのか説明を求められたが、沸騰する「時

ツアイトガイスト

代精神」を捉えようと
して絞り出された彼らのコメントは、いかにもあと知恵めいていて、説得

力に欠けていた。イングランドの政治思想の伝統から暴動を説明しようと
した大学教授もいたが、これも的を外していた。
だがしかし、負傷して路上に座りこんだマレーシア人の若者に近づいた
暴徒の一人が、救いを差し伸べるかと思いきや、ただ物を盗んで去った映
像は（『デイリー・メール』紙、 月 日）、イングランド社会に開いた深
い穴を見せつけてくれた。世

ネ グ レ ク ト

話を放棄され、見すごされてきた人たちによ
る、確固としたモラルを欠き、生命や財産の貴重さにも、個人や市民とし
ての責任にも無感覚な共同体の存在を。明確な動機を欠いた一連の暴動が
覆い隠しているのは、ここに現実的な政治問題が、それも現代のイギリス
がまともに摑めていない政治問題が露呈したという事実にほかならない。
若者たちは̶暴徒の大部分は から 歳だった̶機会と教育の不足
をあばいているのだ。
外国のメディアはイギリス社会の腐敗を指摘している。デイヴィッド・

キャメロン首相が暴動を「単純きわまりない犯罪行為」と形容したのに対
し、ドイツの『シュピーゲル』誌の記事では、彼の見解が「あまりに単純
で、この圧倒的な暴力の背後にあるものから注意を逸らすものだ。それは
イギリスのエリート層へのフラストレーションである」との批判が紹介さ
れている。もっとも、『エコノミスト』誌によると、海外での反応もさま
ざまだ。フランスの専門家が「ヨーロッパ特有の、救いようのない白人下
層階級」についてもっともらしく語るかと思えば（実際には暴徒には多様
な民族がいたのだが）、中国のコメンテーターは「管理なきコミュニケー
ションの危険」をしきりに糾弾する。イランに至っては、ご親切にも「警
察による統制を強化するための人権監視員」の派遣を提案してきたとい
う。真相と重なる部分もあるものの、こういった一般化は、イギリスの姿
を正確に伝えるのに劣らず、それぞれの国内の政治課題を反映しているよ
うに思われる。
全体を見据える視点を忘れてはいけない。外国の新聞の読者のなかに
は、イギリス全土が炎上し、廃墟と化したと思った人もいただろう。しか
しあれはこの国の各所で散発的に起きた事件であり、イギリス文化の全体
を代表するものと見なすのには慎重になるべきだ。目を射るテレビ映像が
世界中に発信され、何度も繰り返し流れたせいで、実際以上に暴動が頻
発しているように思われてしまった。もっとも、ツイッターやフェイスブ
ックのような新しい形態のメディアや、ネット上のチャットルームの一部
は、実際に「破壊に熱中する巨大な暴徒の活動」を助長したという（『デ
イリー・メール』紙）。
機会さえあれば経費の申請でズルをやらかす政治家たちに、道徳上の
模範として国民を指導する資格などない、と非難を浴びせたコメンテータ
ーは間違ってはいない。しかし、責任を伴わずに権利を語ることもできな
いだろう。イギリスで次の総選挙が行われるとき、持たざる者たちは選択
する権利を行使し、この真空をより意味のあるなにかで埋めてくれるかも
しれない。あの暴動が有益な触媒として働き、重要な問題を議論するきっ
かけとなってくれるかもしれないのだ。とはいえ、あの現象そのものに政
治的な主張を読むのは難しい。現実の政治的、社会的な課題に光を当てて
はくれたが、一般化を許そうとはしないからだ。

エイドリアン・ラッシュモア=デイヴィス
本文参照。

訳・武田将明
 

年生。 世紀イギリス文学から 世紀日本文学まで縦横無尽に論じる英文学者・批評家。
論文に「断端のノスタルジア̶平野啓一郎と現代文学の条件」（「群像」 年 月号）、訳
書にデフォー『ロビンソン・クルーソー』（河出文庫）など。

世界の言語を訪ね歩く 第 回
暴動と真空
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