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わ か ら ん ？！ 文 学

今
日
も
み
な
さ
ん
ご
発
信
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
な
た

も
、
あ
な
た
も
、
そ
ち
ら
の
あ
な
た
も
。
ど
う
も
ご
発
信
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。
え
え
と
、
そ
れ
で
は
ど
ち
ら
か
ら
い
き
ま
し
ょ
う

か
。
そ
う
で
す
ね
、
前
回
は
こ
ち
ら
か
ら
だ
っ
た
の
で
、
今
日
は
が

ら
っ
と
気
分
を
変
え
て
こ
ち
ら
か
ら
お
願
い
し
ま
し
ょ
う
か
。
ね
っ
、

そ
う
し
ま
し
ょ
う
。
は
い
、
そ
う
で
す
、
あ
な
た
か
ら
で
す
、
え
え
、

も
り
か
わ
さ
ん
。

ほ
う
、
な
る
ほ
ど
、
ふ
む
ふ
む
、
な
ん
と
、
会
社
で
嫌
な
こ
と

が
あ
っ
て
気
分
が
晴
れ
ず
、
ア
フ
タ
ー
セ
ブ
ン
に
人
生
で
は
じ
め
て

の
一
人
飲
み
に
挑
戦
。
内
心
ど
き
ど
き
し
な
が
ら
ワ
イ
ン
バ
ー
の
カ

ウ
ン
タ
ー
に
腰
を
落
ち
着
け
る
と
、
隣
の
ス
ツ
ー
ル
に
座
っ
て
い
た

こ
れ
ま
た
一
人
飲
み
の
女
性
と
意
気
投
合
。
そ
の
ま
ま
は
し
ご
し
た

高
架
下
の
焼
き
鳥
屋
で
い
い
に
お
い
の
す
る
け
む
り
に
包
ま
れ
二
人

大
笑
い
し
て
、
ぎ
り
ぎ
り
駆
け
込
ん
だ
終
電
。
慣
れ
親
し
ん
だ
最
寄

り
駅
か
ら
の
帰
り
道
、
夜
風
が
頰
に
冷
た
く
気
持
ち
よ
く
、
思
わ
ず

街
灯
の
下
に
立
ち
止
ま
り
、「
出
会
い
に
感
謝
」
と
書
き
込
ん
だ
と
。

な
る
ほ
ど
、
出
会
い
に
感
謝
。
う
つ
く
し
い
言
葉
で
す
。
う
ん
う
ん
、

出
会
い
に
感
謝
。
い
い
で
す
ね
ー
、
も
り
か
わ
さ
ん
。
え
っ
、
な
ん

で
す
か
、
ま
だ
終
わ
り
じ
ゃ
な
い
、
こ
り
ゃ
失
礼
。
え
え
、
そ
し
て

一
人
暮
ら
し
の
自
分
の
部
屋
の
ド
ア
を
開
け
て
み
れ
ば
、
す
べ
て
じ

ぶ
ん
の
お
気
に
入
り
で
し
つ
ら
え
ら
れ
た
居
心
地
の
よ
い
じ
ぶ
ん
だ

け
の
空
間
が
待
っ
て
い
て
く
れ
る
。
ふ
む
、
ホ
ー
ム
ス
イ
ー
ト
ホ
ー

ム
と
い
う
と
こ
で
す
か
な
。
あ
っ
ど
う
ぞ
、
続
け
て
。
ゆ
っ
く
り
お

﹇
シ
リ
ー
ズ
連
載
開
始
﹈

博
士
と
助
手

松
田
青
子

迫川尚子

第 回
早稲田文学
新人賞
速報



風
呂
に
つ
か
り
、
お
気
に
入
り
の
部
屋
着
に
着
替
え
て
ほ
っ
と
一
息
。
続

け
て
「
日
々
に
感
謝
」
と
書
き
込
ん
だ
。
日
々
に
感
謝
！　

で
ま
し
た
ね
、

も
り
か
わ
さ
ん
！　

な
ん
と
ま
あ
、
伝
わ
り
ま
す
か
、
も
り
か
わ
さ
ん
、

私
の
感
激
が
！　

い
や
ー
す
ば
ら
し
い
で
す
ね
。
ね
え
、
み
な
さ
ん
、
な

か
な
か
言
え
な
い
こ
と
で
す
よ
、
日
々
に
感
謝
と
は
。
日
々
に
感
謝
。
も

り
か
わ
さ
ん
、
あ
な
た
が
今
日
経
験
し
感
じ
た
い
ろ
い
ろ
な
出
来
事
、

様
々
な
気
持
ち
が
そ
の
一
言
で
、
た
っ
た
一
言
で
表
現
で
き
て
し
ま
う
。

い
や
は
や
、
魔
法
の
言
葉
で
す
な
、「
日
々
に
感
謝
」
と
は
。
も
り
か
わ

さ
ん
、
わ
た
く
し
、
じ
ぶ
ん
の
こ
と
の
よ
う
に
う
れ
し
い
で
す
。
あ
り
が

と
う
。
ど
う
も
ご
発
信
あ
り
が
と
う
。
あ
っ
、
こ
り
ゃ
失
敬
、
わ
た
く
し

の
汗
ば
ん
だ
手
で
握
手
な
ど
求
め
て
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
な
。
ど

う
に
も
喜
び
が
押
さ
え
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
。
さ
あ
、
こ
う
や
っ
て
タ

オ
ル
ハ
ン
カ
チ
で
し
っ
か
り
汗
を
拭
き
ま
し
た
か
ら
、
ね
、
み
な
さ
ん
、

大
丈
夫
で
す
よ
、
ほ
ら
、
こ
の
と
お
り
。

そ
れ
で
は
、
そ
う
、
ま
え
だ
さ
ん
、
あ
な
た
で
す
、
あ
な
た
。
な
ん
で

す
と
、
好
き
な
映
画
監
督
の
新
作
を
公
開
初
日
に
鑑
賞
し
た
と
。
そ
の
フ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
軽
さ
、
わ
た
く
し
も
見
習
い
た
い
で
す
、
ま
え
だ
さ
ん
。

で
、
な
る
ほ
ど
、
い
つ
も
通
り
大
層
お
も
し
ろ
く
、
早
速
「
今
回
も
○
○

節
は
健
在
！
」「
い
つ
も
の
○
○
節
が
炸
裂
！
」
と
そ
れ
ぞ
れ
書
き
込
ん

だ
と
。
え
え
、
そ
う
で
し
た
、
T
P
O
に
よ
っ
て
キ
ャ
ラ
を
使
い
分
け
る

ま
え
だ
さ
ん
に
は
、
二
冊
ノ
ー
ト
を
お
渡
し
し
て
お
り
ま
す
か
ら
ね
。
な

る
ほ
ど
ー
、
そ
れ
に
し
て
も
○
○
節
と
は
ま
た
粋
な
表
現
を
お
使
い
に
な

り
ま
す
な
。
よ
く
よ
く
そ
の
フ
レ
ー
ズ
を
見
て
い
る
と
別
に
な
に
も
言
っ

て
な
い
じ
ゃ
な
い
か
、
情
報
と
し
て
ゼ
ロ
じ
ゃ
な
い
か
、
な
ん
て
こ
と
は

気
に
せ
ず
「
！
」
で
押
し
切
る
そ
の
気
概
、
ア
グ
レ
ッ
シ
ブ
で
い
い
と
思

い
ま
す
。
ま
た
、
今
回
も
と
い
う
こ
と
は
、
前
回
と
同
じ
、
つ
ま
り
は
毎

回
同
じ
だ
と
い
う
わ
け
で
、
そ
れ
っ
て
製
作
者
サ
イ
ド
か
ら
し
た
ら
言
わ

れ
て
う
れ
し
い
感
想
な
の
だ
ろ
う
か
、
と
そ
ん
な
こ
と
も
ち
ろ
ん
こ
ち
ら

側
か
ら
し
た
ら
一
ミ
リ
も
関
係
な
い
わ
け
で
す
か
ら
ね
。
な
い
で
す
な
い

で
す
。
ま
え
だ
さ
ん
は
コ
ア
な
フ
ァ
ン
な
わ
け
で
す
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
褒

め
て
い
る
わ
け
で
す
。
え
え
。
あ
れ
で
す
な
、
な
ん
だ
か
あ
れ
を
思
い
出

し
ま
す
。
ほ
ら
、
あ
の
大
手
通
販
店
の
商
品
の
感
想
を
書
く
あ
の
ペ
ー
ジ

で
た
ま
に
見
る
「
気
軽
に
み
れ
て
お
す
す
め
で
す
」「
す
ぐ
読
み
終
え
ら

れ
る
の
で
お
す
す
め
で
す
」
っ
て
い
う
あ
れ
を
思
い
出
し
ま
し
た
、
わ
た

く
し
。
あ
れ
も
な
ん
と
い
い
ま
す
か
味
わ
い
の
あ
る
言
葉
で
あ
り
ま
す
な
。

そ
れ
は
だ
か
ら
褒
め
て
い
る
の
か
と
、
書
き
込
む
前
に
一
度
持
ち
帰
っ
て

上
司
と
検
討
し
て
頂
き
た
く
な
り
ま
す
な
。
少
々
脱
線
し
て
し
ま
い
ま
し

た
が
、
い
や
、
ま
え
だ
さ
ん
、
す
ば
ら
し
い
で
す
よ
。
○
○
節
。
ま
え
だ

さ
ん
が
そ
の
監
督
の
こ
と
を
知
っ
て
い
て
、
そ
の
監
督
の
作
品
を
毎
回
チ

ェ
ッ
ク
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
さ
く
っ
と
み
ん
な
に
知
ら
し
め
た
い
、

そ
の
ア
ピ
ー
ル
、
わ
た
く
し
の
胸
に
し
か
と
突
き
刺
さ
り
ま
し
た
。
み
な

さ
ん
の
胸
に
も
突
き
刺
さ
り
ま
し
た
よ
ね
、
ね
。
い
や
は
や
、
な
ん
と
有

効
な
言
葉
な
ん
で
し
ょ
う
か
ね
え
。
そ
れ
に
し
て
も
節
っ
て
な
ん
で
し
ょ

う
な
、
節
っ
て
。
う
ー
ん
、
コ
キ
リ
コ
コ
キ
リ
コ
。
お
っ
と
失
礼
、
い
ま

一
瞬
意
識
が
は
る
か
遠
く
を
さ
ま
よ
い
そ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

ま
え
だ
さ
ん
、
ど
う
も
ご
発
信
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
え
え
、
も

う
お
座
り
に
な
っ
て
頂
い
て
結
構
で
す
よ
、
は
い
。

お
や
、
ど
う
や
ら
は
じ
め
ま
し
て
の
よ
う
で
す
な
。
え
え
と
、
か
わ
た

さ
ん
で
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
ね
、
あ
あ
、
か
わ
だ
さ
ん
で
す
か
、
失
礼

し
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
か
わ
だ
さ
ん
、
ど
う
ぞ
は
じ
め
て
く
だ
さ
い
。
え

え
、
え
え
、
も
ち
ろ
ん
わ
た
く
し
も
お
ぼ
え
て
お
り
ま
す
、
あ
れ
は
痛
ま

し
い
出
来
事
で
し
た
な
。
は
い
、
確
か
に
、
事
件
直
後
は
み
ん
な
そ
の
話

ば
か
り
し
て
い
た
の
に
、
今
に
な
っ
て
み
る
と
だ
れ
も
口
に
出
し
も
し
な

い
。
そ
ん
な
簡
単
に
忘
れ
て
い
い
も
の
か
と
、「
み
ん
な
忘
れ
ち
ゃ
っ
た

の
か
な
、
み
ん
な
そ
う
思
わ
な
い
の
か
な
」
と
書
き
込
ん
だ
と
。
か
わ
だ

さ
ん
、
あ
な
た
の
お
気
持
ち
、
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て

書
か
な
い
人
、
話
さ
な
い
人
は
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
い
な
い
人
、

忘
れ
て
し
ま
っ
た
人
と
い
う
わ
け
で
す
な
。
い
や
ー
、
耳
が
痛
い
で
す
な
。

心
の
中
で
勝
手
に
思
っ
て
い
た
っ
て
他
人
に
は
と
ん
と
伝
わ
ら
な
い
わ
け

で
す
か
ら
、
そ
り
ゃ
そ
う
思
わ
れ
た
っ
て
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
よ
ね
。
え
え
。

現
代
は
、「
わ
た
し
は
戦
う
」「
わ
た
し
は
疲
れ
た
」
と
公
言
し
て
い
る
人

だ
け
が
戦
っ
て
い
る
、
疲
れ
て
い
る
世
の
中
で
す
か
ら
な
。
ふ
む
、
口
に

出
し
た
も
の
勝
ち
で
す
な
。
そ
れ
に
し
て
も
な
か
な
か
と
て
も
は
じ
め
て

と
は
思
え
な
い
着
眼
点
ぶ
り
で
、
こ
れ
か
ら
が
末
恐
ろ
し
い
と
い
い
ま
す

か
。
か
わ
だ
さ
ん
、
は
じ
め
て
の
ご
発
信
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
ご
発
信
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
ね
。
わ
た

く
し
、
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

さ
て
さ
て
、
お
次
は
誰
で
す
か
な
、
お
お
っ
と
、
我
ら
が
お
お
く
ぼ
さ

ん
で
は
な
い
で
す
か
。
み
な
さ
ん
、
お
お
く
ぼ
さ
ん
で
す
よ
！　

お
お
く

ぼ
さ
ん
、
今
日
も
ご
発
信
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
は
い
、
ふ
む

っ
、
き
ま
し
た
、
お
お
く
ぼ
さ
ん
の
十
八
番
！　
「
ご
冥
福
を
お
祈
り
し

ま
す
」。
亡
く
な
ら
れ
る
前
は
そ
ん
な
に
興
味
が
な
か
っ
た
の
に
、
訃
報

を
聞
い
た
瞬
間
そ
の
人
を
大
好
き
に
な
り
、
ご
じ
ぶ
ん
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

交
え
な
が
ら
繰
り
出
す
お
お
く
ぼ
さ
ん
の
こ
の
一
言
に
は
定
評
が
あ
り
ま

す
ね
。
そ
ん
な
に
好
き
だ
っ
た
の
な
ら
、
そ
の
人
の
生
前
に
も
っ
と
ア
ク

シ
ョ
ン
し
て
お
け
よ
な
ど
と
思
う
の
は
は
な
は
だ
野
暮
と
言
わ
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
。
一
つ
一
つ
の
死
を
悼
み
、
す
く
い
あ
げ
る
細
や
か
な
感
性
、
感

服
し
き
り
で
す
。
ち
な
み
に
お
お
く
ぼ
さ
ん
に
は
、
新
し
く
話
題
に
の
ぼ

る
よ
う
に
な
っ
た
人
に
対
し
て
と
に
か
く
「
天
才
！
」
と
褒
め
称
え
る
必

殺
技
も
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
も
ま
た
素
晴
ら
し
い
反
射
神
経
だ
な
と
、
え

え
。
お
お
く
ぼ
さ
ん
は
天
才
だ
ら
け
の
世
界
に
お
住
ま
い
に
な
ら
れ
て
い

て
素
敵
で
す
ね
。
そ
れ
に
な
ん
と
ま
あ
お
お
く
ぼ
さ
ん
は
や
さ
し
い
世
界

に
住
ん
で
お
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
わ
た
く
し
、
お
お
く
ぼ
さ
ん
の
発

表
を
聞
く
と
心
の
垢
が
と
れ
る
よ
う
な
そ
ん
な
心
持
ち
に
な
る
の
で
す
よ
。

知
ら
な
い
う
ち
に
こ
び
り
つ
い
て
い
た
じ
ぶ
ん
の
汚
れ
に
気
付
か
さ
れ
る

と
い
い
ま
す
か
ね
。
あ
の
、
博
士
、
お
言
葉
で
す
が
、
わ
た
し
は
や
っ
ぱ

り
納
得
で
き
ま
せ
ん
。
博
士
は
ず
っ
と
噓
を
つ
い
て
い
ま
す
。
そ
う
で
す

よ
ね
、
博
士
。
本
当
の
こ
と
を
言
っ
て
く
だ
さ
い
、
本
当
の
こ
と
を
言
っ

て
く
だ
さ
い
、
博
士
！

突
然
挿
入
さ
れ
た
自
分
の
声
に
、
わ
か
っ
て
い
た
は
ず
な
の
に
び
く
っ

と
し
て
、
一
時
停
止
の
ボ
タ
ン
を
押
し
た
。
い
ま
の
が
自
分
の
声
だ
と
は

思
い
た
く
な
か
っ
た
。
場
を
乱
す
闖
入
者
の
声
は
、
み
に
く
い
声
を
し
て

い
た
。
こ
の
後
の
展
開
も
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
。
た
が
が
外
れ
た
よ
う
に

自
分
の
気
持
ち
を
ま
く
し
た
て
る
私
を
博
士
は
な
だ
め
、
皆
の
間
に
広
が

り
つ
つ
あ
っ
た
不
安
と
パ
ニ
ッ
ク
を
な
ん
と
か
丸
く
納
め
る
と
、
じ
ゃ
あ

少
し
早
い
け
ど
今
日
は
こ
こ
ら
へ
ん
に
し
ま
し
ょ
う
か
と
閉
会
を
告
げ
た
。

博
士
の
研
究
に
口
を
出
す
な
ん
て
馬
鹿
な
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た
。
私
は

博
士
を
尊
敬
し
て
い
る
の
に
。
こ
ん
な
助
手
で
は
助
手
失
格
だ
。
二
週
間

ほ
ど
前
、
渡
辺
く
ん
が
良
け
れ
ば
助
手
に
な
り
ま
せ
ん
か
、
皆
に
は
ま
だ

内
緒
で
す
よ
と
私
な
ん
か
に
声
を
か
け
て
く
だ
さ
っ
た
博
士
の
や
さ
し
い

顔
を
思
い
出
し
た
。
そ
れ
か
ら
す
ぐ
に
部
屋
か
ら
出
て
い
く
際
の
皆
の
顔

が
脳
裏
に
浮
か
ん
だ
。
一
様
に
う
つ
ろ
な
表
情
を
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち



何
人
か
は
私
が
ま
き
散
ら
し
た
不
安
を
持
ち
帰
っ
て
し
ま
っ
た
に
違
い
な

か
っ
た
。
こ
れ
で
は
ま
っ
た
く
助
手
失
格
だ
。
私
は
た
め
い
き
を
つ
く
と
、

イ
ス
に
も
た
れ
た
ま
ま
、
後
ろ
に
伸
び
を
し
た
。
テ
ー
プ
起
こ
し
を
続
け

る
気
に
は
な
れ
な
か
っ
た
。
私
は
そ
の
ま
ま
、
頭
の
後
ろ
で
腕
を
組
む
と
、

目
を
閉
じ
た
。

「
調
子
は
ど
う
か
な
？
」

「
博
士
」

気
が
つ
く
と
、
マ
グ
カ
ッ
プ
を
二
つ
手
に
持
っ
た
博
士
が
後
ろ
に
立
っ

て
い
た
。
博
士
は
私
の
両
手
を
包
み
込
む
よ
う
に
ま
だ
温
か
い
カ
ッ
プ
を

手
渡
し
て
く
れ
た
。「
気
分
は
落
ち
着
い
た
か
な
？　

渡
辺
く
ん
」
こ
ん

な
風
に
博
士
に
渡
辺
く
ん
と
呼
ば
れ
る
の
が
私
は
好
き
だ
っ
た
。
私
だ
け

特
別
み
た
い
に
感
じ
ら
れ
る
か
ら
。

「
博
士
、
さ
っ
き
は
す
み
ま
せ
ん
で
し
た
」

「
い
い
ん
だ
よ
、
も
し
ま
だ
気
持
ち
が
落
ち
着
い
て
い
な
い
よ
う
な
ら
、

も
う
一
度
私
に
話
し
て
ご
ら
ん
。
い
く
ら
で
も
君
の
話
を
聞
く
か
ら
、
ね
、

渡
辺
く
ん
」

博
士
が
至
近
距
離
で
ま
っ
す
ぐ
私
の
目
の
奥
を
見
つ
め
な
が
ら
、
私
の

肩
に
や
さ
し
く
手
を
置
い
た
瞬
間
、
私
は
な
ん
と
か
停
止
し
た
は
ず
の
再

生
ボ
タ
ン
が
ま
た
押
さ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
た
。
言
葉

が
ま
た
溢
れ
出
し
た
。「
博
士
、
私
、
こ
の
世
界
が
嫌
い
で
す
。
こ
の
世

界
が
大
嫌
い
で
す
。
こ
ん
な
だ
れ
で
も
な
ん
で
も
言
え
ち
ゃ
う
世
界
が
す

ご
く
嫌
で
す
。
ち
が
う
ん
で
す
、
な
ん
で
も
言
え
ち
ゃ
う
こ
と
が
嫌
な
ん

じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
何
で
も
言
え
ち
ゃ
う
こ
と
で
、
博
士
が
私
た
ち
に
渡

し
て
く
れ
た
あ
の
ノ
ー
ト
に
書
き
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
気
が
済
ん
で
し

ま
う
こ
と
が
嫌
な
ん
で
す
。
わ
か
り
ま
す
か
？　

博
士
。
森
川
さ
ん
、
一

日
、
い
ろ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を
感
じ
て
い
た
は
ず
な

の
に
、
会
う
た
び
い
ろ
ん
な
こ
と
を
話
し
て
く
れ
て
す
ご
く
面
白
い
人
な

の
に
、
あ
の
ノ
ー
ト
の
中
だ
と
「
日
々
に
感
謝
」
だ
な
ん
て
た
っ
た
一
言

で
気
が
済
ん
で
し
ま
う
。
森
川
さ
ん
の
い
ろ
ん
な
気
持
ち
が
小
さ
く
な
っ

て
し
ま
う
、
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
誰
が
最
初
に
使
っ
た
の
か
も
う
今
で
は

わ
か
り
よ
う
も
な
い
納
ま
り
の
い
い
言
葉
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
、
あ
の
一

言
に
気
持
ち
を
ぜ
ん
ぶ
パ
カ
っ
て
は
め
こ
ん
だ
み
た
い
。
私
た
ち
、
い
つ

の
間
に
か
言
葉
に
使
わ
れ
て
る
。
利
用
さ
れ
て
る
。
な
ん
で
も
書
い
て
も

い
い
よ
っ
て
、
で
も
私
た
ち
、
少
し
も
自
由
に
な
っ
て
な
ん
か
な
い
。
こ

ん
な
治
療
お
か
し
い
で
す
。
博
士
は
私
た
ち
に
噓
を
つ
い
て
い
ま
す
」「
そ

ん
な
こ
と
な
い
ん
だ
よ
、
渡
辺
く
ん
。
さ
っ
き
も
言
っ
た
だ
ろ
う
？　

こ

れ
は
君
た
ち
患
者
に
と
っ
て
効
果
が
あ
る
治
療
法
な
ん
だ
。
抑
圧
さ
れ
続

け
て
き
た
君
た
ち
が
唯
一
自
分
を
解
放
で
き
る
場
所
が
あ
の
ノ
ー
ト
な
ん

だ
。
よ
く
考
え
て
み
て
ご
ら
ん
、
皆
幸
せ
そ
う
だ
ろ
う
？
」
笑
わ
せ
な
い

で
く
だ
さ
い
、
博
士
。
博
士
だ
っ
て
、
み
ん
な
の
成
果
が
う
れ
し
い
で
す

み
た
い
な
ふ
り
し
て
、
あ
ん
な
の
逆
に
馬
鹿
に
し
て
い
る
だ
け
じ
ゃ
な
い

で
す
か
。
気
が
つ
か
な
い
と
で
も
思
っ
て
る
ん
で
す
か
？　

患
者
は
そ
ん

な
に
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
ん
な
に
馬
鹿
じ
ゃ
な
い
で
す
。
な
に
か
陰
謀
が

あ
る
ん
で
し
ょ
う
？　

わ
た
し
た
ち
に
自
由
を
与
え
て
い
る
ふ
り
を
し
て
、

こ
れ
か
ら
ず
っ
と
じ
ぶ
ん
の
頭
で
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
感

じ
な
い
よ
う
に
、
洗
脳
し
よ
う
と
し
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
？　

お
お
く
ぼ

さ
ん
な
ん
か
見
て
く
だ
さ
い
、
歴
代
の
ノ
ー
ト
総
計
十
三
冊
中
く
り
返
し

く
り
返
し
「
天
才
！
」「
天
才
！
」「
天
才
！
」
っ
て
、
あ
ん
な
の
も
う
ロ
ボ

ッ
ト
と
化
し
て
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
R
2
D
2
や
C
3
P
O
の
方
が
ま

だ
個
性
が
あ
り
ま
す
よ
。
お
お
く
ぼ
さ
ん
を
あ
ん
な
風
に
し
た
の
は
博
士
、

あ
な
た
で
す
。
わ
た
し
は
あ
ん
な
ノ
ー
ト
だ
い
き
ら
い
。
わ
た
し
は
あ
の

ノ
ー
ト
に
も
う
一
行
だ
っ
て
書
き
ま
せ
ん
。
わ
た
し
、
わ
た
し
、
博
士
な

ん
て
だ
い
き
ら
い
！　
こ
ん
な
世
界
、
だ
い
き
ら
い
で
す
！

「
調
子
は
ど
う
か
な
？
」

「
博
士
」

気
が
つ
く
と
、
マ
グ
カ
ッ
プ
を
二
つ
手
に
持
っ
た
博
士
が
後
ろ
に
立
っ

て
い
た
。
私
は
再
生
し
て
い
た
ボ
イ
ス
レ
コ
ー
ダ
ー
を
一
時
停
止
す
る
と
、

イ
ヤ
フ
ォ
ン
を
は
ず
し
た
。

「
進
ん
で
い
る
か
な
？　
伊
藤
く
ん
」

「
前
に
も
言
っ
た
と
思
い
ま
す
け
ど
、
そ
の
「
く
ん
」
付
け
で
呼
ぶ
の
や

め
て
も
ら
っ
て
も
い
い
で
す
か
。
あ
り
が
ち
な
属
性
付
き
の
疑
似
恋
愛
プ

レ
イ
に
人
数
不
足
で
か
り
出
さ
れ
て
る
み
た
い
な
気
持
ち
に
な
る
ん
で
」

「
そ
う
だ
っ
た
ね
、
す
ま
な
い
、
伊
藤
さ
ん
」

「
今
日
の
渡
辺
さ
ん
の
分
は
も
う
す
ぐ
テ
ー
プ
起
こ
し
が
終
わ
り
ま
す
。

で
き
次
第
渡
辺
さ
ん
が
途
中
ま
で
や
っ
て
く
れ
た
分
と
あ
わ
せ
て
報
告
書

を
作
成
し
ま
す
」

「
そ
う
か
」

「
博
士
」

「
う
ん
？
」

「
博
士
の
い
や
ら
し
い
ユ
ン
グ
気
取
り
は
置
い
と
い
て
、
実
験
は
成
功
で

す
。
彼
女
、
完
治
し
ま
し
た
。
先
ほ
ど
最
後
に
す
れ
違
っ
た
と
き
も
、
も

う
来
ま
せ
ん
、
二
度
と
来
ま
せ
ん
、
と
笑
顔
で
言
っ
て
い
ま
し
た
」

「
あ
あ
、
彼
女
は
こ
れ
か
ら
自
分
の
胸
の
中
に
あ
る
い
ろ
い
ろ
な
気
持
ち

を
吐
き
出
し
た
い
と
は
二
度
と
思
わ
な
い
だ
ろ
う
。
以
前
の
よ
う
に
飢
餓

感
に
襲
わ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
む
し
ろ
自
分
の
胸
の
内
に
あ
る
も
の
こ
そ

が
一
番
尊
い
の
だ
と
、
誰
に
も
見
せ
て
た
ま
る
か
と
自
分
の
気
持
ち
を
抱

き
し
め
な
が
ら
、
生
き
て
い
け
る
は
ず
だ
」

「
は
い
。
し
か
し
博
士
の
考
案
し
た
こ
の
方
法
は
一
定
の
成
果
を
出
し
て

い
る
と
は
言
え
ま
す
が
、
患
者
の
数
は
増
え
続
け
て
い
る
現
状
、
効
率
が

悪
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
も
あ
り
ま
す
。
大
久
保
さ
ん
の
よ
う
に

い
つ
ま
で
た
っ
て
も
改
善
の
兆
し
が
見
え
な
い
患
者
さ
ん
も
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
し
」

「
こ
う
な
っ
て
く
る
と
逆
に
大
久
保
さ
ん
の
揺
る
が
な
さ
も
尊
敬
に
値
す

る
な
。
今
日
の
渡
辺
さ
ん
の
よ
う
に
完
治
間
際
の
患
者
が
騒
ぐ
と
周
り
に

伝
染
し
、
ヒ
ン
ト
を
与
え
ら
れ
た
よ
う
に
芋
づ
る
式
に
快
方
に
向
か
う
患

者
が
続
け
て
出
て
く
る
が
、
大
久
保
さ
ん
は
何
度
そ
の
機
会
が
あ
っ
て
も

ノ
ー
ト
の
中
で
充
実
し
て
い
る
だ
け
だ
か
ら
な
」

「
ほ
か
に
も
っ
と
い
い
治
療
法
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？　

こ

こ
ま
で
く
る
と
責
任
問
題
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
」

「
い
や
な
に
、
い
ざ
と
な
っ
た
ら
ノ
ー
ト
を
す
べ
て
燃
や
せ
ば
い
い
。
そ

う
す
れ
ば
跡
形
も
な
く
全
部
な
く
な
る
。
そ
れ
か
ら
ま
た
考
え
れ
ば
い
い

じ
ゃ
な
い
か
。
み
ん
な
一
か
ら
は
じ
め
れ
ば
い
い
」

「
博
士
」

「
う
ん
？
」

「
博
士
の
そ
う
い
う
と
こ
ろ
、
ヘ
ド
が
で
そ
う
で
す
」

「
う
ん
？
」

「
正
直
ヘ
ド
が
な
に
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
で
す
が
、
そ
れ
で
も
ヘ
ド
が
で

そ
う
で
す
」

〈
了
〉

松
田
青
子　

年
兵
庫
県
生
。
福
永
信
・
長
嶋
有
ら
の
同
人
誌
「
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
２
」
で
発
表
し
た
「
シ
ャ
ン
プ
ー
ア

ン
ド
リ
ン
ス
」
か
ら
、
そ
の
奔
放
で
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
文
体
と
ス
パ
イ
ス
の
効
い
た
物
語
で
一
気
に
読
者
を

惹
き
つ
け
る
。
主
な
作
品
に
「
ウ
ォ
ー
タ
ー
プ
ル
ー
フ
噓
ば
っ
か
り
！
」（「
早
稲
田
文
学
増
刊
Ｕ

」）、「
も

う
す
ぐ
結
婚
す
る
女
」（「
早
稲
田
文
学
増
刊
π
」）、「
ノ
ー
ス
リ
ー
ブ
」（「
す
ば
る
」

年

月
号
）、「
マ
ー

ガ
レ
ッ
ト
は
植
え
る
」（「
早
稲
田
文
学
増
刊　

震
災
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
〝
距
離
〞」）
な
ど
。

こ
の
連
載
は
、
フ
リ
ー
ペ
ー
パ
ー
「
Ｗ
Ｂ
」
と
本
誌
「
早
稲
田
文
学
」
ほ
か
、
早
稲
田
文
学
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
ひ
ょ
っ
こ
り
掲
載
予
定
。
ど
う
ぞ
探
し
て
お
読
み
く
だ
さ
い
！



選
評

「
黒
田
夏
子
の
『
a
b
さ
ん
ご
』
が

　
　

群
を
抜
い
て
素
晴
ら
し
か
っ
た
」

蓮
實
重
彥　

こ
の
平
成
日
本
の
文
学
的
な
環
境
に
つ
つ
ま
れ
、
そ
れ
も
新
人
賞
に
応

募
す
る
男
女
の
作
品
を
読
み
な
が
ら
、
ひ
た
す
ら
「
た
め
息
」
を
も
ら
し

た
い
と
い
う
思
い
を
い
だ
く
の
は
、
途
方
も
な
い
時
代
錯
誤
で
し
か
あ
る

ま
い
。
そ
ん
な
こ
と
は
百
も
承
知
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
川
上
未
映

子
と
の
「
早
稲
田
文
学
」
の
対
談
で
、
古
井
由
吉
を
読
み
な
が
ら
思
わ
ず

も
ら
す
「
た
め
息
」
に
つ
い
て
語
り
、「
応
募
作
品
を
読
み
な
が
ら
、
そ

う
し
た
た
め
息
を
い
く
つ
も
つ
き
た
い
と
い
う
贅
沢
な
期
待
感
も
あ
り
ま

す
」
な
ど
と
、
性
懲
り
も
な
く
口
走
っ
て
し
ま
っ
た
。
選
者
と
し
て
は
、

ひ
た
す
ら
驚
き
た
か
っ
た
の
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
。

だ
が
、
文
学
作
品
に
「
驚
き
」
を
期
待
す
る
ほ
ど
、
批
評
家
と
し
て
怠

惰
な
姿
勢
も
ま
た
と
あ
る
ま
い
。
と
こ
ろ
が
、
奇
蹟
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う

か
、
三
百
作
を
超
え
る
応
募
作
品
の
中
に
、
一
篇
だ
け
、「
た
め
息
」
を

も
ら
さ
ず
に
読
み
終
え
る
こ
と
な
ど
と
て
も
で
き
な
い
作
品
が
し
た
た
か

に
ま
ぎ
れ
こ
ん
で
お
り
、
そ
の
作
品
を
み
た
し
て
い
る
言
葉
遣
い
と
語
り

の
呼
吸
に
は
と
め
ど
も
な
く
心
を
動
か
さ
れ
た
。
そ
の
文
字
を
た
ど
り
な

が
ら
、
何
度
か
「
た
め
息
」
を
も
ら
し
、
何
度
か
「
驚
き
」、
こ
れ
を
お

い
て
当
選
作
な
ど
あ
り
え
よ
う
は
ず
も
な
い
と
確
信
す
る
の
に
さ
し
た
る

時
間
は
必
要
と
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
確
信
を
も
た
ら
し
て
く
れ
た
の
は
、

黒
田
夏
子
の
「

さ
ん
ご
」
で
あ
る
。

ほ
ど
よ
い
書
き
方
を
心
得
て
い
る
書
き
手
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
ほ
ど

よ
い
語
り
方
を
心
得
て
い
る
書
き
手
も
皆
無
で
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
そ

れ
ら
は
、
ど
れ
も
こ
れ
も
、
平
成
日
本
の
退
屈
さ
に
酷
似
し
て
い
た
。
ま

あ
こ
ん
な
も
の
だ
ろ
う
と
つ
ぶ
や
き
な
が
ら
、
何
度
も
欠
伸
を
こ
ら
え
た
。

と
こ
ろ
が
、
黒
田
夏
子
の
「

さ
ん
ご
」
は
、
た
っ
た
ひ
と
つ
の
欠
伸

さ
え
誘
発
し
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、「
個
性
」
と
い
え
ば
決
ま
っ
て
「
豊

か
な
」
と
応
じ
て
し
ま
う
日
本
語
の
慣
習
へ
の
侮
り
も
隠
そ
う
と
し
な
い

作
品
だ
っ
た
。「
豊
か
な
個
性
」
と
は
、
語
義
矛
盾
も
は
な
は
だ
し
く
、

そ
ん
な
言
葉
を
間
違
っ
て
も
口
に
し
て
は
な
ら
ぬ
。「
豊
か
」
さ
か
ら
は

思
い
き
り
遠
い
き
わ
め
つ
け
の
「
貧
し
さ
」
こ
そ
が
「
個
性
」
に
ほ
か
な

ら
ぬ
。「

さ
ん
ご
」
は
、
一
行
ご
と
に
そ
う
い
っ
て
い
る
か
に
見
え
る
。

作
者
の
黒
田
夏
子
は
、「
き
わ
め
つ
け
の
貧
し
さ
」
だ
け
で
勝
負
す
る
、

優
れ
て
「
個
性
」
的
な
作
家
だ
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。「
個
性
」
で
作

品
を
語
っ
た
た
め
し
の
な
い
批
評
家
が
そ
う
断
定
す
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ

だ
け
は
間
違
い
な
い
。

「
固
有
名
詞
」
や
そ
れ
を
受
け
る
「
代
名
詞
」
も
い
っ
さ
い
使
わ
ず
に
、

日
本
語
で
何
が
書
け
、
何
が
語
れ
る
か
。「
個
性
」
的
な
黒
田
夏
子
が
直

面
す
る
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
れ
ま
で
い
か
な
る
作
家
も
見
す
え
る
こ
と
の

な
か
っ
た
言
語
的
な
現
実
で
あ
る
。
だ
か
、
彼
女
は
、
そ
れ
を
、
抽
象
的

な
実
験
と
し
て
処
理
す
る
の
で
は
な
く
、
ご
く
当
然
の
こ
と
と
し
て
具
体

的
に
生
き
ぬ
い
て
み
せ
る
。
そ
の
つ
ど
異
な
る
「
普
通
名
詞
」
を
ま
と
っ

て
み
せ
る
名
前
の
な
い
誰
か
が
、
い
つ
と
も
知
れ
ぬ
時
間
か
ら
、
こ
れ
ま

た
異
な
る
「
普
通
名
詞
」
を
ま
と
わ
さ
れ
た
誰
と
も
特
定
し
が
た
い
複
数

の
人
物
に
つ
い
て
、
あ
れ
こ
れ
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
る
。
た
だ
そ
れ
だ
け
の

こ
と
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
が
一
篇
の
作
品
と
し
て
読
む
も
の
の
意
識
に

ひ
そ
か
な
震
え
を
行
き
わ
た
ら
せ
る
。
黒
田
夏
子
は
、
ご
く
な
だ
ら
か
な

呼
吸
で
、
だ
が
自
信
を
こ
め
て
そ
う
つ
ぶ
や
い
て
い
る
か
に
み
え
る
。

「

さ
ん
ご
」
は
、
あ
く
ま
で
横
書
き
で
書
か
れ
、
あ
く
ま
で
横
書
き

で
読
ま
れ
る
べ
き
作
品
で
あ
り
、
ご
く
素
直
に
た
ど
れ
る
語
彙
や
構
文
か

ら
な
っ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
と
は
い
え
、
こ
こ
で
は
、
読
む
意
識

へ
の
言
葉
の
無
視
し
が
た
い
さ
か
ら
い
こ
そ
が
読
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

誰
も
が
親
し
ん
で
い
る
書
き
方
と
は
い
く
ぶ
ん
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
だ

け
の
理
由
で
こ
れ
を
読
ま
ず
に
す
ご
せ
ば
、
人
は
生
き
て
い
る
こ
と
の
意

味
の
大
半
を
見
失
い
か
ね
な
い
。
そ
う
と
名
指
さ
れ
て
は
い
な
い
「
昭

和
」
の
核
家
族
の
歴
史
が
、
そ
れ
を
「
小
児
」
と
し
て
お
ぼ
つ
か
な
く
生

き
始
め
た
者
の
言
葉
と
し
て
、
初
め
て
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
書
か
れ
た
貴

重
な
作
品
と
し
て
、
多
く
の
人
に
向
か
っ
て
、
そ
の
こ
と
の
意
義
を
強
く

主
張
し
た
い
と
思
う
。
こ
こ
に
は
新
人
賞
の
当
選
作
と
い
う
以
上
の
作
家

的
な
力
量
が
こ
め
ら
れ
て
お
り
、
選
者
と
し
て
は
、
そ
の
こ
と
に
「
驚

き
」
を
超
え
た
悦
び
と
怖
れ
を
い
だ
い
た
。

受
賞
の
こ
と
ば

黒
田
夏
子　

散
文
を
書
き
は
じ
め
た
の
は
五
歳
の
夏
で
し
た
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
七
十

年
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
さ
か
の
ぼ
る
ほ
ど
通
常
の
書
き
か
た
を
し

て
い
た
よ
う
で
す
が
、
会
話
に
カ
ギ
カ
ッ
コ
を
つ
け
な
い
と
か
断
章
構
成

の
方
向
と
か
は
早
く
か
ら
始
ま
っ
て
い
て
、
そ
の
後
、
作
中
人
物
名
が
消

え
、
カ
タ
カ
ナ
表
記
が
消
え
、
藤
い
ろ
と
は
書
く
が
藤
そ
の
も
の
を
作
中

に
出
す
と
き
に
は
そ
の
名
称
は
書
か
な
い
と
い
う
形
で
植
物
名
が
消
え
、

そ
の
ほ
か
い
ろ
い
ろ
消
え
ま
し
た
。
文
字
づ
か
い
も
い
ま
だ
に
手
さ
ぐ
り

途
上
で
す
が
か
な
り
変
則
で
す
。
か
と
い
っ
て
そ
う
い
う
こ
と
が
目
的
な

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
一
見
し
て
目
新
し
い
体
裁
と
い
う
わ
け
で
も

な
く
、
い
く
え
に
も
発
表
の
む
ず
か
し
い
長
い
年
月
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
作
品
が
こ
の
賞
に
出
会
え
た
の
は
ま
こ
と
に
幸
い
だ
っ
た

と
思
い
ま
す
。
な
に
し
ろ
募
集
要
項
に
「
も
と
よ
り
『
小
説
』
の
定
義

は
…
」
な
ど
と
ほ
か
の
賞
に
は
見
か
け
な
い
文
言
が
あ
り
、
正
賞
副
賞
の

「
受
け
取
り
を
拒
む
権
利
」
ま
で
わ
ざ
わ
ざ
保
証
さ
れ
、
原
稿
の
書
式
に

は
思
い
つ
く
か
ぎ
り
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
合
が
並
ん
で
い
る
、
つ
ま
り
作
品

の
あ
り
よ
う
を
最
大
限
に
認
容
し
て
い
る
姿
勢
が
、
こ
れ
な
ら
拾
わ
れ
る

可
能
性
が
あ
る
か
と
思
わ
せ
た
か
ら
で
す
。
い
ま
結
果
と
し
て
受
賞
が
叶

い
、
長
か
っ
た
道
の
り
が
よ
う
や
く
に
明
る
み
は
じ
め
た
気
が
し
て
い
ま

す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

第
4
回
早
稲
田
文
学
新
人
賞
速
報

受
賞
作

「

さ
ん
ご
」

第

回
早
稲
田
文
学
新
人
賞
は
、
三
九
一
篇
の
応
募
作
の
中
か
ら
三
〇
篇
を
予
選
通
過
、

う
ち
一
五
篇
を
二
次
予
選
通
過
と
し
、
上
記
作
品
を
受
賞
作
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

受
賞
作
の
全
文
は
、
近
日
発
売
の
本
誌
「
早
稲
田
文
学
⑤
」
に
掲
載
い
た
し
ま
す
。

黒
田
夏
子
（
く
ろ
だ
・
な
つ
こ
）

一
九
三
七
年
東
京
都
生
（
七
五
歳
）。
早
稲
田
大
学
教
育
学
部

卒
業
。
教
員
、事
務
員
、校
正
者
な
ど
を
経
て
、本
作
を
発
表
。



〈受像者〉
というがっこうと というがっこうのどちらにいくのかと，会うおとなたちのくちぐちにきいた百にちほ

どがあったが，きかれた小児はちょうどその町を離れていくところだったから， にも にもついにむえんだっ

た．その，まよわれることのなかった道の枝を，半せいきしてゆめの中で示されなおした者は，見あげたこと
のなかったてんじょう，ふんだことのなかったゆか，出あわなかった小児たちのかおのないかおを見さだめよ
うとして，すこしあせり，それからとてもくつろいだ．そこからぜんぶをやりなおせるとかんじることのこの
うえない軽さのうちへ，どちらでもないべつの町の初等教育からたどりはじめた長い日月のはてにたゆたい目
ざめた者に，みゃくらくもなくあふれよせる野生の小禽たちのよびかわしがある．
またある朝はみゃくらくもなく，前夜むかれた多肉果の紅いらせん状の皮が匂いさざめいたが，それはその

おだやかな目ざめへとまさぐりとどいた者が遠い日に住みあきらめた海辺の町の小いえの，淡い夕ばえのえん
さきからの帰着だった．そこで片親とひとり子とが静かに並んでいた．いなくなるはずの者がいなくなって，
親と子は当然もどるはずのじょうたいにもどり，さてそれぞれの机でそれぞれの読み書きをつづけるまえのつ
かのま，だまって充ちたりて夕ばえに染みいられていた．そういう二十ねん三十ねんがあってふしぎはなかっ
たのだが，いなくなるはずの者がいなくなることのとうとうないまま，親は死に，子はさらにかなりの日月を
へだててようやく，らせん状の紅い果皮が匂いさざめくおだやかな目ざめへとまさぐりとどくようになれた．
ぎゃくにいえば，そうなれたからたちあらわれたゆめだ．
ひきかえせないといういみでなら，もっと早いいつのまくらにただよいからんでもおなじだったろうが，ど
んな変形をへてでも親と子ふたりでくらす可能性ののこっていたあいだはもちろん，それが死によってかんぜ
んにうしなわれてもなお，帰着点がにがすぎればたちあらわれてはならないたぐいのゆめがあった．
ゆめの受像者の，三十八ねんもをへだてて死んだふたりの親たちのうち，さきに死んだほうの親のゆめも，

ふたりともが死んでしばらくたつまではほとんどたちあらわれなかった．受像者が，あとから死んだほうの親
とふたりだけというじょうきょうでつくられたじぶんに淫しきっていて，それいじょうさかのぼった未定など
じぶんがじぶんでないからはかかわりもないとかんじていたからか，かかわりがないというよりはむしろ，親
ふたりそろっていてのじぶん，きょうだいがあったりするじぶんなど敵でしかないとかんじていたからか．
親がふたりとも死んで，さらに年をへて，朝の帰着点がさざめきでかざられるようになった者が，ゆめの小
べやの戸をあけると，さきに死んだほうの親がふとんに寝ていた．寝てはいたがいのちのあやういほど病んで
いるというふうではなく，そうだったのか，あけさえすればずっとここにいたのだったかとなっとくした者は，
じぶんの長いうかつな思いこみをやすらかにあきれていた．またべつのゆめで，親ふたりと子とがつれだって
歩いていた．歩いてはいたが，さきに死んだほうの親がすでに病んでいるともわかっていた．なおるともなお
らないともきまっていないところまではひきかえしたということのようであり，それをゆめの受像者がじかに
のぞんでいるというよりは，あとから死んだほうの親のためにひきかえしてやりたかったのにということのよ
うでもあった．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈つづきは下記，早稲田文学⑤で！〉

さんご（冒頭）
黒田夏子

第
2
回
早
稲
田
文
学
新
人
賞
速
報

新人賞受賞作 

黒田夏子「 さんご」一挙掲載！ 

連続特集　シリーズ【日本“現代”文学の、標的＝始まり】

第二回　村上春樹１＆大江健三郎２
セース・ノーテボーム
「儀式」（松永美穂　訳・解説）

タチアナ・トルスタヤ
「クィシ」（貝澤哉　訳・解説）

ドン・デリーロ
「ホワイト・ノイズ」新訳（都甲幸治　訳・解説）

オ
ラ
ン
ダ

ロ
シ
ア

ア
メ
リ
カ

〆切は２０１２年末（予定）  
選考委員・今回の募集要項ほか、 詳細は「早稲田文学⑤」にて。  

第25回早稲田文学新人賞、まもなく募集開始！ 内
容
・
発
売
時
期
は

予
告
な
く
変
更
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す さらにフランス・中国ほか、世界文学がぞくぞく来る！

超
大
型

翻
訳
小
説

連
載
一
挙
開
始



主
人
公
が
い
る
の
は
見
世
物
の
檻
の
中
だ
。
見
ら
れ
る
こ
と
を
前

提
と
し
た
そ
の
設
定
の
せ
い
だ
ろ
う
か
、
読
ん
で
い
る
と
自
分
の
立

ち
位
置
が
妙
に
ず
れ
る
感
じ
が
す
る
。
我
を
忘
れ
て
ス
ト
ー
リ
ー
に

の
め
り
こ
み
、
そ
の
世
界
の
あ
り
さ
ま
が
頭
の
中
い
っ
ぱ
い
に
よ
ど

み
な
く
繰
り
広
げ
ら
れ
る
…
…
と
い
う
の
で
は
な
く
、
檻
の
そ
ば
に

ボ
ー
と
立
っ
て
、
あ
ば
ら
骨
の
く
っ
き
り
出
た
芸
人
を
眺
め
て
い
る

よ
う
な
不
思
議
な
参
加
感
。

こ
の
人
の
芸
は
、
断
食
で
あ
る
。
藁
に
腰
掛
け
、
時
計
一
つ
置
き
、

な
ん
に
も
し
な
い
こ
と
を
芸
と
し
て
い
る
。
観
衆
は
彼
に
夢
中
だ
。

四
十
日
間
な
に
も
食
べ
ず
に
過
ご
せ
る
の
だ
か
ら
、
特
殊
で
あ
る
こ

と
に
は
違
い
な
い
。
誰
も
続
け
ざ
ま
の
見
張
り
な
ど
で
き
な
い
の
で
、

彼
は
常
に
、
自
分
が
完
璧
に
何
も
食
べ
て
い
な
い
こ
と
を
、
完
璧
に

は
認
め
て
も
ら
え
な
い
状
況
に
い
る
。
し
か
し
彼
が
不
満
な
の
は
何

よ
り
、
断
食
が
彼
に
と
っ
て
こ
の
世
で
最
も
易
し
い
こ
と
だ
と
い
う

事
実
へ
の
、
人
々
の
無
理
解
だ
。
興
行
の
都
合
上
こ
の
芸
は
毎
回

四
十
日
間
で
一
旦
や
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
断
食
を
ま
っ
す
ぐ
ど

こ
ま
で
も
続
行
し
た
い
。
時
が
経
ち
こ
の
芸
の
人
気
は
衰
え
、
彼
は

そ
れ
ま
で
の
興
行
主
と
別
れ
て
、
今
度
は
サ
ー
カ
ス
と
契
約
す
る
。

自
分
に
と
っ
て
の
「
本
当
」
を
、
本
当
と
し
て
信
じ
て
も
ら
え
な

い
こ
と
へ
の
怒
り
。
自
分
の
「
本
当
」
だ
け
で
生
き
て
い
く
こ
と
の

異
様
さ
。
展
覧
会
で
音
声
ガ
イ
ド
を
聞
き
な
が
ら
絵
を
眺
め
る
よ
う

に
、
私
は
檻
の
そ
ば
で
、
語
り
手
に
よ
る
断
食
芸
人
の
心
の
実
況
を

聞
き
な
が
ら
見
て
い
る
。
痩
せ
こ
け
た
彼
と
目
が
合
う
こ
と
は
な
い
。

た
だ
時
お
り
、
彼
の
意
志
の
よ
う
に
は
語
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
彼
の

呼
吸
や
体
温
が
、
ゆ
ら
ゆ
ら
と
燃
え
る
よ
う
に
見
え
て
、
目
を
凝
ら

す
。
食
を
断
つ
と
い
っ
て
も
彼
は
全
く
自
分
の
生
を
否
定
し
て
は
い

な
か
っ
た
。
や
が
て
彼
は
サ
ー
カ
ス
の
監
督
と
特
殊
な
会
話
を
交
わ

し
、
自
分
と
い
う
も
の
の
特
殊
さ
を
静
か
に
ほ
ど
く
。

だ
か
ら
な
の
か
、
小
説
の
終
わ
り
に
い
き
な
り
現
れ
る
存
在
は
一

瞬
、
断
食
芸
人
と
い
う
輪
郭
か
ら
転
が
り
出
た
あ
ざ
や
か
な
命
み
た

い
に
見
え
た
。
彼
と
違
い
、
そ
れ
は
か
ら
だ
全
体
で
こ
ち
ら
を
見
る
。

な
ん
だ
か
ぎ
ょ
っ
と
す
る
。
急
に
自
分
の
か
ら
だ
が
不
透
明
に
な
る
。

私
の
命
に
と
っ
て
、
私
の
心
と
は
何
な
の
か
？　

そ
の
隙
間
、
自
分

で
は
計
れ
な
い
そ
の
誤
差
を
見
破
ら
れ
る
よ
う
に
、
私
は
ぐ
っ
と
小

説
の
外
へ
押
し
戻
さ
れ
る
。

檻
の
そ
ば
で
足
を
と
め
た
き
り
中
断
し
て
い
た
こ
の
一
日
の
、
澄

ん
だ
切
断
面
に
ま
た
自
分
の
影
が
滲
み
出
し
て
い
く
の
を
、
つ
か
の

ま
だ
け
人
ご
と
み
た
い
に
眺
め
て
み
る
。

牧
田
真
有
子

年
生
。「
椅
子
」で「
文
學
界
」新
人
賞
奨
励
賞
を
受
け
デ
ビ
ュ
ー
。

人
の
抱
え
る
寄
る
辺
な
さ
と
世
界
の
孕
む
不
確
か
さ
を
一
つ
一
つ

す
く
い
あ
げ
、描
き
と
る
。
早
稲
田
文
学
サ
イ
ト
で
連
載
中
の
「
泥

棒
と
イ
ー
ダ
」は
、命
の
危
機
に
瀕
し
た
女
子
高
生
と
、彼
女
を
救
っ

た
ド

気
味
の
ア
ラ
サ
ー
男
子
、
ク
セ
者
揃
い
の
同
級
生
が
く
り

広
げ
る
恋
愛
小
説
。



フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ

一
八
八
二―

一
九
二
四
。
プ
ラ
ハ
生
ま
れ
の
ド
イ
ツ
語
に
よ
る
小
説

家
。
あ
る
朝
め
ざ
め
る
と
、
巨
大
な
虫
に
な
っ
て
い
た
、
と
い
う
衝

撃
的
内
容
の
『
変
身
』
は
じ
め
、『
審
判
』『
城
』
な
ど
多
く
の
作
品

が
読
み
継
が
れ
て
い
る
。
不
条
理
で
シ
ュ
ー
ル
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク

な
物
語
の
作
者
と
し
て
、
小
説
の
可
能
性
を
押
し
広
げ
た
作
家
と
し

て
後
の
世
に
与
え
た
影
響
は
計
り
知
れ
な
い
。

「
断
食
芸
人
」
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
、
白
水
u
ブ
ッ
ク
ス
、
岩

波
文
庫
、
み
す
ず
書
房
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
解
説
付
き
で
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。



旧
作
異
聞

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
。

『富嶽百景』
（岩波文庫）

26

ご
当
地
文
学
篇

一
方
、
月
見
草
の
く
だ
り
は
、
作
品
の
中
ほ
ど
に
登
場
す
る
。「
私
」
は
河
口
村
へ
郵

便
物
を
と
り
に
い
っ
た
帰
り
、
バ
ス
の
中
で
不
機
嫌
そ
う
な
老
婦
人
と
乗
り
合
わ
せ
る
の

だ
。
他
の
乗
客
が
〈
変
哲
も
な
い
三
角
の
山
〉
に
歓
声
を
上
げ
る
中
、
彼
女
だ
け
は
富
士

と
反
対
側
の
断
崖
を
見
て
お
り
、
そ
し
て
い
っ
た
。〈
お
や
、
月
見
草
〉

「
私
」
の
目
に
は
〈
ち
ら
と
ひ
と
め
見
た
黄
金
色
の
月
見
草
〉
の
記
憶
が
残
る
。

〈
三
七
七
八
メ
ー
ト
ル
の
富
士
の
山
と
、
立
派
に
相
対
峙
し
、
み
じ
ん
も
ゆ
る
が
ず
、
な

ん
と
言
う
の
か
、
金
剛
力
草
と
で
も
言
い
た
い
く
ら
い
、
け
な
げ
に
す
っ
く
と
立
っ
て
い

た
あ
の
月
見
草
は
、
よ
か
っ
た
。
富
士
に
は
、
月
見
草
が
よ
く
似
合
う
〉

こ
の
「
月
見
草
」
は
植
物
学
的
に
は
マ
ツ
ヨ
イ
グ
サ
と
も
オ
オ
マ
ツ
ヨ
イ
グ
サ
と
も
い

わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
富
士
と
月
見
草
は
同
じ
フ
レ
ー
ム
に
収
ま
っ
て
は
い
な
い

の
だ
。
こ
の
月
見
草
は
俗
化
を
拒
む
老
婦
人
と
も
重
な
る
。

御
坂
峠
は
下
界
と
隔
絶
さ
れ
た
別
天
地
。
北
側
へ
下
り
れ
ば
甲
府
へ
の
ル
ー
ト
、
南
側

へ
下
り
れ
ば
富
士
吉
田
の
町
と
な
る
。「
私
」
は
何
度
か
下
界
と
往
復
す
る
が
、
二
つ
の

町
が
正
反
対
の
イ
メ
ー
ジ
で
描
か
れ
て
い
る
の
が
興
味
深
い
。

吉
田
か
ら
来
た
青
年
は
〈
太
宰
さ
ん
は
、
ひ
ど
い
デ
カ
ダ
ン
で
、
そ
れ
に
、
性
格
破
産

者
だ
〉
と
い
う
情
報
を
持
っ
て
い
る
し
、
遊
び
に
出
か
け
た
吉
田
は
〈
暗
く
、
う
す
ら
寒

い
感
じ
の
町
〉
で
あ
る
。「
私
」
に
と
っ
て
吉
田
は
俗
世
間
、
あ
る
い
は
恥
多
き
過
去
を

連
想
さ
せ
る
町
な
の
だ
。
一
方
、
甲
府
に
は
ま
だ
見
ぬ
幸
福
な
未
来
が
あ
る
。「
私
」
は

井
伏
鱒
二
の
仲
介
で
甲
府
の
娘
さ
ん
（
後
に
妻
と
な
る
石
原
美
知
子
）
と
見
合
い
を
し
、

こ
の
人
と
結
婚
し
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
仕
事
と
私
生
活
の
分
岐
点
と
し
て
の
峠
。
そ

う
考
え
る
と
、
御
坂
峠
か
ら
見
た
富
士
（
と
は
吉
田
側
の
富
士
で
あ
る
）
が
〈
好
か
な
い

ば
か
り
か
、
軽
蔑
さ
え
し
た
〉
と
評
さ
れ
る
の
も
、
過
去
の
自
分
と
重
な
る
点
が
あ
っ
た

か
ら
で
は
な
い
か
と
思
え
て
く
る
。
で
な
き
ゃ
、
赤
面
、
狼
狽
ま
で
は
し
な
い
で
し
ょ
う
。

小
説
の
最
後
に
登
場
す
る
の
は
、
下
山
し
た
翌
朝
、
甲
府
の
安
宿
か
ら
見
た
富
士
で
あ

る
。〈
甲
府
の
富
士
は
、
山
々
の
う
し
ろ
か
ら
、
三
分
の
一
ほ
ど
顔
を
出
し
て
い
る
。
酸ほ

お

漿ず
き

に
似
て
い
た
〉。
御
坂
峠
か
ら
見
た
押
し
つ
け
が
ま
し
い
富
士
に
比
べ
、
慎
ま
し
く
愛

ら
し
い
印
象
だ
。
そ
も
そ
も
は
縁
談
と
い
う
小
っ
恥
ず
か
し
い
事
態
を
後
ろ
に
隠
す
た
め

に
、
前
景
に
引
っ
張
り
出
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
富
士
。
甲
府
か
ら
見
た
富
士
が
恥
ず

か
し
げ
な
の
は
、
未
来
の
妻
、
な
い
し
結
婚
を
控
え
た
作
者
の
心
情
を
映
し
て
る
!?

太
宰
治
『
富
嶽
百
景
』（
一
九
三
九
年
）。〈
富
士
に
は
、
月
見
草
が
よ
く
似
合
う
〉
と

い
う
一
文
で
知
ら
れ
る
小
説
で
あ
る
。
こ
の
一
文
か
ら
目
に
浮
か
ぶ
の
は
、
黄
色
い
月
見

草
の
群
生
の
向
こ
う
に
そ
そ
り
立
つ
富
士
山
、
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
富
士
山
麓
の
ど
こ

か
に
月
見
草
の
群
生
地
が
あ
る
の
だ
と
、
か
つ
て
私
も
信
じ
て
い
た
。

残
念
で
し
た
。
太
宰
治
は
そ
ん
な
風
流
な
作
家
じ
ゃ
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
月
見
草
の
群
生

地
？　

ん
な
も
の
も
、
存
在
い
た
し
ま
せ
ん
。

一
九
三
八
年
の
九
月
か
ら
一
一
月
半
ば
ま
で
、
太
宰
は
富
士
山
を
間
近
に
臨
む
御
坂
峠

の
天
下
茶
屋
に
逗
留
し
た
。『
富
嶽
百
景
』
は
そ
こ
で
の
日
々
を
折
々
の
富
士
の
姿
を
ま

じ
え
て
綴
っ
た
短
編
で
あ
る
。
伝
記
的
な
事
実
を
参
照
す
れ
ば
、
当
時
の
太
宰
は
薬
物
中

毒
、
自
殺
未
遂
、
心
中
未
遂
な
ど
が
重
な
り
、
最
低
の
状
態
に
あ
っ
た
。〈
思
い
を
あ
ら

た
に
す
る
覚
悟
で
、
私
は
、
か
ば
ん
ひ
と
つ
さ
げ
て
旅
に
出
た
〉
と
あ
る
よ
う
に
、
御
坂

峠
行
き
は
、
い
わ
ば
心
身
の
リ
ハ
ビ
リ
の
た
め
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

作
中
で
〈
甲
府
か
ら
東
海
道
に
出
る
鎌
倉
往
還
の
衝
〉
と
記
さ
れ
る
御
坂
峠
は
、
標
高

約
一
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
。
山
梨
県
笛
吹
市
と
富
士
吉
田
市
を
結
ぶ
国
道
一
三
七
号
線
の
、

く
ね
く
ね
と
し
た
旧
道
沿
い
に
あ
る
。
建
物
こ
そ
代
替
わ
り
し
た
も
の
の
、
天
下
茶
屋
は

い
ま
も
営
業
し
て
い
て
、
二
階
に
は
「
太
宰
治
文
学
記
念
室
」
ま
で
あ
る
。

月
見
草
の
く
だ
り
が
有
名
に
な
っ
た
理
由
は
単
純
。
御
坂
峠
に
「
富
士
に
は
／
月
見
草

が
／
よ
く
似
合
ふ
／
太
宰
治
」
と
刻
ま
れ
た
文
学
碑
が
建
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
太
宰
の
死

を
悼
ん
だ
井
伏
鱒
二
ら
が
建
て
た
も
の
と
い
う
。
こ
の
へ
ん
が
井
伏
鱒
二
の
凡
庸
な
と
こ

ろ
な
ん
だ
よ
な
、
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
な
ぜ
っ
て
御
坂
峠
か
ら
見
た
富
士
の
姿
は
、

『
富
嶽
百
景
』
で
は
む
し
ろ
酷
評
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

〈
あ
ま
り
に
、
お
あ
つ
ら
い
む
き
の
富
士
で
あ
る
。
ま
ん
な
か
に
富
士
が
あ
っ
て
、
そ
の

下
に
河
口
湖
が
白
く
寒
々
と
ひ
ろ
が
り
、
近
景
の
山
々
が
そ
の
両
袖
に
ひ
っ
そ
り
う
ず
く

ま
っ
て
湖
を
抱
き
か
か
え
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
私
は
、
ひ
と
め
見
て
、
狼
狽
し
、
顔
を

赤
ら
め
た
。
こ
れ
は
、
ま
る
で
、
風
呂
屋
の
ペ
ン
キ
絵
だ
。
芝
居
の
書
割
だ
。
ど
う
に
も

注
文
ど
お
り
の
景
色
で
、
私
は
、
恥
ず
か
し
く
て
な
ら
な
か
っ
た
〉

碑
文
に
と
る
な
ら
、
こ
っ
ち
で
し
ょ
う
。「
ま
る
で
、
風
呂
屋
の
ペ
ン
キ
絵
だ
。
芝
居

の
書
割
だ
。
太
宰
治
」。
皮
肉
っ
ぽ
い
分
、
よ
ほ
ど
太
宰
ら
し
い
し
、
ク
ス
ッ
と
笑
え
る
し
、

風
景
の
鑑
賞
ガ
イ
ド
と
し
て
も
、
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
優
れ
て
い
る
。



ク
ボ
キ

カーリル× レシピ版

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！

『インスタントラーメン発明物語』
インスタントラーメン発明記念館（編）
誰もが知るインスタントラーメン、
その歴史と発明者の人生。

『街で見かけるナゾの機械・
装置のヒミツ』造事務所（編）
街にはどうなっているの？と
思う機械や装置がいっぱい。

発明
発見
モノづくり

『ニッポンの工場 』
東洋経済新報社（編）
○○工業地帯…小学校の社会科で名前を
知った工場の驚くべき偉容！

『玉蘭』
桐野夏生
舞台は昭和初期の上海。いろんな治
療法があったようですが、これは…。

『結核の文化史』
福田眞人
死の病とされる一方、甘美なイメー
ジも惹起する病はいかに描かれたか。

『不
ほととぎす

如帰』
徳冨蘆花
結核と文学を決定的に
結びつけたベストセラー。 小説と結核の

複雑な関係

国語の教科書での衝撃といえば梶井基次郎。繊細な文章の『檸
檬』末尾にある写真は……ごつい顔で健康そう！　裏切られた！？
当時の私たちが抱く小説家のイメージは、細面で青白い顔。な

にやら貧乏っぽい。やたら咳をしている。とにかく不健康そう。
今考えると、それはそのまま結核患者です。
そのイメージはいつ作られ、どこで刷り込まれたのか？

近代文学が好きな人にオススメ

きたあかり さん 最近、 年ぶりに図書館を利用してい
ます。この間納付した地方税をすべて
取り返す勢いで読みまくります（笑）。

このレシピの

社会科見学好きにオススメ

ほんとだ。基次郎さん、強そう！　レモンというよりデコポンなお顔。じつ
は、基次郎さんも結核で亡くなりました。「檸檬」「のんきな患者」は肺の病
気にかかった主人公のお話。結核は国民病と言われるほど、たくさんの人
を苦しめたそうね。
レシピでは堀辰雄『風立ちぬ』、高三啓輔『サナトリウム残影』なんかも
紹介されてるから、上の も見てみてくださいな！　それぞれの内容と人
物紹介があると、どういう風に描かれてきたのかわかって、もっとうれしいな。
今も不治の病を描く話は多いけれど、結核文学から派生してきたのかも。

みんな、「喀血する青年」とか「高台のサナトリウムに住む少女」とかにむせ
び泣いてたのかしら。なんだかキレイすぎて鼻血が出ちゃう！

大好きなおやつとおもちゃがどうやって作られてるか、知りたくない？　社
会科見学なら、ダムや発電所が動くところも見られるんだよ。ひとりなら難
しくても、集まって見に行くこともできるみたい。
遠くてなかなか行けないよ、という人には、このレシピが教えてくれる本

がぴったり。ふだんは見られない工場の写真やイラストがいっぱい。ぜひ覗
いてみて！　『正式名称大百科』なんて変わった本もご紹介してくださったよ。
どんな工場とかヒミツが紹介されてるか、くわしく書いてくださるともっと
楽しいよね。いつもたくさんのレシピを書いてくださってありがとうです。

「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
2周年を迎え、デザインリニューアル。
サービスもさらに充実 !

本を借りるならカーリルで！ 

小学校のころ、社会科見学があったと思います。
行くのが嫌だったという人は少ないのでは？
いろいろなモノができていく様子や誕生裏話は “そうなんや～”
がいっぱい。そんな本を集めました。
読んでいると何か閃いて、新たな発明・発見ができるかも！？

大阪信愛女学院図書館さん 大阪市城東区にあります。幼稚園～短
期大学までの総合学園であり、一つの
図書館で一括管理運営しています。

このレシピの

せ
い
ぶ
つ

き
ゅ
う
し
ょ
く

げ
ん
し
ゃ

H
R

こ
く
ご

さ
ん
す
う

と
し
ょ

H
R

こ
く
ご

さ
ん
す
う

げ
ん
し
ゃ

せ
い
ぶ
つ

き
ゅ
う
し
ょ
く

と
し
ょ

年 月 日発行 （年４回刊）
浦野正樹
芳川泰久（ ）

横山絢音 青山南
関口拓也 貝澤哉
大内啓輔 十重田裕一
鶴岡眞屋子 三田誠広
家永楓 山本浩司
桃原賢一郎
山本浩貴

窪木竜也 朴文順
禹丞美 市川真人

奥定泰之
山本恵美子 山崎貴之
青木誠也 布施洋子
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

　

文章と黒田さん本人の若々しさにもびっくり。
受賞作の全文は、 月ごろ発売の「早稲田文学
⑤」にて掲載です。▽ 年代に俊英として知
られ、小誌の編集人も務め、昨年 月に急逝し
た批評家・翻訳者の江中直紀。多くのひとに
愛されそして憎まれた彼が、生前ついに出す
ことのなかった著作を、重松清・絓秀実・芳
川泰久・渡部直己ら四人の友人が編みました。
『ヌーヴォー・ロマンと日本文学』、せりか書
房より発売中です。▼『坪内逍遥書簡集』が
笠間書院から発売されたのを記念し「逍遙書
簡展」が早稲田大学演劇博物館で開催中。詳
細は

にて。会期は まで。（ ）
▼久々に に凝縮した今号は、松田青子さん
の小説シリーズが開始。早稲田文学のあちこ
ちに出没予定。 の牧田真有子さんは、早
稲田文学ウェブで連載中。さらに渡邉大輔さ
んの映画論、雅雲すくねさんの小説も公開！
▽ 迫川尚子さんの作品中央に写っている
方を探しています。お心当たりのある方は、
左記の編集室までご連絡いただけますようお
願いします。▽今号は青木淳悟氏の「体育」、
米光一成氏の「冒険」、江南亜美子氏の「地歴」、
キョウミナヲ氏の「家庭科」がお休みです。（ ）

▼増刊ほかもろもろを作っていたため、予定
より ヶ月遅れとなってしまった今号ですが、
これまた遅れ遅れになっていた新人賞の発表
とともに、お届けします。どちらもお待たせ
いたしました。受賞者の黒田夏子さんは、選
考委員の蓮實重彥氏と同学年の 歳。蓮實さ
んは選考後に 歳の誕生日を迎えたとのこと、
足して 歳の新人賞です。 歳での受賞はお
そらく新人賞史上最年長。 歳から散文を書き
始めて 年、というキャリアも驚きですが、

平岡篤頼文庫第三回講演会
対談 重松清×根本昌夫

昭和の「早稲田文学」を支えた

仏文学者・平岡篤頼を偲び、

愛弟子の直木賞作家と敏腕編集者が語る

日時 2012年8月5日（日）14時～
（時間は予定）

場所 平岡篤頼文庫
長野県北佐久郡軽井沢町追分5675
しなの鉄道・信濃追分駅または

長野新幹線・軽井沢駅よりタクシー

お問い合わせは

公式サイト



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。

きみは、どんなダンスを踊
おど

れるかな？
最近では

マイケル・ジヤクソン

のダンスとか、 や の
アイドルたちみたいな群

ぐん

舞
ぶ

が、もはや定番なのかな。
「

パ フ ユ ー ム

の振
ふり

付
つけ

を完コピできます！」というテクノポップ
のマニアもけっこういるんじゃないかと思うんだけど、あの
ロボットダンスのお手本は、 年のドイツで結成された
クラフトワーク

というロック・バンドのメンバーによる人
じん

造
ぞう

人
にん

間
げん

みたいな振
ふ

る舞
ま

い。ドイツ語で「発電所」を意味するバンド
名が冠

かん

されているだけあって、クラフトワークは電子音楽の
パイオニアだ。『

レデイオアクテイヴイテイ

』（邦
ほう

題
だい

『放
ほう

射
しや

能
のう

』）というア
ルバムでは原子力発電の問題についても、いちはやく歌にし
ている―放射能に〈ストップ！〉を訴

うつた

える立場から。
「踊る阿

あ

呆
ほう

に見る阿呆、同じ阿呆なら踊らにゃ損
そん

々
そん

」って、
阿
あ

波
わ

踊りで有名な囃
はや

し言葉がある。踊る人がいてそれを傍
ぼう

観
かん

する人がいるように、作る人がいてそれを使う人がいたのが
原発。でももう、ぼくらは同じ「阿呆」にはなれない。
これからの未来を生きていくにあたって、本当のところ、
何が損で何が得なのか？　考えてみればわかることだけど、
生きていくためには、人はみな、エネルギーを必要とする。
それはすなわち、からだの栄養になる（安全な）食べ物だ。
たとえどんなにロボットにあこがれたとしても、ぼくらは、
電化製品ではないから電気は食べられないんだよね。
『おしえて！　もんじゅ君』や『さようなら、もんじゅ君』とい
う本を読むと、原発と放射能の問題点がよーくわかる。ツイ
ッター上で擬

ぎ

人
じん

化
か

されて生まれた、かわいいルックス＆ちょ
っと辛

から

口
くち

な「ゆるキャラ」もんじゅ君が、〈原発の世界の超
問題児〉としての身の上話を―著者として―とてもフレ
ンドリーに語ってくれているから。夢の原

げん

子
し

炉
ろ

と言われつづ
けて、これまでに国費を 兆円以上、いまも 日あたり約
万円使っているけど、まだまだ未完成の高

こう

速
そく

増
ぞうしよくろ

殖炉！　「～で
すだよ。」が口

くち

癖
ぐせ

で、「はやくおしごとやめたいよ」（＝廃
はい

炉
ろ

になりたい）と願っているというもんじゅ君は、日本の「原
げん

発
ぱつ

銀
ぎん

座
ざ

」こと福井県の敦
つる

賀
が

市
し

在住。

その福井県をよく小説の舞台とするのが舞
まいじよう

城王
おう

太
た

郎
ろう

さん。
覆
ふく

面
めん

作
さつ

家
か

（「中の人」が誰だか判
わか

らない作家）なんだけど、
出身地が福井県であることは公表しているんだ。エログロ＆
バイオレンスに満ちた不

ふじようり

条理な世界をスピード感あふれる
“しゃべり口

くち

調
よう

” で描くことに定評がある。
今回紹介するのは、五つの短篇が奇妙に交差＆先

せん

鋭
えい

化
か

して
きらめく傑作小説集『短

たん

篇
ぺん

五
ご

芒
ぼう

星
せい

』（五芒星とは一
ひと

筆
ふで

書
が

きで
描ける星

ほし

形
がた

のこと）。その最新作の中でも、「アユの嫁
よめ

」と「あ
うだうだう」の舞台がまさに福井県だ。
鮎
あゆ

の塩焼きの〈肝の苦みの美味しさだってちゃんと判って
いる〉くらいには大人になったヒロインの姉（ 歳）が、
結婚相手に選んだ相手は〈鮎の神様〉！　そんな吃

びつ

驚
くり

仰
ぎようてん

天な
設定で始まり、山の中に嫁

とつ

いだはずの彼女は神隠しさながら
音
おん

信
しん

不
ふ

通
つう

になってしまい……というのが「アユの嫁」。
そして、もう一方の作品に出てくる〈サボロッカ牧場〉は

敦賀の森の中にあるという設定。ぬるい風が吹く夜の県道、
そこには神様みたいな「悪」が存在して、人を襲

おそ

うらしい。
その「妖

よう

怪
かい

退
たい

治
じ

」に勤
いそ

しむのは、初恋をこじらせた主人公と
同じく地元の女子高生で……というのが「あうだうだう」。
ざっくりと言うなら今回の作品は、いずれも幻

フア ン タ ジ ー

想小説で、
おとぎ話めいた「怪談」として味わえる。登場人物たちは、
衝
しようどうてき

動的な振る舞いや意
イ ミ フ

味不明な事件のせいでトラブルに巻き
込まれながらも、〈頑張って〉生きている。みなそれぞれに
独特の教

きよう

訓
くん

を得ていくわけだが、福井県の敦賀という土地で
〈悪をなくすことが善ってことではないんやで〉というふう
に「必要悪」が語られるとき、その言葉は意

い

味
み

深
しん

長
ちよう

だ。
ちなみにこの短篇集は、“子役キャラ” は活躍しないけど、

「バーベル・ザ・バーバリアン」という作品の中に登場する
ジョナちゃんは印象に残る。アメリカの片田舎の森の中で、
二日間も何も食べないで彷

さまよ

徨っていたという、ソンダース三
姉
きようだい

弟の末っ子（ 歳）。幼
おさな

い彼女が、釜
かま

玉
たま

うどんを生まれて
初めて食べたときに「う～ん～ど～ん」と口にする場面は、
ジブリアニメばりに感動的で、かつ面白いから。

第 回 『短篇五芒星』のジョナちゃん
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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。

我思う、

ゆえに生
命あり

第 回

フランケンシュタインズ・クリーチャー
前回の最後に、メアリー・シェリーの『フランケンシュタイン、あ

るいは現代のプロメテウス』について、少しだけ触れました。 年
に初版が発行されて以来、くりかえしくりかえし小説に映画に、そし
てマンガに取り込まれ、アレンジされ、現代のわたしたちにとっても、
なじみ深い作品です。
みなさんは、「フランケンシュタイン」にどんな印象をもっているで
しょうか。私にとっては、大きな体に青いジャケットに赤と黄色の縞
模様のシャツをまとい、こめかみには大きな釘が打ち込まれ、フンガー
フンガーという言葉以外は発しない、あのキャラクターが目に浮かび
ます。それは、小さい時に見たアニメ『怪物くん』に登場する、あの
「フランケン」（近年実写ドラマにもなりました）の姿です。ただ、こ
んなのどかなフランケンシュタインはごくまれで、残忍で知性を持た
ず、人々を襲う獰猛な怪物というものが、一般的なイメージではない
でしょうか。
メアリーが、この怪物を生み出した存在として描いたのがヴィク

ター・フランケンシュタイン。科学者志望の青年でした。ヴィクター
は錬金術師が遺した書物に感銘を受け、生命の源たる賢者の石や霊薬
の再現を目指し、自然科学の勉強をしているさなか、雷が木を打つ瞬
間を目撃します。それ以来、電気が持つ力こそが生命の本質と考えて、
人間の「模造」をはじめ、生命の根源を理解しようとしたのです。
フランケンシュタインの物語の原型は、スイスのレマン湖の別荘で

の暇つぶしから生まれました。 年の夏、詩人バイロン卿が借りて
いた別荘に、メアリーと恋人の詩人パーシー・シェリー、メアリーの
義妹のクレア・クレモント、そしてバイロンの主治医ジョン・ポリド
リの 名が集まっていたのですが、悪天候の中ですることもないある
日、バイロンが「皆で一本ずつ怪談を書こう！」と提案したのです。
この当時、「生命の実体」を知ろうと、さまざまな動きが起こってい

る時期でした。別荘のエピソードの 年前（ 年）、イタリアでルイ
ジ・ガルヴァーニが〈動物電気〉の論文を発表しています。彼はカエル
の解剖をする時、切断用と固定用の つのメスをカエルの足に差し入れ
ると、足がぴくぴくと振動することに気づきました。ガルヴァーニは生
物に電気が流れることで運動が、つまり生命活動が起こると考えて動物
電気と名づけ、これがすべての生命の源であると唱えたのです。
また、体のしくみを知ろうとする、現代で言えば解剖学という分野

が学問として体系だてられ始めたのもこの頃です。それまでは、解剖
や手術といった外科的分野はレベルの低いもの、と思われていたので
すが、イギリスのジョン・ハンターが「観察・比較・推論」という原
則を唱えて、外科や解剖の重要性を唱え、また骨格標本などを熱心に
収集していました。中には、非合法ともいえる手段をつかったものも

ありました。巨人症という病気で、身長が センチもあった男性を
標本にするために、いつ死ぬか人を雇って見張らせていたといいます。
それに気づいた巨人症の男は、棺桶に重りをつけて海に沈めてくれと
遺言する。ところが、ハンターは葬儀業者に賄賂を渡して遺体を盗み
出してしまったといいます。
また、メアリーの父親であるウィリアム・ゴドウィンは文筆家とし

て名高く、進化論の先駆者エラズマス・ダーウィン（あのダーウィン
の祖父です）とは同じ雑誌に論考を寄せるなどの交流があり、夫のパー
シー・シェリーが『フランケンシュタイン』初版の序文で、「この小説
の着想となった出来事はダーウィン博士やドイツの生理学的な著述に
よるもので、決して不可能な仮定ではない」と記しています。
このように、彼女の身近なところで生命をめぐる思索が様々にはり

めぐらされはじめていた中で、最初にメアリーがつくりあげたのは、
ただの残忍な怪物ではなく、深い知性と悲しみを持っていたのです。
その怪物は、創造主でありながら怪物の「醜さ」に怯えて逃げてしまっ
たヴィクターに、怪物自身の生の無意味さ、共通する仲間を持たない
孤独さを見せつけようと復讐する、その行為が残忍にうつったのです。
しかし、この小説の生み出されたのが怪談を作るという場であった

ことは重要なことです。「生命の根源を探る」という行為が、 世紀末
から 世紀初頭に生きた彼らの価値観にとって、とても不気味なこと
であったことが推測できるからです。
「生命の原因を検討するには、まず死に頼らなければならない。私は
解剖学に親しむにいたったが　これは十分でなかったので、人体の自
然衰頽と腐敗をも観察しなければならないことになった。（中略）生
から死へ、死から生への変化に例証されるようなあらゆる因果関係を、
仔細に検討し、かつ分析しているうちに、とうとう、この暗やみのさ
なかから、ひとすじの光がとつぜん私の上に射しこんできた。」（『フラ
ンケンシュタイン』宍戸儀一訳）
たんたんと生命現象を物理現象へと解体していこうとするフランケ

ンシュタインの独白は、美しくもおぞましいものとして当時の人々に
受け取られたことでしょう。そして、彼女の小説は幾度も版を重ねら
れるヒット作となりました。
この物語がいまなお私たちにとって魅力ある存在であるのは、メア

リーが禁忌に触れることを恐れつつも、彼女自身が生命の本質を追い
求めようとしたことにあるのではないでしょうか。既成概念によって
構築された不可能性を論理によって飛び越えていく、そのスリルを初
めて、そしていまなお体現しているのが、フランケンシュタインの怪
物なのかもしれません。
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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4回　経済学は物理学と同じか？

経済学の基本を知らないと、とんでもない勘違いをすることがある。
勘違いの最たる例が、「減税は経済を刺激する」という俗説である。減
税や増税で、得をしたり損をしたりする個人はいるだろうが、それに
よって市場全体の有効需要は変わらない。税は秘蔵されるのではなく、
政府が個人に代わって使うからである。
だが、逆に、経済学こそが勘違いの源になる場合もあるのではないか、

と疑いたくなることもある。ときに、経済学そのものが真実を隠す幕
になっているのではないか、と。
経済学は、社会科学の中では、理論的に最も洗練され、経験的なデ

ータも信用ができ、自然科学に一番近い先進科学であるとされている。
それなのに―この学問を外から眺めている者には驚きだが―、き
わめて顕著で基本的な経済現象についての経済学者の説明には、あま
りに大きなばらつきがある。ときには、ほとんど正反対であったりする。
「失われた 年」とされている、 年以来の日本経済の超低成長
についての説明を例にとってみよう。 年以降、日本の名目 は
まったく増えていない（「名目」という語が曲者である。「名目」と聞
くと何だかどちらでもよいもので、肝心なのは実質だと思いたくなる
が、経済ではしばしば、実質＊＊は理論的な仮構であり、名目＊＊の
方が真に実質的である）。なぜこれほど長い間、低成長なのか。経済学
者の説明はばらばらだ。生産性が低迷しているからだと言う者もいれ
ば、行財政改革が不徹底だからとする者もいる。民間の資金需要が減
退しているからだと見る者もいるし、不良債権処理の遅れを問題視す
る論者もいる。日銀の金融政策がダメだったからだと主張する者もい
る。なぜ、われわれが最も知りたい肝心でメジャーな現象について、
専門家の見解がこんなに違うのか。
マーシャル・ジェヴォンズ（実は二人の経済学者の筆名）のミステ
リーに『経済学殺人事件』という作品がある。ハーバード大学の教授
昇進に絡む殺人事件で、経済学者のスピアマン教授が探偵役だ。謎を
解くのに、スピアマンの経済学の知識が役に立つという趣向になって
いる。はっきり言って、ミステリーとしては凡作である。
中にこんな場面がある。若手経済学者の昇進を決める会議で、経済
学以外の分野の学者たちが、その経済学者の理論的な論文にケチをつ
ける。この理論は現実とまったく違う、と。するとスピアマンが、こ
の若手の論文を擁護して大演説をする。物理学では、質点（質量をも
つが大きさをもたない点）が真空でどのような運動をするかを計算す
る。質点も真空も現実には存在しないから、その意味で現実とは一致
しない。しかし、それらは、力学的な観点から見た、現象の本質の抽
象であり、現実とは一致しなくても、現実を予想したり、説明したり
するのに役立つのだ。経済学もこれと同じである、とスピアマンは説く。
人工衛星を飛ばすときまず、ニュートン物理学に基づいて、質点の

真空での軌跡を計算する。人工衛星は点ではないし、空気等の抵抗も
あるので、そのままでは使えない。そこで、同じように物理学理論を
使って抵抗等を計算し、補正する。それに基づいて打ち上げると、衛
星を所期の軌道に乗せることができる。

経済学もそうなっているのだろうか。見解のあの極端な分散は、疑
念を抱かせる。まず、現実の肝心な部分、本質を抽象した理念的な理
論モデルがある。その後、例外や逸脱にあたる部分を補正して、実際
の経験的な現象を説明する。経済学のあまりの無力は、後者のステッ
プではなく、前者のところですでに経済学は躓いているのではないか、
という疑いをわれわれにもたせてしまうのだ。
もう一度、低成長に立ち返ってみよう。不況（売れない）というこ
とは、需要が不足しているということである。ところで、何に対して
不足しているのか？　無論、供給に対してである。
だが、経済学の最も基本的な理論モデルに従えば、需要が不足する（供
給が過剰になる）などということはありえないのだ！　何かを需要す
るためには、同じだけ何かを供給しなくてはならないからだ（さもな
ければどうやって支払うのか）。物々交換を考えると分かりやすい。こ
のとき需要と供給は同じことの二側面なので、恒等式的な必然性をも
って需要と供給は一致する。これを、セイの法則という。実際の取引
は物々交換ではなく、貨幣が用いられているのだが、貨幣を受け取る
人（供給する人）は、それによって何かを購入する（需要する）ため
にこそ、支払を受け入れているのだから、貨幣が入っても、事態の本
質は変わらないと考えられている。
しかし、実際に不況になるではないか。そこで経済学者は考えた。
財の需要が減っているのは、貨幣への需要が増大しているからだ、と。
ケインズは、これを流動性選好と呼んだ。どうしたら、過度な流動性
選好を克服できるのか。貨幣をたくさん供給してやればよいのだ（貨
幣が足りないので、われわれは貨幣＝流動性に執着するのだから）。こ
れが、日銀による金融緩和である。
ところが、である！　いくら貨幣を増やしても、―われわれが今

経験しているように―財の需要は増えないときがあるのだ。これを
「流動性の罠」と呼ぶ。流動性の罠とは、金融緩和策がまったく効果を
もたない状態で、まるで流動性選好が無限大になってしまったかのよ
うに見える現象のことである。「罠」という比喩が示すように、流動性
の罠は、本来はありえないことであり、経済学的には、その原因はさ
っぱりわからない。
流動性の罠は、言ってみれば、例外の例外である。まず、需要＝供

給の、「セイの法則」の成り立つ理念的な状態がある（物理学で言えば、
質点・真空のモデルに対応）。売買に貨幣という媒介が入ることで、流
動性選好のような例外が起こる（流動性選好は、物理学で言えば空気
抵抗のようなものである）。そして、市場で、例外の方が支配的になっ
てしまった状態が、流動性の罠である。
一段階の例外であれば、理念的なモデルからの逸脱で、何とか説明

できる。しかし、例外が重畳し、例外と一般の関係が逆転したときには、
もうお手上げだ。そのとき、われわれは考え直すべきではないか。本
質を掬い上げたことになっている、最初の理念的モデルが根本的にお
かしかったのではないか、と。理念的モデルから漏れてしまう例外に
こそ、実は事態の本質があったのではないか、と。
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たまには算数パズルみたいなことでもしてみましょうか。パズル
というとよく出てくる、三次の魔方陣でも見てみましょう。 ×

の升目に から の数字を重複しないように並
べ、縦横斜め、それぞれ足して同じ数になるよ
うにせよというあれです。三次の魔方陣は回転
やひっくり返しを除けばこの一つしかないこと
が知られています。

「足すと……全部 だ！」
と今更驚きを新たにする人も少なかろうと思われるので、話題を

次に転がします。サイコロなんかつくってみましょう。
無地の立方体をＡ、Ｂ、Ｃと三つ用意して、それぞれの面に、サ

イコロＡ（ 、 、 、 、 、 ）、Ｂ（ 、 、 、 、 、 ）、Ｃ（ 、 、 、
、、）と書いてみます。この数字はどこから来たかといいますと、
魔方陣の各行を上から順に横に読んでみただけです。小さい順にし
てはいますが。サイコロの面は六つあるのに数字は三つしかないの
で、同じ数字を二面に書きます。
さて、勝負です。相手にサイコロを一つ選んでもらい、あなたも一

つ選びます。一緒に振って出目が多い方が勝ちとします。あなたはど
のサイコロを選ぶでしょうか。数字がばらばらなんだから、どれか強
いサイコロがあるに違いないと考えるのは自然です。お先にどうぞ。
Ａを取ります？　ではわたしはＢを取ります。Ｂを取ります？　では
わたしはＣを取ります。Ｃを取ります？　ではわたしはＡを取ります。
ちょっと計算するとわかりますが、わたしの選んだサイコロの勝

率は 、約 ％になります。
せっかく魔方陣を用意したので、縦にも数字をとってみましょう。

左から順に読んでみて、サイコロに記す数字を、Ａ（ 、 、 、 、 、
）、Ｂ（ 、 、 、 、 、 ）、Ｃ（ 、 、 、 、 、 ）としてみます。
こちらも同じに、ＡよりＢが、ＢよりＣが、ＣよりＡが相手よりも
強いサイコロです。
このサイコロは非推移的サイコロ（ ）と呼ば

れるもので、ちょっと人をぎょっとさせます。別に……という方は
まあ読み飛ばして下さい。人間の直観と数の秩序はときに一致しな
いものです。そうした場合に、俺の直観の方が数より正しいと主張
するのも自由ですが賭けには負けます。特に長く続けた場合には。

さてこのサイコロから得られるもやもやとした感覚は、消してし
まうことができます。
コインを三枚、Ａ、Ｂ、Ｃと用意しましょう。裏と表に、Ａ（グー、
パー）、Ｂ（パー、チョキ）、Ｃ（チョキ、グー）と記すとします。同
時に一枚ずつを投げ、ジャンケンのルールに従うならば、Ａより
Ｂが、ＢよりＣが、ＣよりＡが多く勝ちます。前者の勝率は ％、
後者は ％。残りはあいこ。
紙が三枚あるとして、それぞれにグー、チョキ、パーと書いてあり
ます。どれか一枚を選び、勝負をします。よほどボンクラでないかぎり、
あとで選んだ方が勝つわけです。このあたりまでやってくると、あれ、
何が不思議だったんだっけ、という気分にならないでしょうか。
推移性という性質は、ＡとＢがある関係にあり、ＢとＣもその関
係にあるならば、ＡとＣも同じ関係にあるというものです。
抽象的でわかりにくいものですが、ＡとＢが結婚していて、Ｂと
Ｃが結婚していたとしても、ＡとＣが結婚しているとは限らない（と
いうかむしろしていない）ので、結婚は推移的な関係ではありませ
ん。ＡがＢより大きくて、ＢがＣより大きいならば、ＡはＣより大
きいので、大きさは推移的な関係ということになります。ジャンケ
ンなんかは非推移的。
多少はすっきりしたでしょうか。もやもやを解消し、またもやもや
してくる自分の気持ちを観察するのも、数学の楽しみ方の一つです。
そんな抽象化が一体何の役にたつのかと、個人によるとしか言い
ようもないわけですが、自分の場合はこれで随分楽になった記憶が
あります。小学校あたりでは、クラスの中の誰を一番好きかという
話が流行り、ＡさんよりもＢさんが、ＢさんよりもＣさんが、と実
地に比べてみたりするわけです。ここで、では自分はＡさんよりも
Ｃさんが好きだと結論できるのならば、トーナメント戦を組んで、
一番好きな相手を決めることができるはずです。トーナメントの組
み方次第で結果が変わることもありません。背比べの結果は比べる
順番によらず、クラスで一番背の高い奴は一人なのと同じことです。
見えないものはないと断じるのは簡単ですが、そういう抽象的な
把握の方が心が落ち着き、なにやら楽しくなってくる人がいるらし
いことは、覚えておくときっと得です。
好きは、非推移的。当時の自分に教えてあげたい。

4 9 2

3 5 7

8 1 6

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。『道化師の蝶』で第 回芥川賞を受賞。複雑

精緻に組み立てられた言語的パズルにして、夢想的で可憐な物語。特別な網でしか捕まえら
れない蝶と、誰もその姿を見たことがない作家・友幸友幸にまつわる謎に、挑戦あれ！

長い道
√≦

≠÷
∞

π ±

第 回　好き、好き、もっと好
き？
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ウラジーミル・ソローキン公式サイト
（ ）より

「ロシア文学」と聞くとどんな作家を思い浮かべるだろうか？　ド
ストエフスキー？　トルストイ？　チェーホフ？　現代のロシアに
はもっと過激で、破壊的で、しかもこの上なく面白い作家がいる。
「現代ロシア文学のモンスター」と呼ばれるウラジーミル・ソローキ
ンだ。類まれな文体模倣の技術でロシアの文豪たちの作品世界を見
事に再現してみせ、同時にそれを過剰な暴力・性的表現によって完
膚なきまでに破壊するポストモダン的な作風から、再三ロシアでス
キャンダルを巻き起こしており、日本でもカルト的な人気を博して
いる。
そんな異端の作家に、私はデンマークのオーフス大学で行われた

国際カンファレンスで直接会って話をする貴重な機会に恵まれた。
「ウラジーミル・ソローキンの言語―メディア性、間文化性、翻訳」
と題されたカンファレンス会場には露欧米から二〇名余りの研究者・
翻訳者が参加した。作家の言語や文体について様々な観点から報告
が行われたが、とりわけ二〇〇〇年代以降の作品に見られる、ポス
トモダンの克服ともいうべき新しい「誠

シンセリテイ

実さ」の指摘は大きな共感
を呼んだ（二〇〇〇年代以降の作品については「早稲田文学④」掲載の拙
論「脱構築から再（脱）構築へ」を参照）。今後、作品はロシアの歴史
や文化、精神性といったより深い問題との関連で読まれていくこと
になるだろう。
その一方で、カンファレンスの間、ある奇妙な違和感が絶えず私

につき纏っていた。それはおそらく、オーフスという小奇麗な街の
静謐な佇まいが、ソローキンのような過激な作家を論じるにはおよ
そ似つかわしくないように思えたからだろう。一日目の日程終了後、
赤茶色のレンガ造りの建物が建ち並ぶ坂道を下りながら、最近読ん
だ亡命に関するある座談会を思い出した。そこで作家は、自分にとっ
てロシアは「理

エルドラド

想郷」であり、それに対してヨーロッパは「あまり
にも清潔で整然」としており、「ロシアの腐

グニリツア

敗が足りない」と語って
いた。
ソローキンはしばしば「腐

グ ニ ロ イ

った」や「膿
グノイヌイ

んだ」といった言葉を
用いるが、こうしたお気に入りの言葉には辞書的な意味を超えた独
自のニュアンスが与えられている。若き日に参加していたソ連非公
式芸術集団「モスクワ・コンセプチュアリズム」が独自に編纂し
た用語辞典を繙いてみれば、「膿

グ

ん
ノ

だ
イ

も
ノ

の
エ

…形而上学的混沌状態」、
「腐

グ ニ ロ エ

ったブリド…崩壊していく物質の形象、世界のエントロピー」と
いった、作家のテクストや談話が出典の奇妙な項目を見つけること
ができるだろう（「ブリド」は造語で、この表現は短編集『愛』収録の「巾
着」に登場している）。
あるインタビューでソローキンは「トルストイはボルコンスキー

（『戦争と平和』の主人公）の脇の下や吹き出物がどんな臭いを発して
いるかは書きませんでした、なぜならそれは彼のテクストの網目を
破壊してしまうからです」と述べているが、「文学中心主義」の国と
いわれるロシアでは、「膿んだ」現実は常に言葉によって抑圧されて
きた。その抑圧はソ連時代、いわゆる「社会主義リアリズム」の制
度化を以て頂点を迎える。アルゼンチンの作家ボルヘスに実際の国
土と同じサイズの精確すぎる地図を作ってしまった架空の帝国の話
があるが、ソ連という実在した帝国の政治家や作家たちは、イデオ
ロギーという単純明快な観念上の地図によって複雑で混沌とした現
実を覆い隠そうとしたのだ。
まさにそのような時代に生を受けたソローキンにとって、文学的

言語を卑
マ

猥
ー

語
ト

や不条理な文字の羅列に還元することは、イデオロギー

という薄膜で覆われた「膿」を紙の表面に噴出させようとする試み
に他ならない。それはたんに「前衛」や「ポストモダン」である以
上に、ロシアという混沌と無秩序に満ちた巨大でグロテスクな怪物
の生理現象と密接に結びついているのだ。今なおソローキンの作品
にアクチュアリティがあるのは、プーチンの君臨するロシアが本質
的な部分では昔と変わっていない（あるいはこれからも変わらない）と
いうことなのだろう。
すでに作家はこうした未来を先取りして、二〇二〇年代後半のロ
シアに一六世紀のイワン雷帝時代を思わせる全体主義的帝国が復活
するという逆説的な設定を含む『オプリーチニクの日』、『砂糖のク
レムリン』という作品を書いているが、後者には作家が八〇年代に
書いた長編『行列』のリメイクが含まれている。ソ連時代、人々は
商品を手に入れるために行列をつくったが、この小説はそこに並ぶ
人間たちの会話のみから構成され、連綿と連なる会話文自体が一つ
の長い行列に見えるという視覚的効果を持つユニークな作品だ。当
時のインタビューで作家は次のように語っていた。「今、私には『行
列 』を書く考えがあります。今でも行列はありますが、それはも
はや別の物を求めて並ぶ行列です。たとえば、空港で検査を受ける
ときに行列ができますね。交通渋滞の行列もある。それらはまった
く別のもののようですが、しかしそこで話されていることは同じな
のです」。
実際、私はロシアで現代版の「行列」に遭遇した。支払いのため
に銀行に行ったときのことだ。建物に入ると、狭いホールに三十人
ほどが雑然と集っており、ある人はカウンターの前に立ち、ある人
は壁に凭れたりソファーに座ったりしている。これでは順番がわか
らないと狼狽えていると、私の後にやってきた女性が扉を開けるな
り「誰が最後ですか？」と訊ねた。すると、ベンチに座っていた別
の女性が「私です！」と答える。なんと、この無秩序に見える集ま
りが「行列」だったのだ。無論、そんな並び方では順番が錯綜し、
誰が今最後なのか、次は誰の番なのかを巡って論争が起こり、やが
て混乱が始まる……しかし、こうした一連のやり取りやそこで話さ
れている言葉は、たしかに私が読んだ『行列』そのままだった。
カンファレンス最終日にはついにソローキン本人が到着した。黒
い服を纏い、肩まである灰色の長髪を靡かせる作家は、作品から受
ける印象とは反対の実に穏やかな紳士で、議論でも言葉を選びなが
らゆっくりと話しているのが印象的だった。かつて日本に住んだこ
とのある作家は日本語で「コンニチハ」と挨拶し、現在日本で「早
稲田文学」で連載された長編『青

せい

脂
し

』の単行本化の計画が進んでい
ることを知ると、「あなたたちの『青脂』を待っています」という嬉
しい言葉を掛けてくれた。
『青脂』はソローキンの過激な作品群の中でも最もスキャンダラス
な 小説だ。未来の半ば中国化したロシアを舞台に、作家の執筆活
動からのみ得られる「青脂」という特殊な物質を巡って時空を超え
た事件が発生する。中国語や造語が混在する奇想天外な文体、ロシ
ア文豪のクローン作家たちが書き綴る奇怪な二次創作、平行世界の
ソ連で行われるスターリンとフルシチョフのセックスなど、そこに
は「ロシア文学」という陰気で重苦しい一般のイメージからはおよ
そ掛け離れたカーニバル的世界が広がっている。この機会に、是非
ソローキンの狂った魅力に触れてほしい。

※本エッセイは日露青年交流事業フェローシップの支援による滞在に基づいて書かれている。

腐ったブリド
―混沌を見据える言葉

年生。ロシア文学研究。

今 号 の 日 直

松 下 隆 志

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。 ウラジーミル・ソローキン著、望月哲男・松下隆志訳『青脂』（仮題）は、
河出書房新社より 年 月刊行予定でトップ ディレクトで製作中！
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愉 し い 文 学 こど
も

今日マチ子


