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◆
  ド
ー
ム

中
嶋
康
雄

死
ん
だ
人
が
天
井
の
辺
り
を
漂
っ
て
い
る

こ
の
頃
で
は

生
ま
れ
る
数
よ
り

死
ぬ
数
の
方
が
多
い
か
ら

死
ん
だ
人
が
余
っ
て
漂
っ
て
し
ま
う
の
だ

ド
ー
ム
の
手
摺
り
が
死
ん
だ
人
の
糞
で

真
っ
白
に
な
っ
て
い
る
の
は

ど
う
に
も
こ
う
に
も
い
た
だ
け
な
い
が

人
手
不
足
だ
か
ら
掃
除
に
も
手
が
回
ら
な
い

め
っ
き
り
活
気
も
な
く
な
り

冬
場
な
ど
は
暖
房
を
入
れ
て
い
て
も

薄
ら
寒
い

深
夜
に
な
る
と

遊
び
に
来
る
深
海
生
物
が

大
き
な
穴
を
開
け
っ
ぴ
ろ
げ
て

空
気
中
を
泳
い
で
い
る
の
が

監
視
カ
メ
ラ
に
写
っ
て
い
る

暗
闇
に
青
白
い
光
が

死
ん
だ
人
の
光
な
の
か

深
海
生
物
の
光
な
の
か

迷
う
間
も

予
算
が
年
々
縮
小
さ
れ
る

設
備
の
交
換
も
ま
ま
な
ら
な
い
ま
ま

死
ん
だ
人
の
数
だ
け
が
増
え
続
け

「
出
て
行
っ
て
く
れ
」

と
言
っ
て
も
そ
の
言
葉
が
新
し
す
ぎ
て

通
じ
な
い
こ
と
も
あ
る
よ
う
だ

土
台
が
腐
っ
て
い
る
か
ら

雑
多
な
も
の
が
落
っ
こ
ち
て
ゆ
く

残
業
手
当
も
出
せ
な
く
な
り

数
だ
け
が
増
え
て
い
る
が

入
場
の
切
符
代
も
と
れ
な
い
し

経
費
は
増
え
る
一
方

雨
漏
り
も
す
る
よ
う
に
な
り

死
ん
だ
人
が
不
平
不
満
を
い
い
な
が
ら

濡
れ
そ
ぼ
っ
て
い
る

床
の
亀
裂
も
目
立
つ
よ
う
に
な
り

亀
裂
か
ら
つ
ま
ら
な
い
雑
草
が
生
え
る

つ
ま
ら
な
い
雑
草
は

つ
ま
ら
な
い
花
を
咲
か
せ

つ
ま
ら
な
い
種
を
飛
ば
す

種
か
ら
つ
ま
ら
な
い
芽
が
出
な
い
よ
う

極
力
拾
っ
て
は
燃
や
す
け
れ
ど

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
も
限
界
が
あ
る

ド
ー
ム
の
横
の
テ
ナ
ン
ト
ビ
ル
が
閉
鎖
さ
れ

死
ん
だ
人
は
灰
色
ば
か
り
を
見
て
過
ご
す

久
し
ぶ
り
に
若
い
力
士
が
や
っ
て
来
て

死
ん
だ
親
方
を
偲
ぶ
と
き

「
こ
こ
も
だ
め
に
な
っ
た
ね
え
」

な
ど
と
台
詞
を
捨
て
る

「
近
頃
の
若
い
の
は

筋
肉
増
強
剤
と
マ
シ
ン
に
頼
り
す
ぎ
る
」

と
死
ん
だ
親
方
が
ぼ
や
い
て
い
る

「
自
分
な
ん
か
は
ち
ゃ
ん
こ
一
筋
で

ク
ロ
レ
ラ
一
粒
口
に
入
れ
な
か
っ
た
」

親
方
が
久
し
ぶ
り
に
て
っ
ぽ
う
を
す
る
と

埃
が
も
う
も
う
と
た
ち
上
り

ぱ
っ
く
り
開
い
た
忘
れ
続
け
る
脳
髄
に
も
降
り

積
も
る

し
こ
を
ふ
む

残
響
が
ふ
ら
ふ
ら
と
踊
り

ご
み
屑
だ
け
が
居
残
っ
て
い
る

だ
れ
か
が
漏
ら
し
た
糞
便
が

乾
き
き
っ
た
ま
ま

ご
み
屑
と

退
屈
そ
う
に

話
し
て
い
る

編集部だより★61／もうすぐ「平成」という時代が終わる。わたしは積極的に元号を使う意識はないの
だが、取引のある銀行の小切手は元号表記だったり、公的機関では元号使用がまかり通っている。しか
しせっかくひとつの元号が収束するというのだ。この平成という 30 年間をひとまとめらして振り返っ
てもいいではないだろうか、と編集者的な興味で思考するようになった。そうして振り返ると、この 30
年間という塊は、世の中全体を俯瞰するチャンスになるし、個人史の総括のキッカケにもなる。情況論
や、哲学・思想関係の分野、そして文学のジャンルから 30 年間をまとめてみると、さまざまな相貌が見
えてくる。わたしの個人史的なことを言うと、家庭人としては、子育ての 30 年間だったといえる。とい
ってもわたしが積極的に子育ての実務をしていたかというと、そうではなく、子どもたちの成長を不安
げにみつめていただけに過ぎないのだ。長い不況と、進む高齢化、大きな経済発展を望めない閉塞化し
た時代情況のなかで、自己を形成していった子どもたち。われわれは未来に対して漠然とした希望を見
いだせだ世代だったが、今は未来が絶望なのだ。昭和時代のように自らとわが子を戦争にもっていかれ
なかったことは幸いとすべきか。いやかつては国家の夢や怒りを国民の夢と怒りに同期させられて国の
ために働くことを鼓舞され、生命さえも国家にささげていたのが、平成という時代もひょっとしたら国
家とかわるなにものかに、われわれは翻弄されてきただけにすぎないのかもしれない。（大橋愛由等記）
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◆
  ダ
マ
ス
カ
ス
彷
徨

千
田
草
介

ま
っ
す
ぐ
な
道
を

使
徒
行
伝
の
と
お
り
に
歩
い
て
い
く
と

バ
ザ
ー
ル
に
迷
い
込
ん
で
し
ま
っ
て

二
千
年
前
は
ど
う
だ
っ
た
か
な
と
い
う
空
想
が

そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
現
実
に
見
え
る
も
の
だ
か
ら

私
は
衣
裳
屋
で
装
束
を
買
っ
て
着
替
え

ニ
セ
預
言
者
の
ふ
り
を
し
て

鉦
と
で
ん
で
ん
太
鼓
を
叩
い
て

子
ど
も
た
ち
に
は
や
さ
れ
な
が
ら

救
世
主
の
到
来
を

信
じ
て
も
い
な
い
の
に

宣
伝
し
て
い
る

私
は
そ
の
う
ち

首
を
斬
ら
れ
て

サ
ロ
メ
の
も
つ
皿
に
の
る
の
だ
ろ
う
か

お
お
あ
の
山

カ
イ
ン
が
ア
ベ
ル
を
殺
し
た

そ
の
記
憶
の
残
る

山
の
中
腹
に

古
都
を
睥
睨
す
る
大
統
領
官
邸
が
あ
る

荒
野
が
流
血
を
呑
む
日
は

最
後
の
審
判
ま
で
に
絶
え
る
だ
ろ
う
か

4

◆

約
束

黒
田
ナ
オ

行
き
た
く
て
も
行
け
な
か
っ
た
場
所
で
は

天
使
が
歌
を
歌
っ
て
い
る

ま
だ
知
ら
な
い
言
葉
で

知
ら
な
い
歌
を
歌
っ
て
い
る

夢
は
角
砂
糖
で
で
き
た
階
段
だ
か
ら

ひ
と
つ
ひ
と
つ

昇
り
な
が
ら
崩
れ
て

い
つ
ま
で
も

約
束
の
場
所
へ
は
辿
り
着
け
な
い

行
き
た
く
て
も
行
け
な
か
っ
た
場
所
は

記
憶
の
片
隅
で

恥
ず
か
し
そ
う
に
漂
う

透
明
な
電
車
が
走
り
始
め
て

遊
園
地
の
観
覧
車
が
ま
わ
り
出
す

天
使
の
羽
根
が
舞
い
落
ち
て
き
て

き
ら
き
ら
ひ
か
る
光
の
ブ
ロ
ー
チ

キ
ャ
ン
デ
ィ
の
包
み
紙
を
ひ
ろ
げ
た
ら

そ
こ
で
は

懐
か
し
い
人
た
ち
が

笑
い
な
が
ら
手
を
振
っ
て
い
た

◆

き
み
ひ
は
ん
ひ
は
ん

岩
脇
リ
ー
ベ
ル
豊
美

君
批
判
、
否
、
君
が
世
批
判
的
な
だ
け

ネ
ッ
ト
カ
フ
ェ
難
民
光
る
橋
を
見
納
め
し

無
抵
抗
そ
も
身
代
金
の
高
す
ぎ
て

淡
白
な
卒
塔
婆
原
稿
用
紙
に
描
く

ひ
と
り
旅
も
と
養
蚕
部
屋
の
流
行
り
去
る

通
り
す
が
り
二
人
組
に
救
わ
れ
凍
港

ミ
シ
ュ
ラ
ン
の
星
や
照
ら
す
一
食
一
魚

胡
桃
割
り
鴉
見
守
る
轍
か
な

嬰
児
の
足
裏
に
靴
底
で
接
吻
し

児
を
忘
れ
波
も
忘
れ
て
死
の
火
山

修
道
の
丘
や
気
と
見
ま
が
い
地
震
雲

満
月
と
月
下
美
人
と
不
眠
ダ
ン
ス

踊
り
死
ぬ
宇
宙
の
基
軸
赤
い
靴

母
鴨
と
い
う
合
成
物
ま
た
は
絵
巻
物

I
C
E
児
の
大
泣
き
に
よ
り
W
i-Fi飛
ば
す
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◆

見
え
な
い
獣

法
橋
太
郎

拳
銃
の
効
能
と
し
て
胸
に
薔
薇
、
心
臓
の
早
鐘
を
鎮
め
、
脳
に
永
遠
を

与
へ
ん
が
た
め

そ
れ
は
ま
る
で
見
え
な
い
獣
が
静
寂
の
天
空
か
ら
歪

ん
だ
コ
イ
ン
を
落
と
す
よ
う
に
し
て
始
ま
っ
た
。
磁

気
嵐
が
吹
き
荒
れ
る
の
は
こ
れ
が
初
め
て
で
は
な
い
。

お
れ
は
頭
の
う
し
ろ
で
手
を
組
ん
で
椅
子
に
も
た
れ

か
か
っ
た
。
正
当
化
さ
れ
た
正
義
が
ち
か
ら
を
持
つ

と
き
、
そ
れ
は
正
当
化
さ
れ
た
悪
に
も
な
り
う
る
危

険
性
を
孕
ん
で
い
る
。

何
か
ひ
と
つ
の
物
事
が
歪
む
と
き
、
あ
ら
ゆ
る
物
事

が
連
鎖
し
て
歪
み
だ
す
。
毎
日
の
よ
う
に
て
の
ひ
ら

の
な
か
で
磁
気
嵐
が
吹
き
荒
れ
る
。
お
れ
の
て
の
ひ

ら
に
ひ
と
り
の
男
が
棲
む
よ
う
に
な
る
の
だ
。
お
れ

た
ち
そ
れ
ぞ
れ
の
感
情
に
起
因
し
て
混
乱
を
深
め
る
。

ひ
と
つ
の
恨
み
が
他
の
恨
み
を
惹
き
起
こ
す
。
書
き

換
え
ら
れ
た
感
情
が
お
れ
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
に
罠
を
仕

掛
け
る
。
仕
掛
け
さ
せ
ら
れ
る
。

今
日
も
兵
士
に
な
っ
て
敵
兵
を
三
人
殺
し
た
。
三
度

死
ん
で
ゲ
ー
ム
・
オ
ー
ヴ
ァ
ー
。
殺
し
た
の
は
お
れ

だ
が
死
ん
だ
り
生
き
た
り
す
る
の
は
て
の
ひ
ら
の
男

だ
。
み
ず
か
ら
の
一
生
を
恨
み
と
し
て
生
き
る
憐
れ

な
男
だ
。
恨
み
を
め
ぐ
っ
て
人
間
は
多
く
の
汚
点
を

残
し
て
き
た
と
古
典
に
は
書
か
れ
て
い
る
と
見
え
な

い
獣
は
語
る
。

お
れ
に
は
お
れ
の
役
目
が
あ
り
て
の
ひ
ら
の
男
に
は

て
の
ひ
ら
の
男
の
役
目
が
あ
る
よ
う
に
見
え
な
い
獣

に
は
見
え
な
い
獣
の
役
目
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の

世
は
お
お
く
の
恨
み
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
他
者
を

批
判
す
る
く
ら
い
簡
単
な
こ
と
は
な
い
。
金
で
お
れ

た
ち
に
嫌
が
ら
せ
を
繰
り
返
す
奴
が
つ
き
ま
と
う
。

こ
ん
な
目
に
あ
っ
て
ま
だ
分
か
ら
な
い
の
か
と
て
の

ひ
ら
の
男
が
言
う
。
逃
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら

追
い
詰
め
る
ま
で
だ
と
。

感
情
の
力
学
を
克
服
す
べ
き
時
代
が
到
来
す
る
だ
ろ

う
か
。
感
情
の
動
き
を
制
御
す
る
た
め
に
は
感
情
の

動
き
に
捉
わ
れ
な
く
な
る
ま
で
た
だ
そ
れ
を
見
つ
め

ま
さ
に
そ
れ
が
み
ず
か
ら
の
感
情
の
動
き
に
過
ぎ
な

い
と
判
る
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

待
っ
て
い
る
暇
は
な
い
。
今
日
で
き
る
こ
と
は
今
日

に
行
う
。
今
日
で
き
る
こ
と
は
明
日
で
き
る
。
明
日

は
兵
士
の
よ
う
に
な
っ
て
汚
い
奴
を
殺
し
に
い
く
。

お
れ
が
死
ぬ
こ
と
は
な
い
。
死
ぬ
の
は
い
つ
も
て
の

ひ
ら
の
男
の
役
目
だ
。
お
れ
た
ち
の
頭
の
な
か
で
磁

気
嵐
が
吹
き
荒
れ
る
。

お
れ
た
ち
に
は
立
場
の
違
い
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の

正
義
が
あ
る
。
日
日
迷
う
こ
と
な
く
歪
ん
だ
コ
イ
ン

が
降
っ
て
熄
む
こ
と
は
な
い
の
だ
か
ら
ひ
と
つ
の
凶

行
く
ら
い
あ
っ
て
も
仕
方
な
い
。
お
れ
が
殺
す
。
も

し
お
れ
が
死
ん
で
も
そ
の
代
替
と
し
て
お
ま
え
は
死

ん
で
か
ら
生
き
返
れ
。
し
か
し
そ
の
最
初
と
最
後
に

笑
う
の
は
お
そ
ら
く
見
え
な
い
獣
だ
。

6

◆

き
て
れ
つ
　

大
橋
愛
由
等

十
六
分
割
さ
れ
た
叙
事
は
か
た
く
な
に
離
散
す
る

（
霧
た
ち
こ
め
る
港
の
坂
を
す
こ
し
く
急
ぎ
足
で
登
っ
て
い
る
と
、
旧
知
の

乗
り
合
い
馬
車
の
馭
者
か
ら
六
叉
路
ま
で
乗
ら
な
い
か
と
声
を
か
け
ら
れ
た

の
だ
が
「
霧
の
細
粒
が
身
体
気
象
に
そ
ぐ
わ
な
い
の
で
」
と
断
っ
た
つ
も
り

で
い
る
と
、
乗
り
合
い
馬
車
の
中
か
ら
公
証
人
を
夫
に
も
つ
Y
夫
人
か
ら

「
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
お
い
て
き
た
青
林
檎
は
芯
ま
で
ど
う
ぞ
」
と
ボ
ク
に
話

し
か
け
て
き
て
「
古
文
書
は
解
読
ず
み
で
す
よ
」
と
応
え
た
つ
も
り
が
乗
り

合
い
馬
車
は
霧
に
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
消
え
て
い
き
、
ガ
ス
灯
の
下
ま
で
歩

い
て
き
た
の
を
見
計
ら
っ
て
、
風
速
計
を
忘
れ
て
き
た
時
に
唱
え
る
呪
言
は

新
し
い
住
居
表
示
の
数
字
に
合
わ
せ
て
反
復
す
る
の
が
い
い
の
か
そ
れ
と
も

古
代
の
哲
学
者
の
よ
う
に
〈
あ
る
も
の
〉
だ
け
を
現
認
す
れ
ば
い
い
の
か
決

め
か
ね
て
い
る
と
、
浜
風
が
伝
え
る
と
こ
ろ
で
は
昨
夜
入
港
し
た
発
電
船
の

吃
水
線
は
夜
に
な
る
と
泣
き
だ
す
と
い
う
の
だ
。
昨
日
か
ら
傘
を
さ
し
つ
づ

け
て
い
る
と
い
う
司
祭
が
特
大
の
銀
飴
を
し
ゃ
ぶ
り
な
が
ら
今
日
も
通
り
す

が
り
の
ボ
ク
に
「
あ
な
た
は
坂
を
登
る
だ
け
で
い
つ
坂
を
下
る
の
か
」
と
声

を
か
け
て
き
た
の
で
、
「
月
か
ら
ひ
た
す
ら
逐
電
し
よ
う
と
し
て
い
る
そ
の

風
は
鋼
の
匂
い
を
嫌
っ
て
い
た
の
が
わ
か
っ
た
か
ら
」
と
言
い
な
が
ら
復
活

祭
ま
で
に
読
も
う
と
し
て
い
た
『
多
者
界
の
ひ
そ
み
ご
と
』
を
司
祭
に
返
却

し
よ
う
と
思
い
な
し
て
今
晩
も
到
着
し
た
バ
ル
黒
い
羊
で
は
タ
イ
ピ
ス
ト
の

女
が
「
だ
か
ら
〈
あ
る
も
の
〉
し
か
な
い
か
ら
、
魚
た
ち
は
朝
の
海
に
迷
う

の
よ
」
と
つ
っ
か
か
っ
て
き
た
の
は
い
つ
も
の
こ
と
な
の
で
壁
に
か
け
て
あ

る
半
島
図
を
指
さ
し
て
「
月
光
が
漂
着
す
る
の
は
烏
賊
釣
り
の
漁
船
が
よ
く

難
破
す
る
こ
の
あ
た
り
さ
」
な
ど
女
の
顔
を
見
ず
に
つ
ぶ
や
く
と
女
は
「
煙

草
吸
っ
て
く
る
、
や
っ
て
ら
れ
な
い
わ
」
と
言
い
棄
て
て
第
六
波
止
場
の
方

角
を
目
指
し
て
歩
い
て
行
っ
た
の
だ
っ
た
。
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以
下
省
略
す
る
が
、
短
歌
形
式
の
五
七
五
七
七
あ
る
い
は
七
七
五
七
七
か
ら
な
る
連

作
と
し
て
詩
を
捕
ら
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
。と
こ
ろ
が
、同
じ
作
品
を
詩
集
で
眺
め
る

と
、歯

の
生
え
た
舌
で
な
め
て
る
な
め
ら
か
な

ひ
　
ひ
　
ひ
か
ら
　
ひ
　
び
び
　
ぐ
っ
し
ょ
り

の
な
み
だ
の
め

笑
い
顔
え
が
お
ほ
ほ
え
み
さ
い
ご
に
は
く
ず
れ
る
た
め
に

積
む
こ
や
す
が
い

か
な
　
か
な
　
か
な
と
詠
嘆
を
か
け
て
う
み
だ
す
腐
葉
土
の

な
か
に
か
す
か
に
う
ご
め
く
身
体

も
ぞ
も
ぞ
と
　
蠢
い
て
い
る
も
の

ゆ
ら
ゆ
ら
と
揺
れ
て
い
る
も
の

腐
葉
土
の

身
体
に
飼
え
ば

ア
ー
バ
ス
キ
ュ
ラ
ー
菌
根
も

共
生
し
て
き
ょ
う
せ
い
し
て
　
っ
て
　
オ
ス
化
す
る
女
性
の
表
皮
細
胞
の
な
か

と
、一
行
目
、短
歌
の
韻
律
で
始
ま
っ
た
も
の
が
二
行
目
以
降
か
ら
崩
れ
て
行
く
の
を
見

て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
仮
に
、
短
歌
形
式
を
追
い
か
け
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
自
体
が

七
七
五
七
七
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
含
み
、「
ひ
　
ひ
　
ひ
か
ら
　
ひ
　
び
び
」
と
い
う

よ
う
な
七
音
か
ら
の
逸
脱
を
含
ん
で
は
、
短
歌
の
韻
律
が
遠
の
き
、
自
由
詩
の
韻
律
）
が

読
み
手
の
内
部
に
膨
ら
ん
で
行
く
の
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。

日
本
語
の
詩
は
、韻
律
を
持
ち
な
が
ら
韻
を
踏
ま
な
い
こ
と
か
ら
、そ
の
有
り
様
を
内

在
律
と
い
う
言
い
方
で
表
す
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
内
在
律
は
一
様
に
あ
る
の
か
、
は

た
ま
た
多
様
性
を
有
す
る
も
の
な
の
か
。多
様
性
を
有
す
る
も
の
な
ら
ば
、共
通
す
る
も

の
は
何
か
。

か
つ
て
、自
由
詩
は
七
五
調
の「
皿
に
は
を
ど
る
肉
さ
か
な
／
春
夏
す
ぎ
て
／
き
み
が

手
に
銀
の
ふ
ほ
を
く
は
お
も
か
ら
む
。」
か
ら
、「
地
面
の
底
に
顔
が
あ
ら
は
れ
、
／
さ
み

し
い
病
人
の
顔
が
あ
ら
は
れ
。」を
経
て
、「
こ
こ
に
道
路
の
新
開
せ
る
は
／
直
と
し
て
市

街
に
通
ず
る
な
ら
ん
。
／
わ
れ
こ
の
新
道
の
交
路
に
立
て
ど
／
さ
び
し
き
四
方
の
地
平

を
き
は
め
ず
」と
変
化
し
て
行
く
軌
跡
を
描
い
た
。そ
れ
を
作
家
の
生
理
か
ら
で
は
な
く

日
本
語
の
生
理
の
側
か
ら
捉
え
れ
ば
、「
詩
の
原
理
」
に
対
す
る
理
解
も
深
ま
る
の
で
は

な
い
か
。
は
か
ら
ず
も
、
彦
坂
美
喜
子
の
詩
は
、
短
歌
律
か
ら
自
由
詩
へ
の
内
在
律
の
変

化
を
見
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
一
石
を
投
じ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

あ
ら
た
め
て
、
こ
の
詩
集
を
形
式
で
は
な
く
内
容
か
ら
見
て
み
よ
う
。
タ
イ
ト
ル
の

「
子
実
体
日
記
」
に
あ
る
子
実
体
は
、
菌
類
の
生
殖
細
胞
で
あ
る
胞
子
を
内
包
す
る
器
官

で
あ
る
。
種
類
に
よ
っ
て
異
同
は
あ
ろ
う
が
、
大
ざ
っ
ぱ
に
そ
う
捉
え
て
問
題
は
な
い
。

胞
子
は
生
殖
細
胞
で
あ
る
、と
い
う
こ
と
は
、タ
イ
ト
ル
が
生
殖
に
関
す
る
事
柄
を
考
え

て
行
く
と
明
示
し
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。さ
ら
に
通
常
の
生
殖
か
ら
離
れ
て
、菌

類
の
生
殖
を
考
え
る
点
、
男
女
の
性
別
の
観
点
か
ら
離
れ
て
原
始
の
生
殖
を
眺
め
る
こ

と
に
な
る
。

し
か
も
、上
掲
の
詩
の
一
節
、「
オ
ス
化
す
る
女
性
の
表
皮
細
胞
」と
あ
る
よ
う
に
、男

女
の
性
別
の
観
点
を
離
れ
な
が
ら
も
、
女
性
の
視
点
は
離
れ
ず
に
原
始
の
生
殖
を
眺
め

て
み
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
詩
集
の
ユ
ニ
ー
ク
な
と
こ
ろ
が
現
れ
て
い
る
。

「
み
ず
に
触
れ
る
と
」
と
題
さ
れ
た
一
編
を
見
て
み
よ
う
。
詩
の
主
人
公
は
、
カ
マ
キ

リ
に
寄
生
す
る
ハ
リ
ガ
ネ
ム
シ
で
あ
る
。
こ
の
ム
シ
は
、
ミ
ミ
ズ
よ
り
も
細
く
、
ミ
ミ
ズ

の
よ
う
に
伸
び
縮
み
し
な
い
。の
た
う
ち
回
る
よ
う
な
動
き
方
を
す
る
。成
虫
に
な
る
ま

で
は
、
カ
マ
キ
リ
な
ど
に
寄
生
す
る
。
水
へ
の
飢
餓
感
を
誘
発
す
る
物
質
を
分
泌
し
、
カ

マ
キ
リ
が
「
み
ず
に
触
れ
る
」
と
、
交
尾
の
た
め
に
カ
マ
キ
リ
の
体
内
か
ら
脱
出
す
る
。

こ
の
こ
と
を
承
知
し
て
、
一
編
を
読
む
と
内
容
は
分
か
り
や
す
い
。

詩
行
を
詰
め
る
と
、
短
歌
形
式
の
連
作
が
現
れ
る
。
ま
た
、
詩
行
が
ほ
ど
け
る
こ
と
で

自
由
詩
の
内
在
律
を
有
す
る
。
例
に
よ
っ
て
、
詩
行
を
詰
め
て
み
る
と
、

み
ず
に
触
れ
る
と
狂
っ
た
よ
う
に
踊
り
だ
す
一
本
の
線
を
体
内
に
秘
め

カ
マ
キ
リ
の
腹
か
ら
ゆ
っ
く
り
這
い
出
し
て
／
這
い
出
し
て
く
る
針
金
が
／
突
き
破

る
皮
膚
く
い
ち
ぎ
る
表
皮
／
穴
と
い
う
穴
か
ら
外
へ
で
て
く
る
む
し
だ

ゆ
っ
く
り
と
這
い
出
し
て
く
る
線
形
の
口
の
な
い
虫
／
水
を
求
め
て

こ
こ
ま
で
は
、ハ
リ
ガ
ネ
ム
シ
の
異
形
の
生
態
を
描
写
す
る
短
歌
形
式
が
並
ぶ
。元
の

詩
行
で
は
、「
ゆ
っ
く
り
と
」
が
段
下
げ
に
な
り
、
次
の
「
水
を
求
め
て
」
で
段
が
上
げ

ら
れ
て
い
る
。
ハ
リ
ガ
ネ
ム
シ
の
不
気
味
な
動
き
を
ト
レ
ー
ス
す
る
よ
う
で
効
果
を
上

げ
て
い
る
。
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立
ち
読
み
人
の
斜
め
読
み
 ②

野
口
 裕

▼
追
悼
・
川
柳
作
家
筒
井
祥
文
　

夜
行
バ
ス
で
新
宿
に
つ
い
た
。す
で
に
早
春
の
朝
だ
。駅
の
周
辺
は
ご
っ
た
返
し
て
い

る
。「
野
垂
れ
死
に
」
と
い
う
言
葉
が
流
行
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
雑
踏
に
あ
る
と
色
ん

な
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。
た
ぶ
ん
、
多
用
し
た
作
家
は
野
坂
昭
如
だ
ろ
う
。
先
頃
亡
く

な
っ
た
川
柳
作
家
筒
井
祥
文
に
も
、
そ
ん
な
言
葉
が
響
い
て
い
た
。
端
的
に
「
エ
エ
か
っ

こ
し
い
」
と
喝
破
し
た
人
も
い
た
。

だ
が
、「
エ
エ
か
っ
こ
し
い
」
に
は
「
野
垂
れ
死
に
」
に
引
か
れ
る
部
分
と
反
発
せ
ざ

る
え
な
い
部
分
の
両
端
が
あ
っ
た
。

彼
は
高
校
の
落
語
研
究
会
に
所
属
し
て
、
卒
業
公
演
で
は
大
ネ
タ
「
ら
く
だ
」
を
演
じ

た
と
の
こ
と
だ
。大
ネ
タ
に
打
ち
込
む
姿
勢
は
素
人
の
域
を
脱
し
て
い
る
。に
も
か
か
わ

ら
ず
彼
は
落
語
家
に
な
る
道
を
選
ば
な
か
っ
た
。

当
時
、
弟
子
に
な
り
た
い
と
い
う
若
い
人
に
、
桂
米
朝
は
「
末
期
哀
れ
は
覚
悟
の
上
や

で
」
と
語
っ
た
。「
野
垂
れ
死
に
」
前
提
で
選
び
取
る
道
だ
っ
た
の
だ
。

高
校
卒
業
前
後
の
彼
に
ど
ん
な
事
情
が
あ
っ
た
の
か
は
知
ら
な
い
が
、
結
局
の
と
こ

ろ
彼
は
落
語
家
へ
の
道
を
選
ば
な
か
っ
た
。最
終
的
に
は
、ま
め
に
日
銭
を
稼
ぐ
職
業
に

就
く
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
経
緯
は
、
愚
生
に
金
子
兜
太
が
言
っ
た
「
定
住
漂
泊
」
を

思
い
出
さ
せ
る
。

誰
も
が
山
頭
火
や
放
哉
の
よ
う
に
流
浪
の
一
生
を
送
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
旅
に
人

生
の
多
く
を
費
や
し
た
芭
蕉
や
蕪
村
・
一
茶
と
も
な
れ
な
い
。

コ
ツ
コ
ツ
日
銭
を
稼
ぎ
、
浮
き
草
稼
業
と
自
嘲
し
な
が
ら
漂
泊
の
思
い
を
何
か
に
託

す
。何
か
は
五
七
五
で
あ
っ
た
り
五
七
五
七
七
で
あ
っ
た
り
、文
芸
で
は
な
い
何
か
で
あ

っ
た
り
と
人
そ
れ
ぞ
れ
で
は
あ
ろ
う
。「
野
垂
れ
死
に
」
へ
の
思
い
を
秘
め
な
が
ら
地
道

に
生
き
て
い
く
。
そ
れ
は
矛
盾
し
た
行
為
と
も
言
え
る
。

も
し
、金
子
兜
太
が
野
坂
昭
如
に
論
争
を
仕
掛
け
れ
ば
ど
う
な
っ
た
か
。ち
ょ
っ
と
楽

し
い
想
像
だ
が
、
ま
ず
あ
り
得
な
い
。

か
つ
て
、生
物
学
上
の
二
つ
の
理
論
、今
西
錦
司
の「
棲
み
分
け
」と
木
村
資
生
の「
分

子
進
化
中
立
説
」
は
、
ど
ち
ら
も
日
本
発
で
同
時
に
存
在
し
て
い
た
。
二
つ
の
説
の
信
奉

者
は
、
互
い
に
対
立
し
て
激
し
く
論
争
し
て
い
た
、
欧
米
で
は
。
し
か
し
、
日
本
で
は
両

者
が
存
在
し
な
が
ら
も
ま
っ
た
く
論
争
が
起
こ
ら
な
か
っ
た
。愚
か
し
い
、嘆
か
わ
し
い

と
慨
嘆
す
る
人
の
意
見
を
と
あ
る
機
会
に
読
ん
だ
。

当
時
、
愚
生
も
そ
の
意
見
に
共
感
し
た
。
が
、
互
い
に
矛
盾
す
る
意
見
が
共
存
す
る
こ

と
も
、
そ
う
悪
く
な
い
の
で
は
と
最
近
は
思
っ
て
い
る
。

筒
井
祥
文
は
誰
に
も
会
わ
ず
黙
っ
て
死
ぬ
つ
も
り
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
末
期
近
く
に

な
っ
て
愚
生
に
お
呼
び
が
か
か
っ
た
。行
っ
て
み
る
と
、も
う
話
の
で
き
る
状
態
で
は
な

か
っ
た
。痛
み
を
散
ら
す
薬
を
打
ち
な
が
ら
眠
る
ば
か
り
で
、肩
で
呼
吸
し
て
い
る
様
は

眠
り
な
が
ら
も
苦
し
そ
う
に
見
え
た
。
小
康
を
期
待
し
て
、
暇
乞
い
を
し
た
が
、
翌
日
死

去
の
報
を
受
け
取
っ
た
。

彼
は
な
ぜ
愚
生
を
呼
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
己
を
「
漂
泊
」、
愚
生
を

「
定
住
」と
見
て
、磁
石
の
Ｎ
極
と
Ｓ
極
が
引
き
合
う
よ
う
な
も
の
を
感
じ
た
の
で
は
。人

は
一
本
の
棒
磁
石
の
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
、
ど
ん
な
人
に
も
Ｎ
極
が
あ
り
Ｓ
極
が
あ
る
。

だ
が
、
Ｎ
極
か
ら
見
れ
ば
Ｓ
極
が
目
に
入
り
、
Ｓ
極
か
ら
見
る
と
Ｎ
極
が
目
に
入
る
。
ご

く
自
然
の
成
り
行
き
だ
ろ
う
。

筒
井
祥
文
の
死
を
「
末
期
哀
れ
」
と
は
言
い
た
く
な
い
気
分
が
確
か
に
あ
る
。「
エ
エ

か
っ
こ
し
い
」
は
、「
エ
エ
か
っ
こ
し
い
」
の
こ
と
を
悪
く
は
言
わ
な
い
。

２
０
１
９
．
３
．
１
６
　
新
宿
に
て

遺
書
の
例
文
お
も
む
ろ
に
笑
い
出
す
（
筒
井
祥
文
）

▼
詩
集
『
子
実
体
日
記
』（
彦
坂
美
喜
子
）
を
読
む

「
子
実
体
日
記
」
は
短
歌
の
連
作
を
改
変
し
た
作
品
で
あ
る
。
短
歌
の
連
作
の
間
に
自

由
詩
の
一
行
を
挟
み
込
ん
で
ゆ
く
形
式
の
詩
も
あ
る
が
、
改
行
や
空
白
を
無
視
し
て
短

歌
形
式
に
ま
と
め
れ
ば
、
元
の
短
歌
連
作
が
復
元
さ
れ
る
詩
も
あ
る
。
試
み
に
集
中
の

「
歯
の
生
え
た
舌
」
を
、
詩
中
の
改
行
を
「
／
」
で
置
き
換
え
、
行
中
の
空
白
を
無
視
し

て
短
歌
の
連
作
に
直
し
て
み
る
と
、

歯
の
生
え
た
舌
で
な
め
て
る
な
め
ら
か
な
／
ひ
ひ
ひ
か
ら
ひ
び
び
ぐ
っ
し
ょ
り
／
の

な
み
だ
の
め
笑
い
顔
え
が
お
ほ
ほ
え
み
さ
い
ご
に
は
く
ず
れ
る
た
め
に
／
積
む
こ
や

す
が
い
か
な
か
な
か
な
と
詠
嘆
を
か
け
て
う
み
だ
す
腐
葉
土
の
／
な
か
に
か
す
か
に

う
ご
め
く
身
体
も
ぞ
も
ぞ
と
蠢
い
て
い
る
も
の
／
ゆ
ら
ゆ
ら
と
揺
れ
て
い
る
も
の
／
　

腐
葉
土
の
／
身
体
に
飼
え
ば
ア
ー
バ
ス
キ
ュ
ラ
ー
菌
根
も
／
共
生
し
て
き
ょ
う
せ
い

し
て
っ
て
／
オ
ス
化
す
る
女
の
表
皮
細
胞
の
な
か
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三
角
に
追
い
か
け
ら
れ
て
雪
の
な
か
ハ
リ
ガ
ネ
ム
シ
が
硬
直
し
て
る

生
殖
能
力
奪
っ
た
あ
と
で
／
別
れ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
と
言
い
な
が
ら
／
明

日
を
積
み
上
げ
て
い
る
ベ
ッ
ド

哀
し
み
を
か
み
砕
く
と
き
い
っ
ぱ
い
の
キ
ノ
コ
の
菌
糸
を
吸
い
込
め
と
／
声
が
飛
び

込
ん
で
き
て
咽
喉
や
耳
を
塞
が
れ
て
い
る

短
歌
形
式
が
変
形
し
つ
つ
、
自
由
詩
の
内
在
律
へ
と
移
行
し
、
次
の
一
行
で

（
息
が
で
き
な
い
）

と
か
っ
こ
付
き
の
詩
句
が
現
出
す
る
。
こ
の
詩
句
か
ら
、
か
つ
て
菅
谷
規
矩
雄
が
中
原
中

也
に
つ
い
て
論
じ
た
一
節
を
思
い
出
す
の
は
不
思
議
で
は
な
い
。

根
本
の
と
こ
ろ
中
原
中
也
の
詩
法
は
生
涯
を
通
じ
て
ひ
と
つ
の
も
の
に
還
元
で
き
る

と
お
も
う
—
—
—
七
五
調
に
の
っ
て
あ
た
う
か
ぎ
り
加
速
的
に
書
き
す
す
む
こ
と
。
す

る
と
そ
の
加
速
と
圧
縮
の
極
限
で
、
な
に
も
の
か
が
七
五
調
（
の
二
拍
子
）
を
つ
き
く

ず
す
よ
う
に
ふ
き
だ
す
の
で
あ
る
。
書
く
こ
と
の
根
底
で
生
起
す
る
ポ
リ
・
リ
ト
ミ
ッ

ク
な
対
位
に
、
中
原
中
也
の
詩
の
ヴ
ェ
リ
テ
は
秘
め
ら
れ
て
い
る
。（「
詩
的
リ
ズ
ム
」）

詩
は
以
下
次
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
、

大
切
な
も
の
な
ど
　
な
い
　
と

水
蒸
気
が
絶
え
ず
赤
い
口
か
ら
吐
き
出
さ
れ
て
る

わ
け
も
な
く

く
ち
を
塞
ぎ
た
い
衝
動
に
駆
ら
れ
る

午
後
の
ガ
ス
の
火
の
ま
え

短
歌
二
首
が
五
行
に
分
割
さ
れ
、
何
の
違
和
感
も
な
く
連
を
な
す
。
次
の
行
は
、
思
い

切
っ
た
段
下
げ
に
、〈

そ
こ
に
〉

と
あ
っ
て
、
短
歌
形
式
の
連
作
が
続
く
。
途
中
、

彼
岸
花
刈
り
取
っ
て
い
く
手
の
中
に
し
た
た
る

し
　
ず
く
　
ぬ
　
め
ぬ
　
め
と
し
て

…
…
ぬ
め
ぬ
め
ぬ
め
ぬ
め

ヌ
メ
ヌ
メ
ヌ
メ
ヌ
メ
…
…

と
短
歌
形
式
を
逸
脱
し
た
行
が
挿
入
さ
れ
る
の
は
、「
彼
岸
花
刈
り
取
っ
て
い
く
手
の

中
に
し
た
た
る
し
ず
く
ぬ
め
ぬ
め
と
し
て
」
を
変
形
し
て
、
詩
が
短
歌
の
律
に
取
り
込
ま

れ
な
い
よ
う
謀
ら
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。
し
ば
ら
く
、
ハ
リ
ガ
ネ
ム
シ
と
つ
か
ず
離
れ
ず
の

行
が
続
く
が
、
一
行
の
「
真
っ
白
な
光
の
な
か
に
あ
ら
わ
れ
る
欲
望
は
一
本
の
ハ
リ
ガ
ネ

ム
シ
に
」か
ら
回
帰
を
め
ざ
し
、「
水
辺
ま
で
宿
主
誘
っ
て
脱
出
を
試
み
て
い
る
／
タ
ダ
ワ

タ
ク
シ
ガ
イ
キ
ノ
コ
ル
タ
メ
／
衰
弱
死
す
る
昆
虫
の
耳
の
中
風
の
吹
く
音
た
か
く
ひ
び

い
て
」
と
、
短
歌
連
作
が
固
有
名
詞
を
中
心
に
展
開
す
る
の
に
適
し
た
形
式
で
あ
る
こ
と

を
生
か
し
つ
つ
次
の
行
へ
と
結
び
つ
け
る
。（
ち
な
み
に
、俳
句
の
連
作
と
短
歌
の
連
作
を

比
較
し
た
場
合
、
俳
句
の
連
作
が
し
ば
し
ば
季
語
の
取
り
扱
い
か
ら
展
開
に
自
由
度
を
欠

く
の
に
対
し
、
短
歌
は
連
作
中
に
季
語
に
相
当
す
る
固
有
名
詞
を
取
り
巻
き
つ
つ
展
開
す

る
よ
う
な
自
由
度
を
持
つ
。
俳
句
の
連
作
を
崩
す
形
で
詩
を
な
す
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら

れ
る
が
、
短
歌
の
連
作
の
そ
れ
と
比
べ
る
と
展
開
に
不
自
由
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。）

次
の
行
は
、

ハ
リ
ガ
　
針
が
ね
　
ハ
リ
　
ガ
ハ
リ
　
ガ
リ
ガ
　
リ
　
ガ
ハ
リ
ガ
　
ネ
ガ

こ
こ
で
も
、
一
句
目
二
句
目
と
三
句
目
四
句
目
が
セ
ッ
ト
で
七
五
調
を
成
し
、
以
下
で

そ
の
解
体
を
目
指
す
。
目
指
し
つ
つ
段
下
げ
の

〈
水
の
中
に
お
ち
な
け
れ
ば
〉

が
出
て
く
る
運
び
は
、
再
び
菅
谷
規
矩
雄
の
一
節
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。

こ
こ
か
ら
あ
と
の
最
後
の
数
行
は
、
読
者
各
位
の
読
み
に
任
せ
る
と
し
て
、
詩
の
主
人

公
の
ハ
リ
ガ
ネ
ム
シ
の
雌
雄
が
ど
ち
ら
で
も
良
い
こ
と
に
は
、
誰
し
も
納
得
す
る
は
ず

だ
。
生
殖
で
あ
り
な
が
ら
、
男
性
女
性
に
結
び
つ
か
な
い
生
殖
の
あ
り
方
は
、
こ
の
詩
集

を
通
し
て
一
貫
し
て
い
る
。
な
お
か
つ
、
途
中
で
彼
岸
花
が
出
て
く
る
あ
た
り
の
展
開
は

女
性
の
視
点
を
手
放
し
て
は
い
な
い
。
同
様
の
内
容
を
男
性
の
視
点
か
ら
展
開
し
た
場

合
、
た
ぶ
ん
理
知
が
勝
ち
す
ぎ
る
と
こ
ろ
が
出
て
く
る
だ
ろ
う
。
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こ
こ
ま
で
は
詩
集
の
感
想
だ
が
、
そ
こ
を
飛
び
出
し
て
想
像
を
遊
ば
せ
て
み
た
い
。

彦
坂
美
喜
子
は
、
短
歌
形
式
の
韻
律
（
こ
れ
も
内
在
律
で
は
あ
る
）
と
自
由
詩
に
あ
る

内
在
律
の
差
異
を
巧
み
に
変
換
し
つ
つ
、
詩
を
創
造
し
て
い
る
の
だ
が
、
短
歌
も
自
由
詩

も
詩
に
は
違
い
な
い
。
詩
の
内
在
律
の
差
異
と
は
何
だ
ろ
う
。

も
と
も
と
韻
律
と
言
い
な
が
ら
、
短
歌
俳
句
川
柳
な
ど
の
定
型
詩
を
含
め
て
、
日
本
語

の
詩
は
必
ず
し
も
韻
を
必
要
と
し
な
い
。韻
を
補
う
も
の
と
し
て
、注
目
さ
れ
た
の
が「
日

本
語
の
リ
ズ
ム
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
別
宮
貞
徳
に
そ
の
も
の
ず
ば
り
の
タ
イ

ト
ル
の
本
が
あ
る
。
菅
谷
規
矩
雄
、
川
本
皓
嗣
も
基
本
的
に
は
別
宮
貞
徳
と
同
様
の
結
論

に
達
し
て
い
る
。

簡
単
に
言
え
ば
、
日
本
語
は
四
拍
子
の
リ
ズ
ム
に
貫
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
三
三
七

拍
子
は
手
拍
子
を
「
拍
」、
手
拍
子
の
間
の
空
白
を
「
○
」
で
表
す
と
、「
拍
拍
拍
○
／
拍

拍
拍
○
／
拍
拍
拍
拍
／
拍
拍
拍
○
」の
繰
り
返
し
か
ら
四
拍
子
を
成
す
と
さ
れ
る
。「
あ
ら

う
み
や
さ
ど
に
よ
こ
と
う
あ
ま
の
が
わ
」（
と
う
は
、た
ふ
と
表
記
さ
れ
る
が
声
に
出
し
た

と
き
の
読
み
に
従
う
）の
場
合
、「
あ
ら
／
う
み
／
や
○
○
○
／
／
さ
ど
／
に
○
／
よ
こ
／

と
う
／
／
あ
ま
／
の
○
／
が
わ
／
○
○
」
と
読
ま
れ
る
。

日
本
語
に
は
二
音
で
ワ
ン
セ
ッ
ト
に
な
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、「
は
が
き
」
は
「
は
が
／
き

○
」
と
読
ま
れ
る
の
に
対
し
、「
え
は
が
き
」
は
「
え
は
／
が
き
」
と
読
ま
れ
や
す
い
。
こ

れ
は
詩
人
の
福
士
幸
次
郎
の
発
見
に
よ
る
も
の
ら
し
い
が
、
こ
の
論
を
援
用
す
る
と
、
適

度
に
空
白
を
挟
み
つ
つ
芭
蕉
の
俳
句
は
四
拍
子
で
読
ま
れ
る
こ
と
を
説
明
で
き
る
。
だ

が
、普
通
に
現
代
の
我
々
が
読
ん
だ
と
き
に
、「
あ
ら
う
み
や
○
○
○
／
／
さ
ど
に
よ
こ
と

う
○
／
あ
ま
の
が
わ
○
○
○
」
と
読
ん
で
い
る
こ
と
の
方
が
多
い
。

別
宮
の
本
の
後
半
に
出
て
く
る
が
、
彼
が
定
型
詩
四
拍
子
論
を
雑
誌
に
書
い
た
と
き

に
、福
田
恆
存
が
散
文
の
場
合
は
ど
う
か
と
質
問
し
た
こ
と
が
あ
る
ら
し
い
。そ
こ
で
、別

宮
が
い
ろ
い
ろ
と
考
え
た
末
に
、
散
文
や
自
由
詩
の
場
合
は
音
を
数
え
る
の
で
は
な
く
、

文
節
が
ほ
ぼ
同
じ
長
さ
で
発
音
さ
れ
る
ブ
ロ
ッ
ク
で
考
え
、
そ
れ
が
四
ブ
ロ
ッ
ク
で
四
拍

子
を
成
立
さ
せ
る
と
考
え
た
。
別
宮
の
論
に
よ
れ
ば
、

地
面
の
／
底
に
／
顔
が
／
あ
ら
は
れ
／

さ
み
し
い
／
病
人
の
／
顔
が
／
あ
ら
は
れ
／

地
面
の
／
底
の
／
く
ら
や
み
／
に
、
○
○
○
／

う
ら
う
ら
／
葦
の
／
茎
が
／
萌
え
そ
め
、
／

と
い
う
風
に
自
由
詩
の
場
合
で
も
拍
子
が
成
立
し
て
い
く
。
ブ
ロ
ッ
ク
内
で
は
音
数
に
関

係
な
く
一
定
の
長
さ
で
読
む
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
別
宮
の
論
を
推
し
進
め
る
と
、
ブ
ロ
ッ
ク
を
文
節
で
は
な
く
、
さ
ら
に
長
い

ま
と
ま
り
で
捉
え
た
方
が
現
状
の
読
み
に
は
近
づ
く
。

地
面
の
底
に
○
／
顔
が
あ
ら
は
れ
○
／

さ
み
し
い
病
人
の
○
／
顔
が
あ
ら
は
れ
○
／

地
面
の
底
の
○
／
く
ら
や
み
に
、
○
／

う
ら
う
ら
葦
の
○
／
茎
が
萌
え
そ
め
、
○
／

こ
の
よ
う
に
す
る
と
、
四
拍
子
か
ど
う
か
を
捕
ま
え
る
の
は
難
し
い
こ
と
に
な
る
が

（
前
半
二
拍
子
が
二
行
、
後
半
が
二
行
で
四
拍
子
）、
ブ
ロ
ッ
ク
の
最
後
に
空
白
が
入
る
こ

と
に
よ
り
、
空
白
が
あ
た
か
も
韻
の
よ
う
に
響
く
こ
と
に
な
る
。
短
歌
、
俳
句
、
川
柳
で

も
同
じ
現
象
が
生
じ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
要
す
る
に
、
日
本
語
の
四
拍
子
か
ら
生
じ

た
語
と
語
の
隙
間
に
入
る
空
白
が
韻
と
同
じ
効
果
を
あ
げ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
節
が

あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。

彦
坂
の
詩
に
戻
れ
ば
、
短
歌
で
は
五
七
五
七
七
の
そ
れ
ぞ
れ
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
空
白
が
入

る
の
が
伝
統
的
な
読
み
だ
が
、
自
由
詩
に
あ
る
よ
う
な
自
在
の
ブ
ロ
ッ
ク
割
り
が
混
交
さ

れ
る
と
、
両
者
の
内
在
律
が
交
差
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
問
題
を
さ
ら
に
複
雑
化
す
る
の
は
、
現
在
の
読
み
の
リ
ズ
ム
が
声
に
出
し
た

と
き
の
リ
ズ
ム
で
は
な
く
、
眼
球
の
律
動
で
も
あ
る
こ
と
だ
。
前
田
愛
が
「
近
代
読
者
の

成
立
」
で
論
じ
た
よ
う
な
、
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
の
黙
読
す
る
読
者
の
存
在
は
、
詩

の
リ
ズ
ム
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
声
に
出
し
た
と
き
の
リ
ズ
ム
が
そ
の
ま
ま

内
在
律
の
反
映
と
は
言
え
な
い
。
彦
坂
は
行
中
に
一
字
空
け
を
多
用
す
る
が
、
そ
れ
は
眼

球
の
律
動
に
影
響
す
る
。
リ
ズ
ム
の
問
題
と
し
て
あ
ま
り
意
識
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
詩
の

行
分
け
も
当
然
そ
こ
に
は
関
係
す
る
。
石
川
九
楊
の
書
の
解
説
書
な
ど
を
読
む
と
、
和
歌

の
か
な
書
き
に
お
け
る
五
と
七
の
切
れ
目
で
墨
を
注
い
だ
と
こ
ろ
に
注
目
し
て
い
る
。
詩

の
リ
ズ
ム
は
書
く
際
の
手
の
運
動
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
る
。

詩
の
リ
ズ
ム
は
、
声
に
出
し
て
読
む
と
き
の
リ
ズ
ム
、
読
ん
で
い
る
と
き
の
眼
球
運
動

の
リ
ズ
ム
、
書
く
と
き
の
手
の
リ
ズ
ム
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
統
合
し

て
の
脳
内
の
リ
ズ
ム
が
内
在
律
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

悪
口
を
言
え
ば
、
単
に
短
歌
の
連
作
を
自
由
詩
風
に
崩
し
た
も
の
と
見
え
る
詩
集
だ

が
、
そ
こ
に
懐
胎
す
る
問
題
は
大
き
い
。
そ
れ
を
感
じ
さ
せ
る
だ
け
の
も
の
を
具
え
て
い

る
。

書　　　　評 
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港
が
鏡
に
映
っ
て
い
る
よ

高
木
敏
克

山
か
ら
の
風
景
が
怖
い
。

旗
振
り
山
か
ら
白
い
風
が
吹
き
抜
け
る
と
谷
あ
い
か
ら
彼
岸

墓
参
の
狼
煙
が
あ
が
る
。

丘
の
墓
地
に
た
ど
り
着
く
に
は
深
い
谷
の
橋
を
越
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
橋
の
手
前
に
近
道
が
あ
っ
て
姉
と
妹
だ
け
は

教
え
て
お
い
た
。
旗
を
振
っ
た
り
狼
煙
を
上
げ
た
り
す
る
弟

に
は
恐
ろ
し
い
道
に
な
る
の
は
想
像
で
き
る
。
こ
う
い
う
話

と
激
辛
カ
レ
ー
は
彼
の
耳
に
も
口
に
も
入
ら
な
い
。

橋
か
ら
の
風
景
が
怖
い
。

息
吹
と
は
誰
の
息
の
こ
と
な
の
か
語
れ
な
い
ま
ま
谷
の
橋
を

渡
る
私
た
ち
は
語
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
つ
な
が
っ
て
い

る
。
山
の
嚔
、
谷
の
鼾
を
南
風
が
撫
で
上
げ
て
お
い
で
お
い

で
と
誰
か
が
わ
た
し
を
呼
ん
で
い
る
。
橋
の
左
に
は
市
街
地

が
海
ま
で
続
き
橋
の
右
に
は
新
興
墓
地
が
空
ま
で
続
き
港
の

構
造
は
鏡
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。

谷
か
ら
の
風
景
が
怖
い
。

山
の
上
だ
と
い
っ
て
も
墓
地
は
た
い
て
い
谷
に
あ
っ
て
水
を

呼
ん
で
い
る
。
水
桶
を
も
っ
た
姉
と
何
も
持
た
な
い
妹
が
石

の
陰
に
隠
れ
な
が
ら
待
っ
て
い
る
。
あ
な
た
は
来
な
く
て
も

い
い
の
に
と
ま
た
姉
が
妹
に
い
っ
て
い
る
。
石
の
中
に
も
下

に
も
誰
も
い
な
い
の
よ
。
あ
な
た
だ
っ
て
こ
ん
な
中
に
入
れ

な
い
し
入
り
た
く
な
い
で
し
ょ
。
妹
は
一
緒
に
集
ま
る
た
め

に
だ
け
や
っ
て
き
て
黙
っ
て
立
っ
て
い
る
。

鏡
の
裏
の
風
景
が
怖
い
。

ふ
た
り
は
時
々
隠
れ
て
こ
こ
で
会
っ
て
い
る
で
し
ょ
と
姉
が

い
っ
た
。
妹
も
私
も
う
つ
む
い
て
誰
の
こ
と
か
と
知
ら
ん
ふ

り
を
し
た
。
あ
な
た
た
ち
！
と
い
わ
れ
た
の
で
姉
の
ほ
う
を

見
た
が
、
姉
の
顔
は
も
う
忘
れ
て
闇
色
。
妹
は
い
つ
も
う
つ

む
い
て
横
顔
を
見
せ
よ
う
と
す
る
。
好
き
だ
よ
と
ほ
っ
ぺ
に

キ
ス
を
す
る
と
妹
は
つ
い
て
く
る
。
と
っ
く
に
消
え
た
は
ず

の
姉
は
す
べ
て
を
見
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

見
送
る
風
景
が
恐
ろ
し
い
。

わ
た
し
は
決
し
て
振
り
向
か
ず
に
橋
を
渡
っ
て
帰
っ
て
ゆ

く
。
こ
の
橋
は
彼
女
た
ち
に
は
決
し
て
渡
れ
な
い
。
そ
の
た

め
に
か
か
っ
て
い
る
橋
だ
と
い
う
こ
と
も
橋
を
渡
っ
て
き
た

弟
は
知
ら
な
い
。
橋
を
渡
ら
ず
に
橋
か
ら
も
飛
び
降
り
ず
に

彼
女
た
ち
に
会
う
に
は
振
り
向
け
ば
消
え
る
橋
の
手
前
の
近

道
が
あ
る
。
妹
が
追
い
か
け
て
く
る
の
で
バ
ッ
ク
ミ
ラ
ー
の

橋
が
消
え
か
け
て
い
る
。

12

◆

詩
学
的
秘
境
へ
の
途
上
で
　
　
　

冨
岡
和
秀

１大
量
の
流
砂
が
地
平
線
の
彼
方
ま
で
続
く
。
そ
の
流
砂
の
下
に

埋
も
れ
た
ま
ま
で
蛹
は
蠢
い
て
い
る
。
砂
の
流
れ
に
伴
っ
て
蛹

も
ま
た
動
く
。
砂
と
砂
の
狭
間
で
僅
か
な
酸
素
も
流
動
す
る
。

蛹
か
ら
変
性
し
た
虫
の
体
表
面
が
わ
ず
か
な
蠕
動
と
微
か
な
呼

吸
を
随
伴
し
な
が
ら
、
砂
を
掻
き
出
す
。
そ
の
の
ち
地
上
に
這

い
上
が
る
と
、
雨
と
陽
光
が
交
互
に
虫
の
身
に
ま
と
い
つ
き
、

夜
に
は
月
光
と
星
々
の
輝
き
と
闇
の
黒
が
ま
と
い
つ
い
て
い

る
。
空
中
で
殆
ど
目
に
見
え
な
い
光
の
塵
が
、
砂
上
に
い
る
虫

に
届
い
て
い
る
こ
と
に
、
意
識
も
な
い
虫
自
身
は
気
づ
か
な
い

が
、
体
表
面
は
時
に
光
り
の
塵
の
き
ら
め
き
で
虫
自
身
を
現
わ

に
す
る
。

2虫
は
更
に
変
性
し
、
い
つ
し
か
人
の
よ
う
な
虫
意
識
を
持
ち
な

が
ら
、
文
脈
の
噛
み
合
わ
な
い
夢
物
語
を
流
砂
が
作
る
砂
紋
の

上
で
見
る
。
夢
の
中
で
虫
人
間
は
筋
道
の
通
ら
な
い
四
分
五
裂

の
動
き
を
繰
り
返
し
、
通
ら
な
い
筋
道
の
途
上
で
遭
遇
す
る
他

の
虫
人
間
や
事
物
と
は
断
絶
し
、
対
立
し
な
が
ら
変
容
を
遂
げ

て
ゆ
く
。

3幾
た
び
か
そ
の
よ
う
な
筋
道
の
立
た
な
い
変
容
の
過
程
を
経

て
、
声
を
発
す
る
衝
動
に
駆
ら
れ
意
味
不
明
の
呟
き
を
漏
ら

す
。
そ
の
時
は
、
あ
た
か
も
ダ
ダ
イ
ス
ト
も
ど
き
の
よ
う
な
夢

人
間
に
変
性
し
て
い
る
。
ダ
ダ
イ
ス
ト
的
夢
人
間
は
、
呟
き
か

ら
進
歩
し
、
さ
ら
に
言
葉
の
よ
う
な
も
の
を
使
う
よ
う
に
な
る

の
だ
が
、
そ
の
言
葉
も
ど
き
に
は
意
味
が
無
い
。
始
ま
り
の
シ

ニ
フ
ィ
ア
ン
は
意
味
が
な
い
の
だ
。
夢
人
間
は
意
味
の
な
い
言

葉
も
ど
き
を
発
し
よ
う
と
す
る
時
、
自
ら
の
根
元
に
意
味
な
く

欲
動
が
蠢
い
て
い
る
の
を
感
じ
な
が
ら
無
意
味
な
声
を
発
す

る
。
沸
々
と
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
欲
動
が
湧
き
上
が
る
。
欲
動

の
主
の
芽
吹
き
の
季
節
で
あ
る
。

4し
か
し
、
同
時
に
芽
吹
き
は
既
に
し
て
死
を
胚
胎
し
て
い
る
。

地
上
闇
の
無
か
ら
か
、
砂
の
流
れ
る
遙
か
な
地
下
の
闇
か
ら

か
、
ふ
っ
と
現
れ
た
幻
の
よ
う
な
像
を
と
り
結
ん
だ
「
ラ
フ
ァ

エ
ル
の
マ
ド
ン
ナ
」
が
最
高
速
度
で
回
転
す
る
。
遠
心
分
離
機

に
か
け
ら
れ
た
よ
う
に
、
聖
マ
ド
ン
ナ
の
顔
は
バ
ラ
バ
ラ
の
パ

ー
ツ
群
に
な
り
、
顔
の
幾
つ
か
の
部
分
部
分
が
見
え
な
い
空
白

域
と
い
う
狭
間
を
あ
ち
こ
ち
に
隣
接
さ
せ
て
い
る
。
顔
の
部
分

部
分
が
霜
降
り
肉
の
文
様
の
よ
う
に
、
寸
断
さ
れ
た
幾
多
の
顔

の
パ
ー
ツ
と
そ
の
周
り
に
隣
接
す
る
幾
多
の
空
白
域
。
ダ
ダ
的

夢
人
間
が
夢
の
底
で
見
る
「
ラ
フ
ァ
エ
ル
の
マ
ド
ン
ナ
」
は

「
寸
断
さ
れ
た
身
体
」
の
模
造
に
似
て
い
る
。
バ
ラ
バ
ラ
現
象

は
夢
の
主
の
支
持
者
た
る
マ
ド
ン
ナ
の
死
ぬ
日
を
暗
示
し
て
い

る
の
か
。
元
来
は
意
味
の
あ
る
聖
マ
ド
ン
ナ
の
顔
が
遠
心
分
離

機
で
意
味
を
外
さ
れ
、
バ
ラ
バ
ラ
に
な
り
、
更
に
無
視
さ
れ
続

け
て
い
く
。
無
視
さ
れ
て
い
く
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
。
シ
ニ
フ
ィ
ア

ン
の
死
体
も
ど
き
は
バ
ラ
バ
ラ
の
聖
遺
物
も
ど
き
と
な
っ
た
の

か
。
意
味
を
外
さ
れ
る
の
は
、
闇
の
無
か
ら
湧
き
出
し
た
た
め

な
の
か
。
無
意
味
な
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
は
始
ま
り
と
同
時
に
死
に

続
け
る
。
何
と
引
き
換
え
に
無
意
味
な
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
が
死
す

の
か
。

5無
視
さ
れ
る
顔
パ
ー
ツ
群
の
隣
接
空
白
域
は
、
し
か
し
、
香
り

を
発
し
て
生
き
る
顔
パ
ー
ツ
の
香
り
に
包
ま
れ
る
。
だ
か
ら
バ

ラ
バ
ラ
の
顔
の
パ
ー
ツ
は
完
全
に
バ
ラ
バ
ラ
に
は
な
り
き
ら
な

い
。
幾
多
の
パ
ー
ツ
は
溶
け
て
消
え
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

見
え
な
い
中
心
が
、
顔
の
残
像
を
か
ろ
う
じ
て
維
持
し
、
あ
わ

よ
く
ば
復
元
し
よ
う
と
香
り
を
発
し
て
い
る
よ
う
だ
。
「
ラ
フ

ァ
エ
ル
の
マ
ド
ン
ナ
」
は
香
る
。

6一
方
で
夢
人
間
の
内
界
に
芽
吹
い
た
芯
柱
ら
し
き
モ
ノ
は
い
ま

だ
意
味
の
な
い
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
で
あ
る
。
わ
け
の
わ
か
ら
な
い

欲
動
に
突
き
動
か
さ
れ
て
、
声
を
出
し
て
自
ら
の
唇
を
見
る
ナ

ル
シ
ス
の
よ
う
な
モ
ノ
が
何
気
な
く
鏡
を
見
る
な
ら
そ
こ
に
映

る
自
分
の
姿
は
初
め
て
の
他
人
だ
。
そ
こ
に
見
え
る
水
仙
は
他

者
だ
と
夢
人
間
は
ぼ
ん
や
り
と
感
じ
、
か
つ
内
言
す
る
。

7そ
の
瞬
間
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
は
意
味
を
胚
胎
し
自
己
像
や
他
者

を
微
笑
み
な
が
ら
見
る
。
幸
せ
に
も
不
幸
せ
に
も
見
え
る
他
人

の
顔
。
ナ
ル
シ
ス
は
限
り
な
く
ス
ラ
イ
ド
し
、
水
仙
は
変
化

し
、
少
し
ず
つ
姿
を
変
容
さ
せ
る
。

8よ
く
眺
め
る
と
、
バ
ラ
バ
ラ
の
マ
ド
ン
ナ
の
顔
の
パ
ー
ツ
に
光

の
陰
翳
が
あ
る
。
ナ
ル
シ
ス
の
姿
を
限
り
な
く
ス
ラ
イ
ド
さ
せ

た
形
姿
に
も
光
の
ほ
ん
の
り
と
し
た
陰
翳
が
あ
る
。
他
者
と
し

て
の
ナ
ル
シ
ス
に
も
、
寸
断
さ
れ
た
マ
ド
ン
ナ
の
顔
の
パ
ー
ツ

に
も
光
の
陰
翳
が
ま
と
い
つ
い
て
い
る
。

9無
意
味
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
に
端
を
発
し
た
こ
れ
ら
二
つ
の
枝

葉
。
「
ラ
フ
ァ
エ
ル
の
マ
ド
ン
ナ
」
と
「
水
仙
」
。
虫
の
這
い

出
し
て
き
た
流
砂
の
上
に
二
つ
の
枝
葉
が
乗
っ
て
い
る
。
流
砂

の
動
き
に
応
じ
て
、
マ
ド
ン
ナ
も
水
仙
も
動
く
。
二
つ
の
枝
葉

が
睦
み
合
う
砂
の
秘
境
が
彼
方
に
あ
る
か
の
よ
う
に
、
光
の
塵

が
降
り
続
い
て
い
る
。
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
は
滑
り
落
ち
、
滑
り
落

ち
た
場
は
断
崖
で
あ
る
。
断
崖
に
光
の
塵
だ
け
が
降
り
続
く
。

断
崖
の
底
か
ら
流
れ
出
し
た
か
の
よ
う
な
呼
び
声
が
一
人
屹
立

し
た
夢
人
間
の
鼓
膜
を
震
わ
せ
、
三
半
規
管
に
も
光
の
塵
は
流

入
す
る
。
呼
び
声
が
流
れ
出
る
源
か
ら
、
光
の
塵
も
絶
え
ず
あ

ふ
れ
る
よ
う
に
視
え
る
の
は
幻
で
は
な
い
。
断
崖
と
呼
び
声
と

光
の
三
叉
路
の
ご
と
き
場
。
そ
れ
が
「
ラ
フ
ァ
エ
ル
の
マ
ド
ン

ナ
」
の
原
郷
だ
ろ
う
か
。
降
り
続
く
光
の
塵
。
呼
び
声
が
谺
の

よ
う
に
聴
こ
え
る
断
崖
。
失
わ
れ
て
生
ま
れ
、
生
ま
れ
て
失
わ

れ
る
「
そ
れ
」
の
原
郷
は
「
そ
の
場
」
に
有
る
。
香
り
な
が
ら

有
る
。
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に
思
え
る
。
こ
れ
は
裏
返
せ
ば
悪
夢
で
は
あ
る
が
大
人
に
な
れ
な
い
悪
夢
で
あ
る
。

果
た
し
て
国
家
と
し
て
の
本
土
復
帰
が
償
い
に
な
っ
た
の
か
？
　
そ
れ
で
罪
は
無

く
な
っ
た
の
か
？

復
帰
し
た
か
ら
と
い
っ
て
帰
っ
て
こ
な
い
命
が
あ
る
。
謝
っ
て
も
、
罰
を
受
け
て

も
、
死
ん
で
も
償
え
な
い
罪
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
島
の
人
は
救
わ
れ
る
の
だ
ろ
う

か
？
　
我
々
は
救
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
？
　
答
え
は
簡
単
に
は
見
つ
か
ら
な
い
。
こ

う
い
う
時
に
は
大
海
原
を
見
渡
し
な
が
ら
呆
然
と
立
ち
尽
く
す
し
か
な
い
の
で
あ

る
。
小
説
の
最
後
は
こ
の
よ
う
に
結
ば
れ
る
。

「
タ
ビ
の
途
中
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
、た
く
さ
ん
の
人
の
こ
と
を
思
う
。で
も
、こ

の
島
に
、
わ
た
し
た
ち
は
必
ず
帰
っ
て
く
る
。
わ
た
し
た
ち
は
帰
っ
て
く
る
。
大
き
く

手
を
振
っ
た
」

宿
命
的
に
中
脇
初
枝
の
小
説
世
界
に
は
少
女
の
純
粋
な
視
点
が
潜
ん
で
い
て
、
そ

の
魔
性
が
大
人
の
男
を
引
き
付
け
て
い
る
。
私
は
鹿
児
島
で
彼
女
に
二
回
だ
け
会
っ

た
が
、会
う
と
同
時
に
そ
の
不
思
議
な
魅
力
に
取
り
つ
か
れ
た
。こ
の
純
粋
な
知
性
は

巫
女
的
な
も
の
だ
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
？
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カフカの「審判」への詩的アプローチ
高木敏克

カフカの審判に関しては様々な文学論的なアプローチがなされている。私が手
に取ったものだけでも、ロジェ・ガロディー、モーリス・ブランショ、マルト・ロ
ベール、グスタフ・ヤノーホ。ジル・ドゥルーズ＆フェリックス・ガタリなどなど
であるが全部は読み切れない。

しかしカフカに入ってゆくのはこれらの研究書からではありえない。詩的な極
私的動機しかありえない。何か思い当たるところのある不思議な危険な香りにさ
そわれてのことである。それでは、その思い当たるところは何なのか？

解放区を作ったと思ったら、実は包囲されている。もし解放区を作らなかった
ら、こんな形で包囲されることもなかったはずだ。これはどういうことなのかと思
ったことがある。バリケードで大学を封鎖した時だ。人間は賢いから動物を捕える
柵を作ることもできる。だが、我々のやっていることは一体何なのだ。自分自身で
柵を作って中に入り、ここはだれも入れないから自由だといっている。

部屋に鍵をかけるようになってから都市住民は自由になったと思うようになっ
た。誰もが自由になるために閉じこもるようになった。これは文学的なことかもし
れないが、大学解放区で見えてきた光景は城の小説に思い当たるところが多かっ
た。

鍵にせよバリケードにせよ国境にせよ、自由に閉じこもる不自由を実現してく
れる。子供は勉強部屋に鍵をかけて不自由になり、やがて独立自由を求めて就職し
て不自由になる。ユダヤ人各部族のうち砦を築いた部族はローマ軍に包囲されて
消滅し、アラブに包囲されたイスラエルも砦を考えているのかもしれない。その
他、自由を求めて包囲されて不自由になる構造は古今東西どこにでもいつでもあ
る。それは地政学的には城の構造であり、言語世界的には審判の構造である。審判
とは言葉で不自由を与えるものだからである。つまり、自由という罪に対して不自
由という罰を与えるのが裁判の機能なのだ。

プラハの貧しいユダヤ人ゲットーからカフカの父親は身を起こして商売で成功
してカフカを大学に送るのだが、成長したカフカが半ば役人として読み取るのは、
すべての自由は包囲される不自由だというテーゼなのだ。

つまり、成長したカフカが見つけたのは城と裁判の不自由ではない。それでは不
自由はサラリーマン、あるいは不自由な学者とかわりないことになる。少なくとも
いえることはカフカが小説を書いている限り、カフカの小説にこたえる方法は小
説を書く以外にない。カフカについて解説することは小説を包囲する側に立つこ
とであり、カフカは解説されることを拒絶する方法で小説を書いている。

その、みじめな生贄となったのが坂内正氏の著作『カフカの審判』（1981 年 4 月
創樹社刊）である。最初に紹介したカフカ解説者は単なる学者ではなく作家や詩人
であるが、少なくとも表現者としてのカフカとの対話がある。ところが、カフカを
合理的に解析しようとするくらい不毛なことはない。なぜなら、カフカの「審判」
はあらゆる解析裁断の不自由と闘う小説という自由なのだから、カフカを包囲し
て不自由の側に立つことは許されないのだ。彼の批評・解説は堂々巡りの断片的
解析の地獄めぐりとなる。それはまた、最も悲劇的なカフカの読者を作ることにな
ることでもある。それは、カフカの小説を断片的解説の堂々巡りだと解釈して不自
由になる読者だからである。
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中
脇
初
枝
の
小
説
を
読
む

高
木
敏
克

▼
①
『
神
に
守
ら
れ
た
島
』（
講
談
社
）

中
脇
初
枝
は
徳
島
県
の
山
間
部
の
三
好
市
に
生
ま
れ
、
2
歳
の
時
か
ら
高
知
県
四

万
十
市
で
育
つ
た
。

高
知
県
立
中
村
高
等
学
校
在
学
中
の
1
9
9
1
年
に「
魚
の
よ
う
に
」で
第
2
回
坊

っ
ち
ゃ
ん
文
学
賞
を
受
賞
。17
歳
で
小
説
家
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
た
。同
作
は
1
9
9

3
年
3
月
に
新
潮
社
よ
り
刊
行
さ
れ
、
あ
わ
せ
て
N
H
K
に
よ
り
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
化

さ
れ
た
。

そ
の
他
の
受
賞
作
に
は『
祈
祷
師
の
娘
』の
第
52
回
産
経
児
童
出
版
文
化
賞
 推
薦
、

『
き
み
は
い
い
子
』
の
第
28
回
坪
田
譲
治
文
学
賞
、『
ち
ゃ
あ
ち
ゃ
ん
の
む
か
し
ば
な

し
』
の
第
64
回
産
経
児
童
出
版
文
化
賞
J
R
賞
が
あ
る
。

「
神
に
守
ら
れ
た
島
」は
島
民
に
降
り
か
か
る
様
々
な
戦
争
犯
罪
の
小
説
で
あ
る
。戦

争
は
国
家
へ
の
共
同
幻
想
か
ら
始
ま
り
、
勝
つ
に
せ
よ
負
け
る
に
せ
よ
現
実
に
対
す

る
共
同
欺
瞞
の
う
ち
に
終
わ
っ
て
ゆ
く
。
島
民
た
ち
は
一
切
情
報
の
入
っ
て
こ
な
い

幻
想
の
中
で
考
え
る
し
か
な
い
。
遠
い
対
岸
の
悲
劇
と
し
て
沖
縄
の
情
報
も
入
っ
て

く
る
が
あ
い
ま
い
な
悪
夢
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。

主
人
公
の
基
本
的
な
戦
争
に
対
す
る
疑
念
は
戦
争
の
過
酷
な
現
実
の
中
で
こ
う
語

ら
れ
る
。

戦
争
の
中
で
、島
民
た
ち
は
騙
さ
れ
て
幻
想
の
中
で
死
ん
で
ゆ
く
か
、現
実
に
目
覚

め
て
生
き
て
行
く
か
の
道
を
選
ば
さ
れ
る
し
か
な
い
。戦
争
に
は
自
由
は
な
い
。生
き

る
と
し
て
も
騙
さ
れ
て
生
か
さ
れ
る
だ
け
だ
。

「
騙
さ
れ
た
っ
て
み
ん
な
言
う
け
ど
、そ
れ
で
済
ま
せ
ち
ゃ
っ
た
ら
き
っ
と
ま
た
騙
さ

れ
る
よ
ね
ー
。
そ
れ
で
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
す
ん
だ
よ
ね
」

「
戦
争
で
悪
い
こ
と
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
。人
を
殺
し
た
こ
と
だ
ろ
う
か
。で
も
敵
を
た

く
さ
ん
殺
せ
ば
殺
す
ほ
ど
そ
の
兵
隊
さ
ん
は
ほ
め
た
た
え
ら
れ
て
き
た
は
ず
だ
っ

た
。
だ
い
た
い
人
を
殺
さ
な
い
戦
争
な
ん
て
あ
る
ん
だ
ろ
う
か
」

「
じ
ゃ
ー
じ
ゃ（
爺
さ
ん
）は
ア
メ
リ
カ
軍
に
子
供
た
ち
が
殺
さ
れ
る
く
ら
い
な
ら
、い

っ
そ
の
こ
と
、
じ
ゃ
ー
じ
ゃ
が
殺
そ
う
と
思
っ
て
殺
そ
う
と
思
っ
て
ね
ー
家
中
の
包

丁
と
鎌
を
よ
く
切
れ
る
よ
う
に
研
い
で
ね
ー
用
意
し
て
い
た
あ
だ
よ
」

共
同
欺
瞞
と
い
う
の
は
、
誰
か
が
力
ず
く
で
嘘
を
つ
く
と
だ
れ
も
逆
ら
え
な
い
状

態
の
こ
と
を
い
う
。そ
の
代
表
が
戦
争
だ
っ
た
。そ
の
よ
う
に
し
て
旧
天
皇
制
は
あ
り

特
攻
隊
が
あ
り
敗
戦
が
あ
っ
た
。
敗
戦
と
い
う
現
実
に
目
を
覚
ま
さ
れ
た
日
本
人
は

自
ら
目
覚
め
た
わ
け
で
も
な
さ
そ
う
だ
。
実
は
ま
だ
よ
く
目
覚
め
て
い
な
い
。

「
戦
争
が
終
わ
っ
て
か
ら
戦
争
中
に
し
た
こ
と
を
謝
っ
た
人
は
い
な
か
っ
た
。私
た
ち

を
騙
し
て
き
た
兵
隊
さ
ん
も
謝
ら
な
い
ま
ま
ヤ
マ
ト
ゥ
に
帰
っ
て
い
っ
た
」

日
本
人
は
し
っ
か
り
目
覚
め
る
こ
と
な
く
国
家
と
い
う
暖
か
い
共
同
幻
想
の
中
で

眠
り
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
再
び
現
実
の
共
同
欺
瞞
が
や
っ
て
く
る
時
代
が
な
い

と
も
言
え
な
い
。

中
脇
初
枝
氏
の
強
み
は
純
粋
な
子
ど
も
の
視
点
に
立
ち
返
り
、
国
家
や
戦
争
を
振

り
返
り
す
べ
て
の
観
念
を
取
り
払
い
純
粋
に
見
直
す
こ
と
で
あ
る
。
子
供
の
視
線
に

と
っ
て
は
国
家
も
ヤ
マ
ト
ゥ
も
見
え
な
い
悪
夢
で
あ
り
、
目
の
前
に
現
れ
る
の
は
戦

争
と
い
う
残
酷
な
現
実
だ
け
で
あ
る
。
す
べ
て
の
観
念
に
と
ら
わ
れ
ず
彼
女
は
そ
の

純
粋
な
視
線
で
見
続
け
る
だ
ろ
う
。そ
れ
が
騙
さ
れ
な
い
方
法
で
あ
る
。そ
れ
は
ま
た

民
俗
学
を
専
攻
し
て
き
た
彼
女
の
強
み
で
も
あ
る
。
民
族
学
は
国
家
と
い
う
枠
組
み

を
外
す
こ
と
か
ら
始
ま
る
よ
う
な
気
が
し
て
く
る
。

▼
②
『
神
の
島
の
こ
ど
も
た
ち
』（
講
談
社
）

「
神
の
島
の
こ
ど
も
た
ち
」
は
戦
争
の
罪
と
罰
の
小
説
で
あ
る
。
戦
争
が
国
の
戦
争

で
あ
る
以
上
、国
家
の
罪
と
罰
の
物
語
と
も
い
え
る
。水
平
線
で
は
船
が
浮
き
上
が
っ

て
見
え
る
が
、
こ
の
小
説
の
舞
台
で
あ
る
沖
永
良
部
島
（
奄
美
群
島
）
で
は
国
家
も
浮

き
上
が
っ
て
見
え
て
く
る
。
国
境
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
？
　
国
境
の
果
て
と
い
う
も

の
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？
　
あ
れ
ば
そ
こ
か
ら
純
粋
は
子
ど
も
の
視
点
で
世
界
を
見

て
み
た
い
。お
そ
ら
く
、中
脇
初
枝
氏
が
沖
永
良
部
を
選
ん
だ
理
由
は
そ
の
辺
に
あ
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
満
天
の
星
は
見
え
て
も
日
本
も
東
京
も
見
え
な
い
四
万
十
川
の

べ
っ
ぴ
ん
さ
ん
と
し
て
自
意
識
を
育
て
た
自
然
児
の
視
点
は
こ
の
作
家
の
原
点
で
も

あ
る
。ま
た
、母
性
と
い
う
も
の
は
自
然
に
つ
な
が
っ
て
い
て
も
国
家
に
は
つ
な
が
ら

な
い
。

島
尾
敏
雄
の
「
死
の
棘
」
が
一
見
夫
婦
の
罪
と
罰
の
物
語
に
見
え
な
が
ら
、
ミ
ホ
と

い
う
自
然
に
対
す
る
ト
シ
オ
と
い
う
国
家
の
側
に
立
っ
た
者
の
死
の
罰
の
物
語
で
も

あ
る
よ
う
に
、償
い
が
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
。島
尾
文
学
が
自
然
に
対
し
て
国
家
は

永
遠
に
謝
り
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
テ
ー
マ
を
文
学
に
取
り
込
ん
だ
よ
う

書　　　　評 
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古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
・
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
（
BC515—
BC450）

は
、自
説
を
散
文
で
は
な
く
、詩
で
表
現
し
た
、い
わ
ば
わ
れ
わ
れ
詩

人
の
大
先
輩
に
あ
た
る
。

こ
の
詩
人
哲
学
者
に
つ
い
て
、
10
歳
代
後
半
か
ら
気
に
な
っ
て
い

た
。パ
ル
メ
ニ
デ
ス
以
前
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
は
、万
物
の
ア

ル
ケ
ー（
始
原
）を
求
め
、そ
の
ア
ル
ケ
ー
か
ら
世
界
が
い
か
に
生
成

し
た
か
に
つ
い
て
議
論
を
深
め
て
い
っ
た
が
、
バ
ル
メ
ニ
デ
ス
に
い

た
っ
て
、そ
う
し
た
議
論
と
全
く
異
な
る
位
相
で
、世
界
を
捉
え
た
の

で
あ
る
。

か
つ
て
大
学
で
哲
学
を
学
ん
だ
と
い
う
経
歴
を
持
つ
私
で
あ
っ
て

も
、
バ
ル
メ
ニ
デ
ス
を
語
る
と
い
っ
て
も
学
術
的
な
裏
付
け
は
な
い

し
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
哲
学
が
記
述
さ
れ
た
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
も
読

め
な
い
。そ
う
し
た
素
人
の
私
が
こ
の
哲
学
者
を
紹
介
し
え
た
の
は
、

詩
の
会
「
カ
フ
ェ
・
エ
ク
リ
」（
高
谷
和
幸

主
催
）と
い
う
メ
デ
ィ
ア
が
あ
っ
て
こ
そ

の
も
の
だ
っ
た
。
同
会
の
読
書
会
に
お

け
る
3
月
テ
ー
マ
は
「
詩
は
今
世
界
を

い
か
に
と
ら
え
る
か
」
に
つ
い
て
だ
っ

た
。
私
を
ふ
く
め
て
三
人
の
発
表
者
が

テ
ー
マ
に
沿
っ
て
語
る
こ
と
に
な
っ
た
。そ
こ
で
私
が
選
ん
だ
の
は
、

古
代
ギ
リ
シ
ア
の

哲
学
者
が
語
っ
た

内
容
を
、
今
の
詩

的
言
語
に
置
き
換

え
て
、
わ
れ
わ
れ

の
詩
業
を
あ
ら
た

め
て
と
ら
え
み
よ

う
と
い
う
試
み
な

の
で
あ
る
。

私
の
語
り
は
ま

ず
パ
ル
メ
ニ
デ
ス

哲
学
の
要
諦
の
ひ

と
つ
で
あ
る
「〈
存

在
=あ
る
も
の
〉
は
あ
り
、〈
非
存
在
=あ
ら
ぬ
も
の
〉
は
な
い
」
を
取

り
上
げ
た
。
バ
ル
メ
ニ
デ
ス
は
言
う
。「〈
非
存
在
=あ
ら
ぬ
も
の
〉
を

汝
は
知
る
こ
と
も
で
き
ず
—
そ
れ
は
な
し
え
ぬ
こ
と
—
、
ま
た
言
う

こ
と
も
で
き
ぬ
か
ら
で
あ
る
。」（
断
片
Ⅱ
・
7
）

〈
存
在
=あ
る
も
の
〉
し
か
認
め
な
い
こ
と
、
そ
し
て
存
在
が
運
動

な
ど
に
よ
っ
て
変
化
す
る
こ
と〈
成
る
こ
と
=生
成
す
る
こ
と
〉を
認

め
ず〈
あ
る
も
の
〉の
み
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、生
成
の
過
程
を

す
べ
て〈
あ
る
も
の
〉と
み
な
し
、一
瞬
ご
と
に
よ
っ
て
分
節
化
さ
れ

た〈
あ
る
も
の
〉の
重
な
り
に
よ
っ
て
万
物
の
事
象
を
解
読
し
よ
う
と

し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
の
分
析
を
詩
的
言
語
に
言
い
換
え
て
み
よ
う
。
パ
ル
メ
ニ

デ
ス
は〈
存
在
〉の
絶
対
性
を
説
く
。つ
ま
り
世
界
に
は〈
あ
る
も
の
〉

し
か
存
在
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、こ
の〈
あ
る
も
の
〉と
は

現
有
す
る
も
の
、
感
性
的
に
実
在

す
る
も
の
に
特
権
性
を
与
え
よ
う

と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
詩
で
い
え

ば
、見
え
る
も
の
、五
感
で
感
受
で

き
る
も
の
こ
そ
が
記
述
し
え
る
実

在
=存
在
者
で
あ
る
。
井
筒
俊
彦

的
に
い
え
ば
そ
の
存
在
者
に
は
さ
ら
に
高
次
な〈
一
者
〉を
直
観
す
る

こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る（
岩
波
文
庫『
神
秘
哲
学
—
ギ
リ
シ
ア
の
部
』）。詩

の
言
語
は
こ
の
〈
実
在
・
あ
る
も
の
=存
在
者
→
普
遍
者
と
し
て
の

一
者
〉を
記
述
す
る
こ
と
が
、詩
の
根
元
的
有
効
性
と
し
て
保
証
さ
れ

う
る
の
で
あ
る
。

ま
た
も
う
一
つ
の
有
名
な
テ
ー
ゼ
で
あ
る
「
思
惟
す
る
こ
と
と
存

在
こ
と
と
は
同
一
で
あ
る
」（
断
片
Ⅷ
・
35
）
に
つ
い
て
を
、
詩
的
言
語

に
置
き
換
え
て
み
る
と
、
詩
作
に
向
か
う
想
念
を
惹
起
さ
せ
る
こ
と

（
=思
惟
す
る
こ
と
）
が
す
な
わ
ち
、
詩
人
が
存
在
者
を
覚
知
す
る
こ

と
で
あ
り
、
そ
こ
に
〈
あ、
る、
=存
在
〉
が
立
ち
現
れ
て
く
る
。
で
は
詩

人
は
〈
あ
ら
ぬ
も
の
=非
存
在
〉
を
表
現
で
き
る
の
か
。
バ
ル
メ
ニ
デ

ス
は
〈
無
〉
を
否
定
し
た
が
、〈
思
惟
す
る
こ
と
=存
在
者
の
超
越
的

覚
体
を
認
識
す
る
こ
と
〉
に
よ
っ
て
、
詩
人
は
〈
あ
ら
ぬ
も
の
=非
存

在
〉
を
実
在
化
し
言
語
化
し
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

3/18 たつの市で開催されたエクリの会

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
哲
学

を
詩
的
言
語
に
す
れ
ば


