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Whisper
「俺は動くのを見たことがあるぜ、丘が」

ジャン・ジオノ『丘』

居心地の悪さを感じさせる不思議な作品です。

フランスはプロヴァンス地方の小さな田園が舞台。冒頭では、風、泉、花や鳥など豊

かな自然が詩的に謳われています。けれど、途中からそのイメージは一変します。自

然に恵まれた平和な村が、災難が重なったことで人々は迷信に囚われ、妄想を生んで

いくのです。これは、ついにその精神が狂気を帯びるようにまでなったある村人の言

葉です。クライマックスでは、村人たちが、妄想から村を守るために団結して殺人ま

で計画してしまいます。平穏な暮らしを送っていた頃は、善良だった村人たち。その

心の変わりように、人間の隠された恐ろしさを見るような気がします。

ジャン・ジオノ
1895年誕生。小説家・随筆
家・映画のシナリオライター。
プロヴァンス地方に生まれ
生涯この地で過ごす。主な
作品は、『木を植えた男』『河
は呼んでいる』など。

本のささやき

9

11

歌
舞
伎
の
敷
居
は

高
く
な
い

戦
国
末
期
、
出
雲
阿
国
に
始
ま
る
と
さ
れ
る

「
か
ぶ
き
踊
り
」
は
、
江
戸
時
代
、

さ
ま
ざ
ま
な
禁
制
の
網
を
か
い
く
ぐ
り
、

庶
民
の
娯
楽
芸
能
と
し
て
定
着
し
ま
し
た
。

き
ら
び
や
か
な
衣
装
、

豪
壮
な
決
め
ポ
ー
ズ
や
化
粧
を
ほ
ど
こ
し
た

美
し
い
役
者
た
ち
の
共
演
は

当
時
の
江
戸
庶
民
の
心
を

つ
か
ん
で
離
さ
な
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

今
で
も
劇
場
に
行
く
と
市
川
海
老
蔵
や
片
岡
愛
之
助
な
ど

花
形
役
者
が
舞
台
で
見
得
を
切
る
と

ど
こ
か
ら
と
も
な
く
歓
声
が
あ
が
り
ま
す
。

つ
い
格
調
高
い
伝
統
芸
能
と
思
わ
れ
が
ち
な

歌
舞
伎
で
す
が
、

そ
の
庶
民
的
な
面
白
さ
を
紹
介
す
べ
く

今
回
、
歴
史
学
部
歴
史
文
化
学
科
准
教
授
・
斉
藤
利
彦
先
生
と

歴
史
文
化
学
科
の
生
徒
た
ち
に
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

斉
藤
先
生 
●  
「
梨り

園え
ん

」
と
い
わ
れ
、
一
般

社
会
と
か
け
離
れ
た
存
在
と
し
て
見
ら

れ
が
ち
な
歌
舞
伎
の
世
界
で
す
が
、
み

な
さ
ん
は
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ

て
い
ま
す
か
？

松
下
さ
ん 

●   

基
礎
知
識
が
な
い
と
理
解

で
き
な
く
て
、
楽
し
め
な
い
高
尚
な
伝

統
芸
能
と
い
う
印
象
で
す
。

松
場
さ
ん 

●   

私
も
同
じ
で
す
。
隈く

ま

取

り
と
か
派
手
な
化
粧
を
し
て
い
る
か
ら

表
情
が
読
み
取
り
に
く
い
で
す
し
、
決

め
ポ
ー
ズ
の
意
味
も
わ
か
ら
な
い
…
…
、

私
た
ち
が
行
っ
て
も
楽
し
め
な
い
気
が

し
て
、
敬
遠
し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

斉
藤
先
生 

●  

そ
の
決
め
ポ
ー
ズ
の
こ
と
を

「
見
得
を
す
る
」あ
る
い
は「
見
得
を
切
る
」

と
い
う
ん
で
す
よ
。

小
田
さ
ん 

●    

見
る
機
会
が
な
か
っ
た
の

で
、印
象
は
あ
ま
り
持
っ
て
い
な
い
で
す
。

た
だ
、
最
近
、
テ
レ
ビ
で
若
手
の
歌
舞

伎
俳
優
を
見
か
け
る
こ
と
が
多
く
な
っ

て
き
た
な
、
と
は
思
い
ま
す
。

斉
藤
先
生 

●     

や
は
り
み
な
さ
ん
、
あ
ま

り
興
味
が
な
い
（
笑
）。
歌
舞
伎
は
も
と

も
と
庶
民
が
楽
し
む
た
め
に
上
演
さ
れ
て

い
た
芸
能
な
ん
で
す
よ
。
江
戸
時
代
に
は
、

今
で
い
う
劇
団
四
季
の
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
や

役
者
が
台
詞
を

覚
え
て
い
な
い
？

歴史学部
歴史文化学科
斉藤利彦先生

歴史学部　
歴史文化学科
3回生
松場真梨子さん

歴史学部　
歴史文化学科
3回生
松下香奈さん

歴史学部　
歴史文化学科
3回生
小田貴史さん
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時
代
実
際
に
起
こ
っ
た
赤
穂
浪
士
の
討

ち
入
り
を
、
南
北
朝
時
代
に
置
き
か
え

た
話
で
す
が
、
夫
婦
や
忠
人
の
生
き
別

れ
、
死
に
別
れ
と
い
っ
た
悲
劇
の
話
が

あ
っ
て
感
情
移
入
し
て
見
ら
れ
る
と
思

い
ま
す
。

松
下
さ
ん 

●   

お
勧
め
の
座
席
位
置
や
公

演
日
は
あ
り
ま
す
か
？

斉
藤
先
生 

●  

1
階
の
1
等
席
は
迫
力
や

臨
場
感
が
あ
っ
て
面
白
い
で
す
よ
。
変

わ
っ
た
と
こ
ろ
な
ら
、
南
座
の
2
階
の

2
等
席
は
席
に
よ
っ
て
は
舞
台
の
袖
で

出
待
ち
し
て
い
る
役
者
が
見
え
ま
す
。

公
演
日
は
千
秋
楽
の
2
〜
3
日
前
く
ら

い
が
一
番
い
い
か
と
。
逆
に
、
公
演
開

始
の
3
日
間
は「
三
日
御
定
法
」と
い
っ

て
、
避
け
た
方
が
い
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
昔
か
ら
こ
の
3
日
間
は
リ
ハ
ー
サ

ル
的
な
扱
い
を
さ
れ
て
い
て
、
台
詞
を

間
違
っ
て
も
、
小
道
具
が
足
り
な
く
て

劇
団
新
感
線
の
劇
と
同
じ
レ
ベ
ル
で
す
。

松
下
さ
ん 

●  

え
っ
!?

　
四
季
の
ミ
ュ
ー
ジ

カ
ル
は
観
に
行
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

歌
舞
伎
が
そ
れ
と
同
じ
な
ん
て
到
底
思

え
な
い
で
す
。
と
く
に
台
詞
が
…
…
。

斉
藤
先
生 

●   

確
か
に
。
同
時
解
説
し
て

く
れ
る
ガ
イ
ド
を
受
付
で
貸
出
し
て
い
る

の
で
、
関
東
で
は
よ
く
利
用
さ
れ
て
い
ま

す
が
関
西
で
は
あ
ま
り
流
行
っ
て
い
ま
せ

ん
。
そ
う
そ
う
、
昔
か
ら
自
分
の
台
詞
し

か
覚
え
て
い
な
い
役
者
さ
ん
も
い
て
、
相

手
役
が
ど
ん
な
台
詞
を
言
っ
て
い
る
の
か

知
ら
な
い
人
も
い
る
ん
で
す
。

松
場
さ
ん 

●   

え
ぇ
!?

　
そ
ん
な
こ
と
ア

リ
な
ん
で
す
か
??

小
田
さ
ん 

●   

信
じ
ら
れ
な
い
！

　
観
客

だ
っ
て
許
さ
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
？

斉
藤
先
生 

●   

み
な
さ
ん
も
台
詞
が
聞
き

取
れ
な
い
と
言
っ
て
い
ま
し
た
よ
ね
？

　

通
の
観
客
で
も
、
台
詞
が
聞
き
取
れ
て
い

る
人
が
ど
れ
だ
け
い
る
か
は
謎
で
す
。
長

年
劇
場
に
通
っ
て
い
る
ご
老
人
が
あ
る
日

突
然
、「
こ
の
話
は
心
中
話
だ
っ
た
と
初

め
て
知
っ
た
わ
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
し

ば
し
ば
あ
り
ま
す
よ
（
苦
笑
）。

松
下
さ
ん 

●   

話
の
筋
も
わ
か
ら
な
い
の

に
、
何
を
楽
し
み
に
行
く
ん
で
す
か
？

斉
藤
先
生 

●   

不
思
議
に
思
う
の
も
無
理

は
な
い
で
す
ね
。
で
は
歌
舞
伎
の
魅
力

を
少
し
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

斉
藤
先
生 

●   

歌
舞
伎
は
西
洋
発
祥
の
近

代
演
劇
と
根
本
か
ら
異
な
っ
て
い
ま
す
。

近
代
演
劇
で
は
役
者
は
登
場
人
物
に
な

り
き
ら
な
い
と
い
け
な
い
し
、
進
行
も
必

ず
台
本
に
そ
っ
て
進
め
ま
す
よ
ね
。
し

か
し
、
歌
舞
伎
は
同
じ
役
で
も
役
者
ご

と
に
ま
っ
た
く
違
う
色
を
出
し
ま
す
し
、

ス
ト
ー
リ
ー
と
無
関
係
な
こ
と
を
す
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
大
役

者
の
孫
の
襲
名
披
露
公
演
だ
っ
た
と
し

ま
す
。
そ
の
役
者
と
孫
が
あ
る
見
せ
場

で
、二
人
と
も
舞
台
の
上
に
立
つ
場
面
で
、

芝
居
を
中
断
し
「
こ
の
た
び
○
○
を
襲

名
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
孫
の
○
○

で
す
」
と
い
き
な
り
二
人
揃
っ
て
頭
を
下

げ
て
襲
名
披
露
を
し
て
も
、
客
は
そ
れ

を
拍
手
や
歓
声
で
迎
え
ま
す
。

松
場
さ
ん 

●   

す
ご
く
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
で

す
ね
（
笑
）。

松
下
さ
ん 

●   

普
通
の
演
劇
で
は
あ
り
え

な
い
で
す
！

　
劇
が
終
わ
っ
た
後
な
ら

考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
で
す
け
ど
…
…
。

小
田
さ
ん 

●   

役
者
さ
ん
と
お
客
さ
ん
の

距
離
が
近
く
て
、親
近
感
が
湧
き
ま
す
ね
。

斉
藤
先
生 

●   

そ
う
で
す
ね
、
距
離
が
近

い
と
い
う
の
は
い
い
表
現
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。
先
ほ
ど
松
下
さ
ん
か
ら
「
何
を
楽

し
み
に
見
に
来
る
の
か
」
と
質
問
が
あ

り
ま
し
た
が
、
ひ
と
つ
は
こ
の
親
近
感

を
感
じ
に
来
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
上

演
中
に
「
よ
っ
！

　
成
田
屋
!!
」
な
ど
、

か
け
声
を
か
け
る
観
客
が
い
ま
す
が
、

そ
ん
な
声
援
が
許
さ
れ
る
の
も
歌
舞
伎

な
ら
で
は
で
す
ね
。

松
場
さ
ん 

●   

そ
う
い
え
ば
、
普
通
の
劇

で
は
上
演
後
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
オ
ベ
ー

シ
ョ
ン
は
あ
り
ま
す
け
ど
、
上
演
中
は

静
か
に
す
る
の
が
常
識
で
す
も
ん
ね
。

斉
藤
先
生 

●   

も
ち
ろ
ん
役
者
や
、
役
者

の
演
技
を
見
に
来
る
人
は
い
ま
す
が
、

大
道
具
や
場
面
転
換
な
ど
の
裏
方
作
業
、

き
ら
び
や
か
な
衣
装
を
見
に
来
る
人
も

い
ま
す
。
幕
間
に
食
べ
る
お
弁
当
を
楽

し
み
に
し
て
い
る
人
も
多
い
で
す
ね
。
あ

の
幕
間
に
狭
い
客
席
で
食
べ
る
お
弁
当

は
な
ぜ
だ
か
普
通
に
食
べ
る
よ
り
お
い

し
く
感
じ
る
ん
で
す
よ
。

松
下
さ
ん 

●   

幕
間
に
お
弁
当
を
食
べ
る

と
い
う
の
も
歌
舞
伎
な
ら
で
は
の
す
ご

く
面
白
い
習
慣
で
す
よ
ね
。

斉
藤
先
生 
●   
歌
舞
伎
の
大
き
な
特
徴
の

ひ
と
つ
に
「
男
性
」
だ
け
で
演
じ
る
と

い
う
の
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
み
な
さ
ん
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
ど
う
思
い
ま
す
か
？

す
。
そ
し
て
旧
暦
11
月
に
新
し
い
顔
ぶ

れ
で
行
う
最
初
の
興
行
が
「
顔
見
世
」

で
す
。
今
は
、
風
習
だ
け
は
残
っ
て
い

て
、
南
座
は
12
月
に
、
一
年
に
一
度
の

大
き
な
興
業
と
し
て
行
い
ま
す
。
有
名

な
役
者
さ
ん
も
多
く
出
演
し
ま
す
よ
。

松
下
さ
ん 

●   

役
者
さ
ん
の
顔
を
観
に
行
く

だ
け
で
も
面
白
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
！

斉
藤
先
生 

●   

大
阪
な
ら
、
初
春
大
歌
舞

伎
が
面
白
い
で
す
。
役
者
の
奥
さ
ん
が

出
入
り
口
で
お
迎
え
し
て
く
れ
る
こ
と

も
あ
る
の
で
、
海
老
蔵
が
出
て
た
な
ら

小
林
麻
央
さ
ん
が
見
ら
れ
る
か
も
。

松
場
さ
ん 

●    

そ
れ
は
、
ス
ゴ
い
で
す
ね
！

小
田
さ
ん 

●  

と
こ
ろ
で
歌
舞
伎
の
演

目
っ
て
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
思
う
ん
で
す

が
、
初
心
者
が
観
に
行
く
と
し
た
ら
ど

ん
な
も
の
が
お
勧
め
で
す
か
？

斉
藤
先
生 

●  

「
仮か

名な

手て

本ほ
ん

忠
ち
ゅ
う

臣し
ん

蔵ぐ
ら

」
が

わ
か
り
や
す
い
と
思
い
ま
す
よ
。
江
戸

も
、
演
出
を
変
え
て
も
許
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。

小
田
さ
ん 

●   

歌
舞
伎
は
す
ご
く
敷
居

が
高
く
て
堅
苦
し
そ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が

あ
っ
た
の
で
す
が
、
初
日
か
ら
3
日
間
は

間
違
い
Ｏ
Ｋ
と
か
緩
く
て
、
自
分
が
行
っ

て
も
楽
し
め
る
気
が
し
て
き
ま
し
た
。

松
場
さ
ん 

●    

歌
舞
伎
っ
て
チ
ケ
ッ
ト
が

高
い
と
聞
く
け
ど
、
バ
イ
ト
頑
張
っ
て
行

こ
う
か
な
っ
て
思
い
ま
す
（
笑
）。

斉
藤
先
生 

●  

一
度
行
っ
て
み
る
と
、
話

で
聞
く
よ
り
も
引
き
込
ま
れ
ま
す
よ
。

拍
子
木
を
打
つ
だ
け
で
も
、
相
当
の
技

術
が
必
要
で
す
し
、
音
楽
や
小
道
具
、

場
面
転
換
の
ス
ム
ー
ズ
さ
な
ど
、
役
者

の
演
技
だ
け
じ
ゃ
な
い
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス

ト
の
技
術
が
結
集
さ
れ
て
1
つ
の
劇
を

生
み
出
し
て
い
る
の
が
伝
わ
り
ま
す
か

ら
。
も
ち
ろ
ん
、
幕
間
の
お
弁
当
を
楽

し
む
こ
と
も
お
忘
れ
な
く
（
笑
）。

松
下
さ
ん 

●   

女
装
し
て
も
キ
レ
イ
だ
っ

た
ら
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

小
田
さ
ん 

●   

宝
塚
歌
劇
団
の
反
対
っ
て

こ
と
だ
け
で
す
よ
ね
？

松
場
さ
ん 

●   

と
く
に
違
和
感
を
感
じ
な

い
で
す
け
ど
、
確
か
に
外
国
で
は
あ
ま

り
聞
か
な
い
で
す
よ
ね
…
…
。

斉
藤
先
生 

●     

そ
う
な
ん
で
す
。
日
本

人
は
昔
か
ら
性
別
に
関
し
て
独
特
の
価

値
観
を
持
っ
て
い
る
民
族
な
ん
で
し
ょ

う
。
男
装
の
麗
人
が
好
き
だ
っ
た
り
、

歌
舞
伎
の
女
方
が
も
て
は
や
さ
れ
た

り
。

松
下
さ
ん 

●   

そ
う
い
え
ば
以
前
テ
レ
ビ

で
、
宝
塚
歌
劇
団
の
ア
メ
リ
カ
公
演
の

番
組
を
見
た
ん
で
す
が
、
観
客
の
感
想

で
「
な
ん
で
、
男
の
役
を
女
性
が
す
る

必
要
が
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
」
と
あ
っ

て
、「
わ
か
っ
て
な
い
な
ぁ
」
っ
て
思
っ

た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

斉
藤
先
生 

●   

そ
う
な
ん
で
す
。
日
本
人

は
、
異
な
る
性
を
演
じ
る
人
か
ら
妖
し

い
美
し
さ
を
見
出
す
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

魔
性
的
な
美
し
さ
だ
っ
た
と
い
わ
れ
る

三
代
目
澤
村
田
之
助
や
、
舞
台
に
出
た

ら
相
手
役
が
惚
れ
そ
う
に
な
っ
た
と
い

う
五
代
目
中
村
歌
右
衛
門
が
い
い
例
で

す
。
こ
れ
ら
は
、
男
性
が
女
性
を
演
じ

る
か
ら
こ
そ
、
本
当
の
女
性
よ
り
も
女

性
ら
し
く
、
男
性
の
理
想
の
女
性
像
を

演
じ
ら
れ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
ん

な
女
方
芸
が
４
０
０
年
伝
承
さ
れ
て
い

る
の
で
す
か
ら
魅
力
的
で
す
よ
ね
。

松
下
さ
ん 

●  

先
生
の
お
話
を
聞
い
て
歌

舞
伎
に
興
味
が
出
て
き
た
の
で
す
が
、

も
し
、
観
に
行
く
と
し
た
ら
ど
こ
に
い
つ

行
け
ば
い
い
で
す
か
？

斉
藤
先
生 

●  

そ
う
で
す
ね
。
せ
っ
か
く

京
都
に
い
る
ん
だ
か
ら
、
年
末
に
あ
る

南
座
の
顔
見
世
に
行
っ
て
み
て
は
ど
う

で
し
ょ
う
。

松
場
さ
ん 

●   

顔
見
世
っ
て
な
ん
で
す
か
？

斉
藤
先
生 

●   

江
戸
時
代
、
歌
舞
伎
役

者
は
劇
場
と
一
年
契
約
だ
っ
た
の
で
、

旧
暦
10
月
ご
ろ
に
人
気
の
な
い
役
者
は

契
約
を
切
ら
れ
た
り
、
新
人
と
入
れ
替

え
ら
れ
た
り
役
者
が
交
代
し
た
ん
で

現
代
の
演
劇
に
は
な
い

歌
舞
伎
の
魅
力

歌
舞
伎
の
華
・
女
方

歌
舞
伎
の
愉
し
み

0

0

0

方
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史
実
と
物
語
の
狭
間

忠
臣
蔵

―
―
―
忠
臣
蔵
と
は
、
ど
の
よ
う

な
物
語
で
し
ょ
う
か
？

江
戸
時
代
中
期
、
実
際
に
起
こ
っ

た
元
禄
赤
穂
事
件
を
も
と
に
作

ら
れ
た
物
語
で
す
。
赤あ

こ
う穂

藩は
ん

主
・
浅あ

さ

野の

長な
が
の
り矩

と
、
旗
本
で
あ
り
高こ

う

家け
（
※
1
）の

筆
頭
で
も
あ
る
吉き

ら良
義よ

し

央な
か

の
間
で
起

こ
っ
た
刃
傷
事
件
は
、
武
士
だ
け
で
な

く
町
人
ま
で
が
注
目
す
る
大
事
件
へ
と

発
展
し
ま
し
た
。
発
端
は
、
幕
府
か
ら

朝
廷
へ
の
年
賀
の
挨
拶
に
対
し
て
、
返

礼
に
来
る
天
皇
の
勅

ち
ょ
く

使し

饗
き
ょ
う

応お
う

役や
く

に
浅

野
が
選
ば
れ
ま
す
。
そ
の
浅
野
の
指
南

ら
で
し
ょ
う
。
物
語
で
は
藩
が
取
り
潰

さ
れ
た
後
、
江
戸
幕
府
を
騙
す
た
め
京

都
で
芸
姑
た
ち
と
遊
ん
で
過
ご
す
大
石

の
姿
が
描
か
れ
ま
す
が
、
実
際
に
は
大

坂
の
商
人
の
援
助
を
得
な
が
ら
、
討
ち

入
り
の
た
め
の
準
備
を
静
か
に
進
め
て

い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

―
―
―
忠
臣
蔵
が
文
芸
と
し
て
人

気
が
出
た
の
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
？

こ
れ
ほ
ど
忠
臣
蔵
が
有
名
と
な

り
、
今
日
ま
で
人
気
が
あ
る
の

は
、
大
坂
町
人
の
幕
府
へ
の
反
発
精
神

が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
言
え
る
で
し
ょ

う
。
こ
の
頃
の
大
坂
は
、
商
業
の
中
心

地
と
し
て
栄
え
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
、
大
名
に
金
を
貸
し
、
利
子
で
儲
け

て
い
た
豪
商
・
淀
屋
が
、
宝
永
二
年

（
１
７
０
５
年
）、
諸
大
名
の
窮
迫
状
況

を
救
う
た
め
、
幕
府
に
よ
っ
て
財
産
を

す
べ
て
取
り
あ
げ
ら
れ
た
う
え
、
屋
敷

と
土
地
は
闕け

っ

所し
ょ

（
※
３
）
と
さ
れ
ま
し

た
。
そ
れ
に
伴
い
大
坂
の
経
済
状
況
は

悪
化
、
大
坂
町
人
の
幕
府
へ
の
怒
り
は

膨
ら
ん
で
い
き
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な

中
で
、
幕
府
へ
の
反
発
を
示
し
た
吉
良

邸
討
ち
入
り
は
、
大
坂
町
人
の
怒
り
を

投
影
す
る
の
に
打
っ
て
付
け
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
。
宝
永
三
年
（
１
７
０
６
）

大
坂
の
竹
本
座
で
元
禄
赤
穂
事
件
を
題

材
と
し
た
人
形
浄
瑠
璃
が
上
演
さ
れ
る

と
、
一
気
に
爆
発
的
な
人
気
を
博
し
ま

し
た
。

　
幕
府
へ
の
反
発
は
、
台
本
に
も
見
ら

れ
、
早は

や

野の

勘か
ん
ぺ
い平

と
い
う
名
で
登
場
す
る

赤
穂
浪
士
の
一
人
は
、
腰
元
の
お
軽
と

恋
に
落
ち
、
情
死
し
ま
す
。
し
か
し
、

モ
デ
ル
で
あ
る
萱か

や

野の

三さ
ん
ぺ
い平

は
、
浅
野
が

吉
良
を
斬
り
つ
け
た
一
報
を
異
例
の
早

さ
で
赤
穂
へ
伝
え
た
重
要
人
物
で
す
。

そ
れ
を
、
あ
え
て
恋
愛
話
に
仕
立
て
た

の
は
、
忠
義
な
ど
武
士
の
秩
序
が
す
べ

て
で
は
な
い
と
い
う
一
般
民
衆
の
叫
び

な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
江
戸
が
ま
だ
発
展
途
上
だ
っ
た
元
禄

時
代
、
上
方
で
は
町
人
を
中
心
と
し

た
文
化
が
花
開
い
て
い
ま
し
た
。
多
く

の
人
々
に
長
く
愛
さ
れ
る
作
品
『
忠
臣

蔵
』
が
上
方
で
生
ま
れ
た
の
は
こ
の
町

人
文
化
と
赤
穂
浪
士
と
の
深
い
繋
が
り

が
あ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
大
石
父
子

や
、
矢や

と

う

え

も

し

ち

頭
右
衛
門
七
ら
の
墓
が
今
も
大

阪
に
残
り
、
天
王
寺
の
吉
祥
寺
に
は
、

四
十
七
士
像
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
世
を
動
か
し
た
歴
史
的
事
件
や
文
化

を
、
画
一
化
さ
れ
た
江
戸
中
心
の
視
点

で
は
な
く
地
方
の
目
線
で
ア
プ
ロ
ー
チ

す
る
こ
と
は
、
新
し
い
発
見
に
繋
が
る

有
用
な
試
み
だ
と
思
い
ま
す
。

―
―
―
ど
れ
く
ら
い
史
実
に
基
づ
い
て
書

か
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

登
場
人
物
の
名
前
や
肩
書
き
な
ど
大

枠
は
史
実
に
基
づ
い
て
書
か
れ
て

い
ま
す
が
、
設
定
や
登
場
人
物
の
属
性

は
大
き
く
変
更
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が

あ
り
ま
す
。

　
た
と
え
ば
場
面
設
定
を
見
る
と
、
ド

ラ
マ
や
映
画
で
は
江
戸
を
中
心
に
描
か

れ
て
い
ま
す
が
、
実
際
は
大
坂
と
深
く

関
係
し
て
い
ま
し
た
。

　
当
時
、
各
藩
の
蔵
屋
敷（
※
２
）は

大
坂
に
置
か
れ
る
の
が
一
般
的
で
し
た

が
、
京
都
に
赤
穂
藩
の
屋
敷
が
あ
っ
た

た
め
、
赤
穂
藩
の
参
勤
交
代
な
ど
で
は
、

塩
の
取
引
を
通
し
て
信
頼
関
係
が
あ
っ

た
大
坂
の
商
家
に
泊
め
て
も
ら
っ
て
い

た
よ
う
で
す
。そ
の
よ
う
な
親
交
が
あ
っ

た
か
ら
で
し
ょ
う
、
藩
が
取
り
潰
さ
れ

た
後
、
家
老
の
大
石
は
山
科
へ
隠
れ
住

む
前
に
、
ま
ず
大
坂
へ
逃
れ
て
き
ま
し

た
。
こ
れ
は
大
石
が
20
代
半
ば
に
、
赤

穂
浪
士
の
一
員
で
あ
る
吉よ

し

田だ

忠ち
ゅ
う
ざ
え
も
ん

左
衛
門

と
大お

お
た
か高

源げ
ん

五ご

と
と
も
に
、
兵
法
の
修
業

で
大
坂
に
来
て
い
た
た
め
知
り
合
い
も

多
く
、
塩
の
取
引
を
通
し
て
深
く
付
き

合
っ
て
い
た
商
人
・
天あ

ま

野の

や

り

屋
利
兵へ

い衛
な

ど
に
吉
良
邸
討
ち
入
り
の
た
め
の
武
器

調
達
の
協
力
を
得
る
こ
と
も
で
き
た
か

解
説 「
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図
書
館
１
階
カ
ウ
ン
タ
ー
横
に
設
け
ら
れ
た

「
特
設
コ
ー
ナ
ー
」
で
は
毎
月
テ
ー
マ
を
設
定

し
、
そ
の
テ
ー
マ
に
関
連
す
る
図
書
を
展
示
・

貸
出
し
て
い
ま
す
。

　

12
月
の
テ
ー
マ
は
「
忠
臣
蔵
」
で
、
当
館
所

蔵
の
忠
臣
蔵
関
連
書
籍
等
を
展
示
予
定
。
そ
こ

で
今
回
は
、
歴
史
学
部
歴
史
学
科
教
授
・
渡
邊

忠
司
先
生
に
お
話
を
お
う
か
が
い
し
ま
し
た
。

渡邊 忠司
1947年、生まれ。大阪経済大学経済学部卒、大阪経済大学大
学院経済学研究科博士課程単位取得退学。博士（経済学）。
専門は近世徴租制度とその成立史、百姓成

なりたち

立の構造の解明、
近世の村と百姓、町と町民の自治のあり方と特質。

役
と
し
て
吉
良
が
選

ば
れ
ま
し
た
。
吉
良

は
指
南
役
と
い
う
立

場
か
ら
浅
野
に
「
指

南
料
」
を
要
求
し
た

り
、
赤
穂
藩
の
名
産
品
の
塩
の
作
り
方

を
教
え
る
よ
う
強
要
し
た
り
と
無
理
難

題
を
ふ
っ
か
け
、
そ
れ
ら
が
断
ら
れ
る
と

間
違
っ
た
作
法
を
教
え
る
な
ど
、
嫌
が

ら
せ
を
繰
り
返
し
ま
し
た
。
浅
野
は
耐

え
続
け
て
い
ま
し
た
が
、
元
禄
十
四
年

（
１
７
０
１
）
三
月
十
四
日
、
勅
使
と
将

軍
が
対
面
す
る
儀
式
当
日
、
嘘
の
情
報

を
伝
え
ら
れ
て
い
た
た
め
浅
野
は
開
始
時

刻
を
誤
認
し
た
う
え
、
装
束
も
間
違
っ
て

お
り
、
大
衆
の
面
前
で
大
恥
を
か
き
ま
し

た
。
怒
り
を
抑
え
き
れ
ず
江
戸
城
内
に

あ
る
松
の
廊
下
で
と
う
と
う
吉
良
を
斬

り
つ
け
ま
す
。
殿
中
（
江
戸
城
内
）
で
禁

■注釈
※１高　家…�儀式や典礼を司る、江戸幕府の役職。
※２蔵屋敷…年貢米を保存したり特産品を販売するために藩が設置した倉庫兼家屋。
※３闕　所…�財産没収の刑により所有者がいなくなった土地。

止
さ
れ
て
い
た
抜
刀
、
さ
ら
に
勅

使
と
の
対
面
と
い
う
大
切
な
儀

式
を
汚
し
た
こ
と
に
怒
っ
た
将

軍
・
徳
川
綱
吉
の
命
で
、
浅
野

は
即
日
切
腹
。
赤
穂
藩
は
取
り

潰
し
と
さ
れ
た
一
方
、
吉
良
は
応

戦
し
な
か
っ
た
こ
と
が
殊
勝
だ

と
何
の
罪
に
も
問
わ
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。
こ
の
結
果
を
不
服
と
し

た
赤
穂
藩
の
家
老
大お

お
い
し
く
ら
の
す
け

石
内
蔵
助

を
は
じ
め
、
４７
人
の
赤
穂
浪
士

は
、
主
家
の
敵
討
ち
の
た
め
元

禄
十
五
年
（
１
７
０
３
）
十
二
月

十
四
日
、
吉
良
邸
へ
討
ち
入
り
、

吉
良
を
殺
害
。
そ
の
結
果
、
赤

穂
浪
士
は
全
員
切
腹
、
吉
良
家

も
領
地
没
収
の
上
、
当
主
・
吉き

ら良
義よ

し

周ち
か

が
諏
訪
安
芸
守
の
も
と
に
お
預
け
と
な

り
、
信
州
高
島
城
に
幽
閉
さ
れ
ま
し
た
。

45 解説「特集コーナー」



7 Lynzo 名画座

憎むべき殺人者が

それにふさわしい方法で

死の報いを受けた

そこで解決には二つの道がある

１
万
５
千
ド
ル
で
身
の
安
全
を
守
っ
て
ほ
し
い
と
依
頼

さ
れ
る
。
し
か
し
、
彼
は「
私
も
生
活
や
遊
興
の
金
に

不
自
由
は
な
い
。
興
味
の
あ
る
事
件
だ
け
を
引
き
受
け

る
」と
言
い
、
依
頼
を
断
っ
て
し
ま
う
。

　
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
の
駅
で
ビ
ア
ン
キ
か
ら
彼
の
客
室
を

譲
っ
て
も
ら
っ
た
ポ
ワ
ロ
は
、
夜
中
に
隣
の
客
室
か
ら

の
叫
び
声
で
目
を
覚
ま
す
。
ピ
エ
ー
ル
が
様
子
を
見
る

た
め
に
客
室
の
ド
ア
を
ノ
ッ
ク
す
る
と
、「
い
い
ん
だ
。

う
な
さ
れ
た
だ
け
だ
」と
ラ
チ
ェ
ッ
ト
の
返
事
が
返
っ

て
き
た
。
そ
し
て
、
窓
か
ら
外
を
覗
く
と
雪
で
汽
車
が

立
ち
往
生
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
が
、
今
度
は
ハ
ー

バ
ー
ト
夫
人（
ロ
ー
レ
ン
・
バ
コ
ー
ル
）が
部
屋
の
中
に

男
が
い
た
と
騒
ぎ
だ
し
た
。

　
翌
朝
、執
事
の
ベ
ド
ウ
ズ（
ジ
ョ
ン
・
ギ
ー
ル
グ
ッ
ド
）

が
ラ
チ
ェ
ッ
ト
の
客
室
を
ノ
ッ
ク
し
て
も
返
事
が
な

く
、
ピ
エ
ー
ル
が
や
っ
て
く
る
の
と
同
時
に
、
ポ
ワ
ロ

も
通
路
に
出
て
き
た
。
そ
し
て
彼
は
ピ
エ
ー
ル
に
合
鍵

で
ラ
チ
ェ
ッ
ト
の
客
室
を
開
け
る
よ
う
に
言
っ
た
。
し

か
し
、
中
か
ら
チ
ェ
ー
ン
が
掛
け
ら
れ
て
お
り
、
二
人

が
か
り
で
ド
ア
を
こ
じ
開
け
た
と
こ
ろ
、
ベ
ッ
ド
で
死

ん
で
い
る
ラ
チ
ェ
ッ
ト
を
発
見
す
る
の
だ
っ
た
。

　
ピ
エ
ー
ル
に
案
内
さ
れ
て
現
場
に
駆
け
つ
け
た
コ
ン

ス
タ
ン
チ
ン
医
師（
ジ
ョ
ー
ジ
・
カ
ラ
リ
ス
）が
シ
ー
ツ

を
め
く
る
と
、
ナ
イ
フ
に
よ
る
十
二
箇
所
も
の
刺
し
傷

が
見
つ
か
っ
た
。ビ
ア
ン
キ
は
会
社
の
威
信
に
か
け
て
、

こ
の
事
件
を
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
地
元
警
察
に
は
担

当
さ
せ
た
く
な
い
と
言
い
、
真
相
の
究
明
を
ポ
ワ
ロ
に

依
頼
す
る
。
そ
し
て
、
ポ
ワ
ロ
は
一
等
寝
台
車
の
乗
客

た
ち
を
順
に
調
べ
て
い
く
。
一
体
犯
人
は
誰
な
の
か
、

な
ぜ
ラ
チ
ェ
ッ
ト
は
殺
さ
れ
た
の
か
…
…
。

　
一
九
三
〇
年
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ロ
ン
グ
ア
イ
ラ
ン

ド
に
あ
る
富
豪
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
邸
か
ら
幼
女
が
誘

拐
さ
れ
、
身
代
金
が
支
払
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

殺
害
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
た
。
し
か
し
、
犯

人
の
手
が
か
り
は
掴
め
な
か
っ
た
。

　
五
年
後
の
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
。
イ
ギ
リ
ス
軍
に
関
わ

る
事
件
を
解
決
し
た
私
立
探
偵
エ
ル
キ
ュ
ー
ル
・
ポ
ワ

ロ（
ア
ル
バ
ー
ト
・
フ
ィ
ニ
ー
）は
、
ロ
ン
ド
ン
に
戻
る

た
め
オ
リ
エ
ン
ト
急
行
の
出
発
時
間
待
ち
を
し
て
い

た
。
ホ
テ
ル
で
食
事
を
と
っ
て
い
た
彼
は
、
親
友
で

鉄
道
会
社
の
重
役
で
あ
る
ビ
ア
ン
キ（
マ
ー
チ
ン
・
バ

ル
サ
ム
）と
再
会
す
る
。
二
人
が
旧
交
を
温
め
て
い
る

と
こ
ろ
へ
、
係
が
や
っ
て
き
て
一
等
寝
台
車

が
満
室
で
あ
る
と
告
げ
た
。
十
二
月
だ
と
い

う
の
に
満
室
で
あ
る
こ
と
に
驚
き
な
が
ら
も
、

彼
ら
は
オ
リ
エ
ン
ト
急
行
が
停
車
し
て
い
る

駅
へ
向
か
う
の
だ
っ
た
。

　
ビ
ア
ン
キ
は
、
乗
客
を
案
内
し
て
い
る
車
掌

の
ピ
エ
ー
ル（
ジ
ャ
ン
・
ピ
エ
ー
ル
・
カ
ッ
セ
ル
）

に
向
か
っ
て
、
ポ
ア
ロ
の
た
め
に
客
室
を
確
保

す
る
よ
う
交
渉
す
る
。
そ
こ
へ
ア
メ
リ
カ
の
実

業
家
ラ
チ
ェ
ッ
ト（
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ウ
ィ
ド
マ
ー

ク
）が
秘
書
と
執
事
を
連
れ
て
や
っ
て
き
た
。
ラ

チ
ェ
ッ
ト
の
秘
書
マ
ク
イ
ー
ン（
ア
ン
ソ
ニ
ー
・

パ
ー
キ
ン
ス
）の
上
の
寝
台
が
空
い
て
い
る
の
を

耳
に
し
た
ビ
ア
ン
キ
は
、
ピ
エ
ー
ル
に
ポ
ワ
ロ
を

マ
ク
イ
ー
ン
と
同
室
に
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。

　
翌
朝
、
食
堂
車
で
朝
食
を
済
ま
せ
た
ポ
ワ
ロ

は
、
そ
こ
に
居
合
わ
せ
た
ラ
チ
ェ
ッ
ト
か
ら
、
匿
名

の
脅
迫
状
が
届
い
て
殺
す
と
脅
迫
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

6
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『
ト
ー
フ
ル
で
６
５
０
点

　
　 

―
私
の
英
語
修
業
』

先生が選んだこの一冊

　
原
作
は
、
ミ
ス
テ
リ
の
女
王
と
も
呼
ば
れ
る
ア

ガ
サ
・
ク
リ
ス
テ
ィ
の『
オ
リ
エ
ン
ト
急
行
の
殺
人
』

（
一
九
三
四
年
、『
オ
リ
エ
ン
ト
急
行
殺
人
事
件
』）で
す
。

監
督
は『
十
二
人
の
怒
れ
る
男
』（
一
九
五
七
年
）、『
セ

ル
ピ
コ
』（
一
九
七
三
年
）や『
評
決
』（
一
九
八
二
年
）

な
ど
の
社
会
派
作
品
で
有
名
な
シ
ド
ニ
ー
・
ル
メ
ッ
ト
。

音
楽
は『
ニ
コ
ラ
イ
と
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ラ
』（
一
九
七
一

年
）
な
ど
の
作
品
を
手
掛
け
た
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
ド

ニ
ー
・
ベ
ネ
ッ
ト
で
す
。

　
こ
の
作
品
で
は
、
オ
リ
エ
ン
ト
急
行
の
乗
客
に
扮
し

て
数
々
の
名
優
た
ち
が
登
場
し
ま
す
。
シ
ョ
ー
ン
・
コ

ネ
リ
ー（『
ア
ン
タ
ッ
チ
ャ
ブ
ル
』で
ア
カ
デ
ミ
ー
助
演

男
優
賞
）、
ヴ
ァ
ネ
ッ
サ
・
レ
ッ
ド
グ
レ
ー
ブ（『
ジ
ュ

リ
ア
』で
ア
カ
デ
ミ
ー
助
演
女
優
賞
）、ジ
ャ
ク
リ
ー
ン
・

ビ
セ
ッ
ト（『
ブ
リ
ッ
ド
』、『
大
空
港
』）、
マ
イ
ケ
ル
・

ヨ
ー
ク（『
キ
ャ
バ
レ
ー
』、『
三
銃
士
』）と
い
っ
た
大
物

ぞ
ろ
い
で
、
な
か
で
も
こ
の
作
品
で
ア
カ
デ
ミ
ー
助
演

女
優
賞
に
輝
い
た
イ
ン
グ
リ
ッ
ド
・
バ
ー
グ
マ
ン（『
ガ

ス
燈
』、『
追
想
』で
二
度
の
ア
カ
デ
ミ
ー
主
演
女
優
賞

を
受
賞
）が
扮
す
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
宣
教
師
と
、ロ
ー

レ
ン
・
バ
コ
ー
ル
が
演
じ
る
ハ
ー
バ
ー
ト
夫
人
の
存
在

感
が
際
立
っ
て
い
ま
す
。

　
今
回
の
余
談
は
、
ア
ガ
サ
・
ク
リ
ス
テ
ィ
原
作
に
よ

る
映
画
化
作
品
に
つ
い
て
で
す
。
こ
の『
オ
リ
エ
ン
ト

急
行
殺
人
事
件
』の
ヒ
ッ
ト
に
続
い
て
、『
ナ
イ
ル
に
死

す
』（
一
九
三
七
年
）を
映
画
化
し
た『
ナ
イ
ル
殺
人
事

件
』（
一
九
七
八
年
）で
は
、
ポ
ワ
ロ
役
が
ピ
ー
タ
ー
・

ユ
ス
テ
ィ
ノ
フ（『
ス
パ
ル
タ
カ
ス
』で
ア
カ
デ
ミ
ー
助

演
男
優
賞
）に
変
わ
り
ま
し
た
。
本
作
に
お
い
て
も
、

デ
ビ
ッ
ド
・
ニ
ー
ヴ
ン
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ウ
ォ
ー
デ
ン
、

ジ
ョ
ー
ジ
・
ケ
ネ
デ
ィ
、
ミ
ア
・
フ
ァ
ロ
ー
と
い
っ
た

名
優
た
ち
、
そ
し
て
、
ア
ン
ジ
ェ
ラ
・
ラ
ン
ズ
ベ
リ
ー

や
ベ
デ
ィ
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス
と
い
っ
た
往
年
の
ス
タ
ー
も

登
場
し
、豪
華
な
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
続
い
て
一
九
八
二
年
に
は
、
『
白
昼
の
悪
魔
』

（
一
九
四
一
年
）を
原
作
と
す
る『
地
中
海
殺
人
事
件
』

が
製
作
さ
れ
、
全
編
に
コ
ー
ル
・
ポ
ー
タ
ー
の
名
曲
が

フ
ュ
ー
チ
ャ
ー
さ
れ
て
い
ま
す
。
ポ
ワ
ロ
役
は
引
き
続

き
ピ
ー
タ
ー
・
ユ
ス
テ
ィ
ノ
フ
が
演
じ
て
い
ま
す
。
彼

は
こ
の
後
も『
死
海
殺
人
事
件
』（
原
作
は
一
九
三
八
年

に
書
か
れ
た『
死
と
の
約
束
』）で
も
同
じ
役
を
演
じ
ま

し
た
が
、
前
の
三
作
と
は
異
な
り
、
ア
メ
リ
カ
で
製
作

さ
れ
た
作
品
で
目
立
た
な
い
も
の
で
し
た
。

　
こ
の
ほ
か
に
、
一
九
八
〇
年
に
は
ミ
ス
・
マ
ー

プ
ル
を
主
人
公
に
し
た
『
鏡
は
横
に
ひ
び
割
れ
て
』

（
一
九
六
二
年
）を
映
画
化
し
た『
ク
リ
ス
タ
ル
殺
人
事

件
』が
製
作
さ
れ
、ミ
ス
・
マ
ー
プ
ル
に
は
ア
ン
ジ
ェ
ラ
・

ラ
ン
ズ
ベ
リ
ー
が
扮
し
た
ほ
か
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
テ
ー

ラ
ー
、ロ
ッ
ク
・
ハ
ド
ソ
ン
、キ
ム
・
ノ
ヴ
ァ
ク
、ト
ニ
ー
・

カ
ー
テ
ィ
ス
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
フ
ォ
ッ
ク
ス
、
ジ
ュ
ラ

ル
デ
ィ
ン
・
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
な
ど
の
ス
タ
ー
た
ち
が
演

技
を
競
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
映
画
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｌ

Ｗ
Ｔ
が
制
作
し
、
一
九
八
九
年
か
ら
テ
レ
ビ
で
放
映
さ

れ
て
い
る『
名
探
偵
ポ
ワ
ロ
』（
日
本
で
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が

一
九
九
〇
年
か
ら
放
映
）が
あ
り
ま
す
。
ポ
ワ
ロ
役
は

原
作
に
最
も
近
い
と
い
わ
れ
て
い
る
デ
ビ
ッ
ド
・
ス
ー

シ
ェ
で
、
二
〇
一
一
年
十
二
月
ま
で
に
六
十
五
作
品
で

活
躍
し
て
い
ま
す
。

　このページで紹介した映画『オリエント急行殺人事件』と

原作『オリエント急行の殺人』は図書館に所蔵しています。

また、映画はパラマウント・ホームエンタテイメント・ジャパンの

高瀬鎮夫氏字幕翻訳を使用しました。

作品名：オリエント急行殺人事件 スペシャル・コレクターズ・エディション
DVD 発売元：パラマウント ジャパン
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若
い
時
に
は

読
書
を
す
べ
き

で
す
。
本
に
は

人
の
人
生
を
変

え
る
力
が
あ
り

ま
す
。
特
に
感

受
性
の
鋭
い
若
い

時
に
読
ん
だ
本
が

人
生
を
左
右
す
る

と
い
う
こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
す
。

こ
の
本
は
私
に
と
っ
て
の
そ
ん
な
本
の

一
冊
で
す
。

　
佛
教
大
学
の
１
回
生
だ
っ
た
頃
、
私

は
将
来
に
大
き
な
不
安
を
感
じ
、
何
か

を
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
強

烈
な
焦
燥
感
の
中
に
い
ま
し
た
。
当

時
ア
メ
リ
カ
映
画
が
好
き
だ
っ
た
私

は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
多
く
の
大
学
で

映
画
学
科
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、

留
学
で
き
た
ら
な
あ
と
い
う
漠

然
と
し
た
夢
と
い
う
か
現
実

逃
避
の
よ
う
な
も
の
の

中
に
生
き
て
い
ま
し
た
。

ア
メ
リ
カ
の
大
学
に
留
学
す
る
に
は
、

T
O
E
F
L

と
い
う
英
語
の
資
格
試
験
で

５
０
０
点
を
ク
リ
ア
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
が
、
こ
れ
は
そ
う
た
や
す
い
ス

コ
ア
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
時
に

本
屋
で
偶
然
こ
の
本
に
出
会
っ
た
の
で

す
。

　
こ
の
本
の
裏
表
紙
に
は
「
大
学
で
英

語
専
攻
で
も
な
け
れ
ば
留
学
経
験
が
あ

る
わ
け
で
も
な
い
私
で
も
６
５
０
点
が

と
れ
た
」
と
書
か
れ
て
お
り
（
６
５
０

点
は
ほ
ぼ
満
点
の
ス
コ
ア
）、
そ
れ
な

ら
英
文
科
の
自
分
な
ら
５
０
０
点
く
ら

い
簡
単
に
取
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
希

望
を
持
っ
た
の
を
憶
え
て
い
ま
す
。

　
読
み
始
め
る
と
す
ぐ
に
そ
の
希
望
は

打
ち
砕
か
れ
ま
し
た
。
著
者
の
日
野
先

生
が
中
学
校
時
代
か
ら
ひ
た
む
き
に
英

語
学
習
に
取
り
組
ん
で
こ
ら
れ
た
こ
と

が
書
か
れ
て
お
り
、
自
分
の
甘
っ
ち
ょ

ろ
い
学
生
時
代
と
の
余
り
の
落
差
に
愕

然
と
さ
せ
ら
れ
た
の
で
す
。

　
私
は
こ
の
本
か
ら
熱
意
を
持
っ
て
生

き
る
こ
と
の
大
切
さ
を
学
び
ま
し
た
。

熱
意
が
な
け
れ
ば
人
生
は
空
疎
な
も
の

で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
熱
意
は

若
者
に
の
み
持
つ
こ
と
を
許
さ
れ
た
最

強
の
武
器
な
の
で
す
。

　
事
実
こ
の
本
を
読
ん
で
私
は
変
わ
り

ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
甘
え
き
っ
た
自

分
を
徹
底
的
に
否
定
し
、
少
し
で
も
大

学
生
当
時
の
日
野
先
生
に
近
づ
こ
う
と

英
語
の
猛
勉
強
を
開
始
し
た
の
で
す
。

英
語
学
習
へ
の
熱
意
は
そ
の
後
10
年
間

ほ
ど
続
き
ま
し
た
。
こ
の
本
が
私
の
人

生
を
変
え
た
と
ま
で
は
言
い
ま
せ
ん

が
、
き
っ
か
け
を
作
っ
た
の
は
間
違
い

な
く
こ
の
本
で
し
た
。
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暦
っ
て
な
に
？

　
暦
と
は
、
今
日
が
「
何
年
何
月
何
日

何
曜
日
」
で
あ
る
か
を
知
ら
せ
る
も
の

で
、
生
き
る
う
え
で
な
く
て
は
な
ら
な

い
時
間
の
物
差
し
で
す
。

　
し
か
し
、「
暦
」
と
い
う
言
葉
に
は
大

き
く
三
つ
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。
一
つ

は
、
太
陰
暦
と
か
太
陽
暦
と
い
っ
た
暦

法
の
意
味
。
二
つ
め
に
は
年
・
月
・
日
・

曜
を
含
む
暦
の
シ
ス
テ
ム
全
体
の
意
味
。

三
つ
め
に
一
番
身
近
な
も
の
で
あ
る
カ

レ
ン
ダ
ー
（
頒は
ん

歴れ
き

）
が
あ
り
ま
す
。

日
本
の
暦
の
変
遷

　
日
本
は
古
来
、
太
陽
や
月
の
運
行
、

年
間
の
動
植
物
の
移
り
変
わ
り
を
目
安

と
す
る
自
然
暦
を
用
い
て
い
ま
し
た
。

や
が
て
、
律
令
制
に
よ
る
政
治
や
租
税

の
仕
組
み
が
整
う
と
、
正
確
な
暦
が
必

要
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
当
時
の
日

本
に
は
正
確
で
機
能
的
な
暦
を
作
成
す

る
技
術
が
な
か
っ
た
の
で
、
中
国
か
ら
輸

入
し
た
の
が
元げ
ん

嘉か

暦れ
き
（
６
９
０
〜
）
で
す
。

　
中
国
で
は
王
朝
が
変
わ
る
ご
と
に
、

自
分
た
ち
の
支
配
を
確
か
な
も
の
に
す

る
た
め
、
最
新
の
技
術
を
駆
使
し
た
新

し
い
暦
を
公
布
し
、
時
間
（
暦
）
の
支

配
を
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
日
本

で
は
い
く
ら
武
士
が
台
頭
し
て
も
、
暦

作
成
は
京
都
の
朝
廷
に
あ
る
陰
陽
寮
が

独
占
。
そ
の
た
め
技
術
革
新
な
ど
行
わ

れ
る
こ
と
な
く
、
遣
唐
使
廃
止
前
に
輸

入
し
た
宣せ
ん

明
み
ょ
う

暦れ
き

を
８
０
０
年
以
上
も
使

用
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
宣
明
暦
は
、
観
測
技
術
も

暦
作
成
技
術
も
未
熟
な
時
代
に
作
ら
れ

た
た
め
、
暦
と
天
体
の
運
行
が
次
第
に

ズ
レ
て
い
き
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
ズ
レ

が
生
じ
て
い
る
の
を
理
解
し
な
が
ら
陰

陽
寮
の
陰
陽
師
た
ち
は
暦
を
修
正
し
よ

う
と
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
江
戸
時
代
に
入
り
、
ズ
レ
が
大
き
く

な
っ
て
き
た
こ
と
と
、
中
国
、
オ
ラ
ン

ダ
と
の
国
交
で
多
く
の
人
が
新
た
な
技

術
を
入
手
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

で
暦
の
改
編
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
そ
の
一
人
が
、
幕
府
の
碁
方

だ
っ
た
安
井
算
哲
（
渋
川
春
海
）
で
、

趣
味
で
和
算
（
日
本
式
数
学
）
や
天
文

学
を
学
び
、
宣
明
暦
の
矛
盾
や
観
測
技

術
を
用
い
て
作
ら
れ
た
優
れ
た
授
時
暦

を
知
っ
た
彼
は
、
幕
府
に
暦
の
改
正
を

訴
え
ま
し
た
。
そ
う
し
て
、
８
年
が
か

り
で
作
り
上
げ
た
の
が
初
の
国
産
暦
法

「
貞
じ
ょ
う

享
き
ょ
う

暦れ
き

」
で
す
。
陰
陽
師
た
ち
の
激

し
い
反
発
を
し
の
ぎ
、
新
暦
法
と
し
て

認
め
ら
れ
、
こ
れ
を
機
に
暦
作
成
の
権

利
が
朝
廷
の
陰
陽
寮
か
ら
幕
府
の
天
文

方
へ
と
移
さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
宝
暦
暦
、
寛
政
暦
と
改
訂

を
加
え
ら
れ
、
最
後
の
旧
暦
・
天
保
暦

は
そ
れ
ま
で
と
異
な
る
計
算
法
で
作
ら

れ
ま
し
た
。
そ
し
て
明
治
５
年
、
現
在

使
わ
れ
て
い
る
、
太
陽
の
運
行
を
ベ
ー

ス
と
し
た
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
が
採
用
さ
れ
、

現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

カ
レ
ン
ダ
ー
と
暦
注

　
み
な
さ
ん
、カ
レ
ン
ダ
ー
に
「
先
勝
」

「
友
引
」「
先
負
」「
仏
滅
」「
大
安
」「
赤
口
」

と
い
っ
た
文
字
が
書
か
れ
て
い
る
の
を

ご
存
知
で
し
ょ
う
か
？
　
こ
れ
は
暦
注

と
い
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
日
に
つ
け
ら

れ
た
注
釈
で
吉
凶
を
占
う
も
の
で
す
。

　
も
と
も
と
、
平
安
時
代
か
ら
暦
と
占

い
は
密
接
に
関
連
し
て
い
ま
し
た
。
朝

廷
の
陰
陽
寮
は
暦
を
作
る
よ
り
も
そ
の

日
が
ど
ん
な
卦
な
の
か
、
暦
注
を
書
く

こ
と
が
重
要
な
仕
事
で
し
た
。
貴
族
は

こ
の
占
い
を
行
動
指
針
と
し
て
お
り
、

朝
起
き
る
と
ま
ず
、
そ
の
日
の
吉
凶
を

チ
ェ
ッ
ク
し
、
ど
の
方
角
か
ら
職
場
に

向
か
う
の
か
、
そ
れ
と
も
仕
事
に
は

良
く
な
い
日
だ
か
ら
休
む
の
か
…
…
な

ど
、
現
代
人
か
ら
す
る
と
馬
鹿
馬
鹿
し

い
く
ら
い
大
ま
じ
め
に
占
い
を
信
じ
、

生
活
し
て
い
ま
し
た
。

　
江
戸
時
代
に
は
庶
民
に
ま
で
広
が

り
、「
二
十
四
節
気
」「
七
十
二
候
」

「
二
十
八
宿
」
な
ど
多
く
の
占
い
方
法

が
頒
暦
と
呼
ば
れ
る
カ
レ
ン
ダ
ー
に
か

き
込
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
明

治
に
な
っ
て
暦
注
は
俗
習
だ
か
ら
と
禁

止
。
た
だ
「
六
曜
」
だ
け
は
マ
イ
ナ
ー

す
ぎ
て
禁
止
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
現

在
ま
で
暦
注
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
。

　「
結
婚
式
は
大
安
の
日
を
選
ぶ
」「
葬

式
を
す
る
の
は
友
引
の
日
を
避
け
る
」

な
ど
が
そ
の
俗
信
の
な
ご
り
で
し
ょ

う
。
ど
こ
ま
で
信
じ
る
か
は
み
な
さ
ん

の
気
持
ち
次
第
で
す
が
、
地
球
の
外
を

巡
る
天
体
の
運
行
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で

私
た
ち
の
生
活
に
密
着
し
て
い
る
こ
と

は
、
と
て
も
フ
ァ
ン
タ
ジ
ッ
ク
だ
と
思

い
ま
せ
ん
か
？

最近流行している本や作家、

印刷メディアや表現手法。

いろいろありすぎて「知りたいけど、

調べてもよくわからない！！」って

ことがあるよね？

私たち「さぶかる」では、

そんな好奇心や疑問を解消するべく

日夜活動してま〜す。

暦が変わる！？
「暦」の歴史を見てみよう

時代の

移り変わりとともに

暦も変化するんだね

昔は地域によって

暦が違っていたそうよ

暦が変わるなんて

ことがあるの？！

ビックリ！！

『暦ものがたり 』
（角川ソフィア文庫）

角川学芸出版 、2012/8/25
岡田 芳朗（著）

『天地明察』は
安井算哲の一生を描いた物語
なんだって！



　
１
８
８
６
年
に
イ
タ
リ
ア
で
書
か
れ
た
愛
国
小
説
で
、筆
者
の
代
表
作
『
ク
オ
ー
レ
』。
ク
オ
ー
レ
と
は
イ
タ
リ
ア
語
で
心
（
心

臓
）
を
指
す
言
葉
で
す
。
物
語
は
小
学
校
４
年
生
の
少
年
・
エ
ン
リ
ー
コ
の
「
１
年
間
の
学
校
生
活
を
描
い
た
日
記
」「
両
親

か
ら
送
ら
れ
た
手
紙
」「
毎
月
学
校
で
読
ま
れ
る
物
語
」
の
三
部
構
成
で
、「
毎
月
学
校
で
読
ま
れ
る
物
語
」
の
な
か
の
ひ
と
つ
「
ア

ペ
ニ
ン
山
脈
か
ら
ア
ン
デ
ス
山
脈
ま
で
」
が
日
本
で
も
有
名
な
「
母
を
た
ず
ね
て
三
千
里
」
の
原
作
で
す
。

　
イ
タ
リ
ア
の
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
に
あ
る
良
家
の
家
で
不
幸
が
重
な
り
、
借
金
を
抱
え
る
ま
で
落
ち
ぶ
れ
た
た
め
、
そ
の
母
親
は
ア

ル
ゼ
ン
チ
ン
共
和
国
の
首
都
ブ
エ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
に
出
稼
ぎ
に
行
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
当
時
、
ブ
エ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
は

数
年
で
大
金
が
稼
げ
る
と
多
く
の
イ
タ
リ
ア
人
が
出
稼
ぎ
に
出
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
1
年
経
っ
た
頃
、
体
調
不
良
だ
と
い

う
手
紙
を
最
後
に
母
親
と
音
信
不
通
に
な
り
ま
し
た
。
心
配
し
た
家
族
は
方
々
に
問
い
合
わ
せ
ま
す
が
何
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。

ま
だ
13
歳
の
息
子
・
マ
ル
コ
は
い
て
も
立
っ
て
も
い
ら
れ
ず
、
父
親
に
「
ボ
ク
が
母
さ
ん
を
探
し
に
行
く
」
と
言
い
出
し
ま
す
。

父
親
は
無
理
だ
と
諭
し
ま
す
が
、
マ
ル
コ
は
粘
り
強
く
父
親
を
説
得
し
、
と
う
と
う
承
諾
さ
せ
ま
し
た
。

　
マ
ル
コ
は
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
港
か
ら
多
く
の
出
稼
ぎ
者
と
一
緒
に
、
ジ
ブ
ラ
ル
タ
ル
海
峡
を
越
え
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
へ
と
27
日
間

の
航
海
に
出
ま
し
た
。
船
の
中
で
は
気
の
い
い
お
じ
さ
ん
と
も
知
り
合
い
ま
し
た
。
ブ
エ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
に
到
着
し
、
親
戚

の
家
に
向
か
い
ま
す
が
、
親
戚
の
お
じ
さ
ん
は
亡
く
な
り
、
別
の
人
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。
マ
ル
コ
が
母
の
消
息
を
探
し
て
い
る

と
、
近
所
の
人
た
ち
が
「
母
親
が
メ
キ
ネ
ス
家
で
働
い
て
い
た
こ
と
」
を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
し
か
し
そ
こ
に
は
違
う
家
族

が
住
ん
で
お
り
、
メ
キ
ネ
ス
は
コ
ル
ド
バ
に
引
っ
越
し
た
こ
と
を
伝
え
ま
し
た
。
マ
ル
コ
は
2
時
間
ほ
ど
歩
き
、
ボ
カ
の
街
に
到

着
、
紹
介
し
て
も
ら
っ
た
協
力
者
に
会
う
た
め
ロ
サ
リ
オ
へ
と
向
か
い
ま
す
。
し
か
し
紹
介
し
て
も
ら
っ
た
協
力
者
は
不
在
で
、

1
ヶ
月
ほ
ど
は
帰
っ
て
こ
な
い
と
い
う
。
金
も
な
く
頼
る
人
も
な
く
、
途
方
に
暮
れ
て
い
る
と
、
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
か
ら
の
船
で
一
緒

だ
っ
た
お
じ
さ
ん
と
再
会
。
い
き
さ
つ
を
聞
い
た
お
じ
さ
ん
が
、
酒
場
で
マ
ル
コ
の
た
め
に
コ
ル
ド
バ
ま
で
の
電
車
賃
を
集
め
て

く
れ
た
お
か
げ
で
、
コ
ル
ド
バ
ま
で
行
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
コ
ル
ド
バ
で
メ
キ
ネ
ス
の
家
を
訪
ね
る
と
、
ト
ゥ
ク
マ
ン
に
い

る
と
言
わ
れ
ま
す
。
ト
ゥ
ク
マ
ン
は
、コ
ル
ド
バ
か
ら
さ
ら
に
４
０
０
〜
５
０
０
マ
イ
ル
も
あ
る
遠
い
街
で
し
た
。
マ
ル
コ
が
困
っ

て
い
る
と
、
多
く
の
人
足
と
一
緒
に
牛
馬
を
引
き
連
れ
て
ト
ゥ
ク
マ
ン
に
向
か
う
商
人
が
い
る
と
聞
き
、
わ
ら
に
も
す
が
る
思
い

で
商
人
の
元
へ
行
き
ま
す
。
よ
く
よ
く
話
を
聞
く
と
商
人
は
別
の
町
に
向
か
う
の
で
、
途
中
の
分
か
れ
道
か
ら
ひ
と
り
行
く
こ

と
に
な
る
と
告
げ
ら
れ
ま
す
。「
ど
ん
な
用
事
で
も
す
る
か
ら
」
と
懇
願
し
て
な
ん
と
か
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
2
週
間
以
上
、
人
足
た
ち
に
い
じ
め
ら
れ
た
り
熱
を
出
し
た
り
し
な
が
ら
、
分
か
れ
道
に
到
着
。
そ
こ
か
ら
ト
ゥ
ク
マ

ン
ま
で
は
た
っ
た
ひ
と
り
で
1
週
間
以
上
、
野
宿
し
歩
き
続
け
、
体
力
を
失
い
、
足
も
血
に
染
ま
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
た

だ
母
親
に
会
い
た
い
一
心
で
歩
き
続
け
ま
し
た
。

　
そ
の
頃
、
母
親
は
ト
ゥ
ク
マ
ン
の
街
か
ら
15
マ
イ
ル
程
の
と
こ
ろ
に
あ
る
サ
ラ
デ
ィ
リ
ョ
川
の
ほ
と
り
の
街
で
病
の
床
に
臥

せ
っ
て
い
ま
し
た
。「
家
族
と
会
う
こ
と
も
な
く
、こ
こ
で
死
ん
で
い
く
の
だ
」
と
悲
嘆
に
く
れ
る
母
親
に
メ
キ
ネ
ス
夫
妻
は
「
手

術
で
治
る
か
ら
」
と
ブ
エ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
か
ら
名
医
を
呼
び
寄
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
名
医
が
い
く
ら
説
得
し
て
も

手
術
を
拒
む
母
親
に
メ
キ
ネ
ス
夫
妻
も
名
医
も
困
り
果
て
て
い
ま
し
た
。

　
そ
ん
な
こ
と
を
知
ら
な
い
マ
ル
コ
は
、
メ
キ
ネ
ス
が
サ
ラ
デ
ィ
リ
ョ
川
の
ほ
と
り
で
砂
糖
工
場
を
建
設
中
だ
と
と
聞
き
、
最
後
の

力
を
振
り
絞
っ
て
歩
き
始
め
ま
し
た
。
よ
う
や
く
メ
キ
ネ
ス
家
に
到
着
し
た
マ
ル
コ
は
、
母
親
が
病
気
だ
と
知
り
、
母
親
の
元
に
駆

け
寄
り
ま
す
。
マ
ル
コ
を
見
た
と
た
ん
母
親
は
飛
び
起
き
、
抱
き
し
め
、
手
術
を
受
け
る
気
力
を
回
復
し
ま
し
た
。
母
親
の
手
術

は
成
功
し
、
人
々
は
途
方
も
な
い
距
離
を
ひ
と
り
で
や
っ
て
き
た
マ
ル
コ
の
勇
気
が
、
母
親
の
命
を
救
っ
た
と
褒
め
た
た
え
ま
し
た
。

書
物
の
魅
力
の
ひ
と
つ
は
、

古
今
東
西
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
と
出
会
っ
た
り
、

あ
る
い
は
知
ら
な
い
時
代
や
、

行
っ
た
こ
と
も
な
い
世
界
に
行
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
小
説
の
舞
台
に
な
っ
た
場
所
を
訪
れ
、

主
人
公
た
ち
が
た
ど
っ
た
道
を
、
み
な
さ
ん
と
一
緒
に
旅
し
ま
す
。

イ
タ
リ
ア
王
国
の
作
家
。
イ

タ
リ
ア
北
西
部
（
当
時
サ
ル

デ
ー
ニ
ャ
王
国
領
）
の
町
オ

ネ
ッ
リ
ア
（
１
９
２
３
年
よ

り
イ
ン
ペ
リ
ア
市
の
一
部
）

で
生
ま
れ
る
。
イ
タ
リ
ア
統

一
運
動
の
時
代
に
育
っ
た
ア
ミ
ー
チ
ス
は
１
８
６
０

年
、
14
歳
の
と
き
に
、
ジ
ュ
ゼ
ッ
ペ
・
ガ
リ
バ
ル

デ
ィ
の
千
人
隊
（
赤
シ
ャ
ツ
隊
）
に
志
願
し
た
ほ

ど
の
愛
国
者
で
あ
っ
た
（
幼
少
と
し
て
断
わ
ら
れ

る
）。
代
表
作
に
、
統
一
イ
タ
リ
ア
の
子
供
の
教
育

用
に
書
い
た
愛
国
小
説
『
ク
オ
ー
レ
』 (Cuore) 

が

あ
る
。
こ
の
作
品
の
中
の
挿
話
短
編
「
ア
ペ
ニ
ン
山

脈
か
ら
ア
ン
デ
ス
山
脈
ま
で
」 (Dagli Appennini 

alle Ande) 

が
、
日
本
で
は
『
母
を
た
ず
ね
て
三
千

里
』
の
タ
イ
ト
ル
で
知
ら
れ
て
い
る
。ジェノヴァ県の県庁所在地、リグーリア州の州都でもあるイタリア

有数の大都市・ジェノヴァ。
海港を備え、古くから海洋交通の要衝として栄えた。現在、イタリ
アの最大の貿易港で、地中海有数のコンテナ取扱高を誇っている。 
2001 年には G8 が開催地され、2006 年にはレ・ストラーデ・ヌオー
ヴェとパラッツィ・デイ・ロッリが世界文化遺産に登録された。

1880 年頃のボカの港

アルゼンチン共和国の首都、ブエノス・
アイレス。建国以来アルゼンチンの政
治、経済、文化の中心であり、南米の
都市のなかでも有数の大都市。「南米の
パリ」の名でも親しまれ、南米の中で
最も美しい町の一つとして数えられる。

エ
ド
モ
ン
ド
・
デ
・

　
　

ア
ミ
ー
チ
ス
（
１
８
４
６
年
〜
）

『クオーレ』（平凡社）
2007 年 2 月 9 日

小説を旅する

ジェノヴァ（イタリア）
↓

ジブラルタル海峡
↓

ブエノス・アイレス（アルゼンチン）
↓

ボカ（アルゼンチン）
↓

ロサリオ（アルゼンチン）
↓

コルドバ（アルゼンチン）
↓

トゥクマン（アルゼンチン）
↓

サラディリョ川のほとりの町

（アルゼンチン）

ルート

小
説
を        

す
る
第
三
回

　
エ
ド
モ
ン
ド
・
デ
・
ア
ミ
ー
チ
ス

『
ク
オ
ー
レ
』
よ
り
「
母
を
た
ず
ね
て
三
千
里
」

1213 小説を旅する



1415

きっちー       　の

を読む四季
上高地の秋

四季を読む／読んだら、面白かった！ 14

　
十
一
〜
十
二
世
紀
の
ペ
ル
シ
ア
の

詩
人
、
オ
マ
ル
・
ハ
イ
ヤ
ー
ム
（
オ
ー

マ
ー
・
カ
イ
ヤ
ー
ム
と
も
い
う
）
が

詠
ん
だ
四
行
詩
集
が
、
こ
の
『
ル
バ

イ
ヤ
ー
ト
』
だ
。
い
ま
手
元
に
あ
る

岩
波
文
庫
版
（
昭
和
五
十
四
年
九
月

改
版
23
刷
）
は
、
初
版
が
昭
和
二
十
四
年
に
出
版
さ
れ

て
お
り
、
日
本
最
初
の
原
典
訳
と
銘
打
っ
て
あ
る
。
し

か
し
、
わ
が
国
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
詩
人
エ
ド
ワ
ー

ド
・
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
訳
か
ら
の
重
訳
が
、
す
で

に
明
治
四
十
一
年
に
蒲
原
有
明
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
後
出
版
さ
れ
た
翻
訳
の
多
く
は
こ
の
フ
ィ
ッ

ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
訳
に
依
っ
て
い
る
。

　
こ
の
詩
集
を
手
に
取
っ
た
き
っ
か
け
は
、
ペ
ル
シ
ア

と
い
う
言
葉
に
魅
か
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
若
い
頃
か
ら

地
中
海
世
界
や
イ
ス
ラ
ム
文
化
に
興
味
が
あ
っ
て
、
つ

い
最
近
ま
で
そ
の
分
野
の
本
を
集
め
て
い
た
。こ
の『
ル

バ
イ
ヤ
ー
ト
』
も
そ
ん
な
一
冊
だ
。

　
詩
人
で
あ
る
と
と
も
に
数
学
や
天
文
学
に
も
精
通
し

て
い
た
オ
マ
ル
・
ハ
イ
ヤ
ー
ム
の
別
の
一
面
を
垣
間
見

る
こ
と
が
で
き
る
の
が
、こ
の
『
ル
バ
イ
ヤ
ー
ト
』
だ
。

あ
わ
れ
、
人
の
世
の
旅
キ
ャ
ラ
ヴ
ァ
ン

隊
は
過
ぎ
て
行
く
よ
。

こ
の
一ひ
と
と
き
瞬
を
わ
が
も
の
と
し
て
た
の
し
も
う
よ
。

あ
し
た
の
こ
と
な
ん
か
何
を
心
配
す
る
の
か
？  

酒サ
ー
キ
イ姫
よ
！

さ
あ
、
早
く
酒
盃
を
持
て
、
今こ
よ
い宵
も
過
ぎ
て
行
く
よ
！

　
若
い
頃
は
投
や
り
な
表
現
に
惹
か
れ
た
り
、
厭
世
的

な
翳
の
あ
る
も
の
に
魅
力
を
感
じ

た
り
す
る
も
の
だ
。
し
か
し
、
い

ま
読
み
返
し
て
み
る
と
、
杯
に
葡

萄
酒
を
満
た
し
て
、
酒
姫
の
弾
く

琴
の
音
色
に
酔
い
し
れ
て
い
る
男

の
姿
に
、
何
と
な
く
哀
歓
を
感
じ

る
の
は
自
分
が
年
を
取
っ
た
せ
い

か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
の
詩
集
に
あ
る
詩
の
大
半
か
ら
、
こ
の
世
に
生
を

享
け
た
人
間
は
必
ず
死
ぬ
と
い
う
無
常
と
向
き
合
っ
て

い
る
、
オ
マ
ル
・
ハ
イ
ヤ
ー
ム
自
身
の
厭
世
観
が
窺
え

る
。
そ
れ
ゆ
え
に
酒
を
飲
ま
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
彼
の

心
情
を
吐
露
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
。
言
い
か
え

れ
ば
享
楽
主
義
へ
の
転
換
と
で
も
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

　
若
き
日
の
オ
マ
ル
・
ハ
イ
ヤ
ー
ム
は
サ
マ
ル
カ
ン
ド
で
、

夜
空
に
浮
か
ぶ
鎌
の
よ
う
な
三
日
月
を
眺
め
な
が
ら
、
酒

姫
の
注
ぐ
美
酒
に
酔
い
し
れ
な
が
ら
、
現
実
と
夢
の
は
ざ

ま
を
生
き
て
い
た
に
違
い
な
い
。

　
つ
い
最
近
ま
で
、
こ
の
『
ル
バ
イ
ヤ
ー
ト
』
に
出
て

く
る
酒
姫
を
、
酒
場
の
女
性
と
勝
手
に
解
釈
し
て
、
自

分
も
美
し
い
女
性
を
傍
ら
に
お
い
て
、
も
の
静
か
に
琥

珀
色
の
液
体
を
味
わ
っ
て
み
た
い
（
実
際
は
ま
っ
た
く

ア
ル
コ
ー
ル
が
飲
め
な
い
の
だ
が
）
と
思
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
平
成
二
十
一
年
九
月
に
出
版
さ
れ
た
岡

田
恵
美
子
訳
の
『
ル
バ
ー
イ
ヤ
ー
ト
』（
平
凡
社
ラ
イ

ブ
ラ
リ
ー
）
で
酒
姫
は
酌
人
（
サ
ー
キ
ー
）
と
訳
さ
れ
、

そ
の
注
に
「
酌
人
（
サ
ー
キ
ー
）
は
女
性
と
は
限
ら

な
か
っ
た
。
む
し
ろ
美
し
い
少
年
に
酌
を
さ
せ
る
慣

わ
し
が
あ
っ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
、

い
さ
さ
か
夢
か
ら
醒
め
て
し
ま
っ
た
。

　
　
は
な
び
ら
に
新
ノ
ー
ル
ー
ズ

春
の
風
は
た
の
し
く
、

　
　
草
原
の
花
の
乙
女
の
顔
も
た
の
し
く
、

　
　
過
ぎ
去
っ
た
こ
と
を
思
う
の
は
た
の
し
く
な
い
。

　
　
過
去
を
す
て
、
今
日
こ
の
日
だ
け
す
ご
せ
、
た
の
し
く
。

　
ペ
ル
シ
ア
と
い
え
ば
同
じ
頃
、
そ
の
宗
教
で
あ
っ
た
ゾ
ロ

ア
ス
タ
ー
教
の
こ
と
が
気
に
か
か
り
、
そ
の
研
究
者
で
あ
っ

た
伊
藤
義
教
の
論
文
や
、
翻
訳
さ
れ
た
聖
典
『
ア
ヴ
ェ
ス

タ
ー
』
を
読
ん
だ
り
し
た
懐
か
し
い
思
い
出
と
し
て
、『
ル

バ
イ
ヤ
ー
ト
』
だ
け
は
手
放
さ
ず
に
残
し
て
い
る
。
フ
ィ
ッ

ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
訳
か
ら
の
翻
訳
は
、
竹
友
藻
風
、
矢
野
峰

人
の
も
の
が
あ
る
し
、
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
訳
を
重
訳
し
た
片
野

文
吉
の
も
の
も
あ
る
。

　
な
か
で
も
お
気
に
入
り
は
森
亮
に
よ
る
翻
訳
で
、

そ
の
訳
詩
集
で
あ
る
『
晩
国
仙
果
』
に
収
め
ら
れ
て

い
る
文
語
体
、
口
語
体
の
二
つ
の
『
ル
バ
イ
ヤ
ー
ト
』

は
、
独
特
の
風
趣
が
あ
っ
て
い
い
。
森
亮
に
は
こ
の

他
に
も
『
白
居
易
詩
抄
』
や
『
ヘ
リ
ッ
ク
詩
鈔
』
な

ど
の
翻
訳
が
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
味
わ
い
が
あ
る
。

　
秋
の
夜
更
け
、『
ル
バ
イ
ヤ
ー
ト
』
を
紐
解
い
て
、
遥
か

な
異
国
に
想
い
を
馳
せ
な
が
ら
、
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
気
分

に
浸
る
の
も
悪
く
な
い
。

オ
マ
ル
・
ハ
イ
ヤ
ー
ム
著
（
小
川
亮
作
訳
）

『
ル
バ
イ
ヤ
ー
ト
』

　
上
高
地
の
河
童
橋
の
上
か

ら
、
穂
高
の
山や

ま

脈な
み

を
眺
め
な
が

ら
、
流
れ
ゆ
く
梓
川
の
水
音
に

耳
を
傾
け
て
い
る
と
、
思
わ
ず

川
辺
に
お
り
て
手
を
つ
け
て
み

た
く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
流
れ

は
「
あ
っ
」
と
声
を
あ
げ
て
し

ま
う
ほ
ど
の
冷
た
さ
で
し
た
。

　
明
治
か
ら
大
正
時
代
に
か

け
て
、
幾
度
か
こ
の
地
を
訪
れ

た
イ
ギ
リ
ス
人
宣
教
師
で
登
山

家
の
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ウ
ェ
ス
ト

ン
は
、
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）

八
月
六
日
の
日
記
に

　
穂
高
の
鋭
い
塔
峰
や
ぎ
ざ
ぎ
ざ
し
た
や
せ
尾
根
が
、
樹
間
を
通

し
て
見
え
隠
れ
す
る
。
峠
の
下
二
百
フ
ィ
ー
ト
に
あ
る
小
さ
い
橋
で

休
み
、
写
真
を
撮
っ
た
り
、
履
物
を
整
え
た
り
し
た
。（
中
略
）
森

林
の
中
を
快
適
に
歩
い
た
の
ち
、二
時
三
十
分
に
上
高
地
に
着
い
た
。

と
記
し
、
そ
の
翌
日
河
童
橋
で
、
第
一
高
等
学
校
（
現
在
の
東
京
大
学
教
養
学
部
）

旅
行
部
の
学
生
た
ち
と
写
真
に
納
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
芥
川
龍
之
介
は
こ
の
河
童
橋
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
主
人
公
が
梓
川
の
ほ

と
り
で
、
河
童
に
出
会
い
、
こ
れ
を
捕
ま
え
よ
う
と
し
て
河
童
の
国
に
迷
い
込
ん

で
し
ま
う
と
い
う
小
説
『
河
童
』
を
、
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
三
月
に
発
表
し

て
い
ま
す
。

　
三
年
前
の
夏
の
こ
と
で
す
。
僕ぼ
く

は
人
並
み
に
リ
ュ
ッ
ク
・
サ
ッ
ク
を
背
負
い
、

こ
の
上
高
地
の
温
泉
宿
か
ら
穂
高
山
へ
登
ろ
う
と
し
ま
し
た
。
穂
高
山
へ
登

る
の
に
は
御
承
知
の
通
り
梓
あ
ず
さ

川が
わ

を
遡
さ
か
の
ぼる
外
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
、
現
代
で
は
こ
の
川
の
流
れ
に
沿
っ
て
、
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
コ
ー
ス
を
散
策

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
上
高
地
の
秋
は
、
九
月
下
旬
か
ら
十
月
に
か
け
て
の
ほ
ん
の
束
の
間
。
カ
ラ
マ

ツ
の
林
が
黄き

金ん

色
に
染
ま
り
、
ま
だ
緑
が
残
っ
た
山
々
や
紅
葉
し
て
い
る
木
々
と

の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
眺
め
な
が
ら
、
河
童
橋
、
ウ
ェ
ス
ト
ン
碑
か
ら
田
代
池
へ
と
歩

を
進
め
て
い
く
と
、
都
会
の
喧
騒
を
忘
れ
、
あ
の
暑
か
っ
た
夏
の
日
々
が
遠
い
日
の

出
来
事
の
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

　
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
六
月
の
焼
岳
の
噴
火
で
、
一
夜
に
し
て
で
き
た
と
い
わ

れ
て
い
る
大
正
池
。
そ
こ
に
あ
る
立
ち
枯
れ
た
木
は
白
樺
で
し
ょ
う
か
。
神
秘
的

な
水
面
を
一
層
幻
想
的
に
み
せ
て
い
ま
す
。
こ
の
地
を
か
つ
て
「
神
河
内
」
と
も

呼
ん
だ
と
す
る
伝
承
は
、い
つ
頃
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、「
上
河
内
」

が
初
め
て
文
献
上
に
現
れ
る
の
は
、
江
戸
時
代
の
は
じ
め
の
正
保
年
間
（
一
六
四
四

〜
四
八
）
の
こ
と
で
す
。

　
こ
う
し
た
上
高
地
の
魅
力
と
印
象
を
、
劇
作
家
で
あ
り
小
説
家
の
吉
田
絃
二
郎

は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。

　
上
高
地
の
最
も
美
し
い
季
節
は
九
月
の
下
旬
初
雪
の
こ
ろ
で
あ
る
。
山
に
は

淡
雪
が
か
か
り
、
雪
に
隣
す
る
匐は
い

松ま
つ

、
し、

ら、

か、

ば、

の
森
林
地
帯
は
も、

み、

じ、

に

燃
え
、
上
高
地
の
草
は
青
く
梓
川
の
水
は
白
く
、
た
ま
た
ま
秋
の
落
日
が
穂

高
の
い
た
だ
き
に
黄
金
の
雲
を
揺よ
う

曳え
い

せ
し
む
る
時
、
真
に
上
高
地
の
美
は
き
わ

ま
る
。

　
わ
ず
か
な
秋
の
ひ
と
時
、
上
高
地
の
美
し
い
自
然
に
包
ま
れ
て
、

忘
れ
て
か
け
て
い
た
大
切
な
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。

＊
こ
の
ペ
ー
ジ
で
紹
介
し
た
本

芥
川
龍
之
介
著
『
河
童
・
或
阿
呆
の
一
生
』（
新
潮
文
庫
）

ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ウ
ェ
ス
ト
ン
著
・
三
井
嘉
雄
訳
『
日
本
ア
ル
プ
ス
登
攀
日
記
』

（
東
洋
文
庫
五
八
六
・
平
凡
社
）

吉
田
絃
二
郎
ほ
か
著
『
日
本
八
景
』（
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）

読
ん
だ
ら
、

面
白
か
っ
た

！
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季刊『Lynzo』が発行されて 2 年目の秋。まさに読書
するにはピッタリの季節となってきました。図書館で
静かに本を読むのもいいですが、涼やかな風に吹かれ
て、街歩きや小旅行を楽しむ時に、自分のお気に入り
の一冊を連れていくのもいいものです。
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31（月） 休館日
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※予定が変更される場合があります。図書館ホームページも参照してください。

12月 忠臣蔵　－史実と小説と－
　かつて 12 月といえば、「忠臣蔵」が舞台で上演されたり映画館

で上映された時代がありました。元禄時代の太平の世に、主君の

仇打ちをした赤穂浪士の物語は、すでに江戸時代中頃には浄瑠璃

『仮名手本忠臣蔵』として上演され人気を博してきました。そして

明治時代以降も戯曲や小説となって、語り継がれてきたのです。

今回の展示では、史実だけではなく小説の世界から「忠臣蔵」の

事件を題材とした図書を展示貸出します。

11月 歌舞伎の世界
　日本の古典芸能として、能とならんでよく知られ

ているのが歌舞伎です。出雲阿国が創始したといわ

れ、江戸時代を通じて上方歌舞伎と江戸歌舞伎とし

て隆盛を極め、現代に受け継がれています。今回の

展示では歌舞伎の成立過程や作品をとおして、その

舞台芸の伝統がどのように形づくられたのかを学ぶ

ための図書を展示貸出します。

10月 方丈記の世界　－完成800年記念によせて－
　今年は鴨長明が『方丈記』を執筆し完成させて

から 800 年。日本三大随筆のひとつとして、有名

な『方丈記』は文学作品として「無常」を語るだけ

ではなく、平安時代末期から鎌倉初期にかけて

の京都の様子を克明に描く記録文学としても、

重要な作品といえます。今回は『方丈記』を単な

る随筆文学としてではなく、鴨長明が生きた時

代の記録として読んでもらえるよう、原典や研

究書を展示貸出します。


