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教
育
実
践
報
告

ハ
ム
レ
ツ
ト
こ
兆
ｒ

ｌ
ｖ
小
■

，
■

第

一
章
　
つ
い
に
最
高
傑
作
に

日
韓
友
好
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
ド
ラ
マ
フ
ェ
ス
タ
に
お
け
る
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
試
演

会
シ
リ
ー
ズ
も
第
３
弾
を
迎
え
た
。
当
初
、
半
ば
苦
し
ま
ぎ
れ
に
始
め
た
こ
と
を

思
え
ば
、
感
慨
は
あ
る
。
し
か
も
早
く
か
ら
、
今
年
は

『日
本
ハ
ム
レ
ツ
ト
』
で

あ
る
と
宣
言
し
て
い
た
。
２
０
１
５
年
の

「
ベ
ニ
ス
の
商
人
」
、
前
年
の

「
ロ
ミ

ジ

ュ
リ
」
と
く
れ
ば
も
は
や
ハ
ム
レ
ツ
ト
し
か
な
い
、
な
ど
と
い
う
こ
と
は
ま
っ

た
く
な
か
っ
た
。
二
刀
流

。
大
谷
選
手
が
メ
ジ
ャ
ー
に
行
く
か
ど
う
か
。
時
事
ネ

タ
の
こ
じ
つ
け
で
あ
る
。
自
分
で
は
大
切
な
コ
メ
デ
ィ
要
素
の
ひ
と
つ
だ
と
思
っ

て
い
る
の
だ
が
、
タ
イ
ト
ル
か
ら
し
て
笑
い
を
と
り
に
い
く
こ
と
で
あ
る
。
ス
キ

あ
ら
ば
、
前
後
左
右
上
下
、
東
西
南
北
天
地
、
笑
い
を
と
り
に
い
く
の
を
常
套
手

段
と
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
前
二
作
よ
り
も
難
し
く
ハ
ー
ド
な
、
だ
か
ら
こ
そ

最
高
傑
作
と
誉
れ
高
き
作
品

「
ハ
ム
レ
ツ
ト
」
。
四
大
悲
劇
の
中
で
も
特
に
人
気

が
高
く
、
上
演
回
数
も
最
も
多
い
と
い
わ
れ
る
。
主
要
登
場
人
物
は
、
殺
し
殺
さ

れ
、
あ
る
い
は
自
ら
命
を
絶
つ
。
す
べ
て
は
タ
イ
ト
ル
ロ
ー
ル
ひ
と
り
の
妄
想
か

ら
、
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
妄
想
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
、
と
思
わ
せ
る
謎
が

こ
の
作
品
の
魅
力
の
ひ
と
つ
で
も
あ
ろ
う
。
い
つ
も
の
試
演
会
方
式
で
生
徒
に
間

国
語
科
　
柳
　
本
　
　
　
博

い
か
け
て
み
る
と
、
さ
て
、
ど
ん
な
化
学
反
応
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
の
だ

ろ
う
か
。

第
二
章
　
Ｈ
韓
友
好
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
ド
ラ
マ
フ
ェ
ス
タ
上
演
台
本

『
日
本
ハ
ム
レ
ッ
ト
　
ー

メ
ジ
ャ
ー
に
行
く
べ
き
か
行
か
ざ
る
べ
き
か
、
そ
れ

が
！
―

‐
』

作

・
小
谷
翔
平

（
例
に
よ

っ
て
、
生
徒
と
の
合
作
ペ
ン
ネ
ー
ム
）。
最
初
の
年
の

獨
協
太
郎

（
ひ
と
り

ｏ
き
ょ
う
た
ろ
う
）
、
前
年
の
複
写
太
郎

（
コ
ピ
た
ろ
う
）

に
続
い
て
、

コ
タ

ニ
で
も
オ
タ
ニ
で
も
な
く
、
「ち

っ
ち
ゃ
た
に
」
と
読
ま
せ
、

最
後
も

「び

っ
く
リ
マ
ー
ク
」
と
言

っ
て
も
ら
い
軽
く
笑
い
を
と
っ
た
。
ま
ず
は

場
内
ア
ナ
ウ
ン
ス
に
よ
る
先
制
ジ
ャ
ブ
で
あ
る
。

登
場
人
物

土
屋
イ
ル
ス
龍
斗

（
菊
池
）

石
崎
哲
士
　
　
大
野
暁
春

塩
澤
優
希

（監
督
）

小
林
蓮

（
翔
平
）

澁
谷
新
生
　
　
高
橋
開
成
　
　
波
田
野
大
祐
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坂
本
和
俊
　
　
近
藤
　
陸
　
　
中
山
雄
暉
　
　
黒
佐
佳
生

是
枝
　
大
　
　
麻
生
直
樹
　
　
大
橋
建
斗
　
　
川
下
大
成

吉
村
　
嶺

ハ
ム
レ
ツ
ト
　
　
父
の
亡
霊
　
　
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス

オ
フ
ィ
ー
リ
ア
　
　
ホ
レ
イ
シ
ョ
ー
　
　
ポ

ロ
ー
ニ
ア
ス

フ
オ
ー
テ
ィ
ー
ン
ブ
ラ
ス

Ｐ

Ｒ

Ｏ

Ｌ

Ｏ

Ｇ

Ｕ

Ｅ

駆
け
て
く
る
翔
平

（レ
ン
）
。
呼
び
止
め
る
監
督

（塩
澤
）。

お
い
待
て
、
翔
平
。

何
や

っ
て
ん
で
す
か
、
監
督
。

わ
た
し
が
栗
山
だ
よ
。

だ
か
ら
な
ん
で
栗
の
か
ぶ
り
も
の
な
ん
か
し
て
る
ん
で
す
か
。

ふ
っ
ふ
っ
ふ
、
お
ま
え
を
メ
ジ
ャ
ー
に
行
か
せ
な
い
た
め
だ
よ
。

行
く
べ
き
か
行
か
ざ
る
べ
き
か
、
そ
れ
が
問
題
だ
。

行
か
せ
な
い
。

な
ん
で
―

も
ら

っ
て
ほ
し
い
。

な
ん
で
す
か
。
花
束
で
す
か
。
あ
あ
、
花
東
な
ら
ば
、
連
日
連
夜
、

あ
あ
、
そ
れ
こ
そ
小
ジ
ヤ
レ
た
花
屋
の
ひ
と
つ
や
ふ
た
つ
で
き
る
ほ

ど
貰

っ
て
い
る
僕
で
す
。
ビ
ツ
チ
ャ
ー
と
バ
ッ
タ
ー
の
二
刀
流
じ
ゃ

な
く
て
、
野
球
選
手
と
お
花
屋
さ
ん
の
二
刀
流
だ
な
ん
て
そ
ん
な
。

「セ
ー
ラ
ー
ム
ー
ン
」
の
テ
ー
マ
に
の
っ
て
役
者
紹
介
。

演
出
家
の
土
屋
が
い
つ
も
の
虫
も
殺
さ
ぬ
笑
顔
で
登
場
。
灰
皿
を
投
げ
る
ふ
り

な
ん
か
し
て
。

当
然
、
演
出
家
ら
し
く
土
屋
は
カ
ツ
タ
ー
シ
ャ
ツ
の
前
を
は
だ
け
て
い
る
。
胸

毛
が
せ
り
出
す
。

（前
髪
を
ひ
ら
り
。
当
然
サ
ン
プ
ラ
ー
の
出
番
で
す
）

ん
ん
ん
～
。
（否
定
）
違
う
の
よ
。
も
ら
っ
て
ほ
し
い
の
は
、
あ
。た
。

し

。
（
そ
れ
ま
で
の
ハ
ム
レ

ツ
ト
ロ
調
か
ら
ま

つ
た
く
レ
ン
に
な
る
）

…
…
あ
―
、
あ
―
…
…
。

な
ん
の
た
め
に
５
６
歳
ま
で
独
身
で
い
た
と
思
っ
て
る
の
よ
。

え
ッ
？
　
あ
な
た
は
父
を
殺
し
た
ク

ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
か
と
思

っ
た

ら

。
苦
労
じ
ゃ
な
い
わ
。
私
こ
そ
が
、
そ
う
よ
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
よ
。
あ

な
た
の
二
刀
流
。
こ
っ
ち
に
も
使
う
の
よ
ン
。
音
楽
―

（胸
毛
を
ぽ
り
ぽ
り
か
き
む
し
り
、
指
に
ま
つ
わ
り
つ
く
毛
を
吹
き

な
が
ら
）
は
―
っ
は
っ
は
っ
。
今
年
も
快
調
。
い
い
出
だ
し
じ
ゃ
な

い
の
。

そ
う
で
す
か
ね
。

い
い
よ
、
い
い
よ
。
き
み
も
ね
。

は
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

ズ
バ
ー
ツ
と
ね
、
思
い
切
っ
て
や
れ
ば
い
い
か
ら
、
そ
れ
で
。

監
督

翔
平

監
督

翔
平

監
督

翔
平

監
督

翔
平

監
督

翔
平

松
本
　
錬

大
西
和
弥

ガ
ー
ト
ル
ー
ド

レ
ア
テ
ィ
ー
ズ

監
督

翔
平

監
督

翔
平

監
督

土

屋
塩
澤

土
屋

レ
ン

土
屋
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塩
澤

土
屋

是
枝

松
本

土
屋

近
藤

塩
澤

レ
ン

松
本

土
屋

近
藤

塩
澤

レ
ン

中
山 大

相
撲
協
会
の
よ
う
な
癒
着
の
激
し
い
最
上
級
生
に
比
べ
、
下
級
生
は
必
死
な

の
だ
。

ハ
イ
。

あ
れ
、
き
み
た
ち
ど
う
し
た
の
か
な
。

先
輩
、
僕
た
ち
納
得
い
き
ま
せ
ん
。

納
得
し
て
ま
せ
ん
。

何
が
。
あ
れ
、
ど
―
し
た
の
、
コ
ン
ド
ー
ち
や
ん
、
暗
い
顔
し
ち
ゃ
っ

て
。

お
か
し
い
と
思
う
ん
で
す
。

何
が
。

ど
こ
が
。

こ
れ
っ
て
ハ
ム
レ
ツ
ト
で
す
よ
ね
。

そ
う
だ
よ
。

ど
、
ど
こ
が
―

だ
か
ら
ア
レ
だ
よ
、
年
末
恒
例
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
シ
リ
ー
ズ
第
３

弾
。
今
年
は
い
よ
い
よ

ハ
ム
レ
ツ
ト
に
挑
戦
―

お
言
葉
で
す
が
、
僕
は
ち
ゃ
ん
と
し
た
演
劇
を
や
ろ
う
と
思

っ
て
入

部
し
た
ん
で
す
。

こ
れ
っ
て
。
ね
ぇ
。

あ
あ
。

ふ
ぬ
―

っ
、
ふ
ん
ぬ
ぬ
ぬ
ぬ
ぬ
憤
怒
―
。

ネ
オ
た
ち
も
中
国
共
産
党
の
独
裁
に
反
対
す
る
香
港
市
民
の
よ
う
に
な

っ
て

い
た
。

何
を
そ
ん
な
。
興
奮
す
る
こ
と
な
ん
か
な
い
っ
て
。

そ
う
だ
よ
。
あ
れ
、
高
１
の
み
ん
な
も
ど
―
し
た
ん
だ
い
？

聞
い
て
く
だ
さ
い
。

去
年
の
話
で
す
。

何
を
だ
よ
。

や
り
ま
し
た
よ
ね
。
ロ
ミ
オ
と
ジ

ュ
リ
エ
ッ
ト
。

楽
し
か
っ
た
ね
、
シ
ン

・
ロ
ミ
オ
。

シ
ン
ゴ
ジ
ラ
と
ネ
ッ
チ
ョ
ネ
チ
ョ
に
か
ら
め
て
、
現
代
の
恋
愛
も
の

に
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
い
い
で
す
。
百
歩
譲

っ
て
意
図
は
わ
か
り
ま

す
。

で
も
、
な
ん
す
か
、
あ
れ
。

え
、
ま
さ
か
。

そ
う
で
す
よ
、
あ
れ
で
す
よ
。

ま
さ
か
。

ピ
ー
ス
マ
ン
。

近 是 松
藤 枝 本

土
屋

塩
澤

ネ
オ

高
橋

土
屋

坂
本

塩
澤

坂
本

高
橋

土
屋

ネ
オ

土
屋

一
同真

ん
中
に
土
屋
。
み
ん
な
取
り
囲
む
。

去
年
の
ま
さ
に
こ
の
日
、
あ
の
栄
光
の

一
瞬
が
土
屋
の
脳
裏
を
去
来
す
る
。

土
屋
は
し
ば
し
、
去
年
の
自
分
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ア
イ
す
る
。
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土
屋

石 塩 石 塩   波   高
崎 澤 崎 澤   田   橋

野

一
同
、
足
を
ド
ン
ｃ

土
屋
　
　
　
ハ
ッ
。
（
我
に
返
る
）

た
ち
ま
ち
手
の
ひ
ら
を
こ
す
り
始
め
る
土
屋
。

ネ
オ

麻
生

黒
佐

一
同

松
本

川
下

一
同

石
崎

レ
ン

あ
れ
は
、
あ
れ
は
…
…
。

な
ん
で
す
か
、
ピ
ー
ス
マ
ン
っ
て
。

そ
ん
な
も
の
本
物
に
は
１
ミ
リ
も
出
て
来
や
し
な
い
。

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
も
怒

っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。

あ
れ
は
、
俺
が
ち
ょ
っ
と
調
子
に
乗

っ
ち
ゃ
っ
て
、

ス
ー
パ
ー
ヒ
ー
ロ
ー
を
…
…
。

な
ん
で
ロ
ミ
オ
が
料
理
対
決
し
た
ん
で
す
か
。

な
ん
で
僕
が
ジ

ュ
リ
エ
ッ
ト
だ

っ
た
ん
で
す
か
。

お
か
し
い
よ
。
な
ぁ
。

う
ん
。

ど
う
し
て
僕
が
幼
稚
園
児
だ

っ
た
ん
で
す
か
。

お
か
し
く
な
い
よ
。
な
ぁ
。

う
ん
。

風
の
噂

っ
て
な
ん
で
す
か
。

あ
、
あ
。

土
屋

大
野

石
崎

波
田
野

土
屋

正
義

の
味
方
だ
ピ
ー

ス

マ
ン
。
正
義

の
味
方
だ
ト
オ

ゥ
ー
ト

オ
ゥ
ー
。

僕
た
ち
は
怒

っ
て
い
ま
す
。
演
劇
を
馬
鹿
に
す
る
の
も

い
い
か
げ
ん

に
し
て
く
だ
さ
い
。

も
う
審
査
員
に
罵
倒
さ
れ
た
り
、
ア
ン
ケ
ー
ト
に
ぼ
ろ
く
そ
に
書
か

れ
た
り
す
る
の
は
ご
め
ん
で
す
。

ご
め
ん
ち
ゃ
い
。

あ
な
た
じ
ゃ
な

い
。

え
？

あ
な
た
は
悪
く
な
い
。
い
ち
ば
ん
の
権
力
者
で
あ
る
土
屋
さ
ん
、
あ

ん
た
だ
よ
ッ
。

は
っ
は
っ
は
。

な
に
笑

っ
て
る
ん
で
す
か
。

て
め
、
ザ
キ
石
、
前
に
出
ろ
。

は
？
　
な
ん
ス
か
。

て
め
ェ
、
ち
よ
つ
と
ア
ン
ケ
ー
ト
に
。

あ
～
ぁ
、
カ
ツ
コ
よ
か
っ
た
っ
て
書
か
れ
た
こ
と
で
す
か
。
嫉
妬
で

す
か
。
見
苦
し
い
で
す
よ
、
土
屋
さ
ん
。

違
う
だ
ろ
。
お
ま
え
は

「カ
ッ
コ
よ
か

っ
た
か
も
し
れ
な
い
」

っ
て

書
か
れ
て
た
ん
だ
ろ
。

ま
ぁ
、
生
ま
れ
持

っ
た
パ
ー
ツ
が
違
う
ん
で
す
か
ね
。

ふ
ふ
ふ
、
そ
う
か
。
（急
に
納
得
）

な
ん
だ

っ
た
ん
だ
ぁ
。

土
屋
ぁ
―
。

ち
ゃ
ん
と
し
て
く
だ
さ
い
。

ち
ゃ
ん
と
し
た
も
の
を
や
っ
て
く
だ
さ
い
。

回
ぐ
ら
い

土
屋

中
二

土
屋

石
崎

土
屋

石
崎

土
屋

石
崎

土
屋

レ
ン

塩
澤

坂
本

ネ
オ
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石
崎

高
１

近
藤

中
三

黒
佐

中
二

吉
村

中

一

大
橋

一
同

麻
生

大
橋

石
崎

近
藤

中
山

近
藤

レ
ン

塩
澤

土
屋

近 是 一
藤 枝 同

そ
れ
が
、
俺
た
ち
、

高
１
の
、

わ
、
わ
し
ら
、

中
二
の
、

わ
、
わ
た
く
し
た
ち
、

中
二
の
、

僕
た
ち

中

一
の
、

そ
し
て
ご
ん
ぎ
つ
ね
の
、

何
ッ
。

お
ま
え
だ
け
だ
ろ
ッ
。

す
い
ま
せ
ん
。
（
ほ
い
は
い
ほ
い
と
下
手
に
）
で
も
、
い
き
ま
す
よ
、

僕
た
ち
全
員
の
、
せ
―
の
―

願
い
で
す
。

願
い
な
ん
で
す
よ
～
。
　

（
ス
リ
ス
リ
）

さ
あ
、
ど
う
な
ん
で
す
か
。
ち
ゃ
ん
と
や
ら
な
い
と
、
首
が
飛
び
ま

す
よ
。

や
ぁ
っ
。
（斬
る
）

わ
―
。
（首
が
落
ち
る
）

お
ま
え
が
落
と
し
て
ど
う
す
る
。

ふ
ぬ
。
（
戻
す
）

ぬ
ぬ
ぬ
、
こ
こ
ま
で
言
わ
れ
て
ど
う
す
る
、
土
屋
。

お
ま
え
だ
け
が
頼
り
だ
。
土
屋
。

よ
し
！

レ
ン

・
塩
澤
　
土
屋
！

土
屋
　
　
　
よ
し
わ
か

っ
た
。
私
、
土
屋
イ
ル
ス
。
と
は
い
え
、
い
つ
ま
で
も
居

留
守
を
使

っ
て
い
る
場
合
じ
ゃ
な
い
。
今
年
こ
そ
、
今
年
こ
そ
ま
と

も
に
や
ろ
う
。
年
末
恒
例
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
シ
リ
ー
ズ
。

レ
ン

・
塩
澤
　
あ
り
が
と
う
、
土
屋
。

土
屋
　
　
　
（胸
毛
を
か
き
む
し
り
な
が
ら
）
ど
れ
が
い
い
か
選
ん
で
も
ら
お
う
。

こ
の
ス
キ
に
中
学
生
は
出
て
い
き
、
高
校
生
の
み
残
る
。

塩
澤
　
　
　
そ
う
、
こ
れ
は
我
々
が
夏
合
宿
で
や
っ
て
る
試
演
会
方
式
。
古
今
東

西
の
名
作
戯
曲
を

一
つ
選
び
、
ひ
と
チ
ー
ム
十
分
で
同
じ
テ
ー
マ
の

同
じ
シ
ー
ン
を
い
か
に
演
出
、

小
林
　
　
　
料
理
す
る
か
。

土
屋
　
　
　
そ
の
勝
負
。

塩
澤
　
　
　
合
宿
の
時
は
競
う
の
で
す
。
そ
し
て
い
ち
ば
ん
い
い
チ
ー
ム
を
選
ぶ

の
で
す
。
選
ば
れ
た
チ
ー
ム
が
行
く
の
は
そ
れ
こ
そ
ま
さ
に
、

全
員
　
　
　
天
国
―
（
全
員
、
し
ば
ら
く
天
使
の
よ
う
に
宙
を
舞
い
な
が
ら
高
１

去
る
）

塩
澤
　
　
　
さ
ぁ
選
ぶ
の
は
、

全
員
　
　
　
（客
席
へ
指
を
突
き
つ
け
る
）
あ
な
た
で
す
。

小
林
　
　
　
ま
ず
は
ネ
オ
班
。

塩
澤
　
　
　
よ
―
い
、
第

一
回
選
択
希
望
選
手
。
清
宮
幸
太
郎
、
早
稲
田
実
業
高

校
、
内
野
手
！

清
宮

（
川
下
）

ほ
ほ
ほ
の
ほ
―
い
。
（出
て
く
る
）
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ス
イ

ン
グ
。
カ
キ
ー
ン
つ
。

今
年
も
、
ど
う
な
る
の
か
し
ら
ね
、
奥
さ
ん
。

本
当
で
す
わ
。

レ
ン

川
下

男別

の
男

ネ
オ

ニ
人

ネ
オ

一
同

男
た
ち

一
同
、
笑
い
な
が
ら
去
る
。

●

Ｓ

Ｃ

Ｅ

Ｎ

Ｅ

黒
組
　
澁
谷
班

男
、
出
て
く
る
。

紳
士
淑
女
の
み
な
さ
ん
ご
き
げ
ん
よ
う
。
新
生

（
ネ
オ
）
班
の
ハ
ム

レ
ツ
ト
の
始
ま
…
…

滑
舌
が
悪
い
ん
だ
よ
ッ
。

ネ
オ
さ
ん
が
い
な
い
の
に
勝
手
に
始
め
ん
な
よ
ッ
。

そ
う
だ
そ
う
だ
。

よ
し
行
く
ぞ
、
せ
―
の
。

紳
士
淑
女
の
み
な
さ
ん
ご
き
げ
ん
よ
う
。
新
生
班
の
ハ
ム
レ
ツ
ト
の

始
ま
り
始
ま
リ
ー

デ
ン
マ
ー
ク
王

ハ
ム
レ
ツ
ト
の
突
然
の
死
の
知
ら
せ
は
、
人
々
を

驚
か
せ
ま
し
た
。
し
か
し
ハ
ム
レ
ツ
ト
王
の
死
後
す
ぐ
王
妃
の
ガ
ー

ト
ル
ー
ド
が

ハ
ム
レ
ツ
ト
王
の
弟
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
と
結
婚
し
、
ク

ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
が
王
位
に
つ
い
た
の
で
し
た
。
そ
ん
な
あ
る
日
、
亡

き
王
の
息
子

ハ
ム
レ
ツ
ト
王
子
の
も
と
に
亡
き
父
の
亡
霊
が
現
れ

た
の
で
し
た
。
（説
明
す
る
横
で
動
き
）

ハ
ム
レ
ツ
ト
王
と
対
峙
す
る
父
亡
霊
。

ハ
ム

父
上
、
な
ぜ
あ
な
た
は
墓
を
出
て
、
こ
ん
な
月
夜
に
再
び
地
上
に
姿

を
お
見
せ
に
な

っ
た
の
で
す
？
　
あ
な
た
の
た
め
に
私
は
何
が
で

き
る
で
し
ょ
う
か
？

ハ
ム
レ
ツ
ト
、
お
前
に
だ
け
は
伝
え
て
お
く
。
我
が
弟
の
こ
と
だ
。

ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
、
あ
い
つ
が
。

王
子
―
・

ハ
ム
レ
ツ
ト
王
子
ッ
？
　
ど
ち
ら
に
い
ら

っ
し
ゃ
る
の

で
す
か
ッ
？

（
探
し
な
が
ら
去
る
）

兵
士父

、
去
る
。

ハ
ム

父
上
―
・

い
っ
た
い
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
に
つ
い
て
何
を
…
…
ま
さ

か
奴
が
父
を
殺
し
た
の
か
…
…
？
　
生
き
る
べ
き
か
死
ぬ
べ
き
か
、

そ
れ
が
問
題
だ
。
ど
ち
ら
が
男
ら
し
い
生
き
方
か
、
じ
っ
と
身
を
伏

せ
非
道
な
運
命
の
矢
弾
を
堪
え
忍
ぶ
の
と
剣
を
取
り
、
復
讐
を
遂
げ

る
か
、
い
っ
た
い
ど
ち
ら
が
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

ハ
ム
レ
ツ
ト
、
去
る
。

ガ
ー
ト
ル
ー
ド
と
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
、
入
っ
て
く
る
。

ク
ロ
ー
デ
　
最
近
我
が
息
子
の
様
子
が
ど
う
も
お
か
し
い
。
何
や
ら
ず
っ
と
ふ
さ

父
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ぎ
込
ん
で
い
る
よ
う
だ
。

ガ
ー
ト

　

実

の
父
が
む
ご
い
死
を
遂
げ
れ
ば
鬱
屈
と
し
た
気
持
ち
に
な
り
ま

す
わ
。

ク
ロ
ー
デ
　
た
し
か
に
そ
う
だ
な
。
ま
し
て
や
あ
の
多
感
な
時
期
に
父
を
亡
く
せ

ば
相
当
シ
ョ
ッ
ク
だ
ろ
う
な
。

ガ
ー
ト
　
　
そ
ん
な
こ
と
よ
り
、
あ
の
こ
と
を
伝
え
な
く
て
は
…
…

ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
、
刀
を
突
き
つ
け
る
。

ハ
ム

僕
に
は
や
ら
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
こ
と
が
あ
る
。
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
、

わ
か
っ
て
く
れ
―
・

君
を
巻
き
込
み
た
く
な
い
ん
だ
。

ハ
ム
レ
ツ
ト
を
阻
止
し
よ
う
と
抵
抗
す
る
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
。
し
か
し

ハ
ム
レ
ツ

ト
は
無
情
に
も
走
り
去
る
。

オ

フ

こ
ん
な
可
愛

い
私

を

捨

て
る
な

ん

て
許

さ
な

い
ん
だ

か

ら

ッ

ー

中
割
り
閉
じ
る
。

ハ
ム
レ
ツ
ト
出
て
く
る
。

ハ
ム
　
　
　
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
王
、
話
が
あ
る
！

中
割
り
開
く
と
座

っ
て
い
る
王
と
王
妃
。

王

な
ん
だ
、
そ
ん
な
回
の
き
き
方
を
し
て
。
我
が
息
子
よ
。

俺
の
父
親
は
高
貴
な
ハ
ム
レ
ツ
ト
王
だ
。
機
ら
わ
し
い
お
前
の
息
子

な
ど
で
は
な
い
。

何
を
戯
言
を
。
い
っ
た
い
何
の
用
だ
ッ
？

単
刀
直
入
に
聞
こ
う
。
父
上
を
殺
し
た
の
は
貴
様
だ
な
。
ク

ロ
ー

デ
ィ
ア
ス
。

何
を
言
っ
て
い
る
ハ
ム
レ
ツ
ト
？
　
私
は
…
…

黙
れ
！

ハ
ム

王ハ
ム

王ハ
ム

ク
ロ
ー
デ

ガ
ー
ト

オ
フ

ハ
ム

オ
フ

ハ
ム

オ
フ

ハ
ム

オ
フ

口
を
慎
め
、
我
が
妃
よ
。

申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
、
国
王
様
。

２
人
去
る
。

ハ
ム
レ
ツ
ト
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
、
出
て
く
る
。

今
日
の
デ
ー
ト
楽
し
か
っ
た
わ
ね
！

そ
う
だ
ね
、
築
地
市
場
か
ら
豊
洲
市
場
ま
で
移
転
す
る
な
ん
て
ね
。

（日
替
わ
り
）

次
の
デ
ー
ト
、
ど
こ
に
行
く
？

実
は
大
事
な
話
が
あ
る
ん
だ
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
。

何
？
　
つ
い
に
、
私
た
ち
結
婚
で
き
る
の
？

…
…
僕
た
ち
別
れ
な
い
か
？

嫌
よ
！
　
た
と
え
あ
な
た
が
拳
で
抵
抗
し
よ
う
と
し
て
も
絶
対
に

わ
か
れ
な
い
ん
だ
か
ら
！
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
言
う
の
？
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殺
陣
。

ガ
ー
ト

ハ
ム

ガ
ー
ト

ハ
ム

一
同

ハ
ム

オ
フ

ハ
ム

オ
フ

ハ
ム

オ

フ
王

ハ
ム
レ
ツ
ト
ー
・

や
め
な
さ
い
、
新
し
い
父
上
に
。
あ
な
た
は
勘
違

い
し
て
い
る
わ
！

そ
う
だ
。
私
は
兄
の
死
後
、
君
と
君
の
母
君
を
任
さ
れ
て
い
た
ん

だ
！

そ
ん
な
こ
と
は
な
い
ッ
。

い
い
か
げ
ん
信
じ
ろ
。

え
っ
…
…
っ
て
こ
と
は
俺
の
勘
違
い
ッ
？

そ
―
だ
よ
ッ
ー

ス
イ
マ
セ
ン
で
し
た
！

入

っ
て
く
る
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
。

と
に
も
か
く
に
も

一
件
落
着
だ
な
。
今
夜
は
宴
だ
。
朝
ま
で
踊
る

ぞ
！

●
Ｓ
Ｃ
Ｅ
Ｎ
Ｅ
　
２
　
白
組
　
波
田
野
班

波
田
野
　
　
次
は
、
波
田
野
班
の
ハ
ム
レ
ツ
ト
。
お
乗
り
遅
れ
な
き
よ
う
。

波
田
野
去
る
。
ハ
ム
レ
ツ
ト
が
出
て
く
る
。

こ
の
あ
た
り
で
亡
き
父
の
亡
霊
が
紡
往

っ
て
い
る
と
聞
い
た
の
だ

力

…

王
入

っ
て
く
る
。

ハ
ム
は
そ
の
こ
と
に
気
付
く
。

お
お
、

ハ
ム
レ
ツ
ト
！

父
上
、
何
故
ま
だ
こ
の
世
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
？
　
未
練
が
お

あ
り
な
の
で
し
ょ
う
か
。

あ
ぁ
、
そ
の
こ
と
な
ん
だ
け
ど
、
俺
今
こ
う
し
て
死
ん
で
る
じ
ゃ
ん
。

実
は
俺
殺
さ
れ
た
ん
よ
。
あ
の
―
、
あ
い
つ
、
弟
の
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア

ス
に
。
そ
ん
で
さ
ぁ
、
死
ぬ
と
き
め

っ
ち
ゃ
苦
し
か

っ
た
ん
だ
よ

ね
ぇ
。
ア
ハ
ハ
。

ハ
ム
レ
ツ
ト
オ
ー

オ
フ
ィ
ー
リ
ア
ー

逃
が
さ
な

い
わ
よ
…
…
あ
な
た
を
殺
し
て
私
も
…
…
私
は
生
き

る
ッ
ー

待
う
て
く
れ
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
、
ど
う
や
ら
僕
た
ち
別
れ
な
く
て
い
い

み
た
い
な
ん
だ
―

本
当
ッ
？
　
大
好
き
。

キ
ス
す
る
ふ
り
を
隠
す
両
親
。

王ハ王   ハ 王
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音
楽
。
歌
っ
て
踊
る
。
「ジ
ャ
パ
リ
パ
ー
ク
」。
サ
イ
リ
ュ
ウ
ム
を
駆
使
し
て
盛

り
上
げ
る
。



ハ

E ,,\ A ,,\

あ
、
は
い
。

そ
こ
で
お
前
に
頼
み
が
あ
る
ん
だ
け
ど
さ
ぁ
、
今
か
ら
ち
ょ
い
と
死

神
に
な

っ
て
き
て
く
れ
ね
？

何
故
！
？

死
神
に
は
な
、
成
仏
で
き
な
い
霊
を
成
仏
さ
せ
る
力
が
あ
る
ん
だ
。

そ
こ
で
…

ナ
ル
ホ
ド
私
が
死
神
と
な
り
父
上
を
成
仏
さ
せ
る
と
。

そ
う
だ
、
さ
す
が
は
ハ
ム
レ
ツ
ト
理
解
が
速
く
て
助
か
る
。

父
上
の
た
め
な
ら
こ
の
ハ
ム
レ
ツ
ト
。
命
を
も
捧
げ
ま
し
よ
う
。

じ
や
あ
目
を
つ
む
っ
て
回
れ
右
ッ
。

は
い
。

そ
の
ま
ま
５
歩
進
む
と
…

す
る
と
…
？

奈
落
に
落
ち
て
死
に
ま
―
す
。

う
わ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
―

王
去
る
。
公
務
員
出
て
く
る
。

公
務
員

俺
は
公
務
員
。
年
収
５
０
０
万
で
マ
ン
シ
ョ
ン
の
４
階
０
４
２
号
室

ｌ
Ｌ
Ｄ
Ｋ
を
ロ
ー
ン
を
組
ん
で
購
入
！
残
り
は
１
０
年
。
妻
と

一
人

の
娘
を
養
う
た
め
に
俺
は
日
々
働
く
。
今
日
も
死
者
を
導
く
ぜ
―

す
み
ま
せ
ん
、
こ
ち
ら
で
戸
籍
謄
本
を
作
り
た
い
の
で
す
が
…

申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
あ
ち
ら
で
整
理
券
を
発
行
し
て
お
り
ま
す

の
で
番
号
を
呼
ば
れ
る
ま
で
あ
ち
ら
で
お
待
ち
く
だ
さ
い
。

は
い
、
す
い
ま
せ
ん
。

俺
は
履
歴
書
買

っ
て
く
る
か
ら
お
前
は
呼
ば
れ
た
ら
手
続
き
し
と

い
て
。

８
６
番
の
ハ
ム
レ
ツ
ト
さ
ん
。

は
い
。
あ
の
、
つ
い

一
時
間
前
に
死
ん
だ
ん
で
す
け
ど
戸
籍
を
作
り

た
く
て
。

で
し
た
ら
こ
ち
ら
の
紙
に
お
願
い
し
ま
す
。

は
い
。

ハ
ム
レ
ツ
ト
、
提
出
。

.r\{.r\T/\I,/\ {.r\ Tハ   王
ハ

ム
レ
ツ`
ト
|ま

下
手
0こ

去
る

公公4ミ  ハ
ム

ハハハ  :王

王
去
る

王
帰
つ

て
く
る

こ
ち
ら
で
お
願
い
し
ま
す

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

は
い
履
歴
書
。
書
い
と
い
て
。

わ
か
り
ま
し
た
。
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ハ
ム
レ
ツ
ト
、
黙
々
と
描
く
。

は
い
、
で
き
ま
し
た
。

よ
し
、
じ
ゃ
あ
提
出
し
て
こ
よ
う
。
行
く
ぞ
、
事
務
所
に
。

は
い
。

ハ
ム
レ
ツ
ト
さ
ん
、
入

っ
て
ど
う
ぞ
。

失
礼
し
ま
す
。

座

っ
て
く
だ
さ
い
。

は
い
。

で
は
、
志
望
動
機
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

は
い
。
死
ん
だ
父
が
成
仏
で
き
な
い
と
の
こ
と
な
の
で
未
練
を
持
つ

魂
を
成
仏
さ
せ
る
力
を
持
つ
死
神
に
な
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。

父
親
を
成
仏
さ
せ
る
為
ね
…
。
特
技
は
剣
術
と
あ
る
が
自
信
は
あ
る

の
か
？

は
い
。
あ
り
ま
す
。

で
は
君
の
剣
の
腕
を
見
さ
せ
て
も
ら
お
う
。
来
い
、
レ
ア
テ
ィ
ー

ズ
！

レ
ア
　
　
　
イ

エ
ェ
ェ
ェ
ェ
ェ
イ
ー
ジ

ャ
ァ
ス
テ
ィ
ス
ー

古
い
―

知
ら
ん
！

彼
の
腕
を
知
り
た
い
。
手
加
減
し
ろ
。

合
点
承
知
、
御
意
了
解
―

そ
れ
で
は
始
め
―

構
え
る
２
人
。
手
合
せ
。
解
説
す
る
面
接
官
。

レ
ア
と
ハ
ム
の
殺
陣
。

レ
ア
テ
ィ
ー
ズ
の
攻
撃
。

う
お
―
っ
！

ハ王ハ
ム

面 ハ   面   ハ 面 ハ 面 ハ 面

ハ

皆
去
る

面
接
官
入
つ

て
く
る

レ
ア
プ
イ

|

ズ
入
つ
て
く
る

面 レ 面 レ ハ
ア   ア

面レ

ア
面 レ 面

ア ハ
ム
レ
ッ
ト
、
よ
け
る
。

こ

い

つ
…

弱

い

！

レ
ア
テ
ィ
ー
ズ
の
攻
撃
。

う
お
―
っ
。

ハ
ム
レ
ツ
ト
は
か
わ
す
。
ハ
ム
レ
ツ
ト
の
攻
撃
。
（
ズ
バ
ッ
ー
）
ハ

ム
レ
ツ
ト
の
攻
撃
。
（ズ
ブ
シ
ュ
ー
）
ハ
ム
レ
ツ
ト
攻
撃
。
（ず
ぶ
し
ゅ
）

ハ
ム
レ
ツ
ト
の
会
心
の

一
撃
。
（ズ
バ
ブ
シ
ュ
ッ
）
レ
ア
テ
ィ
ー
ズ

は
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
た
。

殺
陣
再
開
。

-10-



レ
ア
　
　
　
う
お
―

つ
―
・

こ
う
な

っ
た
ら
―

と
言
い
な
が
ら
、
頭
で
剣
を
受
け
る
。

レ

ア

見
た
か
、
こ
れ
が
我
が
奥
義
。
真
剣
白
刃
取
り

（
に
な
っ
て
い
な
い
。

パ
チ
ン
の
あ
と
崩
れ
る
）

そ
こ
ま
で
―

た
い
し
た
こ
と
な
い
な
。

（
握
手
を
求
め
て
）
い
い
勝
負
だ

っ
た
。
お
ま
え
は
ま
だ
ま
だ
上
を

め
ざ
せ
。
来
い
、
高
み
へ
。

ま
だ
。
後
で
連
絡
す
る
っ
て
言

っ
て
た
。

堕
魔
死
神
会
社
か
ら
連
絡
だ
。

ど
う
だ

っ
た
？

お
っ
し
、
合
格
だ
―

や
っ
た
ぜ
。
じ
ゃ
あ
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
を
殺
し
に
行
く
か
。

は
い

ハ
ム
レ
ツ
ト
、
王
去
る
。

ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
入
っ
て
く
る
。
マ
ン
ト
を
翻
し
、
ひ
と
リ
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
。

♪
王
を
殺
し
て
～
手
に
し
た
～
や

っ
と
つ
か
ん
だ
ぞ
―
王
座
を
～

俺
の
名
前
は
、
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ー
ス

ク
ロ
ク
ロ
ク
ロ
ク
ロ
、
ク

ロ
ー
デ
ィ
ア
ー
ス
ー

わ
た
し
だ
―
　
ハ
ー
ッ
ハ
ッ
ハ
ッ
。

レ
ア

ハ 面ハ  F函

試
験
は
以
上
で
す
。
結
果
は
後
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

失
礼
し
ま
し
た
。

面
接
官
と
ハ
ム
レ
ツ
ト
、
舞
台
上
の
椅
子
な
ど
を
持
っ
て
退
場
。
王
入
っ
て
く

る
。

王
　
　
　
　
ま
だ
か
な
ぁ
、
遅
い
な
ぁ
。

ハ
ム
レ
ツ
ト
入

っ
て
く
る
。

王

ど
う
だ

っ
た
？

王
と

ハ
ム
レ
ツ
ト
入

っ
て
く
る
。

美
し
い
バ
レ
エ
ジ
ヤ
ン
プ
だ
。

何
い
っ
て
ん
の
こ
い
つ
？

あ
あ
、
最
高
だ

っ
た
。
耳
か
ら
毒
を
入
れ
た
と
き
、
苦
し
ん
で
の
た

う
ち
ま
わ
る
姿
は
快
感
だ

っ
た
な
。

ハ
ー
。

レ
ア

強
が
り
な
が
ら
退
場

ハ./\:E/\:E.r\ヵ
ノ
ロ

黒 ハ 王
ム メ

|

タレ
く
る

-11-



工ハ
ム

里
〔

王
と
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
殺
陣
。

工

行
く
ぞ
、
ア
ー
ン
バ
ン
チ
ー
ー
・

キ
ィ
ー
ッ
ク
ー

ハ
ヒ
フ
ヘ
ホ
ー
！

里
（ク

ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
去
る
。

王
　
　
　
　
こ
れ
で
私
も
、
気
持
ち
よ
く
転
生
で
き
る
。
あ
り
が
と
う
！

王
去
る
ｃ

怖

っ
！
怖
い
ん
だ
け
ど
、
俺
の
弟

っ
て
こ
ん
な
に
や
ば
か

っ
た
の
？

ク

ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
ー
！
貴
様
は
王
に
し
て
実

の
兄
で
あ

っ
た
父
上

を
…
…
こ
こ
で
殺
し
て
や
る
！

ハ
ム
レ
ツ
ト
、
兄
さ
ん
―
？
二
人
と
も
死
ん
だ
は
ず
で
は
？

い
い
ん
だ
よ
そ
ん
な
こ
と
は
。
と
り
あ
え
ず
、
お
前
を
殺
し
て
ハ
ッ

ピ
ー
エ
ン
ド
だ
！

私
を
あ
ま
り
な
め
る
な
よ
。
こ
れ
で
も
、
私
の
戦
闘
力
は
５
３
万
で

す
。
安
心
し
て
く
だ
さ
い
、
本
気
は
出
し
ま
せ
ん
よ
。

お
前
の
設
定
は
フ
○
―
ザ
様
か
―
な
ら
ば
私
も
、
グ
イ
ン
グ
イ
ン
グ

イ
ン
、
は
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
―
！

す
、
す
ご
い
！
５
０
万
、
５
１
、
５
２
、
５
３
、
５
４
…
…
ま
だ
上
が
る

の
か
―
？

ハ
ム
　
　
　
俺
は
何
の
た
め
に
死
ん
だ
ん
だ
！
？
未
練
だ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
！

ハ
ム
レ

ツ
ト
去
る
。

●
Ｓ
Ｃ
Ｅ
Ｎ
Ｅ
　
３
　
紅
組
　
土
屋
班

上
手
か
ら
実
況
、
下
手
か
ら
ク
ロ
と
ハ
ム
出
て
く
る
。

実
況

さ
あ
日
本
シ
リ
ー
ズ
も
い
よ
い
よ
大
詰
め
―
　
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
、

い
き
な
り
９
回
裏
２
死
満
塁
と
い
う
状
況
か
ら
の
再
開
と
な
り
ま

す
―
　
バ
ッ
タ
ー
は
今
シ
ー
ズ
ン
２
０
０
ホ
ー
ム
ラ
ン
を
放

っ
た

怪
物
黒

・
デ
ィ
ア
ス
ー
対
す
る
は
今
シ
ー
ズ
ン
０
勝
４
５
敗
、
防

御
率
９
９
。
９
！
な
ぜ
こ
こ
で
投
げ
て
い
る
の
か
よ
く
分
か
ら
な
い

男
、
破
無

・
レ
ツ
ト
！
さ
あ
運
命
の
第
１
球
、
投
げ
ま
し
た
！

す
る
と
ボ
ー
ル
が
黒
に
当
た
る
。

実
況

お
―

っ
と
、
デ
ッ
ド
ボ
ー
ル
で
す
―
デ

ッ
ド
ボ
ー
ル
ー
　
怒

っ
て
ま

す
。
胸
倉

つ
か
ん
で
ま
す
。
あ
っ
と
、
乱
闘
が
始
ま

っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
い
け
ま
せ
ん
！

と
、
破
無
、
銃
を
取
り
出
す
。

実
況
　
　
　
な
、
な
ん
と
、
銃
だ
！
銃
を
も
っ
て
い
る
ぞ
！
な
ん
で
持
っ
て
る
ん

黒   王   黒 ハ

ム
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王 社
貝

実
況

実
況

里
（全

員
、
去
る
。

社
員
と
王
、
出
て
く
る
。

社
員

社 王
員

王 社
員

王

だ
こ
の
人
―

と
、
謎
の
男
が
逆
サ
イ
ド
か
ら
登
場
し
、
破
無
を
殺
害
。
破
無
絶
命
。

…
…
誰
だ
―
―
―
―
―

や
っ
た
ぜ
。

以
上
、
日
本
シ
リ
ー
ズ
中
継
を
お
伝
え
し
ま
し
た
。
な
お
、
土
屋
班
、

こ
こ
か
ら
本
編
と
な
り
ま
す
。
全
員
、
暴
走
―

浮
い
て
る
気
が
す
る
の
に
幽
霊
と
思
わ
な
い
？
　
そ
も
そ
も
こ
こ

は
？
　
そ
し
て
お
前
は
？

初
代
社
長
小
谷
津
建
蔵
に
よ
っ
て
創
立
さ
れ
た
、
子
供
た
ち
に
ゲ
ー

ム
に
よ
っ
て
笑
顔
を
届
け
、
ゲ
ー
ム
に
よ
っ
て
現
実
を
突
き
つ
け
る

株
式
会
社

「小
谷
津
カ
ン
パ
ニ
ー
」
の
社
員
兼
取
締
役
社
長
そ
の
名

も
―

待
て
―
・

な
ん
だ
社
員
兼
取
締
役
社
長
っ
て
？

そ
れ
は
社
員
が
俺

一
人
だ
か
ら
だ
！

ち
ょ
、
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
、
こ
れ
っ
て
格
闘
ゲ
ー
ム
か
何
か
？

い
た
っ
て
普
通
の
野
球
ゲ
ー
ム
だ
が
？

ど
こ
が
？
ボ
ー
ル
ぶ
つ
け
ら
れ
て
終
わ
っ
た
よ
？
　
も
う
い
い
、
社

員
、
命
令
だ
―
・

こ
の
ゲ
ー
ム

一
か
ら
作
り
直
し
だ
―

え
え
～
、
で
も
こ
の
ゲ
ー
ム
、
全
世
界
発
売
決
定
し
ち
ゃ
っ
て
る
し

あ
～
や
っ
と
仕
事
終
わ
っ
た
。
や

っ
ぱ

一
日
１
８
時
間
労
働
は
き
つ

い
ぜ
。

い
や
そ
れ
ブ
ラ
ッ
ク
の
域
超
え
て
ん
だ
ろ
…
。

そ
れ
な
！
っ
て
あ
ん
た
誰
だ
！
っ
て
か
ど

っ
か
ら
入

っ
て
き
た
ん

だ
？

そ
こ
の
窓
か
ら
。

そ
こ
の
窓
か
ら
っ
て
…
こ
こ
ビ
ル
の
３
８
階
だ
ぞ
！
？

だ

っ
て
俺
幽
霊
だ
も
ん
。

い
や
、
そ
う
い
う
の
い
い
か
ら
。
確
か
に
足
は
な
い
よ
う
に
見
え
る

し
触

っ
て
も
実
態
な
い
し
ち
ょ
っ
と
浮
い
て
る
よ
う
に
見
え
る
け

ど
幽
霊
な
わ
け
な
い
だ
ろ
う
。

何
故
足
は
な
い
よ
う
に
見
え
て
触

っ
て
も
実
態
な
く
て
ち
ょ
っ
と

少
し
の
間
。…

…
頑
張
れ
。

な
ん
だ
こ
の
空
気
―
？

と
こ
ろ
で
こ
の
ゲ
ー
ム
や

っ
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
ね
？

お
お
、
そ
れ
は
今
度
発
売
す
る
自
信
作
だ
！

ほ
う
、
そ
ん
な
に
す
ご
い
の
か
。
ど
れ
ど
れ
ス
タ
ー
ト
っ
と
。

ハ
ム
男
バ
ッ
ト
を
構
え
、
そ
の
瞬
間
レ
ア
彦
が
次
々
と
ボ
ー
ル
を
ぶ
つ
け
る
。

社

員
社 王
員

王王三 社 王
員

社
員

社
員

王 社
員
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社

員

な
あ
～
。

お
前
全
世
界
の
野
球
フ
ア
ン
な
め
す
ぎ
だ
ろ
！
　
も
う
い
い
、
こ
う

な
っ
た
ら
奥
の
手
だ
。

ど
う
す
ん
の
？

入
る
。
ゲ
ー
ム
の
中
に
。

は
？

眩

い
閃
光
。
変
な
効
果
音
。
王
と
社
員
上
手
側
に
去
る
。
下
手
側
に
ク
ロ
登
場
。

々
／
ロ

俺
の
名
は
ク
ロ
ー
デ
ィ
ァ
ス
ー
・

ハ
ム
レ
ツ
ト
内
で
は
ラ
ス
ボ
ス

的
立
ち
位
置
な
の
に
こ
の
ゲ
ー
ム
で
は
た
だ
の
雑
魚
―
こ
ん
な
ク

ソ
ゲ
ー
、
俺
が
昨
日
冷
蔵
庫
の
余
り
も
の
で
作
っ
た
バ
グ
で
も
仕
掛

け
て
、
こ
の
ゲ
ー
ム
ぶ
っ
こ
わ
し
て
や
ろ
う
か
―

ま
た
閃
光
。
そ
し
て
へ
ん
な
効
果
音
。
上
手
側
か
ら
王
と
社
員
登
場
。

レ
ア
彦
出
て
く
る
。

レ
ア
彦

あ

っ
、
あ

の
後
ろ
姿
は
憎
き

ハ
ム
レ

ツ
ト
！
我
が
妹

の
敵
！
死
ね

え
―

社
員
を
刺
す
レ
ア
彦
。
皆
そ
の
間
ス
ロ
ー
モ
ー
シ
ョ
ン
。
「悲
し
み
の
向
こ
う

へ
」
合
唱
。社

員
さ
ん
が
ロ
グ
ア
ウ
ト
し
ま
し
た
。

ウ
ソ
だ
！
ぐ
は
！

社
員
死
亡
。
ハ
ム
男
出
て
く
る
。

社
貝

王王王社

員
王々

ノ
ロ

社
貝

王

さ
あ
着
い
た
ぞ
。
っ
て
な
ん
だ
こ
れ
。
な
ん
で
野
球
ゲ
ー
ム
な
の
に

こ
ん
な
中
世
の
コ
ー
ロ
ツ
パ
み
た
い
な
世
界
観
な
ん
だ
？

や
っ
て
て
気
付
か
な
か
っ
た
か
？
実
は
こ
の
ゲ
ー
ム
、
あ
の
名
作
戯

曲

「
ハ
ム
レ
ツ
ト
」
と
コ
ラ
ボ
し
て
い
る
ん
だ
！

な
に
言
っ
て
る
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
…
…
。

な
、
な
ん
だ
今
の
光
は
！
？
ん
、
あ
い
つ
ら
は
誰
だ
？

ク

ロ
客
席
に
振
り
向
く
と
、
そ
の
ま
ま
上
手
側

へ
。

死
ん
だ
ぁ
ぁ
ぁ
―

う
～
ん
今
日
の
入
浴
剤
は
バ
ブ
に
す
る
か
、
バ
ス
ロ
マ
ン
に
す
る

力

．

．

そ
し
て
本
物
で
て
き
た
～
―

や

っ
た
―

っ
て
ハ
ム
レ
ツ
ト
じ
や
な
い
！
こ
の
人
だ
れ
で
す
か
？

あ
な
た
た
ち
も
！

こ
い
つ
こ
の
ゲ
ー
ム
の
製
作
者
。
そ
し
て
俺
は
幽
霊
。

な
る
ほ
ど
。

い
や
突

っ
込
む
と
こ
ろ
い
ろ
い
ろ
あ
る
で
し
ょ
。
大
体
あ
な
た
は
？

俺
こ
の
製
作
者
の
上
司
。

な
わ
け
あ
る
か
っ
て
お
前
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
ー
な
ぜ
こ
こ
に
！

社
以
外

ハ
ム
男

社
以
外

レ
ア
彦

王レ
ア
彦

ハ
ム
男

力
／
ロ

王
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ヵ
ノ
ロ

ハ
ム
男

王レ
ア
彦

力
／
ロ

ハ
ム
男

レ
ア
彦

″
／
ロ

王ヵ
ノ
ロ

王主
人
公

″
ノ
ロ

王レ
ア
彦

主
人
公

う
わ
！
お
前
俺
が
殺
し
た
王
！

何
で
す
か
？
こ
れ
？
ま
る
で
ゲ
ー
ム
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

ゲ
ー
ム
で
し
ょ
。

こ
の
状
況
ど
う
す
れ
ば
…
…

こ
い
つ
の
持
っ
て
い
る

「小
谷
津
カ
ン
パ
ニ
ー
最
新
版
ゲ
ー
ム

『超

次
元
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
ハ
ワ
フ
ロ
２
０
１
７
～
２
０
１
７
年
う

て
あ

と

一
週
間
な
い
け
ど
べ
つ
に
い
い
よ
ね
～
』
計
画
書
を
み
れ
ば
ど
う

だ
？
こ
の
ゲ
ー
ム
に
つ
い
て
少
し
分
か
る
ん
じ
ゃ
？

そ
れ
で
す
―

何
々
…
…
え
っ
？

ど
う
し
た
…
…
っ
て
お
前
全
部
死
ぬ
ル
ー
ト
じ
ゃ
な
い
か
―

し
か
も
ほ
と
ん
ど
完
封
ま
け
じ
ゃ
な
い
か
！

工
と
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
、
ハ
ム
男
の
肩
を
持
つ
。

何
？

社
員
さ
ん
が
ロ
グ
イ
ン
し
ま
し
た
。

復
活
し
た
ぁ
！

あ

っ
！
課
長
も
い
る
。

よ
お
。

お
前
ホ
ン
ト
に
上
司
な
の
か
よ
！

社
員
さ
ん
大
丈
夫
で
す
か
？

コ
ン
テ
ィ
ニ
ュ
ー
し
た
か
ら
大
丈
夫
。

ゲ
ー
ム
で
よ
か
っ
た
。

と
い
う
こ
と
で
、

そ
う
で
す
ね
え
。

う
お
お
お
お
お
！

王
死
亡
。
と
思
っ
た
ら
、

王

あ
―
…
…
あ
れ
？

社
員

王社
以
外

社
員

力
／
ロ

王主
人
公

社
員

レ
ア
彦

王ヵ
ノ
ロ

王

・
ク

レ
ア
彦

社
員

ハ
ム
男

王

可
哀
そ
う
に
。

し
か
も
１
４
０
通
り
あ
る
。

僕
全
部
負
け
る
ん
で
す
か
？

安
心
し
ろ
。
死
に
方
は
星
の
数
ほ
ど
あ
る
。
特
に
こ
れ

「恋
人
に
殺

さ
れ
る
」

っ
て
書
こ
う
と
し
て
る
の
に
全
部

「変
人
に
殺
さ
れ
る
」

に
な

っ
て
る
ぞ
。

漢
字
似
て
る
か
ら
仕
方
な
い
。

と
に
か
く
社
員
さ
ん
ど
う
に
か
し
な
い
と
。

社
員
さ
ん
！
し
っ
か
り
し
て
く
だ
さ
い
。

急
に
ボ
タ
ン
を
乱
打
し
始
め
る
王
と
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
。

ど
う
し
て
ゲ
ー
ム
の
中
で
ゲ
ー
ム
し
て
る
ん
で
す
か
？

こ
の
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
っ
て
い
う
人
は
、
こ
の
ゲ
ー
ム
の
設
定
上
王

を
恨
ん
で
い
る
こ
と
に
な

っ
て
る
ん
で
す
。

な
る
ほ
ど
―
っ
て
止
め
て
く
だ
さ
い
よ
―

ぐ
は
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々
／
ロ

社
員

ハ
ム
男

社
員

レ
ア
彦

社
員

レ
ア
彦

々
／
ロ

レ
ア
彦

々
ノ
ロ

王ハ
ム
男

王ハ
ム
男

社
員

レ
ア
彦

レ
ア
彦
社
員
に
耳
打
ち
。

な
ん
で
そ
ん
な
こ
と
？

決
着
を
着
け
れ
ば
あ
の
幽
霊
成
仏
し
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
だ

ろ
。

僕
た
ち
の
決
着
も
着
く
！

も
う
つ
い
て
る
感
じ
し
た
け
ど
ね
。

確
か
に
。
な
ら
サ
ー
ビ
ス
で
す
。
僕
の
投
げ
た
ボ
ー
ル
を

一
球
で
も

打
つ
こ
と
が
で
き
た
ら
良
い
と
い
う
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

じ
や
あ
俺
こ
っ
ち
側
。

ハ
ム
男
　
　
あ
あ
、
決
戦
の
準
備
だ
‥

ハ
ム
男
、
王
上
手
側
に
去
る
。
レ
ア
彦
の
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
下
手
側
に
去
る
。

社

員

…
…
い
や
待
て
！
お
か
し
い
ぞ
。
こ
の
計
画
書
に
は
何
も
そ
ん
な
こ

と
書
い
て
い
な
い
ぞ
。
ま
さ
か
バ
グ
の
発
生
か
―
今
俺
た
ち
は
ゲ
ー

ム
の

一
部
―
も
し
バ
グ
が
発
生
し
た
ら
！
俺
た
ち
は
―
ま
あ
、
そ
ん

な
わ
け
ね
え
か
。

ク

ロ
ー
デ
イ
ア
ス
、
レ
ア
彦
の
肩
を
持
つ
。

じ
ゃ
あ
俺
は
。

え
ぇ
！

ど
う
し
よ

っ
か
な
あ
。

な
ん
で
！

弱
い
か
ら
。

と
い
う
こ
と
だ
。
試
合
は
明
日
。
問
題
な
い
な
。

そ
う
い
え
ば
お
前
幽
霊
だ

っ
た
な
。

そ
う
だ
！
こ
こ
は
野
球
で
決
着
を
着
け
た
ら
―

な
ん
で
そ
う
な
る
…
…

だ
っ
て
そ
も
そ
も
こ
れ
野
球
ゲ
ー
ム
だ
し
。

社
員
去
る
。

曲
か
か
る
と
同
時
に
明
る
く
な
る
。
上
手
側
か
ら
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
、
レ
ア
彦
。

下
手
側
か
ら
王
と
ハ
ム
男
。

レ
ア
彦

社
員

力
／
ロ

レ
ア
彦

王ハ
ム
男

レ
ア
彦

ハ
ム
男

社
員

さ
あ
、
始
め
よ
う
―

今
去

っ
た
意
味
あ
っ
た
か
？

お
守
り
だ
。
私
の
愛
の
キ
ッ
ス
を
受
け
取
る
が
い
い
―

い
ら
ね
え
よ
―

頑
張
れ
よ
！

わ
か
っ
て
ま
す
！

い
く
ぞ
―

え
え
―

さ
あ
、
始
ま
り
ま
し
た
―
こ
の
ゲ
ー
ム
因
縁
の
対
決
―
さ
ら
に
、
王

座
を
め
ぐ
る
兄
弟
げ
ん
か
も
乱
入
し
、
混
戦
が
予
想
さ
れ
ま
す
！
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サ
イ
レ
ン
み
た

い
の
を

口
で
鳴
ら
す
。

１
球
勝
負
の
特
別
ル
ー
ル
で
す
！
そ
れ
で
は
！

プ
レ
イ
ボ
ー
ル
ー

行
く
ぞ
！

社
員

王

・
ク

レ
ア
彦

王レ
ア

ハ
ム
男

王々
／
ロ

社
員 レ

ア
彦
ボ
ー
ル
を
投
げ
る
。
そ
こ
に
ボ
ー
ル
を
打
っ
た
音
。

全
員
、
社
員
の
方
を
向
く
。

ど
う
し
た
？

不
服
か
？

計
画
書
を
思
い
出
す
ん
だ
！

す
べ
て
の
ル
ー
ト
に
お
い
て
勝
つ
の
は
こ
い
つ
だ
！

確
か
に
。
大
体
こ
の
ル
ー
ト
自
体
あ
り
得
な
い
。

こ
れ
は
…
…
バ
グ
で
す
！

誰
が
そ
ん
な
こ
と
！

ヵ
ノ
ロ

王社
員

ヵ
ノ
ロ

ハ
ム
男

社
員

レ
ア
彦

打

っ
た
…
…

負
け
た
。

や
っ
た
、
運
命
に
勝

っ
た
―
！

エ
ク
セ
レ
ン
ト
。
い
い
勝
負
だ

っ
た
。

よ
し
、
こ
い
つ
を
み
ん
な
で
胴
上
げ
だ
！

待
て
―

全
員
の
視
線
が
ク

ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
に
。
レ
ア
彦
剣
を
向
け
る
。

誤
解
だ
―
こ
の
ゲ
ー
ム
作

っ
た
こ
の
社
員
が
悪
い
―

な
ん
で
ぇ
？
こ
の
世
界
に
引
き
ず
り
込
ん
だ
こ
の
王
が
悪
い
！

違
う
違
う
―
な
ん
と
な
く
こ
い
つ
の
せ
い
だ
！

お
か
し
い
で
し
ょ
！

わ
か
り
ま
し
た
。
皆
殺
し
で
す
ね
。

い
や
何
で
そ
う
な
る
ん
だ
よ
！

だ
と
し
て
も
男
４
人
で
す
！
勝
て
る
は
ず
で
す
よ
！

無
理
だ
！
相
手
は
初
期
設
定
で
剣
術
の
道
場
を
継
い
で
い
る
こ
と

に
な

っ
て
い
る
！

お
前
い
ろ
い
ろ
変
な
設
定
作
り
す
ぎ
だ
ろ
！

か
っ
け
え
だ
ろ
。

か
っ
け
え
わ
け
ね
え
よ
―

そ
れ
い
い
な
。

お
前
も
か
―

ま
て
―
焦
る
な
！
こ
れ
は
ゲ
ー
ム
だ
か
ら

コ
ン
テ
ィ
ニ
ュ
ー
で
き

る
だ
ろ
う
―

い
や
…
…
バ
グ
の
発
生
に
よ
っ
て
そ
れ
も
で
き
な
い
！

時
間
切
れ
で
す
。

え
え
え
え
え
！

♪
悲
し
み
の
向

こ
う
か
ら
…
…

ヵ
ノ
ロ

社
員

王ハ
ム
男

レ
ア
彦

力
／
ロ

主
人
公

社
員

力
／
ロ

社
員

ク

・
主

王ク

・
主

王ヵ
ノ
ロ

レ
ア
彦

レ
以
外

一
同一

刀
の
も
と
切
ら
れ
、
レ
ア
彦
以
外
全
員
倒
れ
る
。
そ
こ
に
ゲ
ー
ム
オ
ー
バ
ー
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の
効
果
音
。

レ
ア
彦

と
、
銃
声
。

レ
ア
彦
　
　
　
な
…
に

レ
ア
彦
、
倒
れ
る
。
ハ
ム
男
、
立
ち
上
が
る
。

ハ
ム
男

残
念
だ
っ
た
な
。
俺
に
は
主
人
公
補
正
が
か
か
っ
て
ん
だ
よ
。
よ

し
、
今
日
は
バ
ス
ロ
マ
ン
に
し
よ
―
っ
と
。

ま
た
、
銃
声
。

ハ
ム
男
　
　
ウ
ソ
だ
ろ

ハ
ム
男
、
倒
れ
る
。
王
、
立
ち
上
が
る
。

王

う
い
―
っ
。
（
歓
喜
）
言
っ
た
だ
ろ
。
俺
は
幽
霊
だ
と
。
斬
撃
な
ど

効
か
ぬ
。
さ
て
、
外
の
世
界
に
戻
る
と
す
る
か
。

み
た
び
、
銃
声
ｃ

や
れ
や
れ
。
や
っ
と
茶
番
が
終
わ
つ
た
か
。
さ
て
、
こ
れ
か
ら
何
を

し
よ
う
か
な
…
…
。

王

ま
た
か
よ

王
、
倒
れ
る
。
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
、
立
ち
上
が
る
。

力
′
ロ

ふ
ん
、
こ
の
ま
ま
ま
た
や
ら
れ
役
で
終
わ
っ
て
た
ま
る
か
。
て
な
わ

け
で
、
今
日
か
ら
こ
の
ゲ
ー
ム
の
主
役
は
、
こ
の
俺
様
…
…

や
っ
ば
り
、
銃
声
。

ク
ロ
　
　
　
こ
の
パ
タ
ー
ン
い
つ
ま
で
続
く
ん
だ
よ
…
。

ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
倒
れ
る
。
社
員
、
立
ち
上
が
る
．

社
員

ふ
―
、
こ
ん
な
時
の
た
め
に
予
備
の
回
復
ア
イ
テ
ム
持

っ
と
い
て
よ

か
っ
た
ぜ
。
さ
て
、
元
の
時
代
に
戻
る
と
す
る
か
。
…
あ
れ
？
俺
、

な
に
し
に
こ
こ
き
た
ん
だ

っ
け
？

す
る
と
、
倒
れ
て
い
る
４
人
、　
一
斉
に
立
ち
上
が
り
、
ク
ロ
に
銃
を
向
け
る
。

社
員

ハ
ム

全
員銃

声
。
と
同
時
に
、
全
体
赤
く
な
る
。

え

！

？

名
作
戯
曲
で
遊
び
す
ぎ
だ
、

馬
鹿
野
郎
！
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●
Ｓ
Ｃ
Ｅ
Ｎ
Ｅ

4

紫
組
　
塩
澤
班

（
チ
ー
ム

・
ア
ベ
ン
ジ
ヤ
ー
ズ
）

塩
澤
　
　
　
次
は
塩
澤
班
―

と
こ
ろ
が
前
の
班
の

一
部

（
大
橋
と
土
屋
）
が
残
っ
て
い
て
構
え
て
い
る
。

な
ん
と
、
殺
さ
れ
た
ハ
ム
レ
ツ
ト
の
父
親
が
亡
霊
に
な

っ
て
現
れ
た

の
だ
！

あ
ん
た
誰
だ
よ
！
？

お
前
の
父
親
だ
よ
！

あ
っ
、
父
さ
ん
。

あ

っ
、
父
さ
ん
。
じ
ゃ
な
い
よ
、
父
親
の
顔
を
忘
れ
る
な
―

ハ
ム
レ
ツ
ト
の
父
親
は
、　
一
体
何
の
た
め
に
亡
霊
と
な
っ
た
の
か
？

そ
の
真
実
は
い
か
に
！

俺
は
、
尊
敬
す
る
父
上
の
死
の
真
相
を
暴
き
だ
す
！

さ
っ
き
顔
忘
れ
て
た
よ
ね
？

は
っ
は
っ
は
っ
、
セ
ン
キ

ュ
ー
…
…
カ
ム
バ
ッ
ク
エ
ニ
ー
タ
イ
ム
ー

さ
ア
、
全
員
の
思
い
が
交
錯
し
た
時
、
こ
こ
に
新
た
な

ハ
ム
レ
ツ
ト

が
誕
生
す
る
！

先
輩
、
僕
の
役
は
何
で
す
か
？

案
ず
る
な
、
と
っ
て
お
き
の
役
が
残

っ
て
い
る
。

そ
れ
は

一
体
！
？

そ
れ
は
！

そ
れ
は
！

曲
が
カ

ッ
ト
ア
ウ
ト
。

塩
澤

　
　
　
フ
フ
フ
フ
フ
ー

全
員
、
不
敵
に
笑
い
な
が
ら
は
け
て
い
く
。

錬大
橋

塩
澤

土
屋

塩
澤

坂
本

高
橋

坂
本

塩
澤

坂
本

塩
澤

蓮

上
手
に
去
れ
！

わ
―
―

（
走
り
去
る
）

な
ん
で
い
る
の
。

す
い
ま
せ
ん
で
し
た
―
。
（逃
げ
去
る
）

音
楽
。
「ル
ー
ジ

ュ
の
伝
言
」

い
つ
も
の
Ｏ
Ｐ
と
共
に
芝
居
の
あ
ら
す
じ
を
語
る
役
者
た
ち
。

坂
本
ハ
ム
レ
ツ
ト
、
前
回
ま
で
の
あ
ら
す
じ
―

こ
の
国
の
国
王
で
あ
る
、
俺
の
父
上
が
殺
さ
れ
た
ん
だ
！

は
っ
は
っ
は
っ
、
ウ
ェ
ル
カ
ム
！

そ
し
て
次
の
国
王
に
な
っ
た
の
は
、
殺
さ
れ
た
父
上
の
弟
。
俺
の
叔

父
の
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
だ
っ
た
！

そ
こ
で
、
坂
本
ハ
ム
レ
ツ
ト
は
考
え
た
―

も
し
か
す
る
と
父
上
を
殺
し
た
の
は
叔
父
か
も
し
れ
な
い
…
…
！

と
―
　
だ
が
、
確
証
は
ど
こ
に
も
無
か
っ
た
。
そ
こ
に
現
れ
た
の

が
！

は
っ
は
っ
は
っ
、
私
だ
―

塩
澤

坂
本

坂
本

塩
澤

坂
本

蓮高
橋

塩
澤

錬塩
澤

錬塩
澤

一
同

蓮 蓮
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錬
　
　
　
　
ち
ょ
っ
と
先
輩
、
待
っ
て
く
だ
さ
い
よ
！

錬
も
去
る
。

入

っ
て
く
る
坂
本

ハ
ム
レ
ツ
ト
と
そ
の
父
親
。

ハ
ム

父
親

ハ
ム

父
親

ハ
ム

父
親

ハ
ム

父
親

ハ
ム

父
親

ハ
ム

父
親

そ
れ
で
…
…
あ
な
た
は
本
当
に
、
私
の
父
上
な
ん
で
す
か
？

だ
か
ら
さ

っ
き
か
ら
そ
う
言
っ
て
い
る
だ
ろ
、
い
い
加
減
信
じ
ろ
―

じ
ゃ
あ
俺
の
好
き
な
食
べ
物
は
？

日
本

ハ
ム
の
ベ
ー
コ
ン
！

歳
は
？

１

６

！

趣
味
は
―

ア
ニ
メ
鑑
賞
！
ち
な
み
に
好
き
な
ア
ニ
メ
は
ハ
ム
パ
ン
マ
ン
ー
そ

の
趣
味
の
せ
い
で
彼
女
と
は
長
続
き
せ
ず
、
付
き
合
っ
て
は
別
れ
を

繰
り
返
し
て
い
る
！
そ
の
総
数
、
実
に
１
６
！
に
も
関
わ
ら
ず
全
然

め
げ
な
い
！
七
転
び
八
起
き
と
は
言
う
も
の
の
、
十
六
転
び
十
七
起

き
と
は
ま
さ
に
お
前
の
こ
と
―

や
め
ろ
や
め
ろ
、
何
で
そ
ん
な
こ
と
ま
で
知

っ
て
い
る
ん
だ
！
分

か
っ
た
か
ら
、
も
う
や
め
て
く
れ
。
頼
む
か
ら
…
…
。
そ
れ
で
父
上
、

な
ぜ
亡
霊
に
な
っ
て
ま
で
私
の
と
こ
ろ
に
？

実
は
お
前
に
頼
み
た
い
こ
と
が
あ
る
ん
だ
、
ハ
ム
レ
ツ
ト
。

な
ん
で
し
ょ
う
か
？

う
す
う
す
勘
づ
い
て
は
い
た
と
思
う
が
、
私
は
弟
の
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア

ス
に
殺
さ
れ
た
の
だ
。

そ
こ
に
入
っ
て
く
る
謎
の
２
人
の
親
子

（？
）
。
父

・
塩
澤
、
息
子

・
松
本
錬
。

ね
え
パ
パ
ー
ク
モ
っ
て
空
の
上
を
八
本
足
で
歩
き
ま
わ
る
虫
の
こ

と
だ
よ
ね
。

せ
が
れ
よ
、
お
ま
え
は
あ
れ
が
八
本
足
に
見
え
る
の
か
い
。
ち
ゃ
ん

と
フ
ク
シ
ュ
ー
し
て
お
く
ん
だ
よ
。

そ
の
復
習
じ
ゃ
な
あ
ぁ
ぁ
い
！

何
！
？
や
は
り
そ
う
で
し
た
か
、
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
が
。
奴
の
狙
い

は
、
や
は
り
王
座
？

恐
ら
く
な
…
…
そ
こ
で
ハ
ム
レ
ツ
ト
よ
、
お
前
に
は
私
の
仇
を
取
っ

て
ほ
し
い
ん
だ
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
死
ん
で
も
死
に
き
れ
な
い
！

分
か
り
ま
し
た
父
上
、
任
せ
て
く
だ
さ
い
。
私
が
奴
に
、
復
讐
し
て

み
せ
ま
し
よ
う
！

ハ
ム
レ
ツ
ト
は
２
人
を
追
い
出
す
。

復
讐
は
、
復
縁
し
た
い
ハ
ム
レ
ツ
ト
の

「復
」
に
、
復
讐
し
た
い
ハ

ム
レ
ツ
ト
の

「讐
」
だ
！

ハ
ム
レ
ツ
ト
、
そ
れ
は
説
明
に
な
っ
て
い
な
い
ぞ
！

と
に
か
く
…
…
父
上
の
仇
は
私
が
と
り
ま
し
ょ
う
。
あ
の
悪
し
き
ク

ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
、
絶
対
に
倒
し
て
ご
覧
に
い
れ
ま
し
よ
う
。

そ
れ
で
こ
そ
ハ
ム
レ
ツ
ト
だ
。
よ
し
、
行
く
ぞ
―

え
？
父
上
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
か
？

ハ
ム

ハ
ム

息

子
ハ
ム

ハ
ム

父
親

ハ
ム

父
親

ハ
ム

父
親

父
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父
親

ハ
ム

父
親

ハ
ム

父
親

力
／
ロ

従
者

ヵ
ノ
ロ

従
者

力
／
ロ

従
者

力
′
ロ

従
者

力
／
ロ

ハ
ム２

人
去
る
。

入
っ
て
く
る
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
と
従
者
。

当
然
だ
ｃ

な
ぜ
で
す
、
幽
霊
じ
ゃ
何
も
で
き
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

こ
ん
な
私
に
だ

っ
て
で
き
る
こ
と
く
ら
い
あ
る
．

何
で
す
か
？

こ
の
間
、
「俺
幽
霊
に
な

っ
た
け
ど
、
何
か
質
問
あ
る
？
」

っ
て
ネ
ッ

ト
に
書
き
込
ん
だ
ら
、
い
ろ
ん
な
人
が
た
く
さ
ん
の
反
応
を
し
て
く

れ
た
ん
だ
。

父
上
、
そ
れ
は
炎
上
し
て
ま
す
。

従
者
　
　
　
は
っ
、
失
礼
し
ま
す
。

従
者
去
る
。

ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
は
天
に
祈
る
。

そ
こ
に
入
っ
て
く
る
ハ
ム
レ
ツ
ト
と
そ
の
父
親

（幽
霊
）
。

そ
し
て
も
う

一
人
の
謎
の
男
。

ハ
ム

父
親

ハ
ム

男ハ
ム

男ハ
ム

夕
´
ロ

ハ
ム

タ
ノ
ロ

あ
り
が
と
う
、
護
衛
は
こ
こ
ま
で
で
構
わ
な
い
。

夕
飯
は
ど
う
な
さ

い
ま
す
か
？
コ
シ
ヒ
カ
リ
？
あ
き
た
こ
ま
ち
？

そ
れ
と
も
僕
？

ま
ず

一
つ
に
、
私
は
冗
談
が
嫌
い
だ
。

も
、
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
！

そ
れ
と
、
本
当
に
夕
飯
が
そ
れ
で
い
い
と
思
っ
て
い
る
の
か
？

重
ね
て
非
礼
を
お
詫
び
い
た
し
ま
す
―
す
ぐ
に
ユ
メ
ピ
リ
カ
を
ご

用
意
い
た
し
ま
す
！

違
う
違
う
―
お
米
以
外
の
選
択
肢
は
な
い
の
か
と
聞
い
て
い
る
ん

だ
！

と
い
う
こ
と
は
や
は
り
、
狙
い
は
僕
！
？

だ
か
ら
違
う
！
！
…
…
も
う
い
い
、
下
が

っ
て
く
れ
。

奴
は
今
、
日
課
で
あ
る
お
祈
り
の
最
中
だ
。
殺
す
な
ら
今
が
最
大
の

好
機
。

ハ
ム
レ
ツ
ト
、
手
が
震
え
て
い
る
ぞ
。

仕
方
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
、
人
を
殺
す
の
は
初
め
て
な
ん
で
す
。

誰
だ

っ
て
最
初
は
そ
う
さ
。
だ
が
、　
一
人
殺
せ
ば
震
え
は
止
ま
り
、

二
人
殺
せ
ば
恐
怖
は
消
え
、
二
人
殺
せ
ば
愉
悦
に
変
わ
る
。

そ
ん
な
も
の
で
す
か
？

そ
ん
な
も
の
さ
。

で
は
…
…
行
き
ま
す
―

ハ
ム
レ
ツ
ト
は
ク
ロ
ー
デ
イ
ア
ス
の
背
後
を
取
っ
て
構
え
る
が
。

私
は
、
許
さ
れ
ぬ
罪
を
犯
し
て
し
ま

っ
た
。
私
は
出
来
心
で
、
い
け

な
い
こ
と
を
し
て
し
ま

っ
た
。

締
口
！
？

俺
は
悔
い
て
い
る
。
こ
の
罪
は
、
い
か
に
し
て
も
消
す
こ
と
は
で
き

な
い
だ
ろ
う
。
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父
親

々
′
ロ

父
親

男ハ
ム

力
／
ロ

ハ
ム

父
親

男ハ
ム

男父
親

力
／
ロ

父
親

ハ
ム

父
親

ハ
ム

々
／
ロ

ハ
ム

嘘
つ
け
お
前
―
俺
を
殺
し
た
と
き
め

っ
ち
ゃ
喜
ん
で
た
だ
ろ
！
？

俺
は
今
自
分
の
心
臓
が
張
り
裂
け
そ
う
だ
―

俺
の
心
臓
引
き
裂
い
た
だ
ろ
―

ハ
ム
レ
ツ
ト
構
う
な
、
あ
ん
な
茶
番
に
付
き
合
う
こ
と
は
無
い
。

も
ち
ろ
ん
だ
。
今
、
奴
の
心
臓
を
貫
い
て
み
せ
ま
し
よ
う
―
　
た
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
―

ど
う
か
私
を
殺
さ
な
い
で
く
れ
―

え
、
じ
ゃ
あ
…
…
。

い
い
か
ら
や
れ
よ
、
早
く
！

や
っ
ち
ま
え
よ
―

う
、
う
わ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
―

ハ
ム
レ
ツ
ト
混
乱
し
て
後
ろ
の
二
人
を
斬
り
落
と
す
。

倒
れ
た
男
の
方
に
目
を
や
る
。

い
や
こ
い
つ
誰
だ
よ
！

知
ら
ね
え
よ
―

父
上
の
知
り
合
い
で
す
か
？

さ
あ
、
知
ら
ん
な
。

ま
あ
い
い
！
と
に
か
く
、
死
ん
だ
父
上
の
幽
霊
が
教
え
て
く
れ
た
の

だ
。
自
分
を
殺
し
た
の
は
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
、

お
前
だ
と
な
！

あ
あ
間
違
い
な
い
！
多
分
―

え
、
た
ぶ
ん
？

あ
あ
そ
う
だ
。
多
分
、
絶
対
―

も
う
勘
弁
し
て
く
だ
さ
い
よ
父
上
！

幽
霊
だ
と
？

と
に
か
く
、
罪
は
償
う

て
も
ら
う
ぞ
―

ハ
ム

カ
′
ロ

ハ
ム

父
親

ハ
ム

父
親

ハ
ム

父
親

ハ
ム

カ
／
ロ

ハ
ム

タ
ノ
ロ

ハ
ム

ヵ
ノ
ロ

ハ
ム

カ
′
ロ

う
わ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
！

う
わ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
！

何
事
だ
―
？

お
前
危
な
い
な
！

す
み
ま
せ
ん
父
上
―
つ
い
―

何
が
つ
い
だ
、
幽
霊
じ
ゃ
な
け
れ
ば
死
ん
で
た
ぞ
！

て
い
う
か
も
う
死
ん
で
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
！

貴
様

ハ
ム
レ
ツ
ト
、　
一
体
誰
と
会
話
し
て
い
る
ん
だ
？

く
っ
、
ば
れ
て
し
ま
っ
て
は
仕
方
が
な
い
。
今
こ
こ
に
い
る
の
は
父

上
の
幽
霊
と
、
そ
し
て
…
…
。

ハ
ム
レ
ツ
ト
は
剣
を
構
え
る
。

待
っ
て
く
れ
、
誤
解
な
ん
だ
！

何
を
今
さ
ら
。

私
は
、
兄
を
殺
し
て
な
ど
い
な
い
。
本
当
の
敵
は
別
に
い
る
！

ど
う
い
う
こ
と
だ
？

お
前
の
父
親
を
殺
し
た
の
は
…
…
！
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従
者
が
小
刀
を
抜
き
、
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
を
刺
す
。

何

っ
、
ど
う
い
う
こ
と
だ
！
？

も
う
、
お
時
間
で
す
。

ふ
っ
ふ
っ
ぶ
っ
ふ
っ
、
は
っ
は
っ
は

っ
は
っ
は
っ
は
っ
！

貴
様
は
、
さ
っ
き
死
ん
だ
は
ず
！

こ
れ
く
ら
い
で
死
ぬ
ワ
ケ
が
な
い
だ
ろ
。

待
て
、
こ
の
身
な
り
に
は
見
覚
え
が
あ
る
。
こ
ん
な
黒
い
格
好
を
し

て
い
る
の
を
、
俺
は

一
人
し
か
知
ら
な
い
。

ま
さ
か
、
お
前
は
―

こ
の
台
本
の
作
者
―
―

け
だ
。

お
前
た
ち
、
こ
の
芝
居
の
最
初
に
言

っ
て
た
よ
な
。
今
回
こ
そ
、
真

面
目
に
や
ろ
う
っ
て
。
そ
れ
は
嘘
だ

っ
た
の
か
？

真
面
目
に
も
い
ろ
い
ろ
な
形
が
あ
る
。
む
し
ろ
、
こ
れ
こ
そ
が
真
の

ハ
ム
レ
ツ
ト
と
言

っ
て
も
過
言
で
は
な
い
！

過
言
だ
よ
！

よ
く
分
か

っ
た
よ
。
や
は
り
俺
は
、
殺
さ
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な

何
だ
と
？

ど
う
い
う
こ
と
か
、
聞
か
せ
て
も
ら
え
る
か
な
？

３
年
間
、
俺
た
ち
は
試
演
会
を
や
り
続
け
た
。
そ
の
連
鎖
を
断
ち
切

る
！
う
お
お
お
お
お
お
―

力
′
ロ

従
者

死
ん
だ
男

ハ
ム

死
ん
で
た
男

父
親

ヵ
ノ
ロ

３
人

作
者

ヵ
ノ
ロ

父
親

ハ
ム

作
者

従 作
者 者 起

き
あ
が
る
作
者
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ハ
ム

父
親

ハ
ム

従
者

作
者

ハ
ム

ハ
ム

作
者

ハ
ム

作
者

作
者

そ
う
だ
よ
。

無
事
ク

ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
は
や
れ
ま
し
た
、
死
ぬ
の
は
時
間
の
問
題
で

，し

よ

う

。

よ
し
、
全
て
は
計
画
通
り
。

お
い
作
者
、
貴
様
の
目
的
は

一
体
？

そ
ん
な
の
分
か
り
き
っ
て
い
る
だ
ろ
。
原
作
の
ハ
ム
レ
ツ
ト
と
同
じ

よ
う
に
、
登
場
人
物
全
員
を
殺
す
こ
と
。
こ
の
物
語
を
悲
劇
と
し
て

終
わ
ら
せ
る
こ
と
だ
！

そ
の
た
め
に
、
作
者
自
ら
手
を
下
し
た
の
か
？

そ
う
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
最
後
は
…
…
ハ
ム
レ
ツ
ト
お
前

一
人
だ

３
年
間
待
っ
た
。
今
こ
そ
こ
の
試
演
会
方
式
に
、
終
止
符
を
打

つ
―

本
当
に
そ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
と
思

っ
て
い
る
の
か
？

で
き
る
か
で
き
な
い
か
じ
ゃ
な
い
、
や
る
ん
だ
！

論
外
！

シ
ヤ
キ
ー
ン
…
…

一
閃
。

「
セ
ー
ブ

・
ユ
ア

・
ソ
ウ
ル
」

殺
陣
。

ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
風
に
。

し
か
し
ハ
ム
レ
ツ
ト
は
切
ら
れ
ほ
と
ん
ど
致
命
傷
。



作

者
ハ
ム

作
者

力
′
ロ

ハ
ム

ふ
つ
は
つ
は
つ
は
つ
―
だ
か
ら
言

っ
た
ろ
…

来
永
劫
続
く
年
末
の
風
物
詩
に
な
る
の
さ
―

ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
ー

何
、
貴
様
生
き
て
い
た
の
か
―
？

く
そ
―

お
っ
と
、
お
前
に
は
大
人
し
く
し
て
い
て
貰
お
う
―

従
者
を
食
い
止
め
る
父
親
。

や
れ
え
え
え
え
！
ハ
ム
レ
ツ
ト
お
お
お
お
お
お
―

う
お
お
お
お
お
お
お
―

ク
ロ
1

ア
イ

ア
ス
は
作
者
の

と
を
抑
え
る

父 従
親 者ク

ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
ご
と
作
者
を
斬
る
。

作
者

く
っ
、
は
っ
は
っ
は

っ
は
っ
―
気
づ
か
な
い
の
か
？
俺
の
思
い
通

り
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
も
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
も
死
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と

と
に
―
お
前
た
ち
は
も
う
負
け
た
ん
だ
よ
―

さ
っ
き
、
決
闘
を
始
め
る
前
…
…
俺
は
確
か
に
言
っ
た
、
秘
策
が
あ

る
と

！

ハ
ムハ

ム
レ
ツ
ト
は
謎
の
石
を
取
り
出
す
。

爆
発
音
。

全
て
の
照
明
フ
ル
点
灯
。

作
者
　
　
　
目
が
、
日
が
あ
あ
あ
あ
あ
あ
―

そ
ん
な
明
か
り
の
中
全
員
は
け
る
。

と
、
思
い
出
し
た
よ
う
に
塩
澤
振
り
返
り
、

塩
澤塩

澤
去
る
。

鳴
り
響
く
曲
も
フ
エ
ー
ド
ア
ウ
ト
。

ま
た
皆
さ
ん
と
、
こ
の
舞
台
で
会
え
る
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま

す
。

こ
の
試
演
会
は
、
未

作
者

父
親

作
者

ハ
ム

父
親

作
者

二
人

そ
れ
は
あ
あ
あ
あ
あ
あ
…
…
ヒ
コ
ー
石
―

そ
れ
を
見
た
も
の
は
み
ん
な
盗
ん
だ
バ
イ
ク
で
走
り
出
す
と
い

う
―
？

そ
の
非
行
じ
ゃ
な
―
い
―
　
俺
の
台
本
に
別
の
作
品
の
世
界
観
を

持
ち
込
む
な
―
―

お
前
が
い
な
く
て
も
、
台
本
は
俺
た
ち
が
書
く
！

や
っ
ち
ま
え
え
え
え
え
え
！

や
め
ろ
お
お
お
お
お
お
お
！

ワ
ロ
ス
ー
！
！
！
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Ｅ

Ｐ

Ｉ

Ｌ

Ｏ

Ｇ

Ｕ

Ｅ

み
ん
な
終
わ
っ
て
、
ほ
っ
と

一
息
。

大
西
と
吉
村
。
シ
ヤ
ン
シ
ヤ
ン
の
格
好
を
し
て
出
て
く
る
。

大
西

吉
村

大
西

吉
村カ

ー
テ
ン
コ
ー
ル
。

黒 大 黒 大 吉 大 吉
佐 西 佐 西 村 西 村

坂
本

ネ
オ

波
田
野

土
屋

僕
た
ち
ど
う
し
て
白
黒
か
と
い
う
と
。

白
黒
つ
け
る
っ
て
こ
と
だ
よ
。

白
か
。

黒
か
。

…
…
わ
た
く
し
エ
ン
ゼ
ル
。

あ
な
た
じ
ゃ
な
い
。

わ
、
わ
た
く
し
、
エ
ン
ゼ
ル
黒
佐
と
申
し
ま
し
て
。
え
っ
。
（謎
の

男
に
撃
ち
殺
さ
れ
る
）
グ
ロ
さ
っ
―

僕
た
ち
が
選
ぶ
よ
。

う
ん
。

さ
あ
、
ど
う
し
よ
う
。

ど

う

し

よ

う
。

悩
ん
で
い
る
と
、
赤
い
帽
子
の
男
が
現
れ
る
。

あ
、
あ
な
た
は
！

え

ッ
ー

天
が
呼
ぶ
、
地
が
呼
ぶ
、
（以
下
、
必
須
）
Ｈ
が
し
た
い
と
俺
を
呼
ぶ
。

私
が
広
島
東
洋
カ
ー
プ
の
菊
池
。

ど
れ
に
し
よ
う
か
な
、
神
様
の
い
う
と
お
り
。

え
―
っ
、
じ
ゃ
あ
、
笹
の
倒
れ
た
方
向
で
。

笹
？

そ
う
、
笹
。
笹
な
ら
僕
が
持

っ
て
る
よ
。
う
ま
く
倒
れ
な
い
ね
。

（力
強
く
リ
ピ
ー
ト
）
天
が
呼
ぶ
、
地
が
呼
ぶ
、
（以
下
、
ア
ド
リ
ブ

禁
止
）
Ｈ
が
し
た
い
と
俺
を
呼
ぶ
。
私
が
広
島
東
洋
カ
ー
プ
の
名
セ

カ
ン
ド

・
菊
池
。

（無
視
さ
れ
る
の
で
）
な
ん
だ
な
ん
だ
て
め
―
ら
、
ほ
―
ら
ぁ
、

ち
ょ
っ
と
似
て
る
で
し
ょ
。
（
ヒ
ゲ
を
誇
示
す
る
）

な
ん
の
関
係
が
あ
る
ん
だ
。

野
球
関
係
だ
よ
。

ま
こ
と
に
僣
越
な
が
ら
、
役
者
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

黒
組
、
ネ
オ
班
。
（紹
介
す
る
。
以
下
同
じ
）

白
組
、
波
田
野
班
。

つ
づ
い
て
紅
組
、
土
屋
班
。

塩
澤
　
　
最
後
は
紫
組
、
塩
澤
班
。

リ
ー
ダ
ー
出
揃
う
。

大
西

吉
村

大
西

吉
村

菊 全 小
池 員 林
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同
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石
崎

菊
池

一
同

菊
池

半
分

菊
池

半
分

菊
池

大
西

吉
村

菊
池

菊
池

菊
池

日
本

ハ
ム
じ
ゃ
な
い
の
か
。

同
じ
野
球
だ
ろ
―
が
ッ
ー

ルリ
っ
。

（キ
レ
る
）
菊
池
ビ
ー
ム
。
（レ
ー
ザ
ー
ビ
ー
ム
出
る
。
半
数
倒
れ
る
）

わ
―
。

菊
池
カ
ッ
タ
ー
。
（
セ
カ
ン
ド
ゴ

ロ
投
げ
る
よ
う
に
カ
ッ
タ
ー
切
れ

ま
く
り
。
残
り
半
数
倒
れ
る
）

わ
―
。

ま

ま

ま

ま

ま

。

ど
う
し
た
ら
い
い
ん
だ
い
、
菊
池
選
手
。

困
っ
て
る
ん
だ
よ
、
名
手

・
菊
池
。

や
っ
ぱ
り
こ
こ
は
、
お
客
さ
ん
に
選
ん
で
も
ら
お
う
。
（
客
席
に
）

よ
い
と
思
っ
た
班
に
拍
手
を
お
願
い
し
ま
す
。

料
理
が

一
品
増
え
る
だ
け
で
す
け
ど
ね
。

し
か
し
、
し
ょ
せ
ん
土
屋
が
演
じ
る
菊
池
の
言
う
こ
と
。
説
得
力
に
乏
し
い
。

最
下
位
の
班
長
　
納
得
い
か
ん
！

最
下
位
の
組
が
反
旗
。
殴
り
か
か
る
。

菊
池
、
劣
勢
。

あ
わ
れ
、
菊
池
は
半
裸
。

菊
池
　
　
　
あ
ふ
―
ん
、
お
嫁
に
行
け
な
―
い
。
（胸
毛
の
中
に
隠
れ
よ
う
と
す

る
）

一
位
の
組
の
班
長
　
待
て
―
い
。

菊
池
　
　
　
助
か
る
わ
。

助
け
る
わ
け
で
は
な
い
。

菊
池
　
　
　
え
？

首
を
ひ
ね
る
菊
池
。

今
度
は

「天
才
バ
カ
ボ
ン
」
の
テ
ー
マ
か
か
る
。

「
こ
れ
で
い
い
の
だ

っ
」
と
全
員
で
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
の
よ
う
に
ダ
ン
ス
＆
殺
陣
。

全
員
、
全
身
全
霊
。

し
だ
い
に
ス
ロ
ー
モ
ー
シ
ョ
ン
。

順
に
並
べ
て
拍
手
を
強
要
す
る
。
そ
こ
に
倒
れ
て
い
る
が
、
該
当
す
る
と
き
だ

け
立
つ
。

○
○
班
が
よ
か
っ
た
と
思
う
人
…
…
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
（以

下
同
じ
）

壱
位
と
最
下
位
決
め
る
。
（
前
者
は
塩
澤
班
、
後
者
は
波
田
野
班
）

決
ま
り
ま
し
た
ね
。
優
勝
し
た
か
ら
っ
て
、
あ
し
た
（実
際
は
あ
さ
っ

て
）
の
打
ち
上
げ
の
ス
ー
パ
ー
銭
湯
。お
ふ
ろ
の
王
様
光
が
丘
店
で
、
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除
夜
の
鐘
か
、
ハ
ム
レ
ツ
ト
ヘ
の
鎮
魂
の
鐘
か
。
ス
ト
ッ
プ
モ
ー
シ
ョ
ン
。

お
ご
そ
か
に
、
幕
。

第
二
章
　
上
演
記
録

チ
ラ
シ
そ
の
他
の
上
演
記
録
は
以
下
の
と
お
り
。

Ｃ

Ａ

Ｓ

Ｔ

黒
組
　
澁
谷
班
　
澁
谷
新
生
　
中
山
雄
暉
　
麻
生
直
樹
　
黒
佐
佳
生

（
た
だ
し
、

急
病
の
た
め
当
日
は
高
橋
が
代
役
）

白
組
　
波
田
野
班
　
波
田
野
大
祐
　
大
野
暁
春
　
近
藤
陸
　
是
枝
大
　
吉
村
嶺

紅
組
　
土
屋
班
　
土
屋
龍
斗

石
崎
哲
士
　
大
橋
建
斗
　
川
下
大
成
　
大
西
和
弥

紫
組
　
塩
澤
班
　
塩
澤
優
希

小
林
蓮
　
高
橋
開
成
　
坂
本
和
俊
　
松
本
錬

（チ
ー

ム

・
ア
ベ
ン
ジ
ャ
ー
ズ
）

Ｓ

Ｔ

Ａ

Ｆ

Ｆ

作

・
演
出
　
小
谷
翔
平

照
明
　
石
本
雄
大

音
響
　
高
木
洋
明
　
鈴
木
晴
斗

作
者
の
言
葉
　
小
谷
翔
平

演
劇
の
こ
と
を
ま

っ
た
く
知
ら
な
い
こ
と
に
、
は
た
と
気
づ
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

少
し
勉
強
を
始
め
た
の
で
す
。
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
、
同
じ
戯
曲
の
同
じ
シ
ー

ン
を
ど
の
よ
う
に
料
理

・
演
出
す
る
か
の
勝
負
。
い
つ
も
夏
合
宿
で
や
っ
て
い
る

方
式
を
お
見
せ
し
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
流
れ

第
１
弾

（
２
０
１
５
年
）

「ベ
ニ
ス
の
使
用
人
―
―
ベ
ニ
ス
っ
て
何
？
」
（
作
・

演
出
　
獨
協
太
郎
）

な
ぜ
か
イ
タ
リ
ア

・
ベ
ネ
チ
ア
で
公
演
を
終
え
た
獨
協
演
劇
部

一
行
。
興
奮
冷

め
や
ら
ぬ
中
、
謎
の
イ
タ
リ
ア
ン
マ
フ
ィ
ア
に
先
輩
が
さ
ら
わ
れ
た
―
・

解
放
の

た
め
の
要
求
は
た
だ

一
つ
。
明
日
ま
で
に
も
っ
と
マ
ト
モ
な
芝
居
を
作
れ
―

―
・

…
…
と
い
う
わ
け
で
３
グ
ル
ー
プ
、
３
人
の
気
の
ふ
れ
た
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
が
狂

い
ま
く
る
。

第
２
弾

（
２
０
１
６
年
）

「君
の
縄
。
シ
ン
ロ
ミ
オ
」
（
作

・
演
出
　
複
写
太
郎
）

シ
ン
ゴ
ジ
ラ
は
怪
獣
だ
か
ら
火
を
吐
く
。
で
も
人
間
だ

っ
て
時
に
は
顔
か
ら
火

が
出
る
こ
と
が
あ
る
。
先
日
、
男
子
校
特
集
、
と
い
う
触
れ
込
み
で
、
え
ん
ぶ

（演

劇
ぶ
っ
く
）
の
取
材
を
受
け
た
。
そ
の
と
き
、
ひ
と
り
の
部
員
が
演
劇
ラ
イ
タ
ー

や
編
集
者
に
向
か
っ
て
、
あ
ろ
う
こ
と
か
こ
う
言
い
や
が
っ
た
の
だ
。
「
シ
ェ
イ

ク
ス
ピ
ア
に
、
マ
ク
ベ
ス
っ
て
の
が
あ
る
ん
で
す
よ
」
。　
一
瞬
の
沈
黙
。
僕
の
顔

か
ら
火
が
噴
き
だ
し
た
。
「プ
ロ
野
球
に
巨
人
っ
て
の
が
あ
る
ん
で
す
よ
」
「東
京

に
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
が
あ
る
ん
で
す
よ
」
レ
ベ
ル
で
あ
る
。
無
知
は
罪
。
だ
か
ら
、

シ
ン
ロ
ミ
オ
。
…
…
と
い
う
わ
け
で
、
４
グ
ル
ー
プ
、
４
人
の
気
の
ふ
れ
た
ジ
ュ

リ
エ
ッ
ト
が
ゴ
ジ
ラ
に
踏
ま
れ
ま
く
る
。

獨
協
中
学

・
高
等
学
校

ま
す
！
　
き
っ
か
け
は
…

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア

・
シ
リ
ー
ズ
第
３
弾
を
お
届
け
し

。
い
つ
も
演
劇
の
こ
と
を
考
え
て
る
の
に
、
じ
つ
は
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―
―
そ
し
て
第
３
弾
―
　
今
度
は
登
場
人
物
が
死
に
ま
く
る
四
大
悲
劇
の
中
で

も
最
高
傑
作
と
い
わ
れ
る
ダ
イ
エ
ッ
ト
、
い
え
間
違
え
ま
し
た
、
ウ
ォ
シ
ュ
レ
ツ

ト
。
違
う
。
タ
ブ
レ
ツ
ト
。
近
い
。
…
…
ん
？
　
僕
た
ち
は
勉
強
を

（
ち
ょ
び
っ

と
だ
け
）
し
ま
し
た
―
。

そ
の
成
果
は
！

姉
で
る
べ
き
か
焼
く
べ
き
か
、
そ
れ
が
演
劇
だ
。
（
塩
澤
）

「あ
」
か

「
い
」
か

「う
」
か

「え
」
か
、
そ
れ
が
四
段
活
用
だ
。
（
小
林
）

ち
ゃ
ん
と
し
た
芝
居
に
な
る
か
た
だ
の
茶
番
に
な
る
か
、
そ
れ
が
こ
の
劇
の
問
題

だ
。
（
土
屋
）

弱
酸
性
か
強
酸
性
か
、
そ
れ
が
ビ
オ
レ
だ
。
（
波
田
野
）

買
う
べ
き
か
買
わ
ぎ
る
べ
き
か
、
そ
れ
が
買
い
物
だ
。
（
大
野
）

バ
タ
ー
に
す
る
べ
き
か
マ
ー
ガ
リ
ン
か
、
そ
れ
が
ト
ー
ス
ト
だ
。
（
坂
本
）

生
き
る
べ
き
か
死
ぬ
べ
き
か
、
俺
は
生
き
る
絶
対
に
生
き
る
。
（
澁
谷
）

染
め
る
べ
き
か
染
ま
る
べ
き
か
、
そ
れ
が
髪
と
人
間
性
だ
。
（高
橋
）

天
国
か
地
獄
か
、
そ
れ
が
死
後
だ
。
（
石
崎
）

ク
リ
ス
マ
ス
に
は
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
貰
う
か
、
現
金
を
も
ら
う
か
、
そ
れ
が
問
題
だ
。

（高
木
）

噛
む
べ
き
か
紙
め
る
べ
き
か
、
そ
れ
が
あ
め
の
食
い
方
だ
。
（近
藤
）

貧
乏
で
顔
が
い
い
か
金
持
ち
で
顔
が
悪
い
か
、
も
ち
ろ
ん
金
を
と
る
け
ど
な
。
（
石

本
）

固
め
る
べ
き
か
固
め
な
い
べ
き
か
、
そ
れ
が
ワ
ッ
ク
ス
だ
。
（
中
山
）

そ
も
そ
も
問
題
な
の
か
問
題
で
な
い
の
か
、
そ
れ
で
さ
え
問
題
だ
。
（
大
橋
）

イ
ン
ス
タ
に
あ
げ
る
べ
き
か
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
さ
ら
す
べ
き
か
、
そ
れ
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ

だ
。
（
麻
生
）

遊
ぶ
べ
き
か
何
も
し
な
い
べ
き
か
、
そ
れ
が
休
日
だ
。
（松
本
）

気
持
ち
悪
い
か
気
持
ち
悪
く
な
い
か
、
そ
れ
が
私
だ
。
（
黒
佐
）

不
老
不
死
と
な
り
永
遠
と
と
も
に
過
ご
す
か
、
時
来
れ
ば
朽
ち
て
他
者
の
糧
と
な

る
か
、
そ
れ
が

一
生
だ
。
（
是
枝
）

逃
げ
て
勝
つ
べ
き
か
立
ち
止
ま
っ
て
英
雄
に
な
る
か
、
そ
れ
は
時
代
遅
れ
だ
。
（鈴

木
）

陰
キ
ャ
か
陽
キ
ャ
か
、
そ
れ
が
青
春
だ
。
（
川
下
）

死
ぬ
べ
き
か
死
ぬ
べ
き
か
、
死
に
方
が
問
題
だ
。
（大
西
）

＞
σ
ｏ
ｏ
『
５
ｏ
一
＞
σ
の
Ｌ
〓
＞
弓
Ｈ∽
司
エ
ロ
立
●
民
主
党
だ
。
（
顧
間

・
山
尾
菓
子
折
）

―

ど
う
か
温
か
い
日
で
見
て
や
っ
て
く
だ
さ
い
。

そ
れ
に
し
て
も
二
〇

一
七
年
。
何
も
な
い
年
で
は
な
か
っ
た
か
。
過
ぎ
去
っ
て

ま
だ
二
か
月
ほ
ど
で
ふ
り
か
え
る
が
、
シ
ョ
ウ
ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界
で
も
、
本
当
に

何
も
な
か
っ
た
。
「
シ
ン
ゴ
ジ
ラ
」
に

「君
の
名
は
」
、
そ
し
て
星
野
源
の

「恋
」

…
…
い
ず
れ
も
前
年
の
名
残
り
で
あ
る
。
流
行
語
大
賞
は
な
ん
だ

っ
た
か
、
レ

コ
ー
ド
大
賞
は
…
…
。
お
そ
ら
く
国
民
の
ほ
と
ん
ど
が
す
で
に
忘
却
の
彼
方
。
今

年
の
漢
字
は

「北
」
。
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
と
モ
リ
カ
ケ
問
題
だ
け
か
。
不
毛
な
年
。
大

谷
選
手
の
メ
ジ
ャ
ー
行
も
交
渉
解
禁
直
後
す
ぐ
に
エ
ン
ゼ
ル
ス
に
決
ま
り
、
い
わ

ば
無
風
状
態
。
そ
ん
な
中
で
の
作
劇
で
あ
っ
た
。
生
徒
も
困
っ
て
い
た
。
肉

一
ポ

ン
ド
の
ベ
ニ
ス
や
毒
を
あ
お
る
ロ
ミ
ジ
ュ
リ
に
比
べ
て
、
ハ
ム
レ
ツ
ト
の

「悩
み
」

は
い
か
に
も
地
味
。
し
か
し
継
続
は
力
な
り
。
今
回
の
客
席
は
異
様
な
ま
で
に
熱

気
を
帯
び
て
い
た
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
継
続
し
て
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
京

華
女
子
高
校
の
講
堂
な
の
だ
が
、
つ
い
に
真
ん
中

一
列
の
通
路
の
部
分
に
ま
で
椅
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子
を
並
べ
な
い
と
入
り
き
れ
な
い
（
そ
れ
で
も
溢
れ
た
）
状
態
に
な
っ
た
。
専
門

審
査
員

・
生
徒
審
査
員
と
も
批
評
は
お
お
む
ね
好
評
。
た
だ
し
、
賞
は
ま
た

「構

成
」
を
評
価
さ
れ
て
の
特
別
賞
に
と
ど
ま
っ
た
。

第
四
章

活
躍
の
場
を
広
げ
て

前
年
に
引
き
続
き
ス
タ
ッ
フ
の
斎
藤
さ
ん
か
ら
依
頼
電
話
を
受
け
、
演
劇
イ
ン

カ
レ
で
も
上
演
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

第
６
回
全
日
本
大
学
生
演
劇
選
手
権

『演
劇
イ
ン
タ
ー
カ
レ
ツ
ジ
２
０
１
７
』

大
学
生
演
劇
日
本

一
決
定
戦

２
０
１
７
年
９
月
２
日

（土
）
決
勝
本
選
大
会
！

演
劇
イ
ン
カ
レ
で
学
生
演
劇
界
の
長
い
長
い
歴
史
の
中
に

″新
し
い
１
ペ
ー

ジ
″
を
刻
も
う
―

大
学
演
劇
界
最
高
峰
の
栄
誉
を
目
指
す
べ
く
、
大
学
生
演
劇
イ
ン
タ
ー
カ
レ
ツ

ジ
で
大
学
演
劇
界
最
高
の

″大
学
演
劇
日
本

一
″
の
決
定
を
目
指
し
ま
す
。

【
２
０
１
７
年
大
会
特
別
審
査
員
】

二
重
竜
太
郎

（開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
ヽ
ぴ
あ
株
式
会
社
）
、
他

決
勝
本
戦
進
出
団
体

二
松
学
舎
大
学

「劇
団
こ
ん
に
ち
は
シ
ア
タ
ー
」

早
稲
田
大
学

「虚
大
空
間
」

学
習
院
大
学

「劇
団
ミ
ナ
ナ
ム
」

宇
都
宮
大
学

「宇
都
宮
大
学
演
劇
研
究
会
〓
弓
日
Ｊ
こ

東
京
工
芸
大
学

「劇
団
茶
柱
」

城
西
大
学

「劇
団
＞
∽
弓
目

Я
」

法
政
大
学

「法
政
大
学
Ｉ
部
演
劇
研
究
会
」

他
【高
校
生
以
下
エ
キ
シ
ビ
ジ
ョ
ン
出
演
決
定
―
】

獨
協
中
学

・
高
等
学
校

演
劇
部

千
葉
県
立
市
川
昴
高
等
学
校
　
演
劇
部

こ
ち
ら
は

「蝶
―
―
世
界
を
壊
す

一
人
の
少
年
の
物
語
」
の
抜
粋
を
上
演
。
そ

し
て
同
じ
流
れ
の
年
末
の
大
会
で
は
、
こ
の

「日
本
ハ
ム
レ
ツ
ト
」
の
塩
澤
班
を

チ
ー
ム

・
ア
ベ
ン
ジ
ヤ
ー
ズ
と
し
て
派
遣
し
た
。

第
五
章
　
韓
国
に
て

２
０
１
７
年
の
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
ド
ラ
マ
フ
ェ
ス
タ
代
表
校

。
日
大
鶴
ヶ
丘
高
校
と

と
も
に
８
月
、
渡
韓
し
た
。
今
年
か
ら
ソ
ウ
ル
で
は
な
く
、
韓
国
全
国
の
持
ち
回

り
と
い
う
こ
と
で
光
州
市
の

「
ア
ジ
ア
文
化
聖
堂
」
と
い
う
実
に
立
派
な
劇
場
で

あ
っ
た
。
顧
間

・
村
山
大
輔
先
生
作
の

「恋
の
話
」
が
観
客
を
魅
了
。
実
に
み
ず

み
ず
し
い
、
「恋
と
告
白
」
を
め
ぐ
る
傑
作
で
あ

っ
た
。
前
年
に
引
き
続
い
て
の

字
幕
も
完
壁
。

今
年
は
初
め
て
当
該
校

へ
の
表
彰
ト
ロ
フ
ィ
ー
も
用
意
さ
れ
て
い
た
。
日
韓
友
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好
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
ド
ラ
マ
フ
ェ
ス
タ
。
京
華
女
子
高
校
の
講
堂
か
ら
海
外

へ
。
ま
た

盛
り
上
げ
て
い
き
た
い
。
そ
の
意
志
を
新
た
に
再
確
認
す
る
機
会
と
も
な
っ
た
。
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黒
組

・
澁
谷
班
　
小
道
具
を
使
っ
て
の
ダ
ン
ス

紅
組

。
土
屋
班
　
名
作
戯
曲
で
遊
び
す
ぎ
だ
―

白
組

・
波
田
野
班
　
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
を
倒
す

紫
組

。
塩
澤
班
　
斬
り
ま
く
る
ハ
ム
レ
ツ
ト
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commissaire divisionnaire, commissaire central, 18 aoirt 1969, objet | << Nord'afiicains install6s

dans le campement de Ia digue des Frangais >>.

. ADAM, 207 W 133, Police urbaine de Nice, Compte-rendu d'intervention, 17 aofrt 1971.

. ADAM, 2O7 W 133, Rapport au Pr6fet des Alpes-Maritimes, << Bidonville de Ia digue des Frangais

d Nice > 12 septembre 1969

. ADAM, 177 W 494, Secr6tariat d'Etat auprds du Ministdre du Ttavail (Tfavailleurs immigr6s),

Programme urbain d'action A moyen terme en faveur des immigr6s du d6partement des Alpes-

Maritimes (rszo' rgso).

. ADAM, 207 W133, Rapport au Pr6fet des Alpes-Maritimes, << Bidonuille de la digue des .Frangais

A Nice > 12 septembre 1969

. ADAM, 207 W 133, Compagnie de gendarmerie de Nice, < Bulletin de Renseignements >t,9 juillet

1970.

. ADAM, 2O7 W 133, Direction de l'am6nagement urbain, Paris le 27 mait974.

. ADAM, 207 W133, << Le biconuille de Ia digue -Frangais d Nice, Population et structures > Rapport

SONACOTRA,1974

4>19:-
. B. C. De M'saken, Date de llinterview : 9 octobre 2007.

. M. H. De M'saken. Date de I'interview : 15 d6cembre 2OO7

. R. K. De M'saken. Date de l'interview : 21 d6cembre 20O7.

新聞

・プヽワ:ιθ ttι21“ ,15 nlars 1976

・夕ヽ石
`θ

ll´♭
`71″

,29 mai 1972.

・Z′θりS,09f6vrier 2016,く くCalais,Paris...Les bidonvines n'ontiamais disparu.Leur 6radication

est un lnythe》
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スラムという決して望ましくない環境ながら、そこで展開された人間関係は現代の個別化・孤立化

とは正反対のものであった。ここではテンニースの「ゲゼルシャフト」と「ゲマインシャフト」を想

起すべきである。移民は出稼ぎという目的に基づいて発生するが、出身地とは離れているとはいえ、

むしろ離れているからこそ、相対的にゲマインシャフト的組帯が求められ、成立している。出生地付

近では結びつくことがなかったであろう人たちが長距離の移動を中長期的期間で行うことで相互扶助

の必要性が生まれるが、それを出身地の地縁という形で実現を容易にしたものである。
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黒人はそこまでして白人の中に入ろうとはしないため結果としてゲットーが維持されるというもので

ある。

ニースのスラムについて適用を試みるならば、①に関して Collective Action Racismが 近いようだが、

スラムの成立過程からすると、相対的に低い家賃であることが決定的で、積極的な政策によるもので

はない。実際、マグレブ系の地区になったとはいえ元来はジプシーが建設したものだった。この点で

は所得との関係性を指摘したSHAW and McKAY(1942=1969)の ような古典的論究が最も当ては

まる。換言すれば①の点はそれほど新しいものではない。だが、人種的には同一であっても国籍に相

違があるという②の視点や国籍が同じであっても出身地が違う③はこれらでは上述した分類では論じ

切れないながら、フランスにおける新規移民の到来を考えた場合、CUTLER and GLAESERに よる分類

の Ports of Entryを 更に進めることができる。

これまでの隔離に関する研究では、隔離するホス ト社会からの視点が主体であった。しかしla

digue des Francaisの 場合、住居の区画分けが出身国別 (チ ュニジアかアルジェリアか)でなされて

おり、またグループ形成は出身の地域や村の別に基づいていた。この区別は、ホスト社会たるフラン

スやアルプ=マ リティーム県、ニース市といった行政レベルのような移民社会外部が働きかけた積極

的なものではなく消極的隔離であり、移民自身が行った主体的隔離である。CUTLER and GLAESERの

Decentrahzed Racismが 最も近いようだが、彼らに従えば白人が黒人を隔離する論理ということにな

るところ、la digue des Francaisで は自分たちの領域を自分たちで創出している、「逆ゲットー化」と

も言うべき状態である。このことにより、国家や地域レベルで見た場合は「マグレブ系」として同一

視されやすいものだが、アルジェリア系との相違が表出した。また、チュニジア系移民の間でも出身

地による相違からグループ分けがなされたことは、構造的には同じである。グループの構成要素が細

分化されたことで文化や風習、興味や必要とする情報が最適化され、よリスムーズにホスト社会への

統合段階、すなわち「出身地・出身国 。人種」の相違がより容易に克服されうる。抱える問題の内容

や次元を共有しやすくなるためである。また、チュニジア系の場合には出国の時点で配される集団が

既知で確定している点も、このシステムが機能する上で重要である。

4.結論

住環境は衛生面や健康面などから改善への政策が重視され、研究もその流れを追うものが多い。住

環境の健全化は阻止されるべきものではなく、むしろ推進されなければならない。しかし、その政策

的な観点に着目が集まるがゆえ、その内部で展開される人と人との関係性には焦点が当たらない。外

部社会からスラムヘの目線・評価は決していいものではない。だが、その内部にある濃密な人間関係

や自助、自律的なシステムについては参照に値する。

こうした細分化された移民内の人間関係を可能にしたのは「逆ゲットー化」によってグループが形

成されたためであった。価値観や文化を共有できる集団を主体的に形成していくことで、スムーズな

運営を可能にした。

ニースの移民研究における既存の業績では日常的な移民の様態を捉えきれていなかったが、YOUSFI

(2009)に よって明らかとなった。また、移民・マイノリティ研究におけるこれまでの業績は外部社

会からの視点による領域化が主体であったが、移民たちから生じるリスク細分化のためのグループ化

も看過すべきではない。

(43)



が 6時間触れさせられ理解していない専門用語などのフランス語を自分たちの中に取り込むためであ

る。「フランス語は職員や現場責任者、注文や手荒く拒否する術、まれに個人的なやり取りで使用さ

れるため、労働者が疎外されていると感じるものとなっている
39」

とあるように、フランスでの生活

をより可能にする機能もスラムは担っていた。

商業があることによって、移民コミュニティでは治安の機能を果たす。友人やいとこ、兄弟の店は

閉じこもったり、社会的な場所、同郷の人たちと会って交流する場所、情報が集まったりする場所で

ある。スラム居住者の証言によると、カフェはすべての出身地が入り混じったチュニジア人の交流の

場である。この場所で様々な情報のやり取りがなされる。前述したように、新たな到来者があれば彼

らから外部の情報を入手し、フランスでの日常生活や労働で必要なことを知ることができる場であっ

た。

3.ス ラム la digue des Francaisに対する社会科学上の位置づけ

移民自身のライフ・ヒストリーに着目しつつ国際社会学の観点からは、移民発生のメカニズムとし

てプッシュ・プル要因の分析を行ってきた。移民やマイノリティの研究では、ある区画に移民もしく

は移民出自の子弟が多く暮らす場所について、主にアメリカではあるが、人種隔離の観点から考察さ

れてきた。

本稿で見てきたチュニジア系移民は、移民として渡仏するに至った状況はここでは不明である。少

なくとも男性の単身移民であったため、フランスでの単純労働に従事し、金銭を得ようとするもので

あることは容易に推測できる。こうしたプッシュ要因は明らかであるものの、新たな様相というわけ

でもない。

スラム「la digue des Francais」 に対しては3つの視点が不可欠である。①スラムに対する外部社会

からの目線、例えば市の当局者や報道のされ方などを参照する視点②チュニジア系移民から見たアル

ジェリア系移民という視点③チュニジア系移民の中という視点である。

これら3点について考察すべく、既存の業績のいくつかをまとめる。まずは CUTLER and GLAESER

(2017)に よる人種隔離としてのゲットーに関する業績の分類 (PR475-477)を 参考にする。スラ

ムには社会経済的指標によって分けられた人たちが区画化された地域に集住することになるため、

ゲットーに関する研究との類似点は想定できる。

まずは Ports of Entryで ある。この考え方によると、ゲットーによってある集団が新しい環境に同

化しやすくなる。昨今の移民は社会的環境を再構築し、故郷の消費財を見つけるために 1つの集団を

形成する。次に Collective Action Racismである。ゲットーが国人からの隔離を強めるために自人が

行う集団行動の結果であるとする。集団行動には人種別の区画分けや黒人への販売を禁ずる取り決め

といった政策手段や黒人が自人の近隣へ来ないようにするための暴力や実力行使が含まれる。最後に

Decentralized Racismで ある。黒人を排除しようとする集団行動とは対照的に、白人個人が他の自人

と暮らそうと思うことによって起こる人種隔離がなかったとしてもゲットーが自人によって維持され

てしまうことがある。白人が自人の環境の中で生活しようと、その対価としてより高い生活費を払う。
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がぁった
33。

「住宅業」以外にも、スラムでは経済活動が発展した。1973年 11月 には51軒のカフェ、21軒の食

料品店、14軒の肉屋、15軒の洋品店、 2軒のテーラー、 4軒の理容店、 1軒のバイク修理屋がいた。

こうしたスラムでの商売はマグレブ系の不動産で行われた。商売をしている大半の人たちは商売の利

益だけで彼らの全収入を得ていた。しかし、商業活動をしてより多くの収入を得ようとする給与所得

者の不動産所有者による業態もあった。しばしば、商売を展開する労働者のグループがいたというこ

とだ。こうした商業活動は、スラムに住む人たちだけでなく、ニースの他の地域に住むマグレブ系の

人たちにとっても興味深いものであった。「たった 1人の飲料や食料品の卸売業者であるヨーロッパ

人が la digue des Francaisへ 商品を納めた。彼はスラムに複数の商業地、ビストロ、食料品店を所有し、

マグレブ系の人に管理を任せていた」
34。

多くのお店は朝 6時から夜10時まで開いていた。洋品店は

土曜日、日曜日のみ開いており、スラム以外のところに住む人たちや買い物に来た人たちも来店でき

た。

スラムは2000人のマグレブ系労働者が住む場所というだけでなく、アルプ=マ リティームに住む

他の多くの北アフリカ系移民にとっても出会いや交換の場所であった。他の場所ではできないような

文化を思い出し、生活することができた。アラブの伝統的な市場を発髯させ、情報を交換し、問題

について議論することで、「移民の文化的な必要性が満たされる
35」

。週末にはすべての店舗が開店し

ており、市内の他の地域からマグレブ系の人たちが買い物に来たり、親や友人を訪ねたりしており、

アラブの市場のような雰囲気がある。「スラムがチュニジア系コミュニティ全体の集まる場所になっ

た
36」

。すべての人がスラムに集まる唯一の時は週末の土曜日と日曜日だ。「しかし最近、スラムは多

くのマグレブ系非住民たちが散歩したり買い物をしたりする場所になってしまっており、『スラム住

民』は彼らが心配するのは本質的に買い物や気晴らし、まれではあるが性的な消費をすることになっ

ている
37」

。「_日曜日には、雰囲気が休日のものになっている。食堂は忙しく、男はあばら家でカー

ドをし、他の多くの人たちは中央通りを歩き、女の子は店の裏で売春をしている。酔っ払った男性も

いる。ターン・テーブルではアラブやヨーロッパの曲が流れる。.… 38」 ここで見たように、スラムは

経済的機能もさることながら出身地を思い出させる文化的機能も果たしていた。

スラムで商業が拡大したのは、経済的機能そのもの以上に、同郷者たちとの社会化や交流がゆえと

思われる。店員との会話は、就業時間中に自分が孤立していると分かっている顧客を「個性的に」し、

社会的にするための言い訳である。商人と母語でやり取りするのは、 1日 の仕事から帰って、労働者
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調しながら暮らすアルジェリア人たちとは異なり、チュニジア人コミュニティの中では、移民のチュ

ニジアでの各々の地域別によって地理的な住み分けが行われた。各々の地区はそれぞれの村のコミュ

ニティによって分けられた。それらのグループは基本的には血縁関係に基づいて、完全に地理的に分

離されていた。出身の村において家族はお互いに関係性を維持している。同様にスラムでも、グルー

プは本人がいた村と同じ所属のグループ以外に入ることは出来ない。スラムにおけるあばら家の住居

は社会的な同一性と合致する。スラムに住む 76%のチュニジア人があばら家で共同生活をしており、

61%は両親と、15%は友人とであった。こうした措置は出身地別グループ間の関係を促したり、ス

ラムの区画において場所の配置を明確にしたりする。そうすることで、すべての同郷グループがスラ

ム内において地理的に配置されることになる。「コミュニティという言葉はチュニジア人には適用さ

れない。グループが違うことは相違や隔たりでわかる。各々のグループは独立したユニットとなって

いる
31」

。こうしたスラムにおける組織化によって社会地理的に同じグループに属していることによっ

て移民を連帯させ、そうした結びつきを空間的にわかりやすくしている。スラムでは、グループとい

うものは社会的空間においてグループ間の関係を示し、グローバルな外部社会との関係を表すという

2つの意味において位置づけられる。アルジェリア系とチュニジア系とが住居区画を別にしているこ

とで、少なくともチュニジア系からアルジェリア系への、ある種のスティグマ化が起こっていた。「la

digue des Francaisに 入居した3人のチュニジア人からの証言により、「グループ」という言葉には認

識と定義が別のものである。アルジェリア人コミュニティとの間に感覚の相違が考えられる。聞き取

り調査を行った人たちは 2つの国別コミュニティをはっきりと区別した。「我々チュニジア人は問題

を避け、法を重んじる。アルジェリア人は喧嘩をしようとし、地方自治体に警察のスラムを監視させ

てしまうようにしてしまう
32」

。la digue des Francaisで は、大きくチュニジア系とアルジェリア系と

で住居区画が別になり、またチュニジア系移民の中でも出身地によってグループ分けが起こっていた。

このようにして価値観の共有がしやすい環境を得て、コミュニケーションがスムーズに行われやすく

なっていた一方で、グループ間、特に国籍別となると、その弟が大きく感じられた。

2.2.ス ラム内での商業と人間関係

スラムでの経済活動は宿泊業が主要である。実際、多くの移民にとって雨風を防ぐ生活の場ではあ

るが、スラムは、ある意味では、優れた経済活動でもある。分譲はたったの 40%で、60%は賃貸であっ

た。最初の購入者はスラムの土地使用権を取得した。la digue des Francaisで 最初で建設されたあば

ら家は、スラムヘ新たに来た人たちに転売された。新たな所有者は出身国やフランスの新たなところ

へ引っ越す際に転売する。 1973年の後半では、建築方法によってではあるが、500か ら2000フ ラン

の間で値段が交渉されていた。実際に、あばら家は労働者や労働者のグループヘあばら家を貸すといっ

た営利を目的とした商売をする上で、本当の「信頼」の資産であった。賃貸料金は、建築方法にもよ

るが、30か ら100フ ランであった。すべてマグレブ系ではあったが、スラムに住んでいない不動産所

有者は賃貸料で生活していた。 1人で10以上のあばら家を所有し、40人の労働者に貸していた人も

いた。この人については平均的には 1人当たり60フ ランを支払わせていたので、2400フ ランの収入
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地方の労働市場、日々抱える困難なこと、移民に関する新たな行政措置、それぞれの製品や荷物の値

段についてのデータや情報を交換するのにも有効である。」
27こ の聞き取り調査からも明らかなように、

彼らは外部の最新情報を抱えて到来しており、貴重な情報源であった。故郷についての情報は旧移民

たちにとって直接的な見聞きややり取りの難しいが最も興味のある事柄の 1つ であり、フランスでの

彼らの立場に関する情報は、その後の生活に直接関わってくる。

スラムヘの到来がアルプ=マ リティームにおける道のりの新たな 1歩 となる移民もいる。YOUSFI

が聞き取り調査をした 1人は M'sakenに 生まれ、1968年にフランスヘ来た。カンヌで 4年間、 2人

のアルジェリア人と部屋を共有し、ニースヘ来た。 3か月間、Ariane周辺にあった Kё bili出身の同郷

者のところに住んだ。「『川』スラムの建築現場で2人の M'saken出身者と出会えた。彼らは 2人 とも

フランスヘ来てからそこに住んでいて、そしてそう思えたのだが、ともにスラムに満足しているよう

だった。それで私は新たな知り合いの近くに引っ越そうと思った。」
28ス

ラムヘの到来がフランスヘの

到来を意味するものもいれば、個人的な人間関係からスラムのことを知り、やってくるものもいた。

スラムの構成するグループの区分けは、間違いなく出身社会の別によって為されていた。実際、ス

ラムの社会構造を示す集団態度は移民たちの出身地における働きや社会の掟に影響を受けている。ス

ラムは、確かに地理的 。社会的にフランス的なやり方で位置づけられはするが、出身や居住の緊密な

社会との関係をそのままに残している。出身社会のアイデンティティから来ているのだ。個人は、ス

ラムのグループの一員ではあるが、価値観や態度、興味といったものにも集合的に共有するものだ。

この要素はグループの一体感を強固にし、メンバーの間の団結の基礎をなす。

M'saken出 身者たちは、自分たちが同種のものであり、「他のチュニジア人」とは異なった全くの

別物であると思っている。「『川』に住む M'saken出身者はみんな知っていて、同じ場所に住んでいる。

スラムの路地や店舗ではチュニジアの他の地域から来た労働者も受け入れているが、地域それぞれの

グループは他のチュニジアのグループとは距離を保つ。私たちは出身の村別に集まっている。地区全

体に M'saken出 身のチュニジア人が住み、他のところではK6biiの 同郷者たちが住み、Kef(チ ュニ

ジア北西部)か ら来たチュニジア人はまた別のところに住んでいる
29」

。スラムは移民たちが家族内や

出身の村、出身地からだと安全で連帯感が得られる場所である。さらに、「コミュニティ内での生活

することによって、そこで住む人たちは日常的な基本的サーヴィスが得られ、敵対的な外部との接触

を避けられる」
30の

だが、限定的に開かれた外部の人間の到来と内部における連帯によって、ある種

の秩序や自治も生まれた。

スラムの居住者が入ってくることはナショナル・アイデンティティと同様に出身地域における所属

集団によっても決定される。チュニジア人もしくはアルジェリア人のあばら家で占有されている商

業の中心地を除くと、相互に異なる国籍の地区間には明らかな分離があることがわかる。南から北

へ、スラムの中央大通りに従って、以下のような構造になっている。まずはチュニジア人のもの、そ

してアルジェリア人のもの。それから小規模なチュニジア人街が続き、そしてアルジェリア人街にな

る。そしてスラムの北半分は主としてチュニジア人によって占有されている。出身地の別によらず協

27 M. H. De M'saken. Date de l'interview : 15 d6cembre 2007.
28 B. C. De M'saken, Date de I'interview : 9 octobre 2007.
39 R. K. De M'saken. Date de l'interview : 21 d6cembre 2007.
30 Simon, G., L'espace des truvailleurs tunisiens en France

migratoire international, Poitiers, 1979, P.201
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ニジアの地域から来ていたことが分かるが、Kёbiliや M'sakenと いったチュニジア南部や中部東側が

主体である。これら2つの地域でスラムにやってきたチュニジア人の68%を 占めていた。総数329人

のうち半数以上の172人が K`bili出身で、M'sakenは 54人であった。同じ名簿からすると、1969年に

スラムにやってきたチュニジア人はみな男性である。家族や子どもはいない。ほとんどは結婚してい

たが、単身での渡来であった。年齢層は18から50歳で、20か ら35歳が大多数であったが、スラムに

住むチュニジア人労働者の71%にあたる。

個人でスラム・コミュニティヘやってきた人たちは、自分の意志でやってきたケースはなく、要請

に応えるものであった。最初にスラムやってきた人たちで、国別のグループがあちこちで形成され、

そして再びグループ化されていったのである。グループ形成は基本的には出身地の家族などの所属に

よって決定された。何よりも、スラムはニースヘやってきた人たちにとって、最初の住所となる。さ

らに21人の M'saken出身者と107人の Kё bili出身の労働者は 1人もしくは複数の兄弟と再会する形で

スラムにやってきていた。

移民の中には la digue des Francaisに 住もうとやってきた者もいた。彼らは出身地を出る際、多か

れ少なかれスラムに関するあらゆる情報を手にしていた。la digue des Francaisの イメージである川

はチュニジアと結び付けられていた。このようなスラム住民から得られた言葉はフランス国境を越え

チュニジアの出身地において広められた。ニースで家族と再会できなくとも、新たな到来者たちは知

人や近所、友人といった人たちを頼りにスラムで居住できると確信していた。Yousnが行った聞き取

り調査では、M'saken出身者たちにとって、スラムは M'sakenた ちがニースで最初に合流する場所と

して知られていた。「フランスヘ向かう前、私はニースで「川 (=la digue des Francaisを 意味してい

る)」 と言うのが聞こえた。そのことは M'sakenで は知られていたものだった。多くの M'saken出 身

者がそこには住んでいた。ニース空港についたとき、私を知っていると思われる4人の同郷人グルー

プに『川』の正確な住所を教えてほしいと頼んだ。だから私はそこに住めると思ったのだ。K`bili出 身で、

la digue des Francaisに 住む人と会った。こうした同郷人のつながりがあったから、M'sakenの 出身

者たちの地区へたどり着いたのだ。私はM'sakinの古い知り合いであるM(E.K)の あばら家を探した。

この人だけがニースでの知り合いだ
25」

。その人物はEKのもとへたどり着き、それゆえにそのあばら

家がどのようなものであったかを描くことができる。「あばら家の前に着いて、木製の厚い合わせ板

でできたドアを叩いた。湿気っぼく、締め切った空気で、人の寝汗といった、混ざったにおいのする

小さな暗い部屋がその中には 1つあった。私はそのあばら家で E.K。 と他 2人の M'saken出身者ととも

に共同生活をした。特にほこりやにおい、ねずみといった、衛生上劣悪な状況に合わせられるように

は準備してこなかったので、到着した最初の週はとても大変だった。次第に、その住まいになじんで

きた。 1日 労働をして、夕方にくたくたになってスラムに戻って、周囲のことなど気にすることもな

く眠った26」
という証言はスラムでの生活を始める頃の様子をよく表している。

スラムヘやってくる新規移民は、単なる人口の増加や同胞が増える以上の意味があった。「『出身地

(bled)』 から来る人たちは新たな情報を持ってくる。新しくやってきた者は、『田合では雨がふったか ?』

オリープの収穫状況、出身の村での出来事を聞くべく、友人や同郷人に囲まれる。移民がすべてを知っ

ているので、多くのニュースを聞けることで彼らは故郷へ帰った気分になれる。店はニースとニース

H. De M'saken. Date de l'interview : 15 d6cembre 2007
H. De M'saken. Date de I'interview : 15 d6cembre 2007

Ｍ

Ｍ
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確信している。この窃盗は、間違いなくスラムで再販業者として働く年配のリーダーたちによって導

かれた若いヨーロッパ人によって行われるようだ。小型バイクはスラムで解体・組み立てられ、マグ

レブ人に売られる。…19」 スラムにおける犯罪の不可視性により、犯罪者の到来のみならず、犯罪の

温床ともなっていた。

犯罪の問題の他にも、スラムには健康上の問題もある。「衛生対策はなされていない。水を入れる

簡単な洗面器を売春婦は 1日 の仕事に使う。そのうちたったの 6か ら7人だけが定期的な医療訪間を

受ける。多くの性病が発症したと届け出があったようだ。衛生上の規制は事実上存在せず、多くの場

合、性病はニース市全体にとって本当に危険である。スラムのすぐそばに廃棄物や生活廃棄物が溜め

置かれ、誓歯目類の増殖もあって、大流行の危険が引き続く。…」
20実

際住居における水回りの劣悪

な状況は出身地のものよりもひどく、SONACOTRAや 他の都市へ引っ越した人たちはスラムを評価し、

後悔している。

ニースにおける北アフリカ人のスラム街「la digue des Francais」 は売春と斡旋業者が普通にいる、

本当の中心地になったのだと分かった。「実際、28か ら30人の売春婦がいる。さらに、ニースとその

周辺地域に住む未成年者は、時々ここで売春をする。 .… 21」
スラムでの売春は、売春婦と売春斡旋業

者双方にとって利益の多い業種である。売春の相場は 5から15フ ランで、収入金額は斡旋業者とそこ

の食堂の経営者で山分けされる
22。

売春はスラムでは女性にとって存在する唯一の形態だ。独身者や

結婚して単身で来ている人たちの生活の中で売春が占める位置の問題を提起しなければならない。実

際には、売春は性的満足の単なる「目的」としてしか認識ない。純粋に性的な意味以外では深刻な関

係性はない23。 スラムでの売春の横行は男性単身の移住であることを加味しつつも、衛生上の問題を否

めない。女性の活躍の場が限られていたことを相候って、スラムの問題を表出している。

2.ス ラムにおける人間関係

2.1.スラムまでの道のりにおける人間関係

スラムは無秩序で無政府状態であったため、土地の利用状況を管理する公的機関はなく、見えにく

い。生活は集団生活を送っていて、生活関連のものは近所付き合いでのものもあったが、いくつかの

建物に集約されていた。集団形成は同じ社会的属性で形成されたが、改変されることもあったが、新

しい生活環境での実情と出身地域や村落に基づいてなされ、自警や出自文化を重要視するか否かが反

映された。

チュニジア人のスラムヘの人退去を調査するために名簿は県の当局者がとっていた
24。 このリスト

によって誕生日や出身地、家族状況、雇用主や勤務先についての正確な情報を得られる。すべてのチュ

19 ADAM, 207 W 133, < Description du bidonville de la Digue des Frangais d Nice >, Note de I'6quipe
d'intervention sur le bidonville de la Digue des Frangais. Juin 1974

20 ADAM, 207 W 133, Compagnie de gendarmerie de Nice, < Bulletin de Benseignements >,9 juillet 1970.
2l ADAM, 20? W 133, Compagnie de gendarmerie de Nice, < Bulletin de Benseignemenls >, 9 juillet 1970.
22 ADAltI,z}? W 133, Gendarmerie nationale, Compagnie de Nice, Rapport du chef d'escadron, commandant

de Ia compagnie au Lieutenant'Colonel, commandant du groupement de Gendarmerie des Alpes-
Maritimes, Nice, le 3 mars 1969.

23 ADAM, 207 W 133, < Le bidonville de la digue des Frangais A Nice, Populations et structures > Rapport
SONACOTRA,1974.

24 ADAM, 20? W 133, lettre du commissaire principal, chef adjoint de Ia stret6 urbaine au commissaire
divisionnaire, commissaire central, 18 aofit 1969, objet : < Nord'africains install6s dans le campement de

la digue des Frangais >.
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1.2.スラムに見られた諸問題

当局者によると、スラムは経済的無法地帯である。申請や許可なしに、規制もなく、動物が屠殺さ

れ切り売られ、管理されず非衛生的に売られるようなさまざまな商売が発展した。スラムでの価格設

定は、税金がかかっていないことを考えると、事業主は通常の 3倍の利益を得ている。実際、事業主

は何の管理もしていない。利益の全額は税金や責務といった控除なしに、事業主が持って行く
12。

スラムは囚人と犯罪者の隠れ蓑だ
13と

あるように、市の当局者はスラムが犯罪の温床であると描写

する。スラムの様々な「経済活動の主体」は絶え間ない競争の中にいる。「…この地域での争いは、

しばしば武力的な争いにつながる。利権はアルジェリア系、チュニジア系カビール人といった別々の

集団間の敵意を増幅させ、毎週争いと収支の決着という結果になる。 .… 14」
スラムのバー店主の中に

は、自分自身と店を守るために武装するものもいる。「紛争はこの地域を支配しており、グループは

求めに応じて、ライバルのバーの経営者に対してトラブルを巻き起こし、従業員が働けないようにし

たりする。こうした介入は、通常発砲事件にまで発展する。実行したグループは与えられた作業に対

して支払われる。 .… 15」 1971年 8月 17日 、スラムは「攻撃的な来訪者たち」とスラム居住者間の紛争

の舞台となった。ニースの様々な地域に住む16人のチュニジア人は、同胞からの喧嘩を探して、拳銃

と斧で武装したスラムにやって来た。争いの中、 4人のチュニジア人が負傷し、 3人は軽傷、 1人が

重傷を負った。警察によると、争いの原因は家族間の争いであった
16。 二_スの日刊紙 Nice Matinは

北アフリカ人 2人の間に起こった争いを採り上げた。「昨日朝、グルノーブルの170号線にあるスラム

街「la digue des Francais」 において、北アフリカ人の間で争いが起こった。1947年 9月 12日 チュニ

ジア Kёbili生 まれの B.M.が 1941年 5月 15日 Kercha生 まれの AOに拳銃を取り出し、威嚇した。目

撃者が入り、警察も到着し、武器を放棄させた17」
。このように、スラムでは移民間の武力衝突がしば

しば起こっていた。

市の当局者にとって、スラムは居住地であるばかりでなく、移民を苦しめる多様な疑惑を逃れるこ

とができる場所でもある。そこは、短期 。長期によらず、様々な犯罪者が隠れ蓑を探すのに役立って

いる。土地の占有が複雑であるため、当局者と同様に住民の間でも「Cache(隠 れ場所)」 という言葉

が出てきている。「スラムの車両には、警察と憲兵の無線周波数にあらかじめ合わせてあるラジオを

積んでいるものがある。さらに、スラムは高い場所に設置された見張り櫓で守られている。こうした

予防措置によって、介入されにくくなっている。多くの犯罪者、囚人などはそこ (ス ラム)で隠れ蓑

を探す。スラムはニース地域でも犯罪者の居住者集中率が高い場所になる前兆がある
18」

。暴力を引き

起こす人々自身のみならず犯罪者もスラムは呼び込んでいる。

また、多かれ少なかれ、多少でも非合法な条件で取得された多くのもの、特に小型バイクなどがス

ラムに入り、出ていく。「こうした小型バイクを盗んで調達するのは北アフリカの労働者ではないと

12 ADAM,207W133,《 Lθ わrdο′′ゴ″θ dθ 力 dコをυθ des Frangals a Mθ θ,PοpJ′″0″s ets″
“

如
“
θ)〉 Rapport

SONACOTRA,1974.
13 Al)ANI,207W133,Compagnie de gendarinerie de Nice,《 」9υf2θ血″de」Pθηsθ′gi"ο」口lθ

“
ιs〉〉,9 juillet 1970.

14 ADAIM,207W133,Rapport au Pr6tt des Alpes‐ Mantimes,《 FidοηyガZθ ごθね dコしυθ∂es Frangaぉ sarね
r=´θ gaucЙθ du Iを r〉〉30 juillet 1970

15 A.D.A■ 4,207W■ 33,Compagnie de gendarmerie de NК e,《 Bυ〃θιゴn dθ Rθnseコ gコemenお 》,9 juillet 1970.
16 A】〕)A,14,207W138,IPolice urbaine de Nlce,Colnpte‐ rendu d'intervention,17 aoOt 1971.
17  :Nice‐ 4ヽatin,29■ lai 1972.

18 ADA14,207W133,Rappo■ au Pr6お t des Alpes‐ Miaritim.es,く (Brdο″viυθ de fa dコどυθごθs Franσar surね
r2´θ gia υο力ο′υ予後r》 30 juillet 1970.
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が請願書に署名し、地区住民の恐れが示された。その後、地元で選出された人たちによって移民労働

者が自分たちの土地に入ってくることに対する全住民の反対意見が公然と発表された。そもそも隔離

的な状況を好ましく思っていたものもいて、「この村 (=la digue des Francais)の 住民は、 1日の労

働が終わると、小さな北アフリカの島へ帰宅を急ぐ。彼らはそこで、伝統的な環境を見つけ、居心地

の悪さに苦しむ。彼らは幸せで、人に迷惑をかけたりしない。彼らはもう街には来ない。それゆえにビー

チや遊歩道、ジャン。メドウサン大通りでふらついているやつらが減ったのです。警察はそれに気付き、

歓迎している。彼らの管理が容易になるのだ。」
5と

述べられたほどである。しかし、「水質汚染の危険

を避け、北アフリカ人に最低限の衛生状態を保障するためには、いくつかの措置を講じなければなら

ない」
6と

し、衛生状態の悪化を避けるため、市の当局者はスラムでいくつかの作業を行っている。主

要通路は固められ、すべてアスファル トになっている。水の流れが滞るのを避けるためにマンホール

と排水路が通りの低い場所何か所かに設置された。スラムに水のポンプが 5つ設置された。こうした

処置のための財政的 。人的負担の多さから、結局は移住計画が実行されることとなった。その際には

スラムで形成されていたグループといった社会構造やその機能を重視し、崩壊させないよう配慮され

た。

YOUSFI(2009)は 人口増加の様相についてもまとめている。「1968年 12月 31日、スラムには125

のあばら家をアルジェリア人404人、チュニジア人45人、モロッコ人 10人が住んでいた。」
7「 1969

年 8月 13日 に実施された監査では、チュニジア人329人、アルジェリア人113人、モロッコ人 4人を

数えており、170棟のあばら家に住んでいた。」
8「 1971年 5月 1日、la digue des Francaisに は 379

棟のあばら家があり、チュニジア人349人、アルジェリア人325人、モロッコ人 2人が住んでいた」。

1973年終わりには la digue des Francaisに 住む人の数は1980で、うち 60%がチュニジア人で、残り

はアルジェリア国籍の人たちであった
1°

」。「1976年 5月 の段階的解体前には1200人の住民がおり、

65%がチュニジア人、35%がアルジェリア人であった。」
11特に1968年から1969年にかけての変化が

顕著である。アルジェリア系移民が404人から113人へと4分の 1に減少したのに対し、チュニジア

系移民は45人から329人へと約 8倍に増えている。1971年にはチュニジア系移民とアルジェリア系

移民とはほぼ同数になっていた。プロヴアンス=アルプ=コー ト・ダジュールヘの移民流入数は、確

かに1965年以降にはチュニジア系とアルジェリア系とでは波が逆転しており、チュニジア系の到来

が多かった。しかし、地方レベルのマクロな視点だけでなく、プッシュ/プル要因といったミクロな

レベルでの考察を試みれば、チュニジア系移民は引き寄せやすく、その場に留まる傾向があったと思

われる。

5 ADAM,207W138,RappOrt au Pr6it des Alpes‐ Mantimes,《 Brdο
"′

″7θ dθ ia d」 gυe des iFンa“als a Mοθ》

12 septembre 1969

6 ADA:M,207W133,Rappo■ au Pr6偽 t des Alpes‐Maritimes,(く Iりdο″ッ2″θ′θね d」なuθ dθβ Fran′ 2"a N10θ 〉〉

12 septernbre 1969

7 ADAM,207W122,《ル yθコぬIJθ めβb〃0"′〃θs duご
`ρ

arιθm“ιあθ」 Pθ S‐ル〔′″″
““

〉〉

8 ADAM,207W133,Rappo■ au Pr6fet des Alpes‐Mantimes,〈(3rdο
“
″″θごθね digυθ desルan“r a Maθ 》

12 septembre 1969

9  ADブ 1ヽ1,207W125,■ clle signa16tique de la digue des Fran9ais,ler mai 1971

10 ADAM,207 VV133,く 〈Lθ らκο
"yゴ

〃θ dθ ね dig“θ Fraコ far a NIο θ,Pο′af′″ο
“

θι S″υοιυreS》 Rapport

SONACOTRA,1974
11  11、 こゴοθ■イiatr“ ,15 nlars 1976

(35)



pour les travameurs algeriens)と いったアルジェリア独立戦争が原因となったフランスにおける受け

入れ住居の確保という経緯があった。本稿で着目するのは SONACOTIぬ を相対化しながら考察すべき

頃の問題である。

1.スラム「la digue des Francais」 の発足と発展

1.1.スラム「la digue des Francais」 の概要

ニースの西方 Var側沿いにあばら家が並び始めたのは1963年から64年にかけてのことで、当時は

ジプシーたちが住んでいた。 5月 から10月 にかけては放浪者のような生活をしていた彼らは11月 か

ら4月 は la digue des Francaisに 定住していた。20か ら25家族、180人から200人 ほどが住み、5月

から10月 の間は老人や女性、子供といった数家族のジプシーが残っていた。観光用パスポートで渡仏

した労働者としてマグレブ系が la digue des Francaisに 到来したのは1964年末から1965年初めにか

けてであった。チュニジア人の多くはジプシーとのやり取りを踏まえてあばら家を建てた。1966年

に la digue des Francaisは 急速に拡大し、1967年に移民の第 2の波が到来、その内訳はチュニジア系

が最多で、アルジェリア系がその後に続いた。同年中ごろにはジプシーは la digue des Francaisを 去っ

ている。「あばら家はチュニジア系、そしてアルジェリア系といった新たな到来者たちによって占拠

されることとなった。」とあるようにスラムの発端はジプシーであったが、マグレブ系移民が到来する

ことで、様相が変わってきた。

このスラム街に住みついたマグレブ系の大部分はすでにフランスにおいて数か月、もしくは 1年以

上過ごしており、「la digue des Francais」 に到来したということは、ニースの他の地域にあるスラム

を追い出されて Saint― Andrё―de Niceに建設されたSONACOTRAに も入れなかった人たちであった。

「SONACOTRAで の居住が認められなかった北アフリカの人たちのことを思うと、そして休む場所が

ない人のことを思うと…スラムの段階的解消を進める各々の計画がある一方で、建築中の家を探して

あちこち回り、長距離バスを仮の宿とする北アフリカ人たちのことを思うと、la digue des FranCais

と呼ばれるスラム建設を進め、発展させていくのだ。」という証言は彼らが SONACOTRAへ の入居を

希望していたにも関わらず、できなかった人たちであり、スラムがそれを補完する役割を果たそう

としていたのがわかる。あばら家には「平均面積は 6ぶ、天丼までの平均の高さは1.90mで 入国の

たった 1つ しかない。商店用は平均面積 15“ で、門が 1つに窓が 2つついていた。」
4後

述するが、こ

のような狭い家に複数の人が住み、水回りや衛生状況が劣悪であったことから、決して望ましい環境

ではなかった。この、フランス最後で最大級のスラムの 1つ「la digue des Francais」 は1976年 5月

16日 に撤去された。スラム街を避難退去させる前に、市の当局者は、「la digue des Francais」 にいた

マグレブ系を住まわせられる3つの SONACOTRAを 建設することにした。当初、地元世論が新しい

SONACOTRAの 施設の建設に対して不信感を持っているために、スラム「la digue des Francais」 の段

階的解体が延期されている。まず、ニースの Riquier地 区に建築するプロジェクトでは、1000人以上

2 ADAM, 207 W133, << Le biconville de la digue Frangais d Nice, Population et structures )) Rapport
SONACOTRA,1974

3 ADAM, 207 W133, Rapport au Pr6fet des Alpes'Maritimes, < Bidonville de la digue des Frangais A Nice >

12 septembre 1969
4 ADAM, 207 W 133, < Description du bidonville de la Digue des Frangais A Nice >, Note de I'6quipe

d'intervention sur le bidonville de la Digue des Frangais. Juin 1974.
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ニースのスラム「la digue des Francais」 における

チュニジア系移民一スラムの問題と機能―

青 木 輝 憲

0。 はじめに

都市化の流れの中で住環境の整備は、特に欧米社会においては進んできた。不衛生な場所が発生す

ると封鎖し、ホームレスの居所は「整備」などの名日で立ち入りが禁じられたりする。かくして現代

都市では「スラム」は死語と化しているようにも思える。しかし、イギリスが対岸にあり、海峡の名

前の由来にもなっているカレーで最大級のスラムが解体に向かったことがニュースとなった
1。 2017

年 11月 28日 にパリ18区にあったスラムが解体されたとニュースにもなっている。スラムは現代にお

いても全く消えてはいないのである。

フランスで昨今報じられたスラムのニュースは必ずしも移民と結びついたものではないが、ニース

に1975年 まで機能していたスラムは移民のものであった。これまでのニースにおける社会学的移民

研究は流入の時期と数の因果関係 (青木 (2017)な ど)や移民の現状 (青木 (2011)な ど)、 ニー

スの主要産業たる観光業との関係(青木(2016)な ど)が挙げられる。歴史学ではRUGGIERO,dir(2006)

がニースの歴史を振り返る中で、1950年代中ごろに戦後復興の急速な進展と脱植民地化からアルジェ

リア系移民が帰還者として増えたこと (P.255)を 指摘し、SHOR,et al(2010)は ニースに渡来した移

民の出身国が多岐にわたっており、コスモポリタンな空間が出来上がってきたことを指摘した。

確かにニースの移民比率は高く、歴史的・地理的要因も無視できない。しかし、到来してからの個

人レベルでの動きや生活にはあまり目が向けられてきていない。そこで本稿ではアルプ=マ リティー

ム県の公文書館であるADAMttrchives des Apes― Mttitimes)か らのデータをまとめたYOUSFI(2009)

を中心に、1960年代から1970年代のニースにあったスラム「la digue des Francais」 に注目する。

CASTAUT(2004)は 戦後から約30年間続いた、いわゆる「栄光の30年 (trente glorieuses)」 の中で、

フランスにおける差別的な扱いを明らかにした。確かにスラムは社会的に高い評価を受ける場所では

なく、それは「la digue des Francais」 でも同様であった。だが、それだけでは論じ切れていない部分

もある。ゆえに本稿では「la digue des Francais」 に関し、成立から評価、実態について見た上で、既

存の貧民街研究の中で位置付けを試みる。

フランスにおける昨今の移民研究、特に住環境を含めた街区の研究は HLM(Habitation a loyer

modё rё ;低家賃住宅)で、今 日では行われている政策や地区としてはZEP(Zone d'education

prioritaire;優 先教育地区)な どが盛んである。だが、現代フランスにおける住居政策として挙げられ

る Adoma、 その前身となったSONACOTRA(Soci6tё  nationale de construction de logements pour les

travameurs)、 さらにその前身であった SONACOTRAL(Sociёtё nationale de construction de logemetts

1 L'OBS, 09 f6vrier 2016 , ( Calais, Paris... Les bidonvilles n'ont jamais disparu. Leur 6radication est un
mythe >
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デザインというシステムは依然として重要であるということだ。

アルマーニが革命的なデザインしたのは衣服のみならず、フアッション業界での経営スタイルでも

あった。

1次資料

。トマス・ゲインズバラ「朝の散歩」1785年、The National G』 eり,London

。ジョルジュ・スーラ「グランド・ジャット島の日曜日の午後」1884年、The Art institute of Chicago

。ジャン=フ ランソワ・ ド・ トロワ「愛の宣言」1731年、SchloS Charlottenburg,Berlin

。オスカー・ワイルドとアルフレッド・ダグラス卿、1894年、National Portrait Gallery

・ジョヴアンニ・ボルディーニ「ロベール・ ド・モンテスキュー伯爵」1897年、Mus6e dO'say,Paris

・オリンピックでメダルを獲得した米国陸上選手たち、1908年、National Portrait Gallew Her Mttesty

The Queen

・Giorgio Armaniの ウール地スーツ [7228101

・Armani Collezloniの ウーール地スーツ [2F54UH]

・Armani Collezloniの ヴェルベット地のジャケット[lF66TOl

・Emporio Armaniのヴェルベット地のジャケット151G400]

・Tom Fordの ウール地のスーツ [31CL441

2次資料

・ハーディ・エイミス、森秀樹訳『ハーディ・エイミスのイギリスの紳士服』(大修館書店、1997年 )

。ロラン・バル ト、佐藤信夫訳『モー ドの体系―その言語表現による記号学的分析―』(みすず書房、

1972年 )

。一、花輪光訳『記号学の冒険』(みすず書房、1988年 )

。Carr,E.,H"″ %′んゐ′丑b`ο4/ζ New York,1964

・CaⅥ′thorne,N。 ,7カθハb"′ ιοο晨,The Wellneet Press,New Jersey,1996

・柏木博『フアッションの 20世紀』 (日本放送出版会、1998年 )

・サルヴアトーレ。フェラガモ、堀江瑠璃子訳『夢の靴職人』(文芸春秋、1996年 )

。ジョアン・フィルケンシュタイン、成実弘至訳『フアッションの文化社会学』(せ りか書房、1998年 )

。畑埜佐武郎監修、出石尚三著『スーツの百科事典』(万来舎、2010年)

。アン・ホランダー、中野香織訳『性とスーツー現代衣服が形づくられるまで―』(白水社、1997年 )

・深井晃子監修『 [カ ラー版]世界服飾史』(美術出版社、1998年 )

。レナータ 。モルホ『ジョルジオ・アルマーニ 帝王の美学』(日本経済新聞社、2007年 )

・成実弘至『新装版 20世紀フアッションの文化史一時代をつくった 10人』(河出書房、2016年)

。落合正勝『ファッションは政治である』(は まの出版、1999年 )

。ブリュノ・デュ・ロゼル、西村愛子訳『20世紀のモー ド史』(平凡社、1995年 )

・ダナ・ トーマス、実川元子訳『堕落する高級プランド』(講談社、2009年 )

・Ⅷ I),“Glorgio Arinani Restructures Brands,Rethinks I)istribution",the 27th of February,2017

(31)



定せず、ディフュージョン版や若年層を想定したレーベルにまで適用した。アルマーニ・デザインそ

のものを価格や年齢に関わらず経験できるようにしたところがアルマーニのプランド・ ビジネス 。モ

デルである。

5。 結論

衣服は移り変わりの激しいものであるという印象がある。確かに昨今では年 2回パリ、ミラノ、ロ

ンドン、ニューヨークで開かれるコレクションが発表され、各メディアがそれを報ずる。興味がなく

とも、必ずと言っても問題ないほどにテレビでレポー トされるため、日にせぎるを得ない。単純計算

すれば、年 2回 4か所でフアッションの変化を見せつけられれば、ブランドの数の 8倍のパターンが

存在することになる。しかし衣服を歴史的に見ると、確かに変化に富むものもあれば、それほど変わ

らないもの、むしろ変わること自体が問題なものまである。

このような変化のパターンを参照しながら考察すると、男性服における変化は意義深い。特にスー

ツ・スタイルでは19世紀には完成されていた。そしてロンドンのテイラーを中心に継承されてきた。

それは、スーツという商品 (=モ ノ)の耐久性を維持し、消費者からの満足を得るためにも他に選択

肢がないと思われる。

ジョルジョ。アルマーニはソフト・スーツを打ち出した。それは着心地を最大限に追究するためで

あったが、柔らかい生地を使い、芯地を排することは同時に耐久性を損なうものである。さらに非形

成的な製法は一瞬目にしたときの印象に大きな変化を生み出すことは難しい。企業経営という点では、

モノを売りにくいはずである。しかし逆にそれによって、どのようなデザインを試みようともアル

マーニ・デザインである雰囲気を残しており、アルマーニのブランド化に成功したのではなかろうか。

Emporio Armaniレ ーベルに関するアルマーニ自身の言葉として「“偉大なデザイナー "が一般の人々

のために」というものを挙げたが、実際には、それは彼の名前を使ったというだけではなく彼の作る

衣服のラインが受け継がれているという意味になる。ソフト・スーツを世に間うた意義は、結果的に

人々が楽に感じる衣服を提供しただけでなく、ラルフ・ローレンのような歴史や郷愁を参照したよう

な方法ではなく、一貫したスタイルによってブランドの神格化にも成功した。

また、アルマーニはプランドをデザインしたデザイナーでもある。これまでのデザイナーは自身

の最高級ラインの他にはライセンスによってヴアリエーションを創出してきた。これらのブランド

で得られたものは、最高級ラインの廉価版というだけであった。しかしアルマーニの場合は Armani

Conezloniと いうディフュージョン版だけでなく、年齢層に分け、デザインを変えている。2017

年 2月 にアルマーニはブランド・デザインを改変し、Armani Collezloniお よびArmani Jeansを 止

め、Ciorglo Armaniと Emporio Armani、 Armani Exchangeの 3レーベルにすると発表した (WWD、

2017)。 レーベルが多角化したことで、各々の役割が不明確になってきたことを理由として挙げてい

る12が
、Emporio Armaniはそのまま継続されるという点で、やはり彼の築いた年齢層によるプランド・

12確かに彼の言うことにも一理あると思われるが、実際のところはそもそも小売店での利益率や、来店された

としても以前とは異なる店舗内での人の流れがあると思われる。 トーマス (2009)は 「今日では、高級ブラ
ンド店でのショッピング」では「店内には服が数点しかなく」販売員は「10分、ときには20分も客を待たせ

ることだって珍しくない」(R5)と指摘しているが、昨今のデパートでは、客は各プランドのショップを流れ

るように眺め見るようになり、時間をかけていない。また、インターネットで商品の目星をつけてショップ

を訪れるようになったことも一因している。つまり、プランドが多岐化したことによって相対的にアルマーニ・

ブランドのショップ内滞在時間が減少し、販売戦略に影響していることが最大の原因ではないかと思われる。
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後者は10万円弱
1°

であった。それぞれのデータは表 3の通りである。両者は肩幅は同じであったが、

着丈とウェス トの絞った部分の幅が異なる。Emporio Armaniの 方が着丈が短く、腰回りの絞りも大

きい。着丈が74.5cmと いうのは一般的に言っても短めで、腰回りの絞り方と相まってスポーティな印

象がある。78cmの着丈は一般的であるため、落ち着いた感じになる。詳細な検証のためにはボタンの

位置や襟の幅など様々なデータを採る必要があるが、これだけのデータでもEmporio Armaniが 意識

している客層が比較的若年層で、販売価格からしても同様の結果が得られる
H。

アルマーニがデザインしたのはアルマーニ・ブランドによる階層的なブランド・レーベルである。

アルマーニ自身が述べていたように、まずは「アルマーニ 。ブランド」の確立は必要だった。ラグ

ジュアリーフアッションを扱う“偉大なデザイナー"に よるデザインというお墨付きを与えられた上

で、価格を抑え、デザインも若年層をターゲットに据えたサブ 。ブランド群のシステムを構築したの

だ。そして、Armani Junior、 Emporio Armani、 Ciorgio Armaniと いう流れは、人の成長と合致する。

換言すれば、幼少期からはもちろんのこと大人になってでも、アルマーニ・デザインから毎日の衣服

を選ぶことができるのだ。さらに言えば、Armani Jeansで デニムを含む日常的なカジュアル・スタイ

ル。Armani Exchangeで 日常生活を豊かにするような雑貨や小物がある。つまり、成長とともに日々

の生活までもがアルマーニのデザインに囲まれることができる。

4.3.アルマーニが示すブランド・ビジネス・モデル

バル ト (1972)は 「欲望を起こさせるものは対象 (物)ではなく名前であり、人に物を売るのは夢

ではなく意味のしわざなのだ」(R9)と する構造主義的分析はここにおいて改めて確認される。ラル

フ・ローレンが内包した「イギリス風」への郷愁は過去に対する「夢」ではなく、そこから人々が感

じる「意味」である。現在の生活の中では得られない漠然とした不満は過去との相違から生ずる、も

しくは過去にはなかった悩みであるという前提から、「イギリス」を求めるようになる。バルト(1988)

の「広告は、すべて一つのメッセージである。事実そこには、発信源、つまり売り出され (ほめちぎ

られ)た製品の発売元と、受信者、つまリー般大衆と、伝達手段、つまりまさしく広告媒体と呼ばれ

るもの、が含まれる」(P.69)と いう指摘もまた有効である。クリスチャン・ディール以降は映画産

業との結びつき、ラルフ・ローレンは過去への郷愁をデザインとして落とし込み、商品に詰め込んだ。

アルマーニは売り出すきっかけとしてリチャー ド・ギアを媒体とし、つまりは着心地という元来のア

ルマーニの特徴ではなく、スーツを解体・解割しソフト・スーツとして再構築した結果として生じた

ゆったり感や落ち着き、若干香る反社会性からくる魅力を流布したが、それを単に最高級ラインに限

10 詳述しようとすればマーケティング論などで別の稿を用意すべきだが、一般に価格設定の上で「10万円の壁」

というものがあると言われている。例えば「同じ容量の冷蔵庫」を想定した場合、10万円を超えるか否かで

客層や販売数が変わる。つまり商品の企画段階で、換言すればデザインや使用する部品、組み立てなどにお

いて10万円を下回るように価格設定できるような商品を打ち出すか、これらにこだわってでも10万円を超え

る商品を出すかという選択を企業はする。この点で Emporio Armaniの ジャケットが10万円を下回っていた

というのは興味深い。

11 年齢層による展開は他にも例がある。2015年 にライセンス契約は終了しているが、バーバリーのライセンス

版であったブルーレーベルは元々18歳から25歳女性を、プラックレーベルは25歳から35歳男性をターゲッ

トとしていた。2000年 頃からブルーレーベルでは2012年 2月 まで、プラックレーベルでは2013年 6月 まで、

それぞれ男性用 。女性用を展開していた。しかし2013年 には終了していることから、それほど成功したとは

思われない。原因はプラックレーベル=男性、プルーレーベル=女性というイメージが強く、年齢層による

相違というイメージもなく、また広まらなかったためと考えられる。
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クの「逃亡者」、同年ロビン・ ウィリアムズの「キャデラック・マン」などがある。役どころはジゴ

ロや受刑者、凶悪犯といった社会的には望ましいと言えないものではあるが、それはアルマーニのスー

ツがこうした反社会的な人たちのイメージに合うものであるというよりはむしろ、スーツ自体を解体

し再構築したがために感じられる一種の「遊び」の要素により、そこから生じる魅力があるためである。

もう 1つはアルマーニ・ ブランド・イメージの拡大的展開である。現在、ジョルジョ・アルマー

ニには服飾部門に限れば Glorgio Armani(い わゆる黒ラベル)、 Armani Collezloni(白 ラベル、 1日

Glorgio Armani Le Collezloni、 1979年～)、 Emporio Armani(1981年 ～)、 Armani Junlor(1979年～)、

Armani Exchange(1991年 ～)、 Armani Jeans(1981年～)と いう展開をしている。Armani Jeans

はその名の通リデニム関連を中心としたレーベルで、Armani Exchangeは衣服のみならず様々なグッ

ズを展開しているが、アルマーニの成長、つまりはビジネス・モデルとしては Emporio Armaniの 存

在は大きく、このレーベルを設立したことは、その後他のプランドが展開するモデルの範となってい

る。モルホ (2007)はアルマーニの言葉として以下のものを紹介している。

デニム生地を使ったメンズコレクションの評判を試そうと思ってね。≪エンポリオ アルマーニ≫

と名づけ、購買力があまりなくカジュアルなスタイルの若い層をメインターゲットに絞った。僕が

自分の手で、ショーウィンドウをデコレーションしたんだ。道行く人がウィンドウ越しに、僕の作

品を褒めてくれたよ。何よりもまず、ラグジュアリーフアッションを扱う“偉大なデザイナー "が、

一般の人々のために仕事を始めたことに驚いたんだ。コレクションのアイテムはどれも、アルマー

ニ・スタイルを貫きつつも価格を低く抑えた。その後、マーケティングの専門家の反対を押し切っ

てコレクションを拡大し、レディースも手がけるようになった。百貨店の主力商品を買うような層

をターゲットにした、新しいラインをつくったんだ。(PP.126-127)

彼の言葉から明らかなように、Emporlo Armaniが 想定している客層は、購買力と関連しているが、

若年層である。Emporio Armaniは 、Ciorgio Armani Le Collezloniか らArmani Collezloniに 名称が変

更されてもClorgio Armaniの単なるディフュージョン・ヴアージョンであるレーベルとは一線を画す。

Glorgio Armaniと Armani Collezioniは 、前者にはウールをはじめ、シルクなどの高級素材を使った、

仕立てにも意匠を凝らしたものがあるのに対し、後者はウールを主体に化学繊維のものもある。価格

層も日本円で前者がスーツで50万円以上であるのに対し、後者は20～ 30万円が主な価格帯である。

だが双方とも、人によっては目に入った瞬間に抱く印象に大きな違いはない可能性もあるほどに、デ

ザイン上の相違は少ない。しかしEmporio Armaniの ジャケットには遊び心が含まれる。手元にある

2着のジャケットは如実に相違を表している。 2着 ともほぼ同じシーズンに購入したもので、双方と

もヴェルベット地のジャケット

だが、 1着は Armani Collezloni        表 3ジャケットの採寸データ (平置き採寸)

でもう 1着は Emporio Armani

の ものである。価格は前者が

15万 円弱 であったのに対 し、

Armani Collezioni Emporio Armani

ボ タ ン 数 2個 1イ固

肩 幅 40 crn 40 crn

着 丈 78 crn 74.5cm

腰 |1扇 45 cm 43.5 crn

出典 :筆者作成
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過去からの伝統や、時代の有力者のイメージをブランド化しているものである。ラルフ・ローレンの

衣服を貫くイメージは柏木 (1998)に よると「イギリス風」である (P■ 15)。 イギリスはアメリカ

のかつての宗主国であり、それゆえに現代のアメリカには実存しないはずのイメージである。高度成

長期にアメリカでホーム・ ドラマが大量に生産されたが、それは郊外の戸建て住宅での生活で、しば

しば1920年代アメリカ文学の「失われた世代」で懐古的ともいうべきヴィクトリア朝的アメリカの

価値観が描かれたことからも、そこには郷愁を誘うと同時に、アメリカの根本的なアイデンティテイ

が存在している。しかしイギリスそのもののスタイルではなく、アメリカ人がイメージする過去のイ

ギリスである。そこには過去として確定している、確固たる価値観があり、消費社会という流動性と

は一線を画すものとなっている。彼はネクタイの販売からフアッションでのキャリアをスター トさせ

ているが、その名前は「ポロ」であった。言うまでもなく、古いイギリスの富裕層が興じたスポーツ

の名前である。これらのことから、ラルフ・ローレンは変化の激しい消費社会において、過去の伝統

を「イメージ」と化し、ある意味での神格化を図り、それをブランドと結び付けている。

4。 2.アルマーニによるブランド・デザイン

クリスチャン・ティオールの死はプランド性が重要であることを後世に残し、戦後復興の中マーケッ

トとしてのアメリカの重要性を示し、ブルックス・ブラザーズを経たラルフ・ローレンがブランドに

おける特定のイメージによってプランドをブランドたらしめるシステムを構築した。では、ジョル

ジョ・アルマーニは何を提示しているのか。

一言で表せば、アルマーニはイメージによるブランド戦略の幅を広げたということになる。1つは

映画との提携である。フィルケンシュタイン (1998)は映画が流行を広めるため、映画産業に用い

られたフアッションは流行すること、それがハリウッド映画の広告展開とともに確立されたこと、映

画がプランド品と消費を促すような生活様式を喧伝するだけでなく、スターと特定のファッションを

結び付けてそのスタイルを流行させることを指摘した。実際、ハリウッドとデザイナーやブランドと

の関係の構築は決して新しいものではない。サルヴァトーレ・フェラガモはビジネス展開の機会とし

てハリウッドに注目し、実際にアメリカでの足場を築き、成功に導いた (フ ェラガモ (1996)参照)。

ユベール・ジバンシーとハリウッド女優オー ドリー・ヘップバーンとの関係も有名である。ただし、

彼らのケースは相手が女優であることと、彼女らと個人的なつながりを得て、広告塔としてメディア

に露出されることに限られている。アルマーニの場合は、リチャード・ギア主演の映画「アメリカン・

ジゴロ」における、彼の衣装デザインである。アルマーニの名はこの映画がゆえに、世界的に有名に

なった。落合 (1999)はイタリアのフアッション業界が「アメリカン。ジゴロ」に対する偉大な評

価として、「メンズフアッションを改革した映画として、もしあの映画にアルマーニが採用されなかっ

たら、ソフトライン
9は

トレンドとして登場はしただろうが、これほど長続きはしなかったはずである」

(PP.161-163)と 言われていることを指摘していることからも明らかなように、「アメリカン・ジゴロ」

によってアルマーニの名が世界的に広まっただけでなく、男性服が特定の映画と結びつくことによっ

て展開されるという道を示した。その後、アルマーニの衣装が用いられたのは 1982年エディ 。マー

フィー主演「48時間」、1987年ケヴィン・コストナーの「アンタッチャブル」、1990年 ミッキー・ロー

9 本来は「ソフト・スーツ」ではなく「ソフトライン」である。前者は日本のプランドが付けた名前である。

本研究においては日本で一般的に広まっている「ソフトスーツ」という言葉を採用した。
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の布地を用いたコレクションであり、懐古的ともいえるが、ヨーロッパが豊かであった時代の、いう

なれば時代錯誤なものであった。このコレクションに対し「ハーパースバザー」誌編集長カーメル・

スノーーのディオーールに送った言葉が、Cawthorne(1996)は 「Your dresses have such a new look.」

(P.109)で あったと述べているが、そこから「ニュールック」と呼ばれている。彼のコレクション

に対しては経済的な観点、フェミニズムの観点などから批判が相次いだが、フランスもきることな

がらアメリカのフアッション業界からは歓迎ムードであった。こうした彼のデザインについては成実

(2016)が リゾー ト地の実業家で生まれ育ったことを理由として挙げている (P■ 49)。 戦前の裕福な

家庭での生活が彼の脳裏にはあり、それゆえに1947年の彼のコレクションは富裕層のためのオー ト

クチュールを想定していた。しかし、結果的にはナチス・ ドイツ占領下にあって衰退していたパリの

フアッション業界を復興し、戦後の大量消費社会にフアッションを位置付けることに成功した。彼は

とりわけアメリカ市場の重要性を認識し、1947年 9月 にニーマン・マーカス賞授与式のためニュー

ヨークに招待されたが、アメリカでの滞在期間を延長して各都市を回り、アメリカの都市や人々を観

察した。アメリカではすでにニュールックのコピー商品が大量に出回つていたのである。

ディオールの名が広まると、ディオール社はストッキングや下着類、ハンドバッグ、手袋、ネクタ

イ、ジュエリーなどの商品でライセンス契約を結び始め、87か 国で展開され、ディオール関連会社

10社にロイヤリティが入った。当時多くのデザイナーやメゾンはライセンス契約がイメージの損失に

つながるなどと懸念していたため消極的であった。しかしディオールがプランドビジネスによって経

済効果が得たことを見て、他のデザイナーもそれに続いた。ライセンス契約自体は新しい発想ではな

かったが、ディオールは多角的な展開をし、成功した最初のデザイナーであった。また、コピーにつ

いても彼は独自の対応をした。例えばシャネルはコピーに対して寛容であったが、ディオールはコピー

を嫌悪していた。簡単な複製と安価なコピー商品を許せなかった彼は、自分が正当なコピーを作らせ

た。ディオール社はブランドのイメージを損なうことなく、デザインの使用料を徴収するというシス

テムを構築したのである。結果としてディオールにはオー トクチュール、ディオールブランドの既製

服、実物のディオールをモデルにした既製服という階層化されたラインが出来上がった。このモデル

が他のデザイナーにも伝播し、かつては富裕層を対象としていたパリのフアッション業界は大衆消費

社会化していく世界で購買層を広げていった。貧富の差がなくなったわけではなかったが、幅広い人々

が (ハイ)フ アッションを享受するようになったのである。

クリスチャン・ディオールは1957年に亡くなる。デザイナー本人がこの世を去ったとしても、ブ

ランドは残る。その後のブランドの展開可能性こそ、今日に深い影響を与えている。というのも、オー

トクチュールではごく限られた顧客のためのみにデザインされていたが、高級既製服という考え方は

「ディオールプランド」があってはじめて成立するものであり、デザイナー本人が亡くなっても存続

していけるようなものでなければならない。その後今日までの道のりを考えれば、当時にはプランド

が確立していたとして問題ない。

ブランド・イメージを重視 した展開をしているのがラルフ・ローレン (1939年～、ブランドは

1967年～)である。1967年にネクタイ店として創業したラルフ・ローレンの『 トラッド』スタイル

は、イギリスの伝統を意識したアメリカ的なもので、彼が自身のプランドを立ち上げる前にセールス

をしていたブルックス・プラザーズもトラッドのブランドである。ブルックス・プラザーズの創業は

1818年で、エイブラハム・ リンカーン (1809年～ 1865年 )や F・ スコット・ フィッツジェラル ド

(1896年～ 1940年 )、 ジョン・ F・ ケネディ (1917年～ 1963年)も顧客であったと言われている。
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また、ジョルジョ・アルマーニのデザイナーとしてのキャリアも興味深い。多くのデザイナーがレ

ディース・コレクションからスター トしているのに対し、アルマーニはメンズからスター トしている。

その例は枚挙にいとまがないが、例えばアルマーニも含まれる、かつて 3Gと 呼ばれたデザイナーたち、

すなわちジャンニ・ヴェルサーチ、ジャン・フランコ・フェレはレディースからである。前述したよ

うに、女性服の方が変化に富み、新たなデザインを生み出しやすい。この意味でも男性服のデザイン

は比較的容易ではない。そのメンズ・コレクションの発表からアルマーニは始めているのである。そ

れには 1970年代中頃の、彼がデザイナーとして歩み始めた時代、そして反体制運動やオイル・ショッ

クという社会情勢が深く絡んでいた。1969年～ 75年、イタリアでは明らかに政治的思想に基づい

た武力闘争が 4,384件起こった。イタリアにある94県のうち、こうした騒乱の 85%が 6県に集中

しており、ミラノや トリノ、ローマが特にひどかった。緊迫した社会情勢の中、さらにオイル・ショッ

クが起こったのである。人々はフアッションどころではなくなっていた。さらにフェミニズムの時代

でもあった。革命とフェミニズム。その融合により、社会的変革のためにフアッション、特に女性ら

しい服装は格好の標的となった。アルマーニが最初の発表をしたのが 1975年 7月 の 76年春夏コレ

クションである。モルホ (2007)は このショーの中で「初めてデザインしたレディース物をいくぶ

ん控えめに数点混ぜていた」(R89)と 述べている。メンズ・コレクションでありながら、女性モデ

ルも登場しており、そこでの女性服は「働く女性を意識した、既存の構造を解体したブレザーに、メ

ンズライクなラインの服」(同書、P89)であり、1976年 3月 の秋冬コレクションヘの布石となって

いた。このレディース・コレクションでは、ジャケットを着用した女性と共に、鮮やかな色合いのパ

イル地スーツをまとった男性が登場している。つまり、女性服を男性服に近づけるとともに、男性服

を女性服へと近接させたのだ。この発想はやはり、1970年代中頃のイタリア社会情勢が少なからず

影響していると思われ、このユニセックスなジャケットのシルエットがアルマーニの特徴である。

アルマーニのジャケットはシルエットが他のブランドと比べると安定している。ソフトな生地で仕

上げた非構築的な肩のラインをしたソフトなものである。例えば肩パッドを、その量を変えて入れれ

ば肩のラインを柔軟に変え、新たなコレクションとして次々と発表することが可能になる。肩が上が

ればボタンの位置も上がり、襟の幅は狭くなる。これらによって前シーズンとの差異を提示し、続々

と新たなシルエットを発表し続けることができる。アルマーニによる革命ともいうべき「ソフト・スー

ツ」は、ともすれば存続するブランドであるための戦略としては不適切なように思える。つまり、ア

ルマーニがデザインしたものは他にもある。次節ではこの点を指摘する。

4.ジ ョルジオ・アルマーニがデザインしたもの

4.1.ク リスチャン・ディオールの「ニュールック」とその影響

1947年 2月 12日。未だ戦後復興の途にあったヨーロッパでは物資が深刻なレベルで不足しており、

農作物の不作による飢餓も懸念されていた。戦時中から続いていた先の見えない困窮の生活。ファッ

ションも戦時服の面影が人々に重くのしかかっていた。そのような時期に行われた彼のコレクション

のテーマは「カローラ・ライン」。そして象徴した服装は「バースーツ」と呼ばれたもので、クリー

ム色のシルクのテーラー ド・ジャケット、黒のウールのロングスカー ト。スカー トについて若千の付

記をするならば、コルセットで細く絞められたウェストからプリーツをたっぶりととったためにふわ

りと広がったシルエット。つまり、機能的で合理的な衣服からは程遠く、贅沢な素材使いや必要以上
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ズの「慰めの報酬」以降
6、

ダニェル・クレイグの衣装をデザインしている。ジェームズ 。ボンドは

初代ショーン・ コネリーの仕立てをしたテイラー「アンソニー・シンクレア」をはじめ、 4代 ロティ

モシー・ダル トンに至るまでサヴィル・ロウのテイラーがスーツを仕立ててきた7。
トム・フォー ド

のスーツにはモー ドの雰囲気や独特の色気
8を

否定しきれはしないが、サヴィル・ロウに日は向いて

いる。 1つは右記したように、ジェームズ 。ボンドのスーツはサヴィル・ロウのものが長く用いられ、

その範疇のものが選ばれてきた。 2点 目は、彼はコレクションの発表を行わない。サヴィル・ロウの

テイラーはコレクションを発表することはなく、また、換言すれば、流行に合わせてスタイルを変更

するつもりはないということである。これらのことから、サヴィル・ロウのスーツの代用としてのトム・

フォー ドとアルマーニのスーツを比較する。時期、特に季節の相違によって生地の厚さを単純に比較

することは意味をなさないため、どのように芯地を使用しているかをアルマーニのジャケットとトム・

フォードのジャケットとで試みる。アルマーニについては Glorgio Armani Classicoラ イン2つボタン

でウールのスーツ、Armani Collezloniは ヴェルベット地の 2つボタンジャケット、Emporio Armani

のヴェルベット地の 1つボタンジャケットを見た。 トム・フォー ドは 2つボタンでウールのスーツで

ある。肩はアルマーニのジャケットでは 3つ とも肩から袖へ自然と流れるスタイルで、 3つ ともほぼ

同じラインを描く。計測が難しかったため感触でしかないが、肩パッドの厚さはそれほど厚くはなく、

3つ ともほぼ同じ程度と思われる。それに対しトム・フォー ドのジャケットにはアルマーニのものに

比して厚めの肩パッドが入っており、コンケイブしている。両者を比較すれば、トム・フォー ドのジャ

ケットは明らかにデザイン性が高い。アルマーニのジャケットはどのラインでも芯地を使用していな

いと思われる。ボタンホールからどれほど外側に向かっても、厚さの違いがない。それに対してトム・

フオー ドのものはフラップ 。ポケットから下 5 cm、 ボタンから外側 2 clnほ どのところで 1皿程度厚く

なり、第 1ボタンから上6mの ところで更に l mm程度厚くなる。つまり、身頃全体を形成すべく芯地

が入れられており、胸の厚さを出すような芯地の入れられ方をしている。結果、アルマーニのジャケッ

トは着用する人に合うようにしなやかであるが、 トム・フォー ドのジャケットはジャケットに人があ

る程度矯正される。そして胸板が芯地で更に追加されるため、グラマラスな印象になる。従来のよう

に芯地を入れる効果は、着用した人の姿を重視すれば大きいが、着心地はソフト・スーツにある。

男性服は19世紀以降、女性服と比して変化には乏しかった。変化という変数において不変の象限に

位置する男性服において、衣服を構築しデザインするというそれまでの伝統・常識を覆し、人が着て

いて楽なスーツを世に打ち出したという意味においてアルマーニがデザインした「ソフト・スーツ」

は非常に重要である。

6「カジノ・ロワイヤル」ではプリオーニであり、映画でもカジノヘ向かうべく着替えるディナー・ジャケット

はプリオーニのガーメント・ケースに包まれていた。

7 それゆえに 5代ロピアース・プロスナンがイタリアの「ブリオーニ」のスーツを纏うようになったとき、イ

ギリスでは「ジェームズ 。ボンドがイギリス人ではなくイタリア人になってしまった」と嘆く声も聴かれた。
この変更はテーラーから高級仕立服ブランドヘの転向という意味もあったが、プリオーニはイギリスの伝統

的な仕立てを前提にイタリア的解釈を施したものと言える。手元にあるプリオーニの 3つボタンスーツのジャ

ケットでみるならば、第 1ボ タンの上 2セ ンチほどのところから厚めの芯地が用いられ、肩パッドも過度で

はないがしっかりしている。この点ではイギリスのテーラー的ではあるが、肩のラインはコンケイプになっ

ておらず、自然と袖へ流れている。

8 サヴィル・ ロウのテーラーも全くスタイルを変えないわけでもない。サー・ハーディ 。エイミスもその著の

中で変化の必要性は述べている。詳しくはエイミス (1997)を参照。
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ギャバジン地で、肩幅と襟幅は広 く、ウェス トは絞っている。 2つボタンの下のボタンをすべてのスー

ツで外 しており、この頃に今日のような留め方が定着し始めた。 1930年代後半になると、アメリカ

では「ブリティッシュ・ブレイ ド・ スーツ」、すなわち肩や襟、 トラウザーズをできる限 り幅広にと

ることで男らしさを醸し出すようなスタイルになった。 1940年代は世界大戦であったが、この時代

も戦火の拡大と合わせるかのごとく、ゆったりとしたシルエットであった。その反動か、 1950年代

に入ると「エスクアイア」は「ミスター Tル ック」というテーマを発表 している。これは tall、 thin、

trimの頭文字を集めたものだが、スーツをより長 く、細身ですっきりとしたものへという提唱であっ

た。 1960年代、ビー トルズが席巻する中、アメリカで「ロン ドン・ライン」と呼ばれるスタイルが

出てきた。イギリスの仕立屋街サヴィル・ ロウの雰囲気を踏まえたもので、はっきりとウェス トを

絞っている。つまり、肩幅を取 り、裾は緩やかに広がるフレアー・スタイルになる。パリではロンド

ンのスタイル、すなわち絞ったウェス ト、にフレアーの トラウザーズというスタイルがもてはやされ

ていた。肩は付け根がより盛 り上がったコンケイプになっていた。ロンドンではピエール・カルダン

が発表 した「シリンダー・ライン」が注目されていた。その名の通 り、シリンダーのように直線的

で、何よりも細さを極限まで追求したスタイルであった。

これらのスーツは着心地よりはデザイン性や、そもそもテイラーの伝統を重視したものである。胸

に ドレープを描 くよう仕立てるためには芯地が必要となるが、その分着心地は悪 くなる。肩を構築的

にするには肩パッドが欠かせないが、やはり着心地に影響する。要は細すぎるものであれ、幅を持っ

たものであれ、安定的なシルエットを確保するためには芯地を入れる必要があり、それは着心地を犠

牲にしてのことである。そこでアルマーニが作ったのが「ソフ ト・スーツ」である。彼のフアッショ

ン業界でのキャリアは仕立屋ではなく、「ラ 。リナシェンテ」デパー トの紳士服バイヤーからスター

トした。ゆえに彼にはテイラーとしての決まりよりは、顧客の声の方が近かった。彼は当時を振 り返り、

服に金を惜しまない裕福な人たちを満足させることの難 しさ、それが見た目の類似性であり、着心地

の悪さからくるものであったことを述べていた (モルホ (2007)R92)が、その経験から、芯地を

排することを重視する発想を得た。

その実現には少なくとも2点を指摘 しておかなければならない。 1つは生地の選択である。彼は甘

撚 り糸を選んだ。普通スーツを仕立てる際に選ぶ生地は張 りやコシがある、適度に強 く撚られた生地

を用いる。甘撚 り糸を用いると生地が破れやすくなり、生地と生地の縫い目が避けやすくなってしま

うため、あまり用いられてこなかった。しかし彼はソフトに仕上げることに注力した選択をした。 2

つは、仕上げ段階でのスティーミングをしないことである。高温の蒸気を当てることで生地を安定さ

せる工程で、これを踏まえると生地の均一さが増 し、仕立てる際、扱いやすくなるのだが、生地の風

合いを損なう。アルマーニは生地を柔らかくするべく、スティーミングを生地に施さない。極限まで

にソフトさを追求した生地でスーツを仕立てたのである。

伝統的なスーツとアルマーニのものとを正確に比較するためには前者はロンドンの仕立屋街「サ

ヴィル・ ロウ
5」

のテイラーによるものであるべきだが、手元にないため比較的近い トム・フォー ド

のスーツで比較する。 トム 。フォー ドはアメリカ人で、凋落の中にあったグッチを V字回復させ、ラ

グジュアリー・プランドヘと復活させたデザイナーとして知られるが、昨今では映画「007」 シリー

5 余談ではあるが、日本語の「背広」の語源については諸説あるが、私見としては音が「背広」に最も近い

Savile Rowで はないかと考えている。
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で貴族階級が着用していたような贅をこらした衣服への選好が見られるようになる。それは、衣服の

選択が完全に自由になったがゆえに生じた差異化の必要性からであった。

差異化は階層間の区別のためであったが、その結果現前化した差異は各階層内において同質的な装

い一ある種のモー ドーが成立する。高級素材であるシルクや金、銀、宝石、毛皮は有史以来貴重な原

材料であり、身に付けるものに豪華な装飾を施してもきた。単なる差異化だけであれば、豪華絢爛に

装うだけで事足りるはずである。しかしそこには一定の閾値が存在し、無尽蔵なヴアリエーションが

可能なわけではない。差異化だけでは説明できないこの部分は、社会階層内を更に細分化し、職種や

趣味、同好会などの変数を加味しなければならない。同じ収入を想定し、20万 円程度でスーツを購入

する2者がいるとして、エルメネジルド・ゼニアを選ぶかアルマーニ・コレツィオーニを選ぶかでは

年齢や職種などの基本属性が異なる。過度な単純化を恐れなければ、前者は企業の営業部、後者は内

勤になる。アルマーニのスーツは楽である一方でデザインに遊びが入り、スーツ自体の個性が比較す

れば際立つ。

民族の別によって同じような衣服を選ぶ傾向にあったり、価格によって差異化が図られ、同価格帯

で見れば基本属性内では同じような衣服の選好があり、結果として同質的な選ばれ方がなされる。

図2 フアッションにおける4つの象限

変化

差異化を目的としない変化

(和装からの洋装へなど)

差異化を伴わない普遍性

(民族衣装など)

出典 :筆者作成

変化による差異化

(富裕層を抽出化するフアッション)

一定期間安定的なスタイルによる差異化

(制服など)

差異化

本章で論じてきた視点を理念型的に図示化すれば図 2のようになる。このように整理すると、衣服

が単なる防衛や防寒などの目的に限られない限り、おおよそこの 4つの象限のどこかに分類されうる。

これはつまり、現代の衣服の目的に差異化が大きな重要性が置かれており、さらに変化がどのように

影響するかで考察しうることがわかる。

3.ジ ョルジョ・アルマーニの「ソフト・スーツ」

1970年代以前、スーツは構築的であった。しっかりとした形を作るため、固く厚めの芯地スーツ

に入れられていた。1930年度の「シアーズ。ローバック」のカタログには「フアッション・テーラー ド・

スーツ」と紹介されており、「ラウンジ・スーツ」ではなくなっていることが明らかである。フラン

ネル地で、シルエットは肩幅が広めでウェストの位置は標準的、直線的で太目のトラウザーズだが、

2つボタンの 2つ ともが留められている。 3ピースの構成で、そのうちの 1着は袖の付け根が盛り上

がる「リフテッド・スリーヴ」になっている。1934年度の「シアーズ 。ローバック」カタログでは
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現下の我が国の状況は何人も異論なく未曾有の難局である。服装について各方面から種々の議論

が行われるのは難局に処して服装風俗を改善せねばならぬとの意識が濃くなつた為である。

今日の国民生活は国家の悠久なる発展の中に自己の生活を見出し、自己の生活目的を国家目的に

合一せしむる所に其意義を発見せねばならぬ。個人生活と国家目的とが相反するするやうなことが

あつては真の国家の発展は望まれぬのである。衣服についていへば現下の衣服事情に即応した衣服

生活が実現されねばならぬのである。・…衣服、服装は国民生活の理念の表現である。臨戦態勢下の

国民服装は、此の非常時局突破にふさわしいものたらしめねばならぬのである。

この中で注目すべきは、自己を犠牲にしながらも、個人の生活を国家の目的と合一させることで国

家の発展が望めるとしたこと、そのためにも現状から抜け出せる服装を選択すること、さらにこうし

た過程を経て「国民」を創出 (演出)しようとしたことであろう。

総力戦のもとで衣服に機能性・機能美および合理性が求められ、各国が国民服 。標準服を制定し、国

内において同質化が見られた。と同時に、主義主張・敵/味方を越えて国家間においても同じような

こと、同質化が起こっていた。

国家による政策の結果、同質的な衣服が作られ、人々が身に付けることになった例以外にも衣服

が同質的になることはある。選択の自由が得られた結果、同じような衣服を選ぶことになるもので

ある。1791年、フランス革命期に国民公会は「男女の服装に関する法令 (Relauf aux Vёtements des

persOnes des deux sexes)」 を出したが、そこでは次のように記されていた。

何人たりとも、男性市民および女性市民に対して特定の衣服を着用するよう強制することはでき

ない。これに違反するものは被疑者として扱われ、公序良俗を乱すものとして訴追される。個々人

はどのような衣服を着用し、それぞれの性で各々が良いと思う服装をしようとも自由である。

この法令から明らかとなるのは、フランス革命以前は服装の選択に自由がなく、強制されていたも

のであることである。それを国民公会は否定したのだが、結果として旧平民身分には自由が付与され

ることとなった一方で、貴族階級には差別化の手段が失われたことを意味していた。また、フランス

革命によって無化された身分制度は19世紀の産業革命を経て新興ブルジョワ階層を生じさせ、貧富の

差が階級では測れない時代となった。強固な国民国家体制が形成されていく中では、人は出自によっ

て差別されることはなくなり、等しく「国家」と個々人との間に結ばれた「契約」により結ばれていく。

このような時代背景と服装の自由化には高い親和性があり、形式的 。法的には外見では階層上の差別

化が不可能となった。

さらに「特定の衣服を着用する (se vё tir d'une maniё re particuliere)」 とあることから、革命以前に

は衣服のデザインも特定されていたことがわかり、この法令によってデザインの自由度が発生したこ

ともうかがえる。デザインの硬直性は、新たな衣服の発注がその耐久性の低下にほぼ等しく、流動性

は低かった。しかし、18世紀末に衣服のデザイン性が生じ、また19世紀に入ると産業革命の波によっ

て衣服は市場原理の中に埋め込まれることとなった。衣服は身分制度と密接な関係があったが、その

身分制度がフランス革命によって、デザインの硬直性は産業革命によって廃された。

フランス革命後、国民公会が発布した服装に関する法令により、男女や階級による服装の固定はな

くなり、人々は自由に選択できるようになった。しかし、新たな新興層となったブルジョワは旧制度
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例も少なくない。

アルゼンチン南部のパタゴニア地方に住むテウェルチェ族はグアナコの皮で作った、ものによって

は刺繍も施されたマントを羽織り、モカシンの靴を履く。ボリビアのケチュア族はポンチョをベルト

で締めて着用する。帽子は耳に覆いのある尖ったものである。このような帽子はインカ帝国の彫像な

どでよく見られる。同じボリビアでもラ・パスに住むチョラの帽子は高さが非常にあるものになる。

スカー トはふくらはぎより上の丈で、ボレロを着てフリンジがついたショールを両肩からかける。彼

らの帽子は縁が大きく、平らである。このあたりの地域、ケチュアの女性は、ケープ状のマントを羽

織り、その下に長袖・膝丈のワンピースを着て、帽子は被らない。スカー トを重ねて着るため裾の方

は広がる。この周辺の男性は袖なしのヴェストを着用しているが、それはキリスト教の聖職者のスタ

イルに類似する。聖職者の服装に類似する他の例としてはリオ・グランデのカビーナ族で、長袖でゆっ

たりした自のワンピースにベル トを締めて着用する。

例を挙げれば、それこそ民族数だけ出てくることになるが、羽織るものであってもマントであった

リポンチョであったりする。帽子も形状やデザインは各々特徴的であり、被らない民族もいる。少な

くとも明らかなことは、地区 。地域はそれほど説明の要素としては強くはなく、多様な民族衣装が存

在する所以は民族が多様であるからだと言えそうだ。近接した地域であっても羽織もののスタイルや

帽子の形状、その有無は様々だからである。民族衣装は居住地域 。地区によって決定されるものでは

なく、自らが属する民族によって決するものであり、義務などではないが、同一民族は同じような服

装になっていく。欧米化している社会であっても、祭事などではこの傾向が表出することが多い。

また、名称は国家によって異なったが、第 2次世界大戦中、日本だけでなく、イタリアやイギリス、

アメリカ、ソヴィエ トにおいて衣服の標準化が図られた。ここに挙げた国は当時、ファシズム、資本

主義、社会主義であり、思想的には相互に相容れず、戦争状態たらしめた国々であった。こうした方

向へ動いた原因は、第 2次世界大戦が総力戦であったためである。

イギリスでは商務省がイギリス・フアッション・グループに対して戦時下の衣服デザインを要請し、

1942年にロンドン・フアッション・デザイナー連盟が設立された。彼らがデザインしたのは一種の

ユニフォームのようなものであったが、「ユーティリティ・ガーメンツ」と名付けられ、実用的だが

簡素なその衣服は1946年までは女性の中で一般化していた。また、アメリカにも輸出され、「ヴィク

トリー・スーツ」と呼ばれた。

イタリアでは1933年にムッソリーニが「国立モー ド協会」を設立し、服飾に関するイタリア国内

市場の掌握を計画した。さらにイタリアがあらゆる分野においてイタリア文化によって先導するとい

うフアシストの理念のもと、1929年、「イタリア・アカデミア」を設立し、マリネッティなど未来派

の芸術家が会員に選出され、国民の公用服のデザインをした。バッラやヴォルト、タイアー トなどが

早期に美術的な実験として機能性と美の統合を目指した衣服をデザインしていたこともあって。芸術

家と産業とが共同でイタリア・フアッションをデザインした。

日本では厚生省と商工省の嘱託を務めながら被服協会理事でもあったデザイナーの斉藤佳三が「婦

人標準服の考案」を書いている。そこで斉藤は日本的な性格をもった衣服でありながら、活動的にな

るためにも衣服の無駄を省くことを提唱し、和服の袖を短くせよと主張した。標準服の基準を機能性

に求め、それこそが合理的で、美にもつながるという立場である。また、厚生省生活課長の青木秀夫

は『すまいといふく』1942年 1月 号に「国民生活と衣服」というエッセイを掲載している。
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に異を唱え、色やキュロット、素材などで男性が華美に装うことの重要性を自身の服装で主張したが、

世に受け入れられなかった程であった。

簡素化とともに進んだのはカジュアル化である。以前のジャケットが必要としていた細いウェスト

を形成するためには技巧的な裁断と縫製を要していたが、1850年代に現れたラウンジ・スーツはウェ

ストに裁断線がなく、ストレー トなデザインであったが、時代の流れが簡素化にあったからこそ現れ

たものであったことは間違いない。

18世紀までの男性服は生地や装飾などで一定しない要素が大きかったが、19世紀に入るとイギリ

ス趣味の影響で簡素化が進んだ。衣服はジャケットとヴェスト、 トラウザーズで構成されており、こ

の点では変化はおおよそ見られず、それは現代にも通ずるスタイルである。

2.2 :差異化

ファッション上の差異化には、時系列で見た場合の差異化がある。前シーズンのものを「流行遅れ」

とし、新たなトレンドを生じさせていることを想起すれば明らかである。これは、換言すれば前述し

た「変化」に相当する。しかし、同時的に見てもフアッションには差異化を看取することができる。だが、

こうした差異化のみでフアッションを考察することはできない。差異化が図られる一方で、別の力学

が機能する部分も持っている。

2.2.1.差異化の象限

社会における差異化、すなわち、階級や階層を含む社会経済的な差異が生じたことによる各々の社

会的役割やライフ・スタイルは、それぞれの立ち居振る舞い方へと帰結し、結果としてフアッション

における差異に転じた。また同時に、ファッション上の相違が制度化されもした。右記した制服であ

るが、制服自体は変化しないが社会の中には複数の制服が存在していることが一般的で、それらの間、

例えば各学校の制服の存在というのは他校との差別化を可視的に図るものである。

フアッションにおける差異化といってまず想定されるのが富裕層か否かに関わる部分であろう。近

代以前には服装を選ぶ自由はなかったが、人々が衣服の選択をするようになると、それは全くの自由

を意味するのではなかったと気が付くことになった。確固たるものとして存在していた階級システム

が崩壊したが、流通するモノは産業資本主義によって動かされ、各人が日常的かつ主体的に衣服を選

べるようになったわけではなかった。やわらかな高級素材をたっぷりと使い、細緻にわたる手作業に

よって美しく仕立てられた衣服を誰もが纏えるわけではなく、結果的にそれぞれの社会階層に合わせ

た衣服が、それぞれの可処分所得帯に合わせて設定された価格で販売され、こうしたモノを人が選ぶ

ためである。さらにモノを売り続けなければならない産業資本主義において、モノのリノヴェーショ

ン、換言すれば新たなモノを作り続けていかなければならないというある種の脅迫観念により以前の

ものを古いものと化し、新たなものを売っていく戦略がとられるため、贅を尽くした最新のモデルを

身に付ける層が視覚的に発生する。これがフアッションにおける差異化である。

2.2.2.同 質化の象限

それぞれの民族が伝統的に纏ってきた服装は文化の継承とともに受け継がれ続けるものもあれば、

欧米化しているものもある。概して民族衣装として残り、多様であるのが南米である。南米はスペイ

ンやポル トガルの侵入により歴史的な転換点を経験しているが、伝統的なスタイルが堅持されていた
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日本では欧米型のスーツが実現に至った。

フランス革命や明治維新といった例は極端なものにはなるが、急激かつ大幅に衣服が変わることが

ある。

2■2.不変の象限

フアッションが移りゆくものであるという印象はあろうが、基本的にはあまり変化しないものもあ

る。例えば警察官の制服が年に2回のコレクションで変わっていれば、一般人が警察官と認識する大

きな判断基準を失うことになり、混乱をきたすであろう。

スーツ、英語の suitは suiteを 同じ語源を持つが、このことから「スーツ」とは「揃いの」という

意味が根幹にある。男性服もわざわざ「揃い」と言わなければならないことには歴史的な流れがある。

今日では suitと 呼ばれているが、それは19世紀初め、ラウンジ・スーツ (lounge suit)で あった。「ラ

ウンジ」が省略された結果「スーツ」のみが残ったのである。18世紀までは男性服も変化に富んでい

たが、19世紀に入ると簡略化 。簡素化の流れが旧世紀のトレンドを凌駕し、今日とほぼ同じようなス

タイルが確立した。

着る物の構成としてジャケットとトラウザーズを想定するならば、定着の起源は 18世紀の habit a

la francaiseに求めることができる。17世紀のヴェルサイユではジュストコール 4、
ヴェスト、キュロッ

ト、クラヴアットの組み合わせが宮廷服として採用されていた。17世紀はスタイルの変形が激しかっ

たが、18世紀を通して定着していく。18世紀初めはジャケットの裾が腰の製を基点に広がり、袖口

にも幅広で長い折り返しのカフスであったが、全体的に少しずつ細身になっていった。18世紀前半

にはこれらの衣服に金やレース、刺繍などで装飾がなされていたが、後半になるとイギリス趣味が流

行し、ジャケットから刺繍が廃され、ヴェストの丈も短くなるなど簡素化していった。フランス革命

後にはキュロットから長ズボンになり、19世紀以降のスタイルを準備した。

19世紀に入ってもイギリス趣味の流行は衰えず、イギリスのテイラーが男性服の流れを決定してい

た。装飾的な部分が追加されることはなく、むしろより簡素化や定型化が進んでいっていた。こうし

た流れを作り出したのは、その装いによってイギリス社交界を支配した、平民出身のジョージ 。ブラ

イアン・ブランメル (1778～ 1840)が創始者とされるダンディズムであった。ダンディズムによる

装いとは①衣服が身体にぴったりと合っていること②控えめな装飾と地味な色であった。①は衣服に

数がなく、皮膚の一部であるかのように密着されていることを意味した。これを実現したのは、イギ

リスの裁断技術の進歩やテイラーたちの進歩であった。②については、例えば色は地味な青やグレー、

クリーム色などを主体とした。衣服の色や装飾がシンプルになった分、ネクタイの結び方で個性を演

出すべく他と競った。

かくして17世紀以降に定着し始めたジャケット、ヴェスト、キュロットという組み合わせは、 18

世紀および19世紀の 2世紀をかけて簡素化し、1820年以降にはキュロットが昼間の衣服や宮廷服と

して扱われるようになり、長ズボンがキュロットに代わって定着するようになった。

19世紀後半はこの流れが踏襲され、特に色についてはジャケットが黒、ヴェストが黒もしくは白に

なり、より簡素化が進んだ。そのダンディズムで有名であったオスカー・ワイル ドはこうした簡素化

4 細身で丈はキュロットが隠れるまでの長さがあり、両脇には装が畳み込まれており、前開きの両側にはボタ

ンが並び、袖に大きなカフスが付いたもの。
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の形状はペティコー トの重ね着によってなされていたため女性の活動は大きく制限されるようになっ

た。一見不都合に感じるが、ロマン主義的女性像との高い親和性からこの流れは継続され、スカー ト

の丈は地面に着くまでに至り、活動はより制限される方向に向かった。 1850年代後半、鯨の髭や針

金などで輪状に形成された下着であるクリノリンが登場すると、容易に裾を広げることができるよう

になり、スカー トは急激に広がった
2。 1860年代に入ると、スカー トの前面が平たくなると同時に後

側が広がるとともに長くなり、裾は引きずられるようになった。1870年代に入るとクリノリンに代

わってバッスル
3が

登場する。バッスルは明らかに一般化した。日常的な光景を描写したジョルジュ・

スーラの『グランド・ジャット島の日曜日の午後』で描かれた女性たちはバッスルによって作られた

スカー トのラインをしている。

19世紀中頃からアメリカやイギリスで女性の地位向上を求める運動が盛んになってきていた。

1851年アメリカでブルーマー夫人 (ア メリア・ジェンクス・ブルーマー )自 身が編集していた『Lily』

誌面上で、女性がより衣服で東縛されたり歪曲されたりせず、活動的であるべく女性もトラウザーズ

を活用すべきだとして自ら実践した。その影響を受け、1881年にイギリスでレイショナル・ ドレス

協会が設立した。しかし1880年代以降のフアッションを決定していたのは時代の風潮としての『ベ

ル・エポック』であり、芸術分野、すなわちアール・ヌーヴォーで、曲線的な意匠を是とした潮流は

豊満な胸、引き締められたウェスト、後方に張り出した腰のラインで完成される S字シルエットヘと

向かった。1890年頃になるとバッスルは縮小し、ドレスの簡素化が見られるようになった。裾も細

くなっていったが、それに反して袖は大きく膨れあがった。1895年頃に最も大きくなったが、その

袖も1900年頃には廃れた。また、主にスポーツや旅行用としてテイラー ド・スーツの応用、つまリジヤ

ケットとシャッおよびスカー トというスタイルも見られるようになった。

19世紀の女性服は、ウェストのラインや裾の長さ、袖の大きさ、コルセットやその後継およびそれ

らの有無において、変化に富んでいた。

衣服の大きな変化を経験した国は他にもある。日本である。明治維新後、欧米化が図られるように

なり、和装から洋装へと、いわば革命的な勢いで変化することが迫られた。

そもそも布を身体に纏うためのものが衣服であるが、その覆い方には 3種類ある。 1つは 1枚の布

を巻きつけるスタイルである。巻きスカー トやサリーなどがその例である。残る2つの方法は、複数

の布を用いて縫い合わせ、服を作るという点では共通しているが、例えば胴回りに限って指摘するな

らば筒型か袋型かの相違である。筒型とは 2枚の布を人の胴の形に合わせ、中を空洞になるように立

体的に縫い合わせることで完成される。スーツはこの部類にはいる。袋型とは 2枚の布を重ね合わせ、

そのままの状態で淵を縫うことによって完成される。日本の着物はここに分類される。ハンガー状の

ものに掛けたとき、スーツのジャケットは空洞が形成されるが、和装の着物は2枚が重なり合わさり、

平坦になる。

つまり、明治維新による「服装革命」は袋型から筒型への変更を意味しており、明治期の日本で間

題となったのは、誰がスーツを仕立てるか、であつた。当初衣服であるため、呉服屋が制作を試みた

が失敗に終わっている。布を縫い合わせる方法として筒型になる縫製経験がなく、スーツのようには

ならなかった。結局、当時複数の布を立体的に縫う技術を持っていたのは足袋職人で、彼らによって

2 その様子は、劇場で着席出来ない女性や、スカートの中が鳥カゴになっていると風刺される程だった。

3 詰め物もしくは枠状の様々な素材で作られた腰当てで、腰元から筒状にラインを形成している。イメージと

しては太めの尻尾のようなもので、スカートの後側に膨らみが出来る。
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在するはずである。フアッション史の書物は存在してはいる。だが、それらは過去に流行した服装の

辞典的なものや結果として成立したフアッションに関するものばかりで、変化の定式化やそこから見

えてくるものを論じようとはしていない。言うなれば、歴史学の中でも定点的な考古学的論考である。

そこで本研究において、まずは日々行われている被服という行為の連続として、フアッションの変遷

を類型化する。すなわち、変化自体の大きさと変化の方向性の定式化を試みる。その上で特定の変化

をどこに位置付けるべきかを考察する。具体的にジョルジョ・アルマーニが起こした変化を見ながら

歴史学的な分析方法の 1つの可能性を示す。衣服研究の方法として絵画や写真を参照することは以前

から行われてきているが、本研究ではさらに実際の衣服を資料化する試みもする。これらを通して見

えてくるのは現代社会の 1つの大きな特徴である消費社会およびその変遷と、それに合わせぎるを得

ないビジネス経営論であり、社会に対する歴史学的考察かつ歴史に対する社会学的考察になる。

2.フ アッションにおける4象限

フアッションにおける視点には①変化②差異化の 2次元があり、それぞれの変数には相対的に度合

いの高低がある。本章で具体的事例を示しつつ、これらの 4象限を明らかにしたい。

2.1. グ奎化

今日のフアッションには変化は必須要件となっている。変化が存在している、もしくは変化を生み

だすことで、フアッションは産業として成立し、そのことによってフアッションはフアッションたら

しめられている、とも言える。しかしその一方で、長期的には変化してはいるものの、短期的な変化

はそれほど大きくない要素もある。

2.1.1.変化の象限

フアッションにおける変化は、例えば19世紀末、特に1860年代以降に見られたコルセットの消滅

がよく挙げられる。

19世紀に男性服ではイギリス趣味の影響で簡素化が進み、ダンディズムとカジュアル化の結果とし

て今日のようなスーツ・スタイルが完成されつつあったが、相対的に大きな変化はなかった。それに

対し女性のフアッションはめまぐるしく変わっていった。

1820年代中頃には前世紀に高く設定されていたウェストの位置は下降し、標準的なところでウェ

ストのラインが作られ、廃されていたコルセットが再び使われるようになった。ウェストが引き締め

られることでスカー トの裾が広がり始めた。袖口も大きく広がり、その形状は様々であったが、共通

してネックラインは下がり、デコルテが大きく広がったため、ケープやショールが多用されるよう

になった。結果的に出来上がったスタイルは1820年代から1840年代のロマン主義
1の

影響を明らか

に受けており、ロマン主義演劇の主題として好まれていた15世紀～16世紀の宮廷内の服装はドレス、

アクセサリー、ヘアスタイルに影響を与えていた。

19世紀中頃にはウェストのラインは更に低くなり、細さを増した。スカー トの裾は広がったが、そ

1 幻想的で理想化された特に中世世界で、そこでの女性像はか弱い従順なもので、男性の愛と理想の対象化さ

れていた。
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ジョルジョ・アルマーニがデザインしたもの

一 フアッション史に対する歴史学的考察の一試論―

青 木 輝 憲

0.は じめに

0.1 問題の所在

E.H Carr(1964)は「歴史学が社会学的になればなるほど、また社会学が歴史学的になればなるほど、

それは両者にとって好ましい」(R84)と 言った。昨今では「社会学」というタイ トルの付いた書籍

が非常に多いが、それらの多くは社会学、すなわちオーギュスト・ コントを継承したエミール・デュ

ルケムやマックス・ヴェーバーによる理論化、彼ら以来続く研究分析方法の確立やその試行錯誤といっ

た学術的意味の「社会学」というよりはむしろ、「社会」の「学」、換言すれば社会について語るだけ

のものが氾濫しているように感じる。こうした流れからCarrの 主張を実現することは難しいであろう。

社会があれば歴史があり、歴史には社会が不可欠である。では、社会学を歴史学化する方法、もし

くは歴史学を社会学化する方法は存在するのだろうか。1つの答えは「社会史」であろう。しかし、

社会史のようなマクロな視点からのアプローチではなく、アナール以降の歴史学を鑑みた上での社会

学への接近を試みることは不可能だろうか。そのための試論として、衣服を本研究では採り上げる。

衣服を纏わぬ人がいないとは言えないが、現代では多くの国 。地域で衣服は実践されており、日常化

しており、日々の生活の集積としての「歴史」と、個々人の生活の集積としての「社会」を考察する

示唆が得られると考えるためである。

1.衣服に関する先行研究と本研究の位置付け・方法論

衣服に関する古典的研究は民族衣装についての文化人類学的なものである。例えばインドの民族衣

装は現在でも着用されている。ヒンドウーの代表的な民族衣装 ドーティは男性の白い服であるが、一

枚の布を巻きつけることで完成される。女性の民族衣装サリーは一枚の半透明な布を身体に重ねて巻

きつけて着るものである。素材や染色、模様などによって個体差が生じるが、巻き方と合わせて地方

やカーストでの相違を表す。インドにはこのような伝統的民族衣装があるが、帝国主義帝国時代のイ

ギリスとの関係は無視できない。インド人の中にもイギリス的モー ドを身に付ける人たちが多くいる

ためである。この点についてデュ 。ロゼル (1995)はイギリス側がインド人に対してイギリス的服

装を強要したからではなく、インド人が自発的に取り入れられた結果だとし、特に若年上流層が19

世紀末から20世紀初頭にかけて「盲目的に模倣」しようとしたためで、「伝統的なインドの民族衣装

のなかに、イギリスのモー ドの特徴を持つ新しいモー ドが現れるようになった」述べている (P59)。

ごく簡単な俯欧ではあるが、衣服についての研究はこのような民族衣装の広がりや類型化、彼らの

文化的な関係性などについてのものがほとんどである。これらの業績は文化人類学的で、その意義を

否定するものではない。しかし、時代背景や服装の移り変わりを研究する以上、歴史学的な要素も存
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hand to me as I got in the taxi.

The shame of history and aggression during the war aside, the Russian people I met were all

nice and kind. I'm glad that I grew out of hate toward the former virtual enemy. I just feel sorry

that I visited their land without knowing their language but grateful for their kindness.

In a video clip titled Watashitachi-wa Karafuto'o Shiranai, (We Do Not Know Anything about

Karafuto), which was posted on the Internet, appeared a 91-year-old former Japanese resident

Sasaki Tbshio, who returned to the island for the first time in 70 years. He was shocked to see how

much his homeland had changed. He even expressed anger when he found the school he attended

was gone and now stood a military officer hall that was off limits to foreigners. Yet at the end of

the video he stated what I think would be the perfect line to conclude my journey log.

I found nothing on this island f had been expecting to see. How thoroughly the Russians have

changed my home. But the only solace to my sotow is that these Russians call it their home

and love it.
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figures who contributed to exploration of the island in the early 19th century before the map was 

drawn. Another interesting display was a stone border marker that used to stand on latitude 

50 degrees north that separated North Karafuto, Soviet territory and South Karafuto Japanese 

territory. One side of the stone was engraved with Russian words and on the other side was 

Japanese. 

Besides these two displays, there was a lot of stuff that looked interesting: stuffed specimens 

of Sakhalin bears or foxes , a model of an old hut inhabited by indigenous people on the island. 

This was another moment when I regretted that I did not know their language because all the 

information written in Russian was beyond my head. 

There was another building left from the days of Japan; it was an old building of the Former 

Takushoku Bank's Toyohara Branch. It was a solid, gray stone building. There was no sign of 

dilapidation, even after the devastating war and the 72 years of Russian ruling. I just walked 

around the building to look for a trace of Japanese ownership, but there was nothing-no kanji 

characters or no chrysanthemum marks. It looked like Russian successors did everything to erase 

any signs of Japanese influence and carefully restored the surface of the building so that it would 

look like the building was Russian from the beginning. I did not feel like getting inside just to see 

entirely Russian displays. 

Another remain is Former Karafuto Shrine where an annual summer festival was held by 

Japanese residents. Stone steps leading to the shrine remained on the east edge of downtown. 

They were well preserved with lines of trees neatly planted on both sides. Stepping up the stairs 

to the shine, however, I found a bunch of stone statues standing at the top . They were all figures 

of Russian soldiers whose names I did not know. Again the site was completely turned Russian. 

I heard the wooden sanctuary was deep in the forest I would have to plow through. Even local 

people probably would not know where it was and there was no way I could reach it on my own. 

Somebody told me it was left to decay in the middle of the forest for the last 72 years. 

Pleasant Memories 

It was really mindboggling to see how much Sakhalin had changed over the last 72 years. 

Former Japanese residents would probably be shocked to see all the traces of Japanese signs 

gone. The old post office where the nine women sacrificed their lives to fulfill their duty was now 

an apartment building for Russian residents who probably had no idea what had happened. An 

old shopping arcade busy with Japanese mothers every afternoon was turned into a Russian 

market. The school they attended was replaced with a parking lot. 

Still, I did have pleasant days in Sakhalin over the week. The memories that keep coming 

back to me are the smiling face of the train conductor who let me get away with drinking beer in 

the compartment, the nice pleasant jog I had every morning in Gagarin Park, the little boy who 

came to inspect my ticket on the Children Railway, the cheerful cabdriver I had a ride with to the 

hot spring and the cozy dip into the water, and the women at the little grocery store who waved a 
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The worst tragedy of all was what happened in Maoka (now called Kholmsk) on August 20. 

The Soviet Army set fire on the whole town while defenseless Japanese civilians packed what 

they could grab to flee . There was a post office responsible for all telecommunication. Despite the 

imminent threat, nine young women working there refused to flee. They were just determined 

to fulfill their responsibility of connecting emergency telephone lines. While the fire was raging 

outside the building, they stayed put in front of the switchboard until the last moment. As the 

windows shattered with gunfire and the ceiling collapsed, they all swallowed poison and left their 

final words before death "This is it. Sayonara. Sayonara" 

Coincidentally, I was in Sakhalin on the same date 72 years later and decided to head for this 

historical town on that special day. It was a small town on the other side of the island. The bus 

went over the mountain ridge and ran downhill on a crooked road through forests . After many 

turns, a small town appeared at the foot of the mountains . 

As I stepped out, there was a pretty flowerbed in the square near the bus terminal. Beyond 

the square was Mamiya Channel and Mainland Russia. I had a pleasant walk along the shore 

with a nice breeze cooling my face. 

Studying the map, I spotted the very site where Old Maoka Post Office used to stand. The 

office had been torn down, and there was an apartment complex instead. The first floor was used 

as a new post office, which was closed because it was Sunday. There was no trace of the tragedy. 

Of course, there was no ceremony to commemorate the nine young martyrs. The residents of the 

apartments or the post office workers probably didn't know anything about what had happened 72 

years before. 

While I felt sorry for the nine martyrs, I had no right to disturb their quiet life in the quiet 

town. Besides, I did not know any Russian except lzviniche . I was just a powerless observer. All I 

could do was to take a couple of snapshots and post them on my Facebook. I caught the next bus 

to go back. 

After 72 Years 

The trip to Maoka made it clear how much things have changed since Japan left the island 

72 years before. Indeed there remained few traces of Japan's ruling. It seemed that the Russians 

have done everything to make sure the whole island turned into theirs. 

There were only two buildings that are remaining from the days when Japan occupied 

the area. One was the old building of the former Karafuto Museum, which was now used as 

the Museum of Local Lore. It was a majestic stone building ornamented with a brick roof and 

reminded me of some western style buildings constructed in Meiji Era which we often see in 

places like Yokohama or Kobe. There were two marks of chrysanthemum flowers on both sides of 

the main entrance, which was all that was left from Japanese ownership. 

Inside the building were some displays of Mamiya Rinzo or Mogami Tokunai, two Japanese 
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In fact, I was one of such tourists. The problem was that I had no guide and was on my own. 

It took me more than one-hour roaming around the bus terminal before I could find the right 

bus. The truth was I was having trouble saying the mouthful Russian name for Sakaehama, 

Starodubskoe and could hardly make myself understood. 

Starodubskoe was a small village. Unable to tell the minibus driver that I wanted to go to 

Lake Swan, I was dropped off in the middle of nowhere. There was no one nearby. There was just 

a little grocery store by the road. This was the moment to test myself. How well could I manage 

the situation where there was no one I could rely on? How close could I get to Kindaichi? 

The first challenge was to find someone to speak to. So I mustered up my courage and stepped 

into the grocery store. Not knowing what to say, I just bought some ice cream, thinking the grocer 

would be kind to a paying customer. Then I opened a book, looked up how to say lake and said it 

in broken Russian. The woman behind the counter looked puzzled, so I repeated the same word. 

She looked even more puzzled and pulled out from her bag a smartphone and said what sounded 

like ''Yapan?" Assuming she asked if I was Japanese, I nodded. Then she brought the smartphone 

to my face and said something. On the screen, there were a Japanese flag and a Russian flag. So 

I figured she wanted me to say in Japanese what I wanted to say so that the smartphone could 

translate it into Russian. 

Google was superb. It instantly translated what I said. The woman looked surprised to know 

what distance I wanted to go. She showed me a map and told me where we were and where I was 

going. Then she called a cab for me. She kindly wrote down how to say in Russian "I am going to 

the Lake Swan" and told me to hand it to the cab driver. 

After about twenty minutes I stood by the lakeside and had a picture taken by the cab driver. 

The lake was nothing spectacular. It was just mush in a meadow and did not give me any literary 

inspiration I was expecting. Still, I was satisfied that I managed communication, if not as smart 

as Kindaichi. I just wish I had succeeded in communicating without the help of Google. 

War Legacy 

The Japanese living in Sakhalin at the time of the Second World War went through tragic 

history when Japan surrendered and stopped fighting on August 15, 1945. The Soviet Union 

seized this opportunity and invaded South Sakhalin. They argued that Japan did not officially 

sign the document of surrender until September 2nd, therefore it was still wartime. But the truth 

was the Soviet and Japan had signed the Soviet-Japanese Neutrality Pact in 1941, where both 

counties pledged to refrain from act of aggression and respect the territorial integrity of each 

other. But Joseph Stalin, the mad dictator, unilaterally broke the agreement. During my stay in 

Sakhalin, I was disturbed to see a monument in town that commemorated the Second World War. 

There was a statue of a "victorious" Russian soldier holding a flag. Local people probably were 

oblivious to the fact that the Soviets broke the agreement one·sidedly and took the Japanese land 

by force . 

(10} 



every time he asked for a word. This was when his ingenuity came into play. On a sheet of paper, 

he drew a messy and incomprehensible bunch of lines and showed it to the little kids. They all 

looked puzzled and said in chorus, "hemata?" It turned out that this "hemata" was how they said 

"what" in Ainu. From then on, Kindaichi just pointed at an object he wanted to know how to say 

and said "hemata?" and then the kids taught him a new word. By so doing he learned 70 words 

before it got dark and excitedly returned to the village and showed his new vocabulary to the 

unfriendly villagers. It was then that they finally smiled. They all started teaching many more 

words . This was how he was accepted into the community and opened the door to the new world. 

Another figure worth mentioning is Miyazawa Kenji, a poet, writer or philosopher from 

Taisho Era. His literary works often appear in elementary school textbooks and have been read 

by generations of people. They are all full of compassion and gentleness, but the most famous 

work of all is Milky Railway, a story where a bullied boy, Jovanni finds himself on a mysterious 

train flying in space. Talking with fellow passengers, he seriously gives thought to the purpose of 

life and comes to conclude that he will live for happiness of others. It is the very life principle of 

Miyazawa's expressed in a line in his famous poem in Unbeaten by Rain, Unbeaten by Wind. 

Consider yourself last, always put others first . 

(Translated by Catherine Iwata et.al) 

In fact, Miyazawa was unknown in his days. He only became famous after his death, and 

his life remains very enigmatic. But it is believed that he got inspiration for this masterpiece on 

his trip to Sakhalin back in 1923. He went over to the island to mourn the death of his younger 

sister, who had passed away a year before. Leaving Hanamaki, Iwate, he reached Wakkanai after 

spending five days on the train. Then he crossed the sea and took the train from Otomari heading 

north. The train ride on the wild Sakhalin at night was probably just like flying across the 

universe on the train. All visible from the window must have been the starry sky with the sound 

of train track under the car. 

Miyazawa got off at Sakaehama, the very end of the railway at that time and probably 

strolled around on the beach, gazing at the Northern Pacific and savoring the image of his beloved 

sister. He might have gone further and sat by Lake Swan, watching the timeless nature, deep in 

thought. Many experts say that this was how Miyazawa came up with the fantasia where souls of 

the dead appear out of nowhere and come aboard the train to reach heaven. I got a similar eerie 

but peaceful feeling when I was on the train to Nogliki. 

Now many tourists from Japan like to travel on the same route as Miyazawa so that they 

can expect to have a similar experience, gazing at a starry sky from the train window. What 

disappoints them is that the railway has been cut off at Dolinsk, about 10km off Sakaehama. Yet 

eager tourists try to trace the old train track and stand on the spot where the old Sakaehama 

Station was located. They stroll on the same beach and look at the same lake to put themselves in 

the same mindset as Miyazawa's. 
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"s" and x "h." Next, as I was checking the train schedule on the internet, I came across a site that 

listed all station names both in Russian and katakana. This site turned out to be of great help in 

learning how to read. Below is part of the site. 

Korsakov· Kopca · KOB, 

Dolinsk-,lJ;oJIHHCK 

Pogibi-Ilom6H 

Mgahi-Mra'!H 

Chekhov· l.JexoB 

As I was on the train, I practiced reading the station signs every time the train pulled over. 

As I walked to town, I tried to decode the street sign every time I came to an intersection. 

The great thing about going through this practice was that I could sympathize with my poor 

students struggling to read English. Some letters such as m and x looked similar, which was 

confusing, and took a few seconds to decode a single word. But this is exactly how students would 

feel. They often substitute "b" for "d" and "d" for "b," but this does not mean they are bumd-no 

sorry dumb. Now I can respect them for going through the same learning process I experienced 

in Russian. I distinctly remember how glad I was at the bus terminal when I was able to find the 

right bus going to Kholmsk by reading the signXo.aMCK on the front window. I almost jumped for 

joy when I successfully decoded a building sign rnMHacT as gymnast. I was happy to see a hotel 

receptionist or a banker smile when I read aloud their names written on their name tags. I guess 

this is a sort of pleasure I am supposed to lead students to feel. 

Japanese Historical Figures 

Since Sakhalin is former Japanese territory, there are some Japanese historical figures 

related to the place, among whom are Kindaichi Kyosuke and Miyazawa Kenji. In fact, I tried to 

emulate these two figures in my trip. 

Kindaichi was a linguist in the early 20th century who is famous for his research in the Ainu 

Language, which was spoken by indigenous people living in Hokkaido or further north. He left a 

notable anecdote when he was in Sakhalin. 

In 1907, when he was in his 20's he took a trip to Southern Sakhalin then Japanese territory, 

and visited a small village called Ochopokka to do some linguistic fieldwork . However, it was such 

a closed society that the villagers were unfriendly and tried to avoid the outsider. The only people 

who showed interest in the young researcher were little kids, who gathered around him with 

curious looks. So Kindaichi had no choice but to rely upon these little teachers for linguistic data. 

Speaking little Karafuto Ainu, he used a sketchbook and a pen for communication. When he drew 

a picture of an eye, the kids taught them how to say "eye" in their language. He drew a picture of 

a nose and learned how to say it in Ainu. 

But what he really needed was how to say "what" so that he wouldn't have to draw a picture 

(8) 



natural hot water would be the best place to sit still. I showed the picture to the hotel receptionist. 

Without any verbal communication, she seemed to understand what I wanted and arranged me a 

cab. 

The cab driver was a big and cheerful middle-aged woman who would not stop talking even 

though she knew I didn't understand a thing she said. The ride was so smooth with no traffic 

lights. It was one of the best drives in my life on a winding road through the forests and over hills 

with rivers and swamps. Her incessant chatter in Russian sounded like cozy background music. 

At the hot spring site stood a few small wooden huts. Each contained a small bathtub where 

hot water kept coming in from somewhere. The driver found an open hut, ushered me in, and said 

something in Russian. When I shrugged my shoulders to indicate I didn't understand, she laughed 

and tapped me on the back and walked off toward the car. I guessed what she said was nothing of 

importance and believed she would be waiting for me in the car. 

I decided to sit in the hot bathtub and enjoy it to my heart's content. After all, it was not wise 

to go back to town soon after paying about 3,000 yen for the taxi ride. I felt the water becoming 

a little too hot to stay in forever, so I came out from time to time to cool down and went back into 

the water again and again. It was so quiet that I felt like I was only one in the world listening to 

the sound of water flowing in. 

I stayed in the hut until I felt dehydrated. As I opened the door to come out, there were a 

bunch of angry local people hissing something in Russian. Judging by the way they were pointing 

at their wristwatches, I figured I had been staying in the hut much longer than I was allowed and 

kept them waiting in frustration. It was the second time I had to say Izviniche. 

Learning to Read Russian 

Surprisingly Sakhalin was devoid of English information, which made the place very different 

from many places I had visited. The Japanese may be notorious for being poor English speakers, 

but streets or train stations in Japan are usually kind enough to post English signs. While I 

would have a hard time communicating with local people in China or Thailand, bilingual signs are 

everywhere, so at least I could tell where I am on the map. The French may be known for their 

aversion to English but at least they use the same alphabet, so I usually don't have any trouble 

reading street signs. Yet, signs in Sakhalin are almost invariably monolingual. There are as few 

English speakers in Sakhalin as there are in Tokyo. 

For this reason, I had to learn to read the Russian alphabet so that I could find the right bus, 

the right street, and the right building. Not having done any homework before this trip I started 

my study after I arrived. First I looked at my train ticket. The place I was going to was Nogliki, 

and it was spelled HorJIHKH on the ticket. So I figured the Russian letter H makes the "N" sound, 

r makes "G" sound, and 11 does "I." Then I saw another word typed on the ticket that read lOJKHo· 

CaxaJIHHCK and guessed it stood for "Yuzhno·Sakhalinsk," where the train leaves. So I could 

figure out the letter IO makes what sounds like "Y" in English and m sounds like "z," c does like 
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the colonial times of the early 20th century. The major line runs from Korsakov in the south and 

Nogliki in the north. The whole distance makes over 600km. There even used to be a light train 

service running all the way to Okha the northernmost town of the island. 

Being a railway lover, I took advantage of this opportunity to travel by train all the way to 

Nogliki. As I had been warned by the agent that there would be no food available on the car, I 

spent some time browsing through the market near the station for food to bring into the train. It 

was such fun shopping in the market as the sun was about to set. Assuming Sakhalin's seafood 

should be as good as that in Hokkaido, I bought a can of crab meat and ikura, or salmon roe. It 

was then that I learned the Japanese word ikura came from Russian. The next thing I needed 

to get was Sakhalin beer, the brand I had at Cape Soya five years before, but there was no such 

thing at the supermarket. Many of beer cans looked like German brands, but I wanted something 

Russian. I managed to communicate with a store clerk, and he recommended a brand of beer 

called Baltika. I waited to buy it until the last minute before the departure so that I could open a 

cold beer as the train pulled out. 

There were four people in the same compartment, none of whom spoke English. To establish 

a relationship, I offered a bite of crab meat to my tellow passengers, but they all declined with a 

polite smile. Soon buildings outside the window were replaced by a thick forest of pine trees under 

the pale pink sky as the train moved on. Then they soon disappeared as the sun set and all we 

could see was darkness. The compartment fell silent. 

I didn't know why my fellow passengers were giggling to watch me drink beer until the 

train conductor opened the door and said something in Russian, pointing at my beer can, which I 

guessed meant that I was not supposed to drink in the compartment. I looked up in my dictionary 

how to say I'm sorry and said it in katakana Russian Izviniche . Then the conductor smiled and 

closed the door without making any further issue. 

The ride was not very comfortable, but I had clean linen to sleep on. The beer made me tipsy 

and soon I dozed off in the quiet compartment. 

After 14 hours the train arrived at Nogliki at 3:30am the next day. The station was located 

in a quiet part of town and there were just a few small shops. There were many people crowded 

around to get on different sizes of buses. Before I figured out what to do, all buses departed, and 

I was left behind with a handful of people. When I showed them my itinerary, one of them kindly 

called me a cab. 

There was nothing to see in the town of Nogliki. There was not much business even in 

downtown. Most tourists decided to spend half a day and catch the same train back to Yuzhno

Sakhalinsk in the evening. I had nothing particular to do. Besides, there was nobody to talk to 

because there was hardly anyone speaking English in town. 

I usually don't mind doing nothing. I believe the most leisurely way to spend time on a trip is 

to sit still in a park or on the beach for hours. That's why I decided to stay overnight in the town 

with no touristic attractions. 

As I studied my guidebook, I found there was a hot spring outside the town and thought the 
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Yuzhno·Sakhalinsk 

The state capital Yuzhno·Sakhalinsk, also known as Toyohara in Japanese, has a population 

of 200,000. Despite the short distance from Wakkanai, the town looks entirely European with 

majestic stone buildings and wide streets. People walking down the streets are mostly Caucasian, 

who probably have ancestry in mainland Russia. A small percentage, I'd say around 20% of the 

people, seem to be of Asian descent. Such people may have some linkage to Japanese, Chinese, 

Korean, or even Ainu, but who knows. Anyway, there is little influence of the Japanese colonial 

age visible in town-of course, people drive cars on the right side. 

The moment I stepped in this town, I liked it. It was one of the prettiest places I had ever 

visited. It was far different from the bleak images of a poverty-stricken communist town I had 

from the 90's. Beautiful flowers were planted along streets and cleaning people were working 

everywhere in town. Designated as a special economic zone, the city thrived on governmental 

investment. One day, I saw many streets downtown blocked by the police and heard they had the 

prime minister's visit to the island. 

What made the city more attractive was the number of parks. My favorite of all is Gagarin 

Park, named after the first Russian cosmonaut who went out to space. It was located right in 

the middle of the city. It was the perfect place to enjoy the cool summer days, and I went jogging 

every morning. There was a large lake in the middle, where local families were rowing swan boats 

under the clear sky. Going around the lake was a pretty little train that ran about a two-kilometer 

loop. This train was called the "Children's Train," and in fact was operated by school children who 

reported to work after school. There was a girl who was selling tickets at the counter, and there 

was a boy who inspected tickets on the train. Although the one in the driver seat was an adult, it 

seemed like an educational program where little kids could gain some work experience. 

Another attraction was a little mountain rising about 400m above the eastern edge of the city. 

I rode on a gondola lift to the top, where I had a spectacular view of the whole town with streets 

lined up geometrically and beautiful steeples rising here and there surrounded by mountains in 

every direction. I heard this was Japanese skiers' favorite destination aiming for powder snow of 

good quality. 

There is a small international airport and direct flights are available from Tokyo or Sapporo. 

Japanese tourists like me are not uncommon. Quite a few visit the island on business as well. I 

met a man who said he owned a company engaged in fish trading with Russia. Another man said 

he was a frequent visitor to Sakhalin although he did not disclose the nature of his business. The 

number of visitors seems to be rising year after year. 

Train Ride to Nogliki 

The island is largely covered with a vast railway that is fairly well developed considering 

its small population. This railway system is largely owed to the Japanese contribution during 
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degrees Celsius at the lowest. The forests, mostly consisting of perennial trees such as pines, host 

various wild animals with wolves and bears at the top of the food chain. 

The island is located 40 km off Cape Soya and it takes a five·and·a·half·hour ferry ride 

from Wakkanai to Korsakov, a southern port town. The ferry runs twice a week and people are 

actively exchanging between the two places, evidenced by a large number of trilingual street signs 

in Wakkanai written in Japanese, English and Russian. It is even closer to the continent. The 

narrowest part of the channel is just 7km and it is possible to walk across the frozen sea from the 

continent to the island in winter. Due to this unique location, it was believed for a long time that 

Sakhalin was a peninsula stretching out of the eastern part of the continent. 

Historically, Sakhalin was not fully explored until the 19th century. In fact, it was the last 

place on earth whose map was drawn. Originally it was inhabited by indigenous peoples like Ainu, 

Nivkhi and Orok. They spoke different languages and they probably did not know the shape of the 

island. The Edo Government in Japan was interested in Karafuto and sent explorers like Mogami 

Tokunai but the northern part of Karafuto remained inaccessible with the severe climate and 

ethnic conflicts with aggressive Chinese traders dominating the region. It stayed so mysterious 

that Japanese officials back then were not even sure what they called Karafuto was the same as 

what Russians called Sakhalin. 

Quite a few Western sailors tried to explore the land. However, as they moved up the sea 

in the west, they got stuck in a shallow seabed. Seeing the channel narrowing ahead, they 

prematurely concluded that Sakhalin was land attached to the continent in the west. It was not 

until 1809 that Mamiya Rinzo traveled north on land and reached the northern tip to confirm that 

Karafuto was an island and that it was the same as Sakhalin. In honor of his achievement, the 

channel separating the island from the continent is now called Mamiya Strait. 

As the power of China declined after the Opium War in the mid-19th century, Russia tried 

to get Sakhalin under control by sending some colonists and prisoners and had them cultivate 

the land. The island was somewhat volatile with Japanese and Russian colonists living side by 

side without any clear border line between them. The territorial issues were settled when the 

two countries signed the Treaty of Saint Petersburg, in which they decided that Sakhalin belong 

to Russia while Japan claimed what is known as the Northern Territory today. It was then that 

Anton Chekhov, the Russian writer visited the island and documented his observation on poverty 

and hardship in the penal colony in the Far East. 

In the early 20th century, Japan obtained the southern part of Sakhalin as a result of their 

victory in the Rosso Japan War. A number of Japanese citizens moved to the new colony and built 

up industries in South Karafuto. This was when the pictures in Karafuto I saw in Wakkanai were 

taken. The Japanese Colonial Age continued until 1945 when they were forced to abandon the 

land after they surrendered in the Second World War. 
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explain restrictions imposed on us Japanese tourists visiting Russia. We are not allowed to travel 

freely, but we have to have our itineraries approved by the embassy. So we have to specify when 

and how we enter the county and state which hotel to spend each night. We have to travel under 

the supervision of the "Big Brother" after all. 

Swa mped with work before the departure, I resorted to the easiest way to get all the 

paperwork done. I just applied for an established package plan organized by a travel agent in 

Tokyo. This idea would make the whole journey completely different from trips I usually take. 

I wouldn't have to make decisions as to where to go and find a hotel day by day. I could expect 

a driver waiting for me at the ferry terminal, holding a sign ''Mr. Harada." This plan let off the 

initial psychological burden I usually experience when I arrive in a new country. I didn't have 

to find out how to get downtown from the airport while avoiding fishy cab drivers pestering me. 

Everything would be taken care of by the agent, and this was the reason I did not bother to study 

any Russian before this trip. However, this later turned out to be my biggest mistake. 

First Day 

My preconception about Russians completely changed on the first day. They were not 

bureaucratic communists anymore. In fact, they went all out to make customers happy. The 

first surprise happened on the ferry when I stood up to go to the bathroom. The Russian captain 

beckoned on me with a big smile on his face and showed me a door. Thanking him, I opened the 

door which I believed would lead to the bathroom. Surprisingly, however, what came into my 

view were big full windows facing the open sea and a steering wheel. The captain beamed again 

and offered me the seat in the middle. He even had a young crew member take my picture. How 

much hospitality were these people ready to offer? Before the trip , I had heard many horror 

stories about crew members of Russian Aeroflot bumping passengers with their big asses as they 

push the cart and serving food with robot-like faces . On the contrary, these crew members just as 

entertaining as those in Disneyland. 

As the boat came closer to the destination, a view of a town gradually became visible with 

pretty housing lined on the hill. It was a town of Korsakov, which used to be called Otomari 

during the Japanese colonial times. Now it brought home that Sakhalin was inhabited by 

ordinary people, not by aliens that came out of the wrecked UFO. 

Some Facts about Sakhalin 

Now, let me briefly summarize my quick homework about the land I was about to set foot 

in. Sakhalin was a long thin island off the east coast of Russia . It was so thin that it is hard 

to be aware that it is almost as la rge as Hokkaido but its population is just one-tenth with 

about 500,000 people. The island is over 945km south to north and 163km from east to west. 

Geographically, the land mostly belongs to subarctic region and temperature can drop below ·40 
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fighter, resulting in the deaths of hundreds of civilian passengers including Japanese nationals. 

While it was not clear why the aircraft diverted from its usual route and strayed into Russian 

airspace, I certainly remember grownups , TV commenters and my junior high school teachers 

severely criticizing the communist regime. We were also exasperated about the Soviets unlawfully 

occupying northern Japanese territories off the coast of Nemuro consisting of Kunashiri, Etorofu, 

Habomai, and Shikotan. We had every reason to believe that the Soviet Union was a threat and 

called them a virtual enemy. 

We also knew that the Soviet Union was such an undemocratic country that it was sending 

anyone to exile who opposed the government such as Andrei Sakharov. Then I, as a teenager, got 

extremely disturbed with not only the Soviet Government but also by the general public. There 

was a special TV program produced by American media as I recall, where dozens of American 

citizens and Soviet citizens at two distant venues debated via satellite. What they said was voice

covered in Japanese and broadcast by NHK. In this debate, everything the Soviet people said was 

indeed mindboggling. Every citizen expressed unshaken faith in their government. One of them 

even called Sakharov a traitor. When accused of shooting the commercial flight, they said it was 

justifiable self-defense against espionage conducted by America and South Korea, showing no 

remorse over the death of the innocent people. It seemed to me like a case of brainwashed people. 

I was scared to see people having blind faith in "Big Brother." 

Things changed drastically after Mikhail Gorbachev, the chairperson of the communist party, 

conducted a series of political reforms in the late 1980's. The Soviet people learned to express 

their dissatisfaction over their poverty, seeking a new political structure. Their anger mounted 

until they chose Boris Yeltsin as their new leader and finally dissolved the Soviet Union in 1991. 

One TV commentator aptly stated that Gorbachev was washed away in an avalanche caused by 

his own doing. During this process of democratization, Japanese opinion polls showed a significant 

shift in people's sentiment. The majority of the Japanese stated that they had friendly feelings 

toward the Soviet and Russia. 

It was then when I first visited Russia for the first time in 1992. It was just for an overnight 

transit in Moscow, but I got an opportunity to go on a town excursion on a guided bus tour and 

saw the first MacDonald's restaurant in Russia that recently had opened, epitomizing the end of 

the Cold War. 

Now the communist regime is no longer a threat, and Japanese Prime Minister Shinzo 

Abe and Russian President Vladimir Putin have established an amicable relationship. Former 

residents of the Northern Territory are now allowed to visit their old homes without visas. While 

there remains a certain degree of political distrust, Japanese citizens have much less reason to 

hate Russia. It is now outdated to regard it as a virtual enemy. 

Still, I knew very little about Sakhalin. In my mind, it was still nothing more than the long 

thin island on the map and land with "the wrecked U.F.O" I saw five years before. Departing for 

the unknown world, I felt like Alice in Wonderland peeking into the rabbit hole. 

Now before I start recounting my journey for the next seven days on the island, I have to 
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Sakhalin Karafuto: Close but Distant, Distant but Close 
Jun Harada 

Was it just a mirage? 

It was an unusually clear day when I stood at Cape Soya, the northernmost tip of Hokkaido. 

Right in front of me lay Soya Strait. And then vaguely stretching on the horizon was a flat and 

green island, which looked like a mirage but was indeed a real image. There was not supposed to 

be any land of that size but Sakhalin, or Karafuto as we call it in Japanese. All I knew about this 

island was the long and thin shape I saw on the map. I did not know anything about any towns or 

mountains there. 

Using coin-operated binoculars, I was able to see a man-made structure on the shore-a sign 

of civilization. It was five or six white hemisphere shapes facing Hokkaido, which gave me a 

creepy feeling that I was looking at a wrecked U.F.O. that landed on an uninhabited island. I was 

thrilled. "Aliens have begun their invasion on our planet!" This excitement reminded me of an 

old TV series I saw when I was a kid, where the Earth Defense Army bravely fought aliens from 

space. Later I learned that it was a radar system but what was its purpose? Was it watching out 

against us Japanese? 

My curiosity was piqued even further where I saw displays of Sakhalin at the Minato Gallery 

in downtown Wakkanai. It showcased old pictures of Sakhalin from the early 20th century. It was 

part of Japanese territory between 1905 after the Russo-Japanese War, and 1945, when Japan 

surrendered in the Second World War. On those black and white pictures, were the glorious days 

of the island, where people were flocking towards a busy shopping street or a train station with 

Japanese signs. In those days , industries such as papermaking or coalmining thrived under 

Japanese leadership. What became of those scenes? What is there to see on the flat green land of 

aliens? I felt the desire growing to travel across the strait and set foot on the island someday. 

Virtual Enemy 

Once again I was back in Wakkanai with a Russian visa and a ferry ticket to sail across the 

sea. Standing at the ferry terminal, I had some strange feelings about visiting this part of Russia . 

In fact, I was taught to hate Russians when I grew up. Back in the 1980's, when I was in my 

teens, Russia, then called the Soviet Union, was a so-called "virtual enemy." 

In 1980, Japan along with many of American allies decided to boycott the Moscow Olympics, 

protesting against Soviet's invasion of Afghanistan. Then four years later, the Soviet and its allies 

retaliated, boycotting the Los Angeles Olympics. What made us hate the Sovies even more was the 

Korean Airline Shooting Incident in 1983, when a Korean airplane was shot down by a Soviet air 

(1) 
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