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ほ
と
ん
ど
が
想
像
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
も
の
だ
と
の
主
旨
と
な
っ
て
い

る
2

。
ま
た
、
同
時
代
的
な
作
品
へ
の
反
応
の
一
部
は
、Ishiguro

を
典
型

的
な
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
作
家
と
し
か
ね
な
い
も
の
で
も
あ
っ
た
よ
う

だ
3

。
し
ば
し
ば
議
論
さ
れ
る
、
作
品
へ
の
そ
う
し
た
反
応
の
是
非
は
と
に

か
く
と
し
て
、Ishiguro

が
八
○
年
代
か
ら
現
在
ま
で
に
至
る
世
界
的
な
文

学
創
作
の
変
化
・
変
質
へ
の
流
れ
の
な
か
で
、
あ
る
重
要
な
位
置
を
占
め

て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
敢
え
て
日
本
に
帰
国
し
て
調
査
す

る
こ
と
を
せ
ず
、
想
像
力
に
よ
る
創
作
と
し
て
の
「
日
本
」
を
創
り
だ
そ

う
と
し
、
そ
れ
に
加
え
て
、
日
本
の
み
な
ら
ず
世
界
的
な
歴
史
的
文
脈
に

お
い
て
最
も
重
要
で
あ
る
と
も
言
え
る
第
二
次
世
界
大
戦
前
後
の
時
代
を

T
he R

em
ains of the D

ay (1989)

ま
で
の
三
作
に
お
い
て
連
続
し
て
取
り

上
げ
る
大
胆
さ
は
、Ishiguro

が
み
ず
か
ら
認
め
よ
う
と
す
る
以
上
に
作
品

が
野
心
的
な
意
匠
を
持
っ
て
創
作
さ
れ
た
可
能
性
を
示
唆
す
る

4
。

　

一
九
八
九
年
に
初
来
日
し
た
際
の
大
江
健
三
郎
と
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー

に
お
い
て
も
、Ishiguro

は
あ
ら
た
め
て
作
品
中
の
日
本
を
想
像
に
よ
る

も
の
だ
と
定
義
す
る
と
同
時
に
、
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ

ム
と
し
て
日
本
を
描
い
た
作
家
と
し
て
自
分
が
理
解
さ
れ
る
こ
と
の
無

効
さ
を
主
張
す
る

5
。Ishiguro

は
、
日
本
を
最
初
の
二
作
品
の
舞
台
に

設
定
し
、
初
期
三
作
品
の
総
括
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
三
作
目
のT

he 
R

em
ains of the D

ay

を
、
あ
た
か
も
典
型
的
な
イ
ギ
リ
ス
小
説
で
あ
る

あ
ら
か
じ
め
失
わ
れ
た
も
の
の
痕
跡
：K

azuo Ishiguro

のA Pale View

 of H
ills

に
お
け
る
「
日
本
」
と
語
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
雄
二

は
じ
め
に

　

K
azuo Ishiguro

が
デ
ビ
ュ
ー
し
て
二
十
年
以
上
が
経
過
し
た
。

一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
九
○
年
代
に
か
け
て
、Salm

an R
ushdie

ら
と

と
も
に
喧
伝
さ
れ
たIshiguro
は
、
も
は
や
新
し
い
作
家
と
い
う
よ
り
も

定
着
し
た
権
威
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
新
作N

ever L
et M

e G
o (2005)

を

発
表
し
、
新
し
い
意
匠
を
垣
間
見
せ
て
も
い
る
が
、
も
は
やIshiguro

を

新
し
い
作
家
と
し
て
喧
伝
し
よ
う
と
す
る
動
き
は
少
な
い
。
し
か
し
な

が
ら
、
日
本
を
舞
台
と
し
た
初
期
のA

 Pale V
iew

 of H
ills (1982)

やA
n 

A
rtist of the Floating W

orld (1986)

な
ど
の
作
品
に
お
け
る
「
日
本
」

つ
い
て
、
十
分
な
議
論
が
尽
く
さ
れ
て
き
た
と
は
言
え
な
い
か
も
知
れ
な

い
。

　

ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
や
マ
ル
チ
カ
ル
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
が
公
的
な
力

を
得
た
八
〇
年
代
か
ら
九
○
年
代
の
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
世
界
の
文
学
界
に

お
い
て
、
日
本
生
ま
れ
の
イ
ギ
リ
ス
作
家
と
い
うIshiguro

の
背
景
は
、

Ishiguro

を
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
作
家
と
し
て
定
義
づ
け
る
格
好
の
題
材
と

な
っ
た

1
。Ishiguro

自
身
も
、
そ
う
し
た
状
況
を
背
景
と
し
て
英
語
を
用

い
た
創
作
活
動
を
活
発
に
行
い
得
た
の
に
違
い
な
い
が
、
日
本
を
題
材
と

し
た
こ
と
に
つ
い
て
のIshiguro

に
よ
る
説
明
は
、
五
歳
で
渡
英
し
て
以

来
日
本
に
戻
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
、
作
品
の
舞
台
と
し
て
の
日
本
は
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か
の
よ
う
に
創
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
故
意
に
日
本
的
な
作
家
で
あ
る

と
の
理
解
を
遠
ざ
け
よ
う
と
し
た
と
さ
れ
て
い
る

6
。

　
も
ち
ろ
ん
、
み
ず
か
ら
を
「
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
な
作
家
と
し
て
位

置
づ
け
よ
う
と
す
る
姿
勢
も
、
同
様
の
趣
旨
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う

7
。

Ishiguro
の
姿
勢
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
を
例
に
挙
げ

8
、
日
本

人
に
語
り
か
け
る
目
的
で
作
品
を
書
い
て
い
る
と
告
白
す
る
大
江
の
姿

勢
と
も
対
照
的
で
あ
り

9
、
大
江
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
作
家

た
ち
や
大
江
に
よ
る
作
品
の
構
造
と
の
類
似
し
た
二
重
構
造
を
用
い
て

い
る
に
し
て
も
、Ishiguro
の
作
品
が
持
つ
二
重
性
を
、
大
江
自
身
や
、

大
江
が
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
で
名
前
を
挙
げ
て
い
るJoseph C

onrad

や
10

、

大
江
が
し
ば
し
ば
言
及
す
るM

ark Tw
ain

やW
illiam

 Faulkner

の
諸
作

品
に
お
け
る
ダ
ブ
リ
ン
グ
の
構
造
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ

ろ
う

11
。
確
か
に
、W

hen W
e W

ere O
rphans (2000)

に
お
い
て
、M

ark 
Tw

ain

のT
he A

dventures of Tom
 Saw

yer
の
二
重
化
さ
れ
た
構
造
を
、

Tom

とH
uckleberry Finn

に
似
たC
hristopher

とA
kira

と
い
う
、
上

海
の
国
際
居
住
地
で
と
も
に
幼
少
期
を
過
ご
し
た
日
本
人
と
イ
ギ
リ
ス

人
の
コ
ン
ビ
に
よ
っ
て
反
復
す
る
か
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
、Ishiguro

の

二
人
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち
は
、M

ark Tw
ain

のSt. Petersberg
や
奴

隷
州
の
領
域
の
内
部
に
ま
っ
た
く
と
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は

な
く
、
両
親
の
失
踪
に
つ
い
て
の
探
索
を
行
うC

hristopher

を
追
う
か

た
ち
で
展
開
す
る
プ
ロ
ッ
ト
の
な
か
で
、
他
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち
と
よ

り
複
層
的
な
相
互
関
係
を
結
ん
で
も
い
る

12
。

　

M
ark Tw

ain

や
現
代
作
家
ま
で
に
い
た
る
多
く
の
ア
メ
リ
カ
作
家
た

ち
が
、
ダ
ブ
リ
ン
グ
を
構
造
の
骨
子
と
し
、
た
と
え
ば
内
部
・
外
部
な
ど

の
二
項
対
立
的
な
関
係
性
を
重
視
し
て
き
た
傾
向
は
、Edgar A

. Poe

以

来
、
主
体
の
二
重
化
を
テ
ー
マ
と
し
て
き
た
ア
メ
リ
カ
文
学
に
親
し
い
も

の
で
あ
り
、N

athaniel H
aw

thorne

や
そ
の
後
の
論
者
た
ち
が
定
義
づ
け

た
よ
う
な
意
味
で
の
、
リ
ア
ル
な
も
の
と
空
想
的
な
も
の
を
織
り
交
ぜ

る
か
た
ち
で
成
立
す
る
「
ロ
マ
ン
ス
」
の
形
式
そ
の
も
の
が
、
ア
メ
リ

カ
文
学
の
作
品
に
お
け
る
作
品
内
部
に
お
け
る
二
重
分
裂
を
必
然
化
し

て
い
た
と
も
言
え
る

13
。
ま
た
、『
豊
穣
の
海
』
そ
の
他
の
作
品
に
お
い

て
、
日
本
／
ア
ジ
ア
と
い
っ
た
二
重
性
を
利
用
し
た
三
島
由
紀
夫
や
川
端

康
成
な
ど
の
日
本
作
家
た
ち
が
、
大
江
が
同
じ
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
で
指
摘
す

る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
外
国
人
に
と
っ
て
の
エ
キ
ゾ
チ
ズ
ム
を
反
復
す
る

か
の
よ
う
に
し
て
「
日
本
」
を
構
築
し
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
彼
ら
の

作
品
そ
の
も
の
が
西
欧
・
日
本
と
い
う
二
重
性
を
前
提
と
し
た
リ
ア
リ
ズ

ム
作
品
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
も
可
能
か
も
知
れ
な
い

14
。
大
江
の
作
品

が
、
作
品
の
語
り
手
と
な
り
、
知
的
理
解
の
中
心
と
な
る
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ

ン
ト
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
そ
の
ダ
ブ
ル
と
の
組
み
合
わ
せ
を
作
品
の
基

本
構
造
と
し
て
い
た
こ
と
、
ア
メ
リ
カ
の
作
家
・
批
評
家
た
ち
が
、
リ
ア

ル
な
も
の
と
想
像
的
な
も
の
を
二
重
構
造
と
し
て
抱
き
合
わ
せ
る
形
式

と
し
て
「
ロ
マ
ン
ス
」
を
形
式
化
し
た
こ
と
な
ど
は
、
い
ず
れ
に
し
て

も
、Ishiguro

の
作
品
が
持
つ
二
重
性
と
は
異
な
る
、
中
心
化
さ
れ
た
リ

ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
視
点
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
れ

は
、
三
島
に
と
っ
て
の
西
欧
か
ら
の
視
点
で
あ
っ
た
り
、
大
江
に
と
っ
て

の
知
的
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
視
点
で
あ
っ
た
り
、M

ark Tw
ain

やW
illiam

 
Faulkner

に
と
っ
て
の
ア
メ
リ
カ
南
部
の
歴
史
で
あ
る
と
い
っ
た
具
合
で

あ
る
。

　

イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
な
ど
に
お
い
て
、Ishiguro

が
谷
崎
潤
一
郎
や
川
端
康

成
に
つ
い
て
か
な
り
正
確
な
知
識
と
分
析
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
や

15
、

イ
ギ
リ
ス
で
育
つ
あ
い
だ
に
も
日
本
や
日
本
の
文
化
に
つ
い
て
深
い
興

味
を
抱
い
て
い
た
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
こ
と
か
ら

16
、Ishiguro

は
従



7 6

来 考 え ら れ て き た 以 上 に 日 本 の 文 学 と 文 化 に 精 通 し て い る と想
像 さ れ る 。

Ishiguro

の 作 品 に 先 立 ち 、 か つ

Ishiguro

の 作 品 と

同 時 代 的 で も あ っ た こ う し た 方 法 論 は 、 エ キ ゾ チ ッ ク な 対 象と 、 そ れ を エ キ ゾ チ ッ ク な 対 象 と し て 定 位 す る 視 点 を 自 動 的 に二 重 化 す る 点 で 共 通 し て お り 、 自 己 意 識 と そ の 対 象 と い う 形 で主 体 に よ る 明 証 的 な 客 体 の 理 解 を 前 提 と し て い る が ゆ え に 、 あく ま で も 西 欧 中 心 主 義 的 か つ 現 象 学 的 で あ る と 言 え る は ず だ 。主 体 と 、 主 体 か ら 切 り 離 さ れ た 対 象 に お け る 二 重 性 は 、 し か も必 然 的 に 、 主 体 と 主 体 形 成 に お い て 排 除 さ れ る 他 者 の 区 分 を 創り だ し 、  自 然 化 す る 。 た と え ば 、  川 端 康 成 が 「 美 し い 日 本 の 私 」で 示 し た よ う に 、 西 欧 的 な 視 点 か ら エ キ ゾ チ ッ ク な 美 と し て 定義 さ れ る 「 日 本 」 や 「 わ た く し 」 は 、 中 心 的 な 視 点 と し て そ れら に 対 置 さ れ る 西 欧 の 「 存 在 」 の 対 極 に あ る 、  「 無 」 の 伝 統 とし て の 「 禅 」 の 歴 史 に 連 な る も の と し て 、 存 在 と 無 に よ っ て 構成 さ れ る 二 元 論 的 枠 組 み の 全 体 性 を 召 喚 し 、 正 当 化 す る

1 7。 た

と え 大 江 健 三 郎 が 、 川 端 の 思 想 に 内 在 し て い る こ の 二 元 論 の 枠組 み を 「 あ い ま い な

（

a
mbiguous

＝ 両 義 的 な ）

日 本 の 私 」 と 再 定

義 し 、 近 代 に お け る 「 日 本 」 が 持 つ 二 重 化 さ れ た 構 造 を 伴 っ てい る こ と を 顕 在 化 さ せ た と し て も 、 存 在 と 無 と の 二 項 対 立 を 骨子 と す る 構 造 は 、 そ の ま ま に 維 持 さ れ ざ る を 得 な い だ ろ う

1 8。

語 り と 他 者　

Ishiguro

の 作 品 が 上 に 名 前 を 挙 げ た 旧 来 の 作 家 た ち の 作 品 と

異 な っ て い る の は 、 ま さ に 、 そ の 二 項 対 立 的 な 関 係 性 の と ら え

か た に お い て で あ る と 言 っ て よ い か も 知 れ な い 。 上 記 の 日 本 作家 た ち に と っ て の 日 本 表 象 に お け る 問 題 点 は 、 大 江 が ノ ー ベ ル賞 記 念 講 演 に お い て 指 摘 し た 単 一 性 と 二 重 性 に か か わ る も ので あ っ た の か も 知 れ な い 。 し か し 、 上 で 述 べ た よ う に 、 川 端 がす る よ う に 、 単 一 の 「 日 本 」 を 西 洋 的 な 視 点 か ら 無 と し て 定 義す る 場 合 で も 、 あ る い は 西 洋 的 な わ た く し と 日 本 的 な わ た く しと の 二 重 性 を 語 る に し て も 、 そ こ に は 主 体 と 対 象 を 同 一 性 と して 固 定 す る 力 が 働 い て い る 。 つ ま り 、 主 体 と 対 象 と は 、 フ ロ イト の

fort/da

に お け る よ う に 、 主 体 を 中 心 と し て 主 体 と 対 象 と

の 関 係 を 定 義 し 、 主 体 を 一 義 的 で あ る と す る 、 あ る 種 の 階 層 構造 を 伴 っ て 定 義 さ れ て い る こ と に な る 。　
あ ま り 知 ら れ て い な い 事 実 だ が 、

U
ni

versit
y 

of 
East 

A
n
glia

の

創 作 科 に 入 学 す る 以 前 の 学 部 時 代 、

Is
hi

g
ur

o

は ア メ リ カ 文 学 を

専 攻 し て い た 。 あ る イ ン タ ヴ ュ ー で は 、 い わ ゆ る ポ ス ト モ ダ ンの 作 家 と し て

T
h
o

mas 
P
y
nc

h
o
n

な ど を 取 り 上 げ 、 批 評 理 論 的 な

了 解 に よ っ て 書 か れ 読 解 さ れ る 、 難 解 な 現 代 の 小 説 作 品 の 一 部に つ い て 批 判 的 に コ メ ン ト し て い る

1 9。

P
y
nc

h
o
n

ら と の 同 時 代 性

を 認 知 す る と 同 時 に 、 彼 ら と は 異 な っ た 作 家 と し て 自 ら を 位 置づ け よ う と す る

Is
hi

g
ur

o

の 姿 勢 は 、

Mar
k 

T
wai

n

に つ い て 肯 定 的

に 語 り 、

E
d
gar 

A. 
P
oe

を 「 重 要 だ 」 と 評 価 す る 一 方 で

2 0、
む し ろ

チ ェ ー ホ フ な ど の リ ア リ ス テ ィ ッ ク な 短 編 作 品 を 好 む と 発 言す る 、 二 重 性 を 孕 ん だ 姿 勢 と 類 似 し て い る 。 そ う し た
Ishiguro

の 姿 勢 は 、 村 上 春 樹 が ア メ リ カ 小 説 の 典 型 的 な 形 式 で あ る 「 ロマ ン ス 」 を 、 私 小 説 に も 似 た 一 人 称 の 語 り に よ っ て 成 り 立 つ 作品 形 式 に 導 入 し た こ と な ど と 類 似 し て も い る が 、

Ishiguro

は 、

Tho
mas 

Pynchon

や

Don 
Delillo

な ど に 代 表 さ れ る 、 ア メ リ カ 型
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の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
小
説
の
パ
タ
ン
と
は
異
な
る
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な

形
式
を
用
い
な
が
ら
も
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
小
説
で
常
識
と
さ
れ
る
「
大
き

な
物
語
」
の
解
体
や
主
体
概
念
の
解
体
を
成
し
遂
げ
て
い
る
の
だ
と
は
考

え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

む
ろ
ん
、
常
識
的
な
理
解
に
よ
れ
ば
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
小
説
作
品
と

リ
ア
リ
ズ
ム
は
両
立
し
得
な
い
。
西
欧
の
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
が
、
自
然
主

義
や
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
に
お
け
る
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
や
マ
ル
ク
ス

主
義
に
さ
き
だ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
背
景
と
し
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
カ
ル

チ
ャ
ー
を
共
同
体
的
な
基
盤
と
す
る
こ
と
で
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
リ
オ
タ
ー

ル
の
い
わ
ゆ
る
「
大
き
な
物
語
」
を
背
景
と
し
て
成
立
し
た
と
す
る
な
ら

ば
、
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
的
な
「
大
き
な
物
語
」
を
支
え
と
し
た
共
同
体
に

属
す
る
「
個
人
」
と
し
て
成
立
す
る
主
体
概
念
は
、
リ
オ
タ
ー
ル
に
よ

れ
ば
「
普
遍
的
な
精
神
の
「
歴
史
」」
を
前
提
に
し
た “m

etasubject”

と

な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
そ
う
し
た
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
小
説
に
お
い
て
は
解
体

あ
る
い
は
相
対
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る

21
。
し
か
し
、

Ishiguro

は
、
現
代
に
お
い
て
も
一
貫
し
て
小
説
的
な
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」

を
重
視
す
る
こ
と
を
や
め
な
い
。
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
な
ど
で
は
、A

 Pale 

V
iew

 of H
ills, T

he A
rtist of the Floating W

orld, T
he R

em
ains of the 

D
ay

な
ど
の
語
り
手
が
、
語
り
手
と
し
て
た
だ
適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
た

の
だ
と
述
べ
て
い
る

22
。

　

A
 Pale V

iew
 of H

ills

に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
移
住
す
る
以
前
の
日

本
の
長
崎
に
お
け
る
過
去
の
記
憶
を
、
日
本
生
ま
れ
の
娘
の
自
殺
と
い
う

出
来
事
に
即
し
て
語
るEtsuko

や
、T

he A
rtist of the Floating W

orld

の
老
画
家M

asuji O
no 

、T
he R

em
ains of the D

ay

の
執
事Stevens

な

ど
は
、Ishiguro

も
述
べ
る
よ
う
に
、
事
実
を
事
実
と
し
て
提
示
し
よ

う
と
は
し
な
い
嘘
に
満
ち
た
告
白
を
続
け
る
。C

ynthia W
ong

は
、A

n 

A
rtist of the Floating W

orld

のM
asuji O

no

の
語
り
を
、
正
し
く
つ
ぎ

の
よ
う
に
特
徴
づ
け
る
。

... fiction as a closed system
 corresponds to O

no’s story also as an 
enclosed tale that undergoes internal and private—

not externalized 
and public—

transform
ation. O

no's ‘deception’ is linked to his falsified 
sincerity in locating som

e form
 of truth about his life; in this w

ork 
of fiction, Ishiguro has created a character w

ho is the em
bodim

ent of 
‘fictionalization’, and w

ho seem
s both profoundly aw

are and ignorant 

of his condition.

23

　

後
に
い
く
ぶ
ん
詳
し
く
述
べ
る
よ
う
に
、Ishiguro

の
語
り
手
と
な
る

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
語
り
は
、
外
的
・
公
的
な
尺
度
を
意
識
し
て
行
わ
れ
る

の
で
は
な
く
、
プ
ラ
イ
ヴ
ェ
ー
ト
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
展
開
す
る
か

に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
、
平
凡
な

家
庭
の
主
婦
や
芸
術
家
、
執
事
、
あ
る
い
は
探
偵
な
ど
と
し
て
、
作
品
に

お
い
て
つ
ね
に
意
識
さ
れ
て
い
る
第
二
次
世
界
大
戦
前
後
の
歴
史
に
、
直

接
的
な
か
か
わ
り
を
持
つ
こ
と
が
な
く
、
し
か
も
個
人
と
し
て
経
験
し
た

は
ず
の
過
去
の
事
実
を
正
確
に
語
る
こ
と
す
ら
し
な
い

24
。
し
か
し
彼
ら

は
、
比
較
的
正
確
に
歴
史
化
さ
れ
た
時
代
に
存
在
し
た
と
さ
れ
、
そ
の
意

味
に
お
い
て
は
リ
ア
ル
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ポ
ス
ト
モ
ダ

ン
小
説
が
、
主
体
や
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
解
体
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
主

体
と
し
て
語
る
ナ
レ
ー
タ
ー
を
利
用
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
矛
盾
か

ら
逃
れ
ら
れ
な
い
の
に
た
い
し
て
、Ishiguro

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
、キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
と
し
て
語
り
つ
つ
も
主
体
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
解
体
さ
れ
て

い
る
矛
盾
を
、Ishiguro

の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
語
り
に
お
け
る
「
自
己
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欺
瞞
」（self-deception

）
を
装
置
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
よ
っ
て
や
す
や

す
と
回
避
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
。Ishiguro

は
、A

 Pale V
iew

 of 

H
ills

に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

Particularly at the tim
e w

hen I w
rote A

 Pale V
iew

 of H
ills... I w

as very 
interested in the technique of using gaps and spaces in fiction to create 
very pow

erful vacuum
s...  The reason I'm

 interested in the w
ay people 

can’t face certain things, w
hen people resort to self-deception and tell 

them
selves stories that aren’t quite com

plete about w
hat happened in 

the past.

25

こ
こ
でIshiguro

が
述
べ
て
い
る
よ
う
な
理
由
で
、Ishiguro

の
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
や
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
古
典
的
な
意
味
で
成
立
し

に
く
い
現
代
に
あ
っ
て
、
公
然
と
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
存
在
し
つ
つ
、

異
様
な
こ
と
に
、
何
ら
は
ば
か
る
こ
と
な
く
一
貫
性
や
真
実
性
を
持
た
な

い
こ
と
が
明
白
な
語
り
を
長
々
と
続
け
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
語
り
に

よ
っ
て
創
り
だ
さ
れ
る
構
造
は
、
従
来
の
小
説
に
お
け
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

や
主
体
の
概
念
を
根
本
か
ら
揺
る
が
せ
、
語
り
手
や
主
体
を
通
常
の
意
味

で
定
義
す
る
こ
と
を
拒
む
、
力
強
い
装
置
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

A
 Pale V

iew
 of H

ills

に
お
け
る
語
り
と
主
体

　

幼
い
娘
と
と
も
に
、
作
品
中
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
何
ら
か
の
理
由

で
日
本
の
長
崎
を
離
れ
、
イ
ギ
リ
ス
人
と
再
婚
し
て
イ
ギ
リ
ス
で
暮
ら
し

て
い
る
、Etsuko

と
名
づ
け
ら
れ
た
初
老
の
日
本
人
女
性
を
語
り
手
と

す
るA

 Pale V
iew

 of H
ills

で
は
、Etsuko

と
と
も
に
イ
ギ
リ
ス
へ
来
た

日
本
人
の
娘
が
自
殺
し
た
と
い
う
状
況
に
促
さ
れ
て
、
イ
ギ
リ
ス
で
生
ま

れ
た
混
血
の
娘N

iki

がEtsuko

の
家
に
帰
省
す
る
期
間
に
、Etsuko

が

日
本
に
お
け
る
過
去
を
回
想
す
る
過
程
が
展
開
す
る
。
し
か
し
、Etsuko

は
、
自
分
と
自
殺
し
た
娘
に
つ
い
て
直
接
的
に
回
想
す
る
の
で
は
な
く
、

娘
を
身
ご
も
っ
て
い
る
期
間
知
り
合
い
だ
っ
た
友
人
のSachiko

と
そ
の

娘M
ariko

が
、Sachiko

の
情
夫
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
人
と
と
も
に
ア
メ
リ

カ
へ
渡
る
こ
と
に
失
敗
す
る
経
緯
と
そ
れ
に
至
る
ま
で
の
状
況
を
回
想

す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
のEtsuko

は
、
お

そ
ら
く
は
自
分
自
身
の
も
の
と
相
似
な
経
験
を
持
つ
友
人
と
そ
の
娘
を

回
想
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
や
自
分
の
来
歴
に
つ
い
て
直
接
的
に
語

る
こ
と
を
拒
否
す
る
の
で
あ
り
、
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
展
開
を
孕
ん
で

い
た
に
違
い
な
いEtsuko

の
個
人
的
な
過
去
の
経
験
の
重
要
な
「
タ
ー

ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
」（T

he R
em

ains of the D
ay

のStevens

が
重
要
だ
と
す

る
言
葉
）」
と
な
る
長
崎
へ
の
原
子
爆
弾
投
下
や
戦
後
の
混
乱
の
細
部
、

Etsuko

と
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
長
崎
に
お
け
る
歴
史
的
な
経
緯
と
の

か
か
わ
り
に
つ
い
て
、
読
者
は
何
一
つ
と
し
て
重
要
な
情
報
を
手
に
入
れ

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
形
式
で
創
作
さ
れ
た
作
品
は
、
十
九
世

紀
小
説
に
お
い
て
お
そ
ら
く
通
常
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

を
そ
の
経
験
に
も
と
づ
い
て
ひ
と
つ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
し
て

定
義
す
る
こ
と
を
拒
も
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。Ishiguro

の
日
本

が
、
作
者
の
経
験
的
な
知
識
に
も
と
づ
か
な
い
想
像
と
し
て
創
作
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
相
応
す
る
よ
う
に
し
て
、
作
品
構
造
に
お
い
て
も
、
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
の
回
想
そ
の
も
の
の
構
造
が
経
験
に
お
け
る
不
在
と
さ
れ
て
い

る
か
の
よ
う
だ
。
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こ
の
形
式
が
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
ま
で
の
時
代
に
有
効
だ
っ
た
常
識
的
な
小

説
の
概
念
と
現
代
的
な
テ
ク
ス
ト
の
概
念
の
両
方
を
同
時
に
解
体
す
る

方
向
性
を
持
つ
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
小
説
に
お
け
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

は
、
古
典
的
に
は
一
貫
性
を
持
っ
た
語
り
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
そ

の
結
果
と
し
て
の
「
真
実
ら
し
さ
」
が
、
芸
術
と
し
て
認
識
さ
れ
た
近
代

小
説
の
価
値
判
断
基
準
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
た
し
、
そ
う
し
た
基
準
に

よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
小
説
が
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
な
が
ら
も
、

優
越
し
た
文
化
と
し
て
の
西
欧
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
カ
ル
チ
ャ
ー
と
そ
の
価
値

観
を
植
民
地
な
ど
に
移
植
す
る
た
め
の
道
具
と
し
て
利
用
さ
れ
た
こ
と

は
、
し
た
が
っ
て
当
然
の
こ
と
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

明
ら
か
に
一
貫
性
を
持
た
な
い
語
り
を
敢
え
て
行
な
う
ナ
レ
ー
タ
ー

は
、M

elville

のM
oby-D

ick

に
お
け
る
黒
人
少
年Pip

な
ど
の
よ
う
に
、

狂
気
に
属
す
る
も
の
と
し
て
明
確
に
他
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
区
別
さ
れ
、

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
内
部
で
、
た
と
え
ば
フ
ー
コ
ー
が
市
民
社
会
に
必
然
的

で
あ
る
と
指
摘
し
た
権
力
構
造
を
正
気
と
狂
気
と
の
関
係
性
に
沿
う
か

た
ち
で
顕
在
化
さ
せ
る

26
。Conrad

のH
eart of D

arkness
のM

arlow

や
、

Faulkner

のAbsalom
, Absalom

!

に
お
け
るQ

uentin C
om

pson

な
ど
の

モ
ダ
ニ
ズ
ム
小
説
の
語
り
手
た
ち
は
、
語
り
の
内
容
が
最
終
的
に
真
実
性

を
保
証
さ
れ
る
か
否
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
客
観
的
な
事
実
を
言
語
化
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
語
る
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
と
し

て
、
十
九
世
紀
末
の
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
帝
国
主
義
支
配
や

十
九
世
紀
か
ら
現
代
に
至
る
ア
メ
リ
カ
南
部
の
歴
史
と
そ
れ
が
か
か
わ

る
諸
問
題
が
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
小
説
の
主
題
と
し
て
立
ち
現
れ
て

く
る
。
こ
う
し
た
作
品
の
語
り
手
た
ち
は
、
歴
史
の
語
り
手
や
書
き
手
そ

の
も
の
で
は
な
い
ま
で
も
、
歴
史
の
生
成
過
程
と
類
似
の
過
程
に
す
で
に

参
入
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
語
り
が
現
実
の
歴
史
的
過
程
や
政

治
と
も
か
か
わ
り
得
る
か
た
ち
で
、
伝
統
や
歴
史
と
し
て
反
復
さ
れ
、
認

識
さ
れ
る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た

27
。

　

ま
た
、
語
り
手
で
も
あ
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
紡
ぎ
だ
さ
れ
る
言

語
は
、
脱
中
心
化
さ
れ
た
、
記
号
か
ら
な
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
認
識
さ
れ

る
以
前
に
、
ミ
ハ
イ
ル
・
バ
フ
チ
ン
が
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
に
つ
い
て
指

摘
し
た
よ
う
な
意
味
で
の
「
声
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
可
能
性
を
持
つ
。

Ishiguro

の
語
り
の
様
式
に
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
影
響
を
見
い
だ
す
こ

と
も
可
能
だ
が
、
主
体
の
現
前
を
前
提
と
す
る
「
声
」
と
し
て
、
語
り
と

そ
れ
を
構
成
す
る
言
語
が
認
識
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
ら
は
バ
フ
チ
ン
そ
の

他
の
論
者
た
ち
に
と
っ
て
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と

切
り
離
せ
な
い
か
か
わ
り
を
結
ぶ
こ
と
に
な
る
。
古
典
的
な
バ
フ
チ
ン
の

議
論
に
お
い
て
も
、
声
と
言
語
と
は
、
一
応
の
と
こ
ろ
明
確
に
区
別
さ
れ

る
。
バ
フ
チ
ン
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
純
粋
に
言
語
学
の
観
点
に

立
つ
と
き
、
文
学
に
お
け
る
言
葉
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
的
使
い
方
と
ポ
リ
フ
ォ

ニ
ー
的
使
い
方
の
あ
い
だ
に
、
い
か
な
る
実
際
的
、
本
質
的
相
違
を
も
見

つ
け
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
…
…
だ
が
問
題
は
主
人
公
た
ち
の
言
語
的

差
異
や
鮮
や
か
な
《
話
し
方
の
性
格
描
写
》
は
人
物
の
客
体
的
な
、
完
結

し
た
形
象
を
創
造
す
る
た
め
に
こ
そ
最
も
大
き
な
意
義
を
有
し
て
い
る

と
い
う
点
に
あ
る
」

28
。「
モ
ノ
ロ
ー
グ
」
に
お
け
る
単
一
性
と
「
ポ
リ

フ
ォ
ニ
ー
」
に
お
け
る
多
様
性
と
い
う
二
項
対
立
的
関
係
性
が
、「
真
実
」

の
単
一
性
と
そ
れ
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
多
様
性
と
い
っ
た
二
項
対
立

と
平
行
す
る
も
の
と
し
て
召
喚
さ
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
バ

フ
チ
ン
も
そ
う
指
摘
す
る
よ
う
に
、
声
と
し
て
語
り
の
言
語
が
認
識
さ
れ

る
と
き
に
は
、
お
そ
ら
く
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
で
さ
え
も
が
「
客
体
的
な
、
完
結
し
た
形
象
」
と
し
て

社
会
化
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
し
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
「
声
」
と
、
そ
れ
を
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発
す
る
「
主
体
」
と
は
、
社
会
化
さ
れ
た
結
果
と
し
て
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

や
主
体
と
し
て
の
完
結
性
、
真
実
性
、
正
気
さ
な
ど
の
観
点
か
ら
規
定
さ

れ
ざ
る
を
得
な
い
。
小
説
に
お
け
る
形
式
と
語
り
の
「
声
」
に
よ
る
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
形
成
は
、
市
民
社
会
の
成
立
基
盤
で
あ
る
個
人
の
あ
り

か
た
を
検
閲
し
、
管
理
す
る
装
置
に
よ
っ
て
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
内
部
に

あ
っ
て
も
西
欧
に
お
け
る
共
同
体
形
成
と
深
い
関
係
性
を
結
ん
で
い
る

の
だ
と
言
え
る
。

　

多
く
は
一
人
称
の
語
り
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
るIshiguro

の
作
品

は
、
あ
た
か
も
伝
統
的
な
小
説
、
あ
る
い
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
小
説
の
先
駆
け

と
な
っ
たJoseph C

onrad
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
よ
る
語
り
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
る
作
品
と
相
似
で
あ
る
か
の
よ
う
に
し
て
、
主
体
と
し
て
の
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
の
存
在
を
強
調
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、Ishiguro

が
イ
ン
タ

ヴ
ュ
ー
で
繰
り
返
し
述
べ
る
よ
う
に
、Ishiguro

の
語
り
手
た
ち
が
、
つ

ね
に
自
動
的
に
機
能
す
る
か
に
思
わ
れ
る
自
己
防
衛
の
た
め
の
欺
瞞
を

無
意
識
の
う
ち
に
機
能
さ
せ
、
嘘
を
語
り
継
い
で
い
る
可
能
性
を
垣
間
見

せ
る
た
め
に
、
彼
ら
が
語
り
な
が
ら
も
語
ら
な
い
要
素
を
残
す
こ
と
や
、

多
く
の
場
合
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
視
点
か
ら
回
想
さ
れ
る
過
去
の
事
実
に

か
か
わ
る
言
語
が
、
過
去
に
生
起
し
た
と
さ
れ
る
事
実
と
結
び
つ
く
こ
と

が
な
い
こ
と
も
ま
た
、
明
確
に
意
識
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い

29
。
ド
ス
ト
エ

フ
ス
キ
ー
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
、
た
と
え
ば
『
罪
と
罰
』
の
ラ
ス
コ
ー
リ

ニ
コ
フ
そ
の
他
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
す
る
よ
う
に
、
語
り
が
何
ら
か
の
真

実
性
を
保
証
さ
れ
て
い
る
と
信
じ
て
語
り
、Conrad

やFaulkner

の
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
が
知
ら
れ
ざ
る
歴
史
の
真
実
を
語
ろ
う
と
す
る
と
き
に
、
し
ば

し
ば
「
声
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
語
り
が
、彼
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー

そ
の
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
に
た
い
し
て

30
、Ishiguro

の
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
た
ち
の
語
り
は
、 W

ong

が
上
の
引
用
で
説
明
す
るM

asuji O
no

の
語
り
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
や
経
験

の
真
正
性
を
偽
り
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
私
的
な
も
の
と
し
て
外
界

か
ら
隔
離
す
る
た
め
に
語
ら
れ
る
か
ら
だ
。
こ
の
場
合
、
語
り
は
語
り
手

の
社
会
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
保
証
す
る
ど
こ
ろ
か
、
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
ー
の
真
正
性
を
は
か
る
尺
度
そ
の
も
の
が
語
り
の
内
部
に
不

在
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
て
し
ま
う
。Ishiguro

の
語
り
手
た
ち
が
紡
ぎ

だ
す
記
号
は
、T

he R
em

ains of the D
ay

で
語
ら
れ
る
、
テ
ー
ブ
ル
の

下
に
横
た
わ
る
虎
を
平
然
と
始
末
し
た
う
え
で
食
事
を
提
供
す
る
執
事

の
模
範
の
逸
話
が
お
そ
ら
く
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
よ
う
に
、
社
会
的

な
観
点
か
ら
真
実
と
嘘
の
区
分
を
設
け
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。Stevens

は
、父
か
ら
言
い
伝
え
ら
れ
た
そ
の
「
偉
大
な
執
事
」
の
逸
話
に
つ
い
て
、

“H
e neither claim

ed to know
 the butler’s nam

e, nor anyone w
ho had 

know
n him

, but he w
ould alw

ays insist the event occurred just as he 
told it. In any case, it is of little im

portance w
hether or not this story 

is true ...”

と
述
べ
る

31
。T

he R
em

ains of the D
ay

のStevens

の
語
り

の
根
拠
を
も
疑
問
に
付
す
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、Ishiguro

の
作
品
に
お

い
て
は
真
実
性
の
規
範
そ
の
も
の
が
絶
対
的
で
は
な
い
こ
と
を
も
示
唆

し
、Ishiguro

に
よ
る
初
期
作
品
の
語
り
に
お
け
る
真
実
性
の
あ
り
か
た

の
標
準
を
示
し
て
も
い
る
。

　

従
っ
て
、
し
ば
し
ば
偽
り
の
語
り
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
か
の
よ
う

に
思
わ
れ
るIshiguro

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー

は
、
社
会
的
な
規
範
に
お
け
る
自
己
同
一
性
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、

社
会
的
に
規
定
さ
れ
る
真
実
性
の
尺
度
を
与
え
ら
れ
な
い
が
ゆ
え
に
、
通

常
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
あ
り
か
た
か
ら
乖
離
す
る
。
そ
の
結
果
、

小
説
の
語
り
に
お
い
て
あ
る
程
度
前
提
さ
れ
て
い
る
主
体
と
声
と
の
同

一
性
が
解
体
さ
れ
、Ishiguro

の
語
り
手
た
ち
の
主
体
は
、
お
そ
ら
く
は
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———　〈日本〉文化の交差点として　———

通
常
の
主
体
概
念
が
必
然
化
す
る
真
実
性
の
根
拠
か
ら
も
距
離
を
お
く

こ
と
と
な
り
、
公
的
な
真
実
や
歴
史
か
ら
も
引
き
離
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と

に
よ
っ
て
、
語
ら
れ
る
言
語
は
主
体
の
身
体
性
と
結
び
つ
い
た
声
と
し
て

認
識
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
現
実
と
切
り
離
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
認

識
さ
れ
る
。

テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
語
り

　

A
 Pale V

iew
 of H

ills

に
は
、
語
り
手
のEtsuko

が
、
背
景
と
し
て

そ
れ
と
な
く
コ
メ
ン
ト
さ
れ
る
一
連
の
子
供
殺
し
の
犯
人
で
あ
る
可
能

性
す
ら
示
唆
し
得
る
、
異
様
な
場
面
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。Etsuko

が

Sachiko

の
娘
で
あ
るM

ariko

を
家
へ
連
れ
戻
そ
う
と
す
る
、
作
品
前
半

と
後
半
で
反
復
さ
れ
る
シ
ー
ン
で
、
足
に
ひ
っ
か
か
っ
た
も
の
だ
と
さ
れ

る
縄
を
持
っ
たEtsuko

を
、M

ariko

が
恐
れ
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

Etsuko

は
、
記
憶
の
不
確
か
さ
に
つ
い
て“M

em
ory, I realize, can be 

an unreliable thing; often it is heavily coloured by the circum
stances 

in w
hich one rem

em
bers, and no doubt this applies to certain of the 

recollections I have gathered here.”

と
述
べ
た
後
に
、“In all probability, 

it w
as nothing so rem

arkable. The tragedy of the little girl found 
hanging from

 a tree—
m

uch m
ore so than the earlier child m

urders—
had m

ade a shocked im
pression on the neighborhood, and I could not 

have been alone that sum
m

er in being disturbed by such im
ages.”

と

語
り
、
子
供
殺
し
の
事
件
に
よ
っ
て
心
を
乱
さ
れ
た
こ
と
を
認
め
る

32
。

そ
れ
に
つ
ぐ
章
の
終
わ
り
で
、Etsuko

はM
ariko

に
よ
っ
て
子
供
殺
し

の
犯
人
で
あ
る
と
疑
わ
れ
た
場
面
を
回
想
す
る
。

The little girl w
as w

atching m
e closely. “W

hy are you holding that?” 
she asked. “This? It just caught around m

y sandal, that’s all.” “W
hy 

are you holding it?” “I told you. It caught around m
y foot. W

hat’s 
w

rong w
ith you?” I gave a short laugh. “W

hy are you looking at m
e 

like that? I’m
 not going to hurt you.” W

ithout taking her eyes from
 

m
e, she rose slow

ly to her feet. “W
hat's w

rong w
ith you?”

 33

　　

こ
の
場
面
は
、Etsuko

が
お
そ
ら
く
は
密
か
に
子
供
に
た
い
し
て
抱
い

て
い
る
殺
意
を
暗
示
す
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
、Etsuko

の
主
体
そ
の
も

の
が
、
共
同
体
に
支
え
ら
れ
つ
つ
母
親
に
な
り
、
社
会
的
に
母
親
と
し
て

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
保
証
さ
れ
る
過
程
に
あ
る
こ
と
と
同
様
に
、

共
同
体
の
了
解
に
よ
っ
て
は
狂
気
や
犯
罪
と
し
て
排
除
さ
れ
ざ
る
を
得

な
い
、
子
供
に
た
い
す
る
殺
意
を
も
同
時
に
孕
み
得
る
侵
犯
的
な
主
体
で

も
あ
る
可
能
性
が
読
み
取
れ
る
は
ず
で
あ
る

34
。
現
在
の
時
点
に
お
い
て

過
去
を
回
想
し
て
い
るEtsuko

が
、N

iki

と
い
う
も
う
ひ
と
り
の
名
前

の
生
き
残
っ
た
娘
に
た
い
し
て
き
わ
め
て
普
通
の
愛
情
を
注
い
で
い
る

か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
反
面
、N

iki

の
訪
問
と
重
な
る
期
間
に
、
娘
を

neglect

す
る
母
親
と
し
て
か
つ
て
の
友
人Sachiko

を
回
想
し
て
い
る
こ

と
は
、A

 Pale V
iew

 of H
ills

に
お
け
る
語
り
の
主
体
が
、
社
会
化
さ
れ

た
、
共
同
体
に
よ
っ
て
真
実
と
さ
れ
る
基
準
の
み
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い

る
の
で
は
な
く
、
主
体
に
よ
っ
て
「
声
」
と
し
て
発
せ
ら
れ
る
こ
と
の
な

い
侵
犯
的
な
欲
望
を
も
孕
ん
で
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。

Ishiguro
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち
に
と
っ
て
の
真
実
と
は
、
そ
の
両
方
で

あ
る
た
め
に
、
ど
ち
ら
か
の
側
面
が
本
質
と
し
て
提
示
さ
れ
る
こ
と
が
な

い
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
よ
る
語
り
を
中
心
的
な
構
造
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と
し
な
が
ら
も
、Ishiguro

の
小
説
は
、
共
同
体
な
ど
に
よ
っ
て
認
知
さ

れ
る
声
と
同
時
に
、
反
物
語
的
な
沈
黙
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
と
言

え
る
の
か
も
知
れ
な
い
。Ishiguro

は
こ
う
し
た
自
作
の
特
徴
を
つ
ぎ
の

よ
う
な
言
葉
で
説
明
し
て
い
る“I have to em

ploy a language w
hich is 

forever flinching from
 facing up to som

ething. H
ence, I suppose, this 

tension... I have set m
yself this task of having to portray the m

ind of 
som

ebody trying to exam
ine som

ething, w
hile at the sam

e tim
e trying 

to avoid it, I have to w
rite in that sort of prose.”

35

語
り
の
形
式
と
し
て
の
沈
黙

　

も
う
ひ
と
つ
の
問
題
は
、Ishiguro
の
語
り
手
た
ち
が
、
い
つ
、
誰
に

向
か
っ
て
語
っ
て
い
る
の
か
で
あ
る
。Ishiguro
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち

の
語
り
は
、
実
際
に
声
に
出
し
て
、
誰
か
に
向
か
っ
て
語
ら
れ
る
の
だ
ろ

う
か
。
あ
る
い
は
、「
意
識
の
流
れ
」
と
し
て
モ
ダ
ニ
ズ
ム
小
説
で
語
ら

れ
る
言
葉
の
よ
う
に
、Ishiguro

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち
の
言
葉
は
、
章

の
区
分
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
日
付
に
お
け
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち
の

意
識
を
言
語
と
し
て
示
し
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
、
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
に
よ
る
語
り
が
経
験
を
語
る
「
声
」
と
な
る
こ
と
を
拒
否
す
る
側
面

を
持
つ
と
す
れ
ば
、
そ
の
言
語
が
逆
に
、
純
粋
に
記
号
的
な
も
の
と
し
て

現
れ
出
る
契
機
が
あ
る
の
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し

た
出
所
が
不
明
な
語
り
の
例
と
し
て
は
、Edgar A

. Poe

の“M
S. Found 

in a B
ottle”

やFaulkner

のT
he Sound and the Fury

に
お
け
る
白
痴

のB
enjy

の
語
り
や
、
自
殺
し
た
後
に
語
る
こ
と
を
許
さ
れ
るQ

uentin 
C

om
pson

の
語
り
な
ど
が
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
語
り
手
の
現
前
を
前

提
と
し
な
い
語
り
は
、
語
り
で
使
用
さ
れ
て
い
る
言
語
を
、
主
体
に
よ
る

主
観
的
な
言
語
的
表
現
と
し
て
も
、
語
り
の
主
体
の
意
思
を
反
映
し
な
い

純
粋
に
記
号
的
な
も
の
の
ど
ち
ら
と
も
解
釈
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。

　

こ
こ
で
議
論
し
た
前
者
の
傾
向
、
つ
ま
り
、
語
る
主
体
と
し
て
の
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
が
通
常
の
意
味
で
語
り
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
得
て
お
ら
ず
、
そ

の
結
果
と
し
て
主
体
が
社
会
化
さ
れ
な
い
侵
犯
的
な
も
の
と
し
て
認
識

さ
れ
る
傾
向
は
、
作
品
を
伝
統
的
な
意
味
で
の
語
り
の
形
式
か
ら
引
き
離

し
、
語
ら
れ
る
言
語
を
よ
り
テ
ク
ス
ト
的
な
も
の
に
近
づ
け
る
。
フ
ォ
ー

ク
ナ
ー
のT

he Sound and the Fury

に
お
け
る
よ
う
に
、
意
識
を
明
確

に
持
た
な
い
は
ず
の
白
痴
に
よ
る
語
り
が
言
語
と
し
て
書
き
記
さ
れ
、
他

の
「
正
常
な
」
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち
の
語
り
と
併
置
さ
れ
う
る
の
だ
と
す

れ
ば
、
そ
う
し
た
形
式
を
持
つ
作
品
に
お
け
る
語
り
の
標
準
は
、
す
べ
て

の
語
り
が
対
等
に
言
語
と
し
て
併
置
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
正
常
と
さ

れ
る
語
り
手
が
何
ら
か
の
事
実
性
を
目
指
し
て
語
る
語
り
の
形
式
に
見

い
だ
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
意
識
の
中
心
と
し
て
語
り
と
そ
の
言
語
を
統

制
す
る
能
力
を
持
た
な
い
、
白
痴
の
語
り
の
形
式
に
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
場
合
読
者
は
、
語
り
が
明
確
な
中
心
性
と
明

証
性
を
兼
ね
備
え
た
意
識
や
、
そ
の
意
識
の
内
容
と
し
て
想
定
さ
れ
る
も

の
を
反
映
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
統
御
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
中
心
化
さ
れ

た
意
識
と
は
無
関
係
に
機
能
し
、
戯
れ
る
言
語
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
注
目
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
だ
。
簡
単
に
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、

真
実
性
を
保
証
す
る
語
り
を
行
っ
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
、
あ
る
い
は
そ

の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
語
り
を
行
っ
て
い
る
語
り
手
が
発
す
る
言
語
も

ま
た
、
想
定
さ
れ
た
真
実
性
と
照
応
す
る
保
証
を
原
則
と
し
て
与
え
ら
れ

な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

　

Ishiguro
が
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
外
部
に
属
す
る
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場 で 、 人 間 は 自 己 防 衛 の た め に 嘘 を つ く の だ と 述 べ て い る こと は 、

Ishiguro

が こ う し た 意 味 に お い て フ ィ ク シ ョ ナ ル な 言

語 や そ の 語 り 手 と 、 現 実 に 属 す る と さ れ る 言 語 や 語 り と の 間に 本 質 的 な 区 別 を 設 け て い な い こ と を 意 味 し て い る 。 こ れ は 、Faulkner

の

T
he 

S
o
u
n
d a

n
d t

he 
F
ur

y

に お い て フ ィ ク シ ョ ナ ル な も

の と し て し か あ り 得 な い は ず の 白 痴 に よ る 語 り が 「 正 常 な 」 語り 手 た ち の 語 り と 併 置 さ れ る と き に 、  「 白 痴 」 の フ ィ ク シ ョ ナル な 語 り と 「 正 常 な 人 間 」 の 真 実 性 に 根 拠 を 持 つ と 想 定 さ れ る語 り と の 間 に 本 質 的 な 差 異 が な い と 感 得 さ れ る こ と と 同 じ でも あ る 。 し た が っ て 、

T
he  U

nc
o
ns

ole
d

 (1995)

の テ ク ス ト で 不 幸

に し て 起 き る よ う に 、 事 実 と さ れ る 作 品 外 の 世 界 と フ ィ ク シ ョナ ル な 作 品 内 部 の 世 界 が 、 本 来 的 に 異 な っ た 次 元 で あ る こ と を示 す 指 標 が 作 品 内 に 現 れ る こ と は 、

Ishiguro

に よ れ ば 、 創 作 者

と し て の 「 大 き な 過 ち 」 と さ れ な け れ ば な ら な い

3 6。

　
こ れ と 同 じ 認 識 は 、 明 ら か に 社 会 的 責 任 能 力 を 欠 い て い る と

判 断 さ れ る 、 な す す べ も な く 子 供 を 自 殺 に よ っ て 失 う 母 親 や 、第 二 次 大 戦 中 に 軍 部 の 宣 伝 活 動 に 協 力 し た こ と に よ っ て 戦 前の 地 位 を 奪 わ れ て い る 画 家

Masuji 
Ono

や 、 失 踪 し た 両 親 を 捜

し あ ぐ ね る

W
he

n 
 We 

 Were  Or
p
ha

ns

の 探 偵 な ど の 語 り に つ い て

も 持 た れ う る 。 し か も 、

Ishiguro

が 繰 り 返 し 言 う よ う に 、 こ う

し た キ ャ ラ ク タ ー た ち の 語 り は 、 語 り と し て よ り リ ア ル で あ るこ と の 徴 候 と し て 、 自 己 防 衛 の た め の 嘘 を 自 然 に 孕 ん で い る ので あ る 。

Etsuko

の 記 憶 が 、

Etsuko

が 経 験 し た は ず の 事 実 か ら 逸

脱 し 、 他 人 の 記 憶 に 依 拠 す る こ と で 回 想 の 作 用 を 機 能 さ せ て

い

た り 、 縄 を 手 に し た

Ets
u
k
o

の 殺 意 を

Mari
k
o

が 感 じ 取 っ た と 思 わ

れ る シ ー ン が 異 な っ た 場 面 と し て 反 復 さ れ る こ と が 可 能 な の は 、
Is

hi
g
ur

o

に よ れ ば 自 己 防 衛 と し て 自 然 な 、 人 間 が 自 分 自 身 に た い

し て 目 を つ ぶ り 欺 瞞 を 働 か せ る 傾 向 に よ っ て 、 語 る 主 体 と し て のキ ャ ラ ク タ ー ＝ ナ レ ー タ ー が 、 語 り の 主 体 と し て 真 実 性 を 保 証 する 権 威 を あ ら か じ め 放 棄 し て い る た め に 、 彼 ら の 語 り と 言 語 が 真実 性 の 規 範 か ら 遊 離 し て 、 プ ロ ッ ト と 言 語 両 方 の レ ベ ル で 、 同 一性 と 差 異 に よ る 戯 れ を 喚 起 し う る か ら に ほ か な ら な い 。 し た が って 、

Is
hi

g
ur

o

の 作 品 の 多 く に お い て 、  語 り や そ れ に 伴 う 時 間 の 経 過 、

多 く は 第 二 次 世 界 大 戦 に か か わ る と さ れ て い る 歴 史 的 時 間 の 経 過の 帰 結 と し て 、 読 者 が 受 け 取 る 情 報 量 が 増 大 す る と い う 感 覚 が ない 。

Is
hi

g
ur

o

の 語 り 手 た ち が 誰 に 向 か っ て 、 い つ 語 る の か と い う

上 記 の 問 題 と も 関 係 し て 、

Is
hi

g
ur

o

の 語 り 手 た ち と 作 品 は 、 読 書

行 為 に と も な っ て 増 大 す る は ず の 情 報 量 に つ い て 、 現 実 に 何 ら かの 共 同 体 的 規 範 に 属 し て い る は ず の 読 者 が 持 つ で あ ろ う 期 待 に 応え る こ と を も 拒 否 す る か ら で あ る 。  こ の こ と は 、  上 の イ ン タ ヴ ュ ーか ら の 引 用 で 、

Is
hi

g
ur

o

が

“
ga

p,” “s
pace,” “

p
o

werf
ul 

vac
u
u

m”

な ど

と 呼 ん で い る も の に 呼 応 す る が 、 声 と し て 語 ら れ る 語 り に 含 ま れな い こ れ ら の 沈 黙 は 、 声 と し て 言 語 化 さ れ な い 何 か を 意 味 し て おり 、 結 局 の と こ ろ 、 語 ら れ る 記 号 を た ん に 記 号 と し て 解 放 す る ので は な く 、 主 体 や 語 り と の 関 係 に お い て 拘 束 も す る の だ 。I
s

hi
g

ur
o

作 品 の 不 明 瞭 さ と 「 夢 」 の 構 造

　
端 的 に 言 え ば 、

Ishiguro

は キ ャ ラ ク タ ー の 中 心 性 と 主 体 性 の

コ ン ト ロ ー ル を 社 会 的 規 範 か ら 逸 脱 さ せ る こ と に よ っ て 、 小 説が 共 同 体 の 物 語 を た ん に 反 復 す る こ と を 拒 む 。 ま た 、 主 体 と し
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て
の
語
り
手
が
、
自
己
防
衛
の
た
め
に
社
会
的
な
規
範
に
合
致
し
な
い
自

己
を
隠
蔽
し
よ
う
と
し
、Ishiguro

が
言
う
よ
う
に
他
者
に
つ
い
て
の
語

り
を
自
己
の
た
め
に
利
用
し
よ
う
と
し
た
り
、
た
ん
に
自
分
自
身
に
た
い

し
て
嘘
を
つ
い
た
り
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
読
者
は
語
り
手
た
ち
が
お
そ

ら
く
意
識
し
て
い
る
規
範
そ
の
も
の
が
何
で
あ
る
か
を
、
そ
の
も
の
と
し

て
は
知
り
得
な
い
し
、
そ
の
規
範
に
よ
っ
て
正
常
で
あ
る
と
さ
れ
た
り
、

真
実
と
さ
れ
る
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
も
、
何
ら
有
益
な
情
報
を
手
に
入

れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
特
徴
は
ま
さ
に
、Thom

as Pynchon

な
ど
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
作
家
た
ち
が
、
こ
れ
み
よ
が
し
に
歴
史
や
事
実
性

と
の
か
か
わ
り
を
拒
否
し
、
し
ば
し
ば
共
同
体
が
精
神
分
析
的
な
意
味
で

抑
圧
す
る
と
さ
れ
る
、
個
人
・
国
家
・
文
化
の
レ
ベ
ル
で
の
「
夢
」
の
領

域
を
探
求
す
る
こ
と
と
似
て
い
る

37
。
あ
た
か
も
予
定
さ
れ
た
こ
と
で
あ

る
か
の
よ
う
に
、Ishiguro

は
あ
る
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
に
お
い
て
、
自
作
の

構
造
を
「
夢
」
に
例
え
る

38
。

　

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
作
家
た
ち
が
夢
の
構
造
を
反
復
し
よ
う
と
す
る
と
き
、

そ
の
夢
の
構
造
は
し
ば
し
ば
、
登
場
人
物
た
ち
を
換
喩
的
な
関
係
に
設
定

す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
作
品
の
登
場
人
物
た
ち
が
現
実
に
存
在
す

る
な
に
か
あ
る
い
は
誰
か
の
描
写
で
あ
る
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
確
化

さ
れ
る
と
き
、
つ
ま
り
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
や
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
の
言
語
が
現
実
の
存
在
と
し
て
の
起
源
に
根
ざ
し
て
い
な
い
こ

と
が
理
論
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
帰
結
と
し
て
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

に
お
け
る
プ
ロ
ッ
ト
や
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
、
ダ
ブ
リ
ン
グ
の
構
造
に
お
け

る
何
ら
か
の
起
源
の
コ
ピ
ー
や
、
あ
る
い
は
そ
の
増
殖
と
い
っ
た
形
式
で

は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
起
源
と
し
て
は
あ
り
え
な
い
換
喩
同

士
の
関
係
と
し
て
提
示
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
だ
。
た
と
え
ば
、D

on 
D

elillo

に
よ
るU

nderw
orld

な
ど
の
作
品
に
お
い
て
、
あ
た
か
も
無
意

識
の
な
か
で
記
号
が
増
殖
し
戯
れ
る
か
の
よ
う
に
し
て
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

に
即
し
た
プ
ロ
ッ
ト
が
平
行
し
て
語
り
継
が
れ
る
の
は
、
語
ら
れ
る
対
象

と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
文
化
な
ど
が
事
実
と
し
て
認
定
さ
れ
得
な
い
が
ゆ

え
に
、
構
造
の
骨
格
と
し
て
プ
ロ
ッ
ト
が
機
能
せ
ず
、
構
造
が
否
定
さ
れ
、

プ
ロ
ッ
ト
同
士
の
隣
接
性
や
テ
ク
ス
ト
外
の
記
号
と
の
隣
接
性
に
よ
っ

て
換
喩
的
に
意
味
生
成
が
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る

39
。

　

Ishiguro

の
ナ
レ
ー
タ
ー
た
ち
が
、
み
ず
か
ら
の
経
験
と
し
て
の
過
去

を
他
人
を
利
用
し
て
語
る
と
き
に
、
ナ
レ
ー
タ
ー
が
語
る
対
象
が
複
数
で

あ
り
、
そ
れ
ら
の
人
物
に
つ
い
て
の
語
り
が
語
ら
れ
る
必
然
性
を
持
た

な
い
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
はIshiguro

の
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
た
ち
が
、
夢
に
お
い
て
変
形
さ
れ
る
原
光
景
を
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
小

説
で
し
ば
し
ば
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
換
喩
と
し
て
変
形
し
、
反
復
す
る

か
ら
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
娘K

eiko

を
自
殺
に
よ
っ
て
失
うA

 Pale 

V
iew

 of H
ills

の
語
り
手Etsuko

と
、Etsuko

が
み
ず
か
ら
の
過
去
の
体

験
に
換
え
て
語
る
長
崎
で
のSachiko

とM
ariko

に
つ
い
て
の
プ
ロ
ッ

ト
は
、G

ordon E. Slethaug

な
ど
が
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
小
説
に
お
け
る
ダ

ブ
ル
に
つ
い
て
説
明
す
る
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
組
み
合
わ
せ
と
し
て
ユ

ニ
ー
ク
な
通
常
の
ダ
ブ
ル
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
無
限

に
連
鎖
し
て
増
殖
し
う
る
換
喩
の
う
ち
の
ふ
た
と
つ
と
し
て
提
示
さ
れ

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。A Pale View

 of H
ills

を
読
む
と
き
、K

eiko

の
死

を
回
想
す
る
に
際
し
て
、Etsuko

がSachiko

とM
ariko

に
つ
い
て
語

る
必
然
性
を
読
者
は
感
じ
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
にEtsuko

が
、
お
そ
ら

く
自
分
とK

eiko

と
も
相
似
で
あ
り
、
戦
後
の
日
本
に
そ
れ
ほ
ど
珍
し
く

は
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
、
父
・
夫
を
失
っ
た
母
子
と
し
て
のSachiko

とM
ariko

を
、
戦
後
の
状
況
を
代
表
す
る
特
徴
的
な
母
娘
と
し
て
提
示

す
る
何
ら
の
必
然
性
を
も
持
た
な
か
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い

40
。
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こ
こ
で
、
プ
ロ
ッ
ト
の
起
源
が
提
示
さ
れ
な
い
こ
と
の
重
要
性
に
着
目

す
る
こ
と
は
、Ishiguro

の
作
品
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
重
要
で

あ
る
。Ishiguro

の
作
品
は
、Ishiguro

自
身
が
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、「
始

ま
り
と
終
わ
り
」
を
持
つ

41
。
し
か
し
、
一
見
現
代
の
批
評
的
、
思
想
的

コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
逆
行
す
る
か
の
よ
う
な
こ
の
発
言
は
、「
作
品
の
現
実

的
な
始
ま
り
と
終
わ
り
」
を
持
つ
こ
と
を
宿
命
づ
け
ら
れ
た
小
説
の
書
き

手
と
し
て
の
信
条
告
白
で
あ
る
と
受
け
取
ら
れ
る
べ
き
で
、Ishiguro

の

作
品
が
始
ま
り
や
起
源
、
終
末
に
つ
い
て
の
思
索
を
孕
ん
で
い
な
い
こ

と
を
意
味
し
な
い
。Faulkner
やN

abokov

、Joyce

な
ど
の
作
品
に
似

て
、Ishiguro

の
作
品
は
、
作
品
や
そ
の
登
場
人
物
た
ち
が
、
通
常
重
要

で
あ
る
と
さ
れ
る
特
定
の
歴
史
的
過
程
の
な
か
に
あ
る
こ
と
を
明
確
に

す
る

42
。A

 Pale V
iew

 of H
ills, A

n A
rtist of the Floating W

orld, T
he 

R
em

ains of the D
ay

か
ら
な
る
初
期
三
作
は
、
ど
れ
も
第
二
次
世
界
大

戦
前
後
の
時
代
的
変
化
に
翻
弄
さ
れ
る
人
物
を
扱
い
、
彼
ら
が
戦
前
と
戦

後
の
状
況
の
変
化
に
さ
ら
さ
れ
、
戦
前
の
行
動
に
つ
い
て
自
己
弁
護
を
迫

ら
れ
る
設
定
と
な
っ
て
お
り
、
日
付
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
た
チ
ャ
プ
タ
ー

ご
と
に
人
物
が
あ
た
か
も
無
秩
序
で
あ
る
か
の
よ
う
に
日
記
形
式
で
回

想
を
行
う
形
式
は
、
小
説
の
形
式
に
通
じ
た
読
者
に
は
、
た
ん
な
る
日
記

形
式
の
作
品
よ
り
も
む
し
ろ
、Faulkner

のThe Sound and the Fury
を

想
起
さ
せ
る
だ
ろ
う
。Ishiguro

の
作
品
は
、
そ
う
し
た
形
式
に
お
い
て
、

作
品
に
記
さ
れ
た
よ
う
な
出
来
事
が
公
的
な
歴
史
の
過
程
の
な
か
で
生

起
し
う
る
こ
と
を
否
定
し
な
い
。
し
か
し
、Ishiguro

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

た
ち
が
行
動
、
語
る
契
機
と
な
る
出
来
事
は
、
子
供
の
自
殺
で
あ
っ
た

り
、
娘
の
縁
談
で
あ
っ
た
り
、
新
し
い
雇
い
主
か
ら
休
暇
を
勧
め
ら
れ
た

こ
と
で
あ
っ
た
り
、
幼
い
頃
に
失
踪
し
た
両
親
の
探
索
で
あ
っ
た
り
、
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
た
ち
が
置
か
れ
た
歴
史
的
状
況
と
は
直
接
の
関
わ
り
を
持
た
な

い
。Faulkner

のThe Sound and the Fury

に
お
け
るC

om
pson

家
の
家

族
た
ち
の
嘆
き
が
、
十
九
世
紀
に
発
し
た
ア
メ
リ
カ
南
部
の
歴
史
と
南
部
の

没
落
と
い
う
大
き
な
歴
史
の
変
動
の
結
果
で
あ
り
、
そ
の
一
部
を
代
表
す
る

と
考
え
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
、
各
セ
ク
シ
ョ
ン
の
初
め
に
記
さ
れ
た
日
付
、
年

号
が
あ
る
程
度
の
歴
史
的
意
義
を
持
ち
う
る
の
に
た
い
し
て
、Ishiguro

の

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち
の
苦
境
は
、
歴
史
的
過
程
の
な
か
で
生
起
す
る
に
し
て

も
、
あ
く
ま
で
個
人
的
な
レ
ベ
ル
に
設
定
さ
れ
て
お
り
、
具
体
的
な
歴
史
的

過
程
そ
の
も
の
に
根
ざ
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。Ishiguro

の
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
た
ち
の
行
動
の
動
因
は
、
お
そ
ら
く
何
で
あ
っ
て
も
よ
い
し
、
語
る
対

象
が
何
で
あ
っ
て
も
、
誰
で
あ
っ
て
も
よ
い
の
だ
。
フ
ロ
イ
ト
に
お
け
る
ト

ラ
ウ
マ
の
形
成
過
程
に
似
て
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち
が
何
ら
か
の
行
動
を
起

こ
す
「
始
ま
り
」
と
し
て
の
動
因
は
、「
結
果
」
と
し
て
現
れ
る
行
動
や
語

り
に
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
再
現
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

Ishiguro

が
、
日
記
形
式
の
利
点
と
は
、
特
定
の
語
り
手
が
、
日
付
が
変
わ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
断
片
に
お
い
て
異
な
る
語
り
を
行
う
こ
と

に
あ
る
の
だ
と
語
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
も
い
い
だ
ろ
う

43
。
つ
ま
り
、

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち
の
動
因
も
そ
の
結
果
も
、
日
付
が
歴
史
的
に
必
然
化
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
偶
然
性
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
、Ishiguro

の
作
品
に
お
い
て
は
よ
り
重
要
な
の
で
あ
る
。

子
供
殺
し
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
起
源
の
反
復

　

こ
の
こ
と
は
ま
た
、Ishiguro

の
作
品
に
お
い
て
し
ば
し
ば
反
復
さ
れ

る
親
子
の
テ
ー
マ
に
も
関
わ
り
が
深
い
。A

 Pale V
iew

 of H
ills

とA
n 

A
rtist of the Floating W

orld

、
そ
し
てW

hen W
e W

ere O
rphans

は
、
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ど
れ
も
親
子
関
係
を
語
り
と
の
関
係
に
お
い
て
前
景
化
し
て
い
る
。A

 

Pale V
iew

 of H
ills

で
は
と
く
に
、Etsuko

に
よ
るSachiko

に
つ
い
て

の
語
り
、
そ
し
てM

ariko

が
長
崎
に
来
る
ま
え
に
東
京
で
見
た
と
さ
れ

る
、
川
で
赤
子
を
水
に
沈
め
て
殺
そ
う
と
す
る
女
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
よ

り
古
い
先
行
す
る
事
例
と
し
て
、
子
殺
し
の
モ
チ
ー
フ
に
そ
く
し
て
反
復

さ
れ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
わ
ば
子
殺
し
の
原

光
景
と
で
も
言
う
べ
き
、
子
供
を
水
に
沈
め
て
殺
そ
う
と
す
る
母
親
の

姿
は
、
長
崎
で
も
、
川
べ
り
を
歩
くM

ariko

に
幽
霊
の
よ
う
に
し
て
つ

き
ま
と
う
ら
し
い
の
だ
が
、
そ
の
場
面
が
実
際
にM

ariko

に
よ
っ
て
目

撃
さ
れ
た
も
の
な
の
か
、M

ariko

の
創
作
な
の
か
は
、T

he R
em

ains of 

the D
ay

に
お
け
る
執
事
と
虎
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
同
じ
く
、
判
然
と
す
る

こ
と
が
な
い
。

“There w
as a canal at the end and the w

om
an w

as kneeling there, up 
to her elbow

s in w
ater. A

 young w
om

an, very thin. I knew
 som

ething 
w

as w
rong as soon as I saw

 her. You see, Etsuko, she turned round 
and sm

iled at M
ariko. I knew

 som
ething w

as w
rong and M

ariko m
ust 

have done too because she stopped running. A
t first I thought the 

w
om

an w
as blind, she had that kind of look, her eyes didn’t seem

 to 
actually see anything. W

ell, she brought her arm
s out of the canal and 

show
ed us w

hat she'd been holding under the w
ater. It w

as a baby. I 
took hold of M

ariko then and w
e cam

e out of the alley.”
I rem

ained silent, w
aiting for her to continue. Sachiko helped herself 

to m
ore tea from

 the pot. “A
s I say,” she said, “I heard the w

om
an 

killed herself. That w
as a few

 days afterw
ards.”

44　

　

事
実
に
も
と
づ
い
て
い
る
か
ど
う
か
確
か
め
よ
う
が
な
い
ま
ま
に
、
お

そ
ら
くM

ariko

か
らSachiko

へ
と
伝
え
ら
れ
、Sachiko

に
よ
っ
て

Etsuko

に
伝
え
ら
れ
る
こ
の
子
殺
し
の
原
光
景
は
、
お
そ
ら
くEtsuko

、

Sachiko

に
共
通
す
る
密
か
な
欲
望
を
語
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
作

品
に
お
け
る
不
在
の
中
心
を
な
し
て
い
る
。Etsuko

は
、
後
のK

eiko

に

よ
る
自
殺
を
予
兆
す
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
、
系
譜
や
歴
史
的
時
間
の

連
続
性
を
も
示
唆
す
る
縄
を
偶
然
手
に
入
れ
、
そ
の
偶
然
に
顕
在
化
す

る
子
殺
し
の
欲
望
をM

ariko

に
見
と
が
め
ら
れ
る
ら
し
い
。Etsuko

は
、

Sachiko

とM
ariko

を
回
想
す
る
に
際
し
て
、
あ
た
か
も
こ
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
が
み
ず
か
ら
の
欲
望
と
は
か
か
わ
り
が
な
い
か
の
よ
う
に
装
っ
て
い

る
。
し
か
し
、Etsuko

、Sachiko

、
そ
し
てM

ariko

が
目
に
し
た
と
さ

れ
る
、
子
供
を
川
の
水
面
下
に
沈
め
て
殺
そ
う
と
す
る
母
親
の
、
文
字

通
り
亡
霊
の
よ
う
に
つ
き
ま
と
う
イ
メ
ジ
は
、K

eiko

を
自
殺
に
よ
っ
て

失
っ
たEtsuko

の
現
在
の
状
況
と
、
そ
れ
に
即
し
て
語
ら
れ
る
過
去
に

お
け
るSachiko

の
状
況
と
混
じ
り
合
っ
た
か
た
ち
で
反
復
さ
れ
、
そ
れ

ら
と
平
行
し
、
重
要
性
に
お
い
て
も
時
間
的
秩
序
に
お
い
て
も
等
価
な

も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。M

ariko

とSachiko

母
子
が
、

Etsuko

に
よ
るSachiko

とM
ariko

に
つ
い
て
の
語
り
の
時
間
の
位
相

に
お
い
て
取
り
憑
か
れ
た
よ
う
に
反
復
す
る
そ
の
母
子
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

は
、
起
源
と
し
て
の
事
実
性
が
確
認
さ
れ
な
い
ま
ま
にA

 Pale V
iew

 of 

H
ills

の
テ
ク
ス
ト
の
表
層
を
浮
遊
し
、K

eiko

の
死
やSachiko

に
よ
る

M
ariko

へ
の
、
虐
待
行
為
に
近
いneglect

と
と
も
に
、
作
品
の
言
語
の

リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
位
相
に
お
い
て
は
認
知
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
、
事

実
と
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
も
つ
か
な
い
起
源
と
テ
ー
マ
を
な
ぞ
る
の
で

あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、Ishiguro

の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
そ
れ
自
体
の
起
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———　〈日本〉文化の交差点として　———

源
を
そ
れ
自
体
の
中
に
孕
み
、
し
か
も
起
源
が
作
品
の
語
り
自
体
と
等
価

で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
構
造
を
提
示
し
て
い
る
。A

 Pale V
iew

 of H
ills

で
は
、
現
在
と
さ
れ
るK

eiko

の
自
殺
後
の
時
点
でEtsuko

が
置
か
れ

た
状
況
が
、
過
去
のSachiko

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
起
源
と
し
て
生
成
し
、

さ
ら
にSachiko
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
は
、
東
京
の
川
で
の
子
殺
し
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
起
源
と
し
て
生
成
さ
れ
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
不
在
の
起
源
の

反
復
が
行
わ
れ
る
構
造
が
提
示
さ
れ
る
。
異
な
っ
て
い
る
は
ず
の
そ
れ
ら

の
反
復
の
層
が
、Etsuko
に
よ
る
語
り
の
、
事
実
性
か
ら
乖
離
し
た
テ

ク
ス
ト
の
記
号
の
な
か
で
混
ぜ
合
わ
せ
に
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、Etsuko

に
と
っ
てSachiko

は
他
者
で
あ
っ
て
他
者
で
は
な
く
、
東
京
の
川
で
子

供
を
水
に
沈
め
る
母
親
も
ま
た
、
他
者
で
あ
っ
て
他
者
で
な
い
と
理
解
す

る
こ
と
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。
上
記
の
よ
う
に
、Ishiguro

の
語
り
は

た
ん
な
る
記
号
の
羅
列
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
よ
る

他
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
つ
い
て
の
語
り
に
ほ
か
な
ら
な
い
な
が
ら
も
、
語

り
の
言
語
が
真
実
性
の
尺
度
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
と
し
て
し
か

提
示
し
な
い
た
め
に
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
語
る
言
葉
は
真
実
性
を
付
与
さ

れ
た
、
社
会
的
な
正
統
性
に
お
い
て
他
者
に
優
越
し
た
声
と
な
る
の
で
は

な
く
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
語
り
の
内
部
に
現
れ
、
そ
の
言
葉
や
行
動
が
正

確
に
記
憶
さ
れ
反
復
さ
れ
て
い
る
か
が
疑
わ
し
い
、
他
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

に
帰
せ
ら
れ
る
言
葉
と
平
等
に
混
じ
り
合
い
、
自
と
他
と
の
区
別
を
明

確
化
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
語
り
手
が
語
る
語
り
と
し
て
成
立
す
る

ら
し
いIshiguro

の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
も
、
語
り
手
と
語
り
に
現
れ

る
他
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち
は
対
等
な
の
だ
。
た
と
え
ば
、A

 Pale V
iew

 

of H
ills

のM
ariko

が
、
縄
を
手
に
も
っ
てM

ariko

を
追
うEtsuko

に

「
な
ぜ
そ
の
縄
を
持
っ
て
い
る
の
？
」
と
怪
訝
な
表
情
で
語
り
か
け
た
こ

と
が
、Etsuko

の
語
り
に
含
ま
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
回
想
さ
れ
る

と
き
に
は
、
子
殺
し
の
欲
望
を
意
識
の
表
面
に
決
し
て
表
さ
な
い
語
り
手

Etsuko

の
言
葉
とM

ariko

の
言
葉
と
は
、
真
実
性
の
程
度
に
お
い
て
対

等
か
、
あ
る
い
は
真
実
性
の
程
度
を
逆
転
さ
せ
て
い
る
。Etsuko

の
回
想

の
内
部
で
、M

ariko

は
語
り
の
主
体
と
し
て
現
前
し
得
な
い
が
ゆ
え
に
、

発
声
の
起
源
を
欠
い
た
記
号
と
し
て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
意
味
を
付
与
さ
れ

る
可
能
性
を
奪
わ
れ
て
い
るM

ariko

の
言
葉
は
、Etsuko

が
言
語
と
し

て
表
現
し
な
い
、
あ
る
い
は
で
き
な
い
欲
望
を
、
原
初
的
な
意
味
を
奪
わ

れ
た
か
た
ち
で
代
弁
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
よ
り
真
実
に
近
い
こ
と
が

ら
を
読
者
に
語
っ
て
い
る
の
か
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。

　

同
様
の
例
は
、T

he R
em

ains of the D
ay

に
お
い
て
、
年
老
い
て
か
ら

再
会
し
た
、Stevens

とStevens

の
か
つ
て
の
同
僚
で
あ
り
、
お
そ
ら
く

恋
人
に
近
い
人
物
だ
っ
たM

iss K
enton

がStevens

に
書
き
送
っ
た
手

紙
の
記
述
に
つ
い
て
、
異
な
っ
た
事
実
と
解
釈
を
提
示
し
あ
う
場
面
な
ど

に
も
見
い
だ
さ
れ
る
。

‘W
ell, for instance, you w

rite—
now

 let m
e see—

 “the rest of m
y life 

stretches out like an em
ptiness before m

e”. Som
e w

ords to that effect.’
‘R

eally, M
r Stevens,’ she said, also laughing a little. ‘I couldn't have 

w
ritten any such thing.’

‘O
h, I assure you you did, M

rs B
enn. I recall it very clearly’.

45

　　

通
常
の
理
解
で
あ
れ
ば
、
手
紙
の
記
述
や
意
味
に
つ
い
て
の
判
断
と

解
釈
の
主
権
は
、
書
き
手
で
あ
るM

iss K
enton

に
与
え
ら
れ
る
は
ず
だ

が
、
こ
こ
で
は
読
み
手
のStevens

が
む
し
ろ
優
先
権
を
持
っ
て
手
紙
の

言
葉
と
解
釈
を
書
き
手
で
あ
るM

iss K
enton

に
語
っ
て
い
る
か
の
よ
う

だ
。
し
か
し
、Stevens

がM
iss K

enton

に
比
べ
、
事
実
の
認
識
に
お
い
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て
過
ち
を
よ
り
し
ば
し
ば
犯
し
て
い
た
こ
と
が
そ
れ
ま
で
の
経
緯
か
ら

明
ら
か
で
あ
る
た
め
、
読
者
は
語
り
の
内
部
に
現
れ
る
書
簡
の
解
釈
に
つ

い
て
、Stevens

を
信
用
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
手
紙
の
テ
ク
ス
ト
に
つ

い
て
の
最
終
的
な
情
報
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。Stevens

の

語
り
の
内
部
に
現
れ
る
書
簡
は
、
し
た
が
っ
てStevens

とM
iss K

enton

両
者
の
言
語
と
解
釈
が
、
ど
ち
ら
と
も
区
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
入
り
交

じ
っ
た
混
合
的
な
テ
ク
ス
ト
と
な
り
、Ishiguro

の
小
説
に
お
け
る
言
語

の
性
質
を
端
的
に
示
す
事
例
と
な
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
くIshiguro

が
、

人
間
は
他
人
に
つ
い
て
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
に
つ
い
て
語
る
の
だ

と
述
べ
て
い
る
の
は
、
自
己
に
よ
る
語
り
を
よ
り
真
実
で
あ
る
と
理
解

し
、
他
者
を
他
者
と
一
致
さ
せ
る
と
き
に
含
意
さ
れ
る
、
自
／
他
の
階
層

構
造
を
破
棄
し
た
と
き
に
成
り
立
つ
、
こ
う
し
た
人
間
の
記
憶
や
回
想
の

言
語
の
特
徴
に
即
し
た
言
葉
な
の
だ
。
つ
ま
り
、
過
去
の
知
り
合
い
で
あ

れ
、
現
在
の
知
り
合
い
で
あ
れ
、
あ
る
個
人
が
語
る
他
者
の
言
語
は
、
語

り
の
言
語
に
お
い
て
自
己
の
言
語
と
同
一
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
本
来
的
な

自
己
と
他
者
の
区
別
は
生
起
し
得
な
い
。

　

ま
た
実
際
、
子
殺
し
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
重
要
で
あ
る
の
は
、
時
間
的
な

現
在
と
過
去
と
が
、
た
と
え
ば
現
在
に
お
け
るEtsuko
と
過
去
に
お
け

るSachiko

と
い
っ
た
よ
う
に
、
時
間
的
な
差
異
に
お
い
て
、
決
定
的
な

違
い
を
持
つ
と
い
う
認
識
を
も
遠
ざ
け
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
う

し
た
意
味
で
、Etsuko

が
生
き
残
っ
た
娘
のN

iki

に
結
婚
を
勧
め
、
若

いN
iki

と
、
か
つ
て
同
じ
よ
う
に
若
か
っ
た
自
分
と
の
差
異
を
認
知
し

な
い
か
に
思
わ
れ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る

46
。Etsuko

は
、N

iki

に
自
分

の
母
親
と
し
て
の
明
ら
か
な
失
敗
を
認
め
な
が
ら
、N

iki

に
自
分
と
同

じ
立
場
に
な
る
よ
う
勧
め
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、K

eiko

の
密
か
な
自

死
に
よ
っ
て
、
母
親
で
あ
るEtsuko

が
自
分
自
身
の
立
場
を
守
る
こ
と

に
失
敗
し
た
こ
と
が
明
確
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。Etsuko

が
お
そ
ら
く

密
か
に
抱
い
て
い
た
子
殺
し
の
欲
望
は
、K

eiko

の
死
に
よ
っ
て
や
は
り

密
か
に
実
現
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
実
現
さ
れ
る
の
は
、
子
殺

し
で
あ
る
と
と
も
に
、
子
供
を
失
う
こ
と
に
よ
っ
て
母
親
と
し
て
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
も
同
時
に
殺
し
、
喪
失
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ

の
と
きEtsuko

も
ま
た
、N

iki

の
姉
で
あ
る
自
殺
し
たK

eiko

と
と
も

に
絶
対
的
な
時
間
的
差
異
に
お
い
てN

iki

に
先
行
す
る
、
母
親
で
は
な

く
な
っ
て
い
る
。Etsuko

に
と
っ
てSachiko

が
、
時
間
的
に
先
行
す
る

「
姉
」
的
な
存
在
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、Sachiko

は
ま
た
、
起
源
が
曖
昧

な
、
川
で
子
供
を
殺
そ
う
と
す
る
母
親
の
反
復
と
し
て
も
あ
り
、A

 Pale 

V
iew

 of H
ills

に
お
け
る
こ
の
三
者
は
、
テ
ク
ス
ト
の
位
相
に
お
い
て
等

価
で
あ
る
。Etsuko

は
無
意
識
的
に
、
み
ず
か
ら
が
回
想
の
形
式
で
織
り

な
す
テ
ク
ス
ト
に
現
れ
る
二
層
の
語
り
の
起
源
を
、
同
時
的
に
反
復
し
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
と
同
様
に
、
子
殺
し
を
完
遂
し
たEtsuko

と
、

子
殺
し
の
母
親
と
し
て
のEtsuko

の
死
を
同
時
に
実
現
す
るK

eiko

は
、

東
京
の
川
に
い
た
と
さ
れ
る
母
子
やSachiko

とM
ariko

母
子
の
同
時

的
な
反
復
と
し
て
、
生
き
残
っ
たN

iki

に
と
っ
て
の
あ
ら
た
な
反
復
の

起
源
と
な
る
に
違
い
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
が
時
間
的
な
階
層
構
造
を
形
式
的
に
つ
く
り
だ
し
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
だ
け
で
、A

 Pale V
iew

 of H
ills

に
登
場
す
る
女
性
た
ち

は
み
な
、
そ
れ
ぞ
れ
が
公
的
な
母
親
と
し
て
の
役
割
を
完
遂
し
損
ね
た
も

の
た
ち
、
あ
る
い
は
完
遂
し
損
ね
る
こ
と
を
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
お

そ
ら
く
は
母
親
を
喪
失
す
る
と
同
時
に
母
親
を
殺
し
も
す
る
娘
た
ち
と

し
て
、
時
間
に
よ
る
差
異
を
超
え
て
換
喩
的
に
等
価
で
あ
る
。
純
粋
な
日

本
生
ま
れ
の
娘
と
し
て
、
日
本
に
お
け
る
過
去
に
拘
束
さ
れ
て
も
い
た
と

推
測
さ
れ
るK

eiko

が
、
部
屋
内
部
の
空
間
で
線
状
の
ひ
も
を
つ
か
っ
て
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自
殺
す
る
こ
と
と
は
対
照
的
に
、
娘
と
し
て
のN

iki

が
、
母
親
と
さ
れ

るEtsuko

の
家
に
と
ら
わ
れ
ず
離
れ
て
ゆ
く
と
い
う
現
在
時
の
設
定
は
、

し
た
が
っ
て
必
然
的
に
要
請
さ
れ
て
い
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。Etsuko

の
二
度
目
の
結
婚
に
よ
っ
て
、
母
親
のEtsuko

に
と
っ
て
は
二
度
目
の

故
国
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
で
生
ま
れ
た
次
女N

iki

が
、
起
源
と
し
て
の
自

ら
母
親
に
先
立
つ
過
去
と
し
て
の
日
本
か
ら
引
き
離
さ
れ
、
原
初
的
な
存

在
と
し
の
母
親
や
そ
の
過
去
を
喪
失
し
て
い
る
こ
と
は
、Ishiguro

の
作

品
で
は
、
そ
れ
ら
が
つ
ね
に
不
在
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
実

際
不
幸
と
は
言
え
な
い
か
ら
だ

47
。

　

イ
ギ
リ
ス
人
の
夫
が
つ
け
た
と
さ
れ
るN

iki

と
い
う
名
前
は
、
そ
う

し
た
意
味
で
の
二
回
性
を
図
ら
ず
も
体
現
し
て
い
る
こ
と
が
、“ni”

が

「
２
」
を
意
味
し
う
る
こ
と
を
了
解
し
て
い
る
日
本
人
の
読
者
に
は
納
得

さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い

48
。
し
か
し
、N

iki
と
い
う
名
前
の
意
味
が
、
日

本
語
と
し
て
解
釈
さ
れ
た
と
き
に
そ
の
意
味
の
起
源
と
な
り
得
る
は
ず

の
「
２
」
と
い
う
数
字
に
拘
束
さ
れ
な
い
の
と
同
様
に
、
次
女
で
あ
る

N
iki

は
、
す
で
に
失
わ
れ
た
母
親
の
起
源
と
し
て
のK

eiko
の
反
復
で
あ

る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、Etsuko

の
回
想
の
な
か
でK

eiko
に
先
立
つ

起
源
で
あ
る
と
さ
れ
る
娘
た
ち
の
反
復
の
な
か
の
ひ
と
つ
と
し
て
二
項

対
立
的
構
造
か
ら
解
き
放
た
れ
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
一
見
ダ
ブ
リ
ン
グ
の
効
果
と
し
て
現
れ
て
く
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
二
つ
の
組
み
合
わ
せ
は
、
２
と
い
う
数
字
に
限
定
さ
れ
て
現

れ
出
て
来
て
い
る
の
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
、
東
京
に
お
け
る
子
殺
し
の

原
光
景
を
起
源
と
し
て
、Sachiko

、Etsuko

二
人
の
母
子
関
係
に
お
い

て
反
復
さ
れ
る
構
造
は
、
一
見
、
二
重
化
し
て
い
る
か
に
見
え
る
コ
ン
ビ

ネ
ー
シ
ョ
ン
が
、
実
は
、
そ
れ
以
上
に
増
殖
す
る
何
か
の
反
復
の
一
部
と

し
て
現
れ
出
て
い
る
こ
と
を
明
か
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
２
を
超

え
た
、
３
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
反
復
可
能
性
は
、
１
と
し
て
の
自
（
我
）

や
抑
圧
す
る
意
識
と
、
２
と
し
て
の
他
（
者
）
や
抑
圧
さ
れ
る
無
意
識
と

い
っ
た
、
お
そ
ら
く
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
や
そ
れ
に
も
と
づ
い
た
モ
ダ

ニ
ズ
ム
ま
で
の
文
学
の
形
式
を
超
え
出
る
た
め
の
方
法
論
と
な
っ
て
い

る
の
だ
。
そ
れ
は
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
現
代
批
評
に
お
い
て
し
ば

し
ば
問
題
と
さ
れ
る
、
自
の
自
と
し
て
の
定
義
づ
け
と
他
の
他
と
し
て
の

定
義
づ
け
を
あ
ら
か
じ
め
脱
構
築
し
、
自
／
他
の
並
立
関
係
、
つ
ま
り
、

つ
ね
に
す
で
に
自
に
と
っ
て
の
他
で
あ
り
、
同
時
に
他
に
と
っ
て
の
自

で
あ
る
も
の
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
も
可
能
に
す
る
方
法
論
で
も
あ
る
。

Ishiguro

の
方
法
は
、
そ
れ
が
依
拠
す
る
起
源
そ
の
も
の
が
曖
昧
な
、
自

で
あ
る
と
こ
ろ
の
真
実
・
リ
ア
ル
な
も
の
と
他
で
あ
る
と
こ
ろ
の
嘘
・
リ

ア
ル
で
は
な
い
も
の
が
入
り
混
じ
っ
た
状
態
を
、
自
／
他
の
区
分
が
規
範

的
に
作
用
す
る
と
錯
覚
さ
れ
う
る
か
も
し
れ
な
い
読
書
行
為
の
磁
場
に

差
し
出
し
、
そ
の
是
非
を
問
う
の
で
あ
る

49
。

Ishiguro

と
「
戦
後
」

　

Ishiguro

の
作
品
は
し
た
が
っ
て
、
現
在
を
基
準
と
し
て
過
去
を
裁
断

す
る
立
場
を
も
支
持
し
な
い
。A

 Pale V
iew

 of H
ills

やA
n A

rtist of the 

Floating W
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em
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ay, W

hen W
e W

ere O
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な

ど
の
作
品
が
、
い
わ
ゆ
る
戦
前
と
戦
後
の
状
況
を
背
景
と
し
て
い
る
こ
と

を
考
え
る
と
き
、
た
と
え
ば
、
加
藤
典
洋
に
よ
る
「
敗
戦
後
」
の
議
論
な

ど
に
代
表
さ
れ
る
、
歴
史
的
議
論
が
思
い
出
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
言
う
ま

で
も
な
く
、Ishiguro

の
作
品
の
解
釈
と
歴
史
的
議
論
が
も
っ
と
も
齟
齬

を
き
た
し
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
の
は
、「
前
」「
後
」
と
い
う
、
歴
史
的
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と
さ
れ
る
時
間
軸
に
沿
っ
て
構
築
さ
れ
た
区
分
で
あ
る
。「
以
前
」
か
ら

の
連
続
性
が
「
以
後
」
に
よ
っ
て
断
ち
切
ら
れ
る
と
認
識
さ
れ
る
と
き
、

し
ば
し
ば
「
以
前
」
は
純
粋
な
起
源
と
さ
れ
、「
以
後
」
の
不
純
さ
と
対

置
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
、「
以
後
」
は
「
以
前
」
に
勝
る
も
の
と
し
て
、「
以

前
」
を
断
罪
す
る
た
め
の
基
準
と
さ
れ
る
だ
ろ
う

50
。

　

し
か
し
、Ishiguro

の
作
品
で
は
、
そ
の
両
方
の
方
向
性
が
混
じ
り
合

う
51

。A
 Pale V

iew
 of H

ills

で
は
、K

eiko

の
自
殺
と
い
う
、
一
見
時
間

の
流
れ
を
停
止
さ
せ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
事
件
を
契
機
と
し
て
語

り
が
開
始
さ
れ
る
か
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
も
、
過
去
の
回
想
と
と
も
に

現
在
の
時
間
が
流
れ
続
け
て
い
る
こ
と
が
明
確
に
示
さ
れ
る
。K

eiko

の

自
殺
以
前
と
以
後
に
決
定
的
な
変
化
が
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ま

た
、
上
で
す
こ
し
触
れ
た
よ
う
に
、
雇
い
主
が
第
二
次
大
戦
中
に
ナ
チ
ス

に
親
し
い
立
場
を
取
っ
た
た
め
に
、
戦
後
、
絶
望
し
た
雇
い
主
の
死
を

経
て
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
執
事
の
扱
い
に
慣
れ
な
い
、
ア
メ
リ
カ
人
の
あ

ら
た
な
雇
い
主
に
雇
わ
れ
る
こ
と
に
な
るT

he R
em

ains of the D
ay

の

Stevens

は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
か
れ
な
が
ら
も
、「
タ
ー
ニ
ン
グ
・

ポ
イ
ン
ト
」
は
存
在
し
な
い
の
だ
と
、
歴
史
的
な
事
件
の
前
後
に
あ
る
と

さ
れ
る
絶
対
的
な
差
異
を
認
め
よ
う
と
は
し
な
い

52
。

　

Ishiguro

は
、
上
記
の
よ
う
にEdgar A

. Poe

を
「
重
要
だ
」
と
し
て

い
る
の
だ
が
、
実
際
、Ishiguro

の
作
品
に
お
け
る
前
後
の
関
係
に
つ
い

て
の
認
識
は
、
た
と
え
ばPoe

が
、“Ligeia”

な
ど
で
示
し
て
い
る
も
の

と
近
い
。Poe

の“Ligeia”

で
は
、
語
り
手
が
愛
し
た
妻“Ligeia”

が
、

二
度
目
の
妻
の
口
を
借
り
て
語
り
始
め
る
。
し
か
し
、
一
番
目
の
、「
前
」

のLigeia

は
、
二
番
目
の
、「
後
」
のLigeia

に
お
け
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
と
言
語
の
反
復
の
起
源
に
な
っ
て
い
る
と
同
時
に
、
二
番
目
の
、

「
後
」
のLigeia

に
よ
っ
て
反
復
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
源
と
し
て
措

定
さ
れ
る
反
復
の
反
復
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
そ
れ
自
体
の
反

復
に
よ
っ
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
に
定
義
づ
け
ら
れ
る
起
源
と
な
っ
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
。
自
と
他
の
関
係
と
相
似
に
、Poe

の
作
品
に
お
い
て
は
、

「
前
後
」
と
い
っ
た
二
重
の
反
復
性
を
帯
び
る
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の

ダ
ブ
ル
と
な
っ
て
い
る
関
係
性
に
お
い
て
は
、A

 Pale V
iew

 of H
ills

の

子
供
を
水
に
沈
め
る
母
親
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
真
偽
の
不
確
か
な
フ
ィ

ク
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
と
し
てSachiko

とEtsuko

に
よ
っ
て
二
度
反
復
さ

れ
る
よ
う
に
、
純
粋
に
現
前
す
る
起
源
と
そ
の
ダ
ブ
ル
と
し
て
反
復
さ
れ

る
の
で
は
な
く
、
起
源
と
し
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
の
反
復
と
そ

の
反
復
と
し
て
、
つ
ね
に
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
を
奪
わ
れ
て
い
る
こ
と

が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
「
歴

史
」
も
ま
た
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
何
か
の
反
復
と
し
て
あ
り
得
る
わ
け
で
は

な
く
、
た
と
え
ば
そ
れ
自
体
と
は
異
な
っ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
歴
史
に

と
っ
て
の
真
実
の
歴
史
と
い
っ
た
よ
う
に
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
そ
れ
自
体

と
し
て
は
あ
り
得
な
い
何
か
の
反
復
と
し
て
意
識
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に

し
て
、Ishiguro

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち
の
個
人
的
経
験
の
回
想
と
相
似

に
、
歴
史
は
真
実
と
し
て
で
も
な
く
嘘
と
し
て
で
も
な
く
、
つ
ね
に
す

で
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
と
し
て
、
初
期
の
三
作
品
やW

hen W
e 

W
ere O

rphans

な
ど
に
お
い
て
つ
ぎ
つ
ぎ
と
反
復
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
意
味
で
、Ishiguro

の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
お
そ
ら
くV

ladim
ir 

N
abokov

や
、Ishiguro

が
愛
好
す
る
ら
し
いFranz K

afka

の
作
品
と
類

似
し
て
お
り
、
文
化
や
国
家
を
、
安
定
し
た
尺
度
と
し
て
真
実
性
の
よ
り

ど
こ
ろ
と
し
よ
う
と
す
る
小
説
作
品
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
日
本
に
つ
い

て
書
か
れ
た
初
期
二
作
と
異
郷
と
し
て
の
イ
ギ
リ
ス
を
舞
台
に
す
る
第

三
作T

he R
em

ains of the D
ay

に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
、
国

家
や
文
化
に
と
も
な
う
特
質
も
ま
た
、
あ
る
種
の
論
者
た
ち
が
指
摘
す
る
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よ
う
に
、ethnicity

をperform
ative

に
演
ず
る
、
非
本
質
主
義
的
な
言

語
の
戯
れ
と
し
て
了
解
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
何
ら
か
の
本
質

と
し
て
文
化
が
成
立
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
うIshiguro

作
品
で
の

了
解
に
寄
り
添
っ
た
言
語
の
あ
り
か
た
な
の
で
あ
る

53
。

　

Ishiguro
の
作
品
に
お
け
る
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
、
語
り
、
言
語
の
構
成
、

必
然
的
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
歴
史
の
反
復
、
文
化

的
類
型
のperform

ative

な
理
解
な
ど
は
、
あ
く
ま
で
も
公
的
に
管
理
さ

れ
、
規
定
さ
れ
る
真
実
性
、
主
体
、
歴
史
な
ど
の
枠
組
み
を
超
え
で
た
範

囲
で
そ
の
有
効
性
を
持
ち
う
る
も
の
だ
。
そ
れ
を
、
そ
う
し
た
枠
組
み
を

現
実
の
限
界
と
し
て
認
識
し
て
い
る
大
江
健
三
郎
や
加
藤
典
洋
ら
の
議

論
と
同
じ
レ
ベ
ル
で
議
論
し
、
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
確
か
に
、

Ishiguro

は
故
意
に
「
イ
ン
タ
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