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歌うように歩きたい
抵抗のありかを音楽・映画・文学のなかに力強く示していく

中西淳貴
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ボディ・ホラーとトーチャー・ポルノに
ついての章が白眉、偏愛炸裂
いずれ著者の本格的なクローネンバーグ論を読みたい

藤田直哉

人
類
が
も
っ
と
も
美
し
く
花
開

い
た
人
類
の
歴
史
上
の
幼
年
期

が
、
二
度
と
帰
ら
ぬ
段
階
と
し
て

永
遠
の
魅
力
を
放
っ
て
は
な
ら
な

い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
�
�
『
資
本

論
』
を
準
備
す
る
マ
ル
ク
ス
が
書

き
つ
け
て
い
た
一
節
で
あ
る
。
本

書
『
た
だ
生
き
る
ア
ナ
キ
ズ
ム
』

が
冒
頭
か
ら
く
り
返
し
強
調
す
る

よ
う
に
、
た
し
か
に
「
私
た
ち
は

本
来
、
た
だ
生
き
て
い
る
だ
け
で

あ
る
」（
９
）。
し
か
し
、
人
類
は

或
る
時
点
に
お
い
て
国
家
と
資
本

主
義
を
「
発
明
」
し
、
私
た
ち
の

欲
望
は
、
そ
れ
ら
の
命
令
に
即
し

た
か
た
ち
で
し
か
実
現
さ
れ
な
い

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
私
た
ち

は
欲
望
し
て
い
な
い
も
の
を
生
産

し
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
生
産
物

を
欲
望
し
て
い
た
と
み
な
す
よ
う

に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
お

い
て
、
私
た
ち
の
欲
望
が
完
全
な

し
か
た
で
満
た
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
。
か
く
し
て
、
人
類
が
国
家
も

資
本
主
義
も
知
ら
ず
た
だ
生
き
て

い
た
幼
年
期
は
、
永
遠
の
魅
力
を

放
っ
て
や
ま
な
い
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。

し
か
し
同
時
に
、
欲
望
は
命
令

に
従
い
き
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ

の
必
然
的
な
反
撥
が
国
家
や
資
本

主
義
に
対
す
る
具
体
的
な
抵
抗
の

条
件
と
な
り
う
る
。
こ
れ
こ
そ
、

本
書
が
ド
ゥ
ル
ー
ズ
�
ガ
タ
リ
か

ら
引
き
継
い
だ
根
本
的
な
確
信
で

あ
る
。
さ
ら
に
本
書
は
、
こ
こ
に

デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
グ
レ
ー
バ
ー
に
よ

る
「
基
盤
的
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
」
と

い
う
発
見
を
接
続
し
て
ゆ
く
。
そ

の
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
論
的
可
能

性
に
す
ぎ
な
か
っ
た
資
本
主
義
に

対
す
る
抵
抗
が
、
日
常
生
活
の
な

か
に
あ
り
ふ
れ
て
い
る
と
い
う
事

実
が
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
う
し
て
、
或
る
面
に
お
い

て
は
「
私
た
ち
は
革
命
後
も
継
続

す
る
で
あ
ろ
う
素
晴
ら
し
い
日
常

に
満
ち
て
い
る
」
（
１
４
５
）
と

語
り
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実

を
出
発
点
と
し
て
、
本
書
は
こ
の

抵
抗
の
あ
り
か
を
音
楽
・
映
画
・

文
学
の
な
か
に
力
強
く
示
し
て
い

く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

本
書
を
開
け
ば
、
ま
ず
は
そ
こ

で
論
じ
ら
れ
て
い
る
主
題
の
多
様

さ
に
驚
く
だ
ろ
う
。
２４
章
に
ま
で

至
る
す
べ
て
を
取
り
あ
げ
る
こ
と

は
か
な
わ
な
い
が
、
い
く
つ
か
の

主
題
に
限
っ
て
紹
介
し
て
お
き
た

い
。
手
始
め
に
、
近
年
注
目
さ
れ

て
い
る
ブ
ク
チ
ン
の
思
考
や
ロ
ジ

ャ
ヴ
ァ
の
実
践
に
関
す
る
手
際
の

よ
い
整
理
は
読
者
に
と
っ
て
非
常

に
有
用
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
れ

ら
は
著
者
自
身
が
ク
ル
ド
人
の
運

動
に
関
わ
る
な
か
で
実
地
に
獲
得

さ
れ
た
知
識
で
も
あ
る
こ
と
は
強

調
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。「
脱

構
成
」
と
い
う
概
念
に
も
同
じ
こ

と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、『
バ

ン
コ
ク
ナ
イ
ツ
』
や
森
崎
和
江
を

論
じ
る
な
か
で
は
、
九
州
に
移
住

し
た
こ
と
で
血
肉
と
化
し
た
で
あ

ろ
う
「
ア
ジ
ア
」
と
い
う
視
座
が

提
示
さ
れ
、
日
本
列
島
と
い
う
単

位
に
限
定
さ
れ
た
思
考
を
解
放
し

て
く
れ
る
。
さ
ら
に
、
高
校
時
代

の
思
い
出
か
ら
フ
ィ
ッ
シ
ュ
マ
ン

ズ
やcero

を
論
じ
る
筆
致
は
、

「
東
京
の
郊
外
に
住
む
者
の
絶
望
」

（
６５
）を
生
々
し
く
伝
え
な
が
ら
、

事
柄
か
ら
見
れ
ば
プ
リ
ン
ス
論
に

お
け
る
「
帰
る
場
所
」
、
あ
る
い

は
そ
の
言
い
換
え
と
し
て
の「
死
」

と
い
う
著
者
に
と
っ
て
お
そ
ら
く

重
大
な
論
点
に
収
斂
し
て
い
く
。

そ
れ
だ
け
で
は
共
通
点
す
ら
も
見

い
だ
せ
な
か
っ
た
主
題
群
が
、
ま

さ
に
『
は
だ
し
の
ゲ
ン
』
論
の
表

題
の
と
お
り
「
地
を
�
う
」
と
い

う
方
法
で
語
ら
れ
、
す
べ
て
は

「
自
分
自
身
の
経
験
か
ら
し
か
生

ま
れ
な
い
」
（
１
１
５
）
と
語
る

本
書
の
主
張
を
裏
づ
け
て
い
く
の

で
あ
る
。

そ
し
て
、
先
に
も
述
べ
た
と
お

り
、
グ
レ
ー
バ
ー
（
あ
る
い
は
そ

れ
に
重
ね
あ
わ
さ
れ
た
鶴
見
俊

輔
）
が
本
書
を
貫
く
理
論
的
支
柱

と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
「
た
だ

生
き
る
こ
と
」
と
し
て
の
基
盤
的

コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
（
あ
る
い
は
相
互

扶
助
）
が
あ
ら
ゆ
る
主
題
の
な
か

か
ら
取
り
だ
さ
れ
る
。
た
だ
し
、

基
盤
的
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
が
あ
り
ふ

れ
て
い
る
一
方
で
、
資
本
主
義
は

息
絶
え
る
様
子
を
見
せ
ず
、
国
民

国
家
は
な
お
実
在
し
て
い
る
と
い

う
の
も
同
じ
ほ
ど
に
揺
る
ぎ
な
い

事
実
で
あ
る
。
冒
頭
に
引
い
た
マ

ル
ク
ス
の
一
節
も
、
以
下
の
そ
れ

自
体
は
正
確
な
認
定
を
受
け
た
反

語
的
表
現
だ
っ
た
。
「
大
人
が
ふ

た
た
び
子
供
に
な
る
こ
と
な
ど
で

き
な
い
。
子
供
っ
ぽ
く
な
る
だ
け

だ
」
。
た
し
か
に
、
資
本
主
義
や

国
家
の
強
い
る
生
存
戦
略
を
生
き

る
の
が
大
人
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
を
単
に
裏
返
し
て
み
せ
る
こ

と
で
、
い
っ
さ
い
の
戦
略
な
し
に

た
だ
生
き
る
こ
と
を
夢
想
す
る
の

は
、
ま
さ
に
子
供
っ
ぽ
い
大
人
で

あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し

た
子
供
っ
ぽ
さ
は
、
疲
れ
き
っ
た

大
人
が
満
員
電
車
を
揺
籠
に
し
て

は
じ
め
て
み
る
夢
に
す
ぎ
な
い
。

そ
の
疲
労
は
現
実
を
た
し
か
な
し

か
た
で
開
示
し
て
い
る
が
、
そ
こ

に
と
ど
ま
る
限
り
で
は
「
い
つ
ま

で
も
何
も
出
来
な
い
だ
ろ
う
」
。

東
ア
ジ
ア
反
日
武
装
戦
線
を
取
り

あ
げ
て
「
狼
の
夢
」
（
１
４
７
）

を
語
る
本
書
が
、
こ
う
し
た
子
供

っ
ぽ
さ
を
は
っ
き
り
と
退
け
て
い

る
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な

い
。た

と
え
ば
、
本
書
が
「
私
た
ち

は
�
た
だ
生
き
る
�
た
め
に
ど
う

す
べ
き
か
」
（
３
０
４
）
と
問
う

こ
と
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

注
目
し
よ
う
。
た
だ
生
き
る
た
め

に
は
、
資
本
主
義
や
国
家
か
ら
の

逃
走
経
路
を
確
保
し
、
そ
の
経
路

を
拡
大
し
、
攻
撃
に
対
し
て
そ
れ

を
維
持
す
る
戦
略
・
戦
術
の
思
考

が
必
要
と
な
る
。
そ
れ
は
、
欲
望

を
基
盤
的
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
に
結
び

つ
け
る
組
織
化
と
、
自
治
・
自
律

に
よ
っ
て
基
盤
的
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム

の
領
域
を
広
げ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
問
い
は
、
同
時
期
に
刊
行
さ

れ
た『
死
な
な
い
た
め
の
暴
力
論
』

で
全
面
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る

が
、
本
書
で
も
「
ア
ナ
キ
ズ
ム
思

想
篇
」
に
収
め
ら
れ
た
文
章
を
読

め
ば
、
た
だ
ち
に
理
解
さ
れ
る
だ

ろ
う
。
絶
望
す
る
暇
も
な
い
子
供

た
ち
は
、
目
の
前
の
ゲ
ー
ム
で
勝

利
す
る
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
戦
略
を

尽
く
す
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
果

プ
ロ
セ
ス

で
は
な
く
そ
の
過
程
自
体
を
遊
び

と
し
て
楽
し
ん
で
い
る
。
本
書
に

お
さ
め
ら
れ
た
「
鉱
物
的
な
眼
�

�
谷
川
雁
」
が
石
牟
礼
道
子
と
谷

川
雁
を
擦
り
あ
わ
せ
る
こ
と
か
ら

取
り
だ
し
た
論
点
を
敷
衍
す
れ

ば
、
子
供
が
た
だ
生
き
て
い
る
の

は
戦
略
と
遊
び
が
「
同
義
語
」
で

あ
る
よ
う
な
世
界
で
あ
る
。
本
書

が
重
要
で
あ
る
最
大
の
理
由
の
ひ

と
つ
は
、
こ
の
よ
う
な
し
か
た
で

マ
ル
ク
ス
主
義
と
ア
ナ
キ
ズ
ム
を

調
停
し
た
と
い
う
よ
り
、
両
者
の

美
点
を
「
な
い
交
ぜ
」（
２
５
３
）

に
し
た
領
野
を
開
拓
で
き
た
こ
と

に
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
で
生
じ
る

見
せ
か
け
の
二
者
択
一
を
退
け

て
、か
細
い
断
層
の
上
を
進
も
う
。

資
本
主
義
が
駆
り
た
て
る
ス
ピ
ー

ド
を
拒
否
し
つ
つ
、
「
地
味
な
毎

日
の
運
動
を
続
け
て
」
（
２０
）
い

こ
う
。
そ
の
地
味
な
毎
日
の
運
動

の
な
か
で
よ
う
や
く
、
私
た
ち
は

「
た
だ
生
き
る
」
こ
と
に
固
有
の

リ
ズ
ム
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き

る
は
ず
だ
。
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
の

な
か
で
も
断
固
と
し
て
ア
ナ
キ
ス

ト
で
あ
り
続
け
た
著
者
に
よ
る
、

九
州
で
の
十
数
年
に
お
よ
ぶ
「
地

を
�
う
」
持
続
が
、
本
書
の
成
立

す
る
条
件
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を

あ
ら
た
め
て
想
起
し
て
お
き
た

い
。
幼
年
期
へ
と
た
ど
り
つ
く
た

め
に
は
、
お
そ
ら
く
大
人
に
な
ら

な
い
よ
う
に
し
な
が
ら
も
年
を
と

っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ

う
。
そ
の
果
て
し
な
い
道
の
り
を

ど
の
よ
う
に
し
て
た
ど
れ
ば
よ
い

だ
ろ
う
か
。
ひ
と
つ
の
答
え
が
、

著
者
の
愛
し
て
や
ま
な
い
フ
ィ
ッ

シ
ュ
マ
ン
ズ
の
歌
詞
を
用
い
て
本

書
の
な
か
に
書
き
こ
ま
れ
て
い

る
。
「
や
る
べ
き
こ
と
を
や
る
と

い
う
信
念
を
も
ち
、�
冷
た
い
こ
の

道
の
上
を

歌
う
よ
う
に

歌
う

よ
う
に
歩
き
た
い
�」（
１９
）。

（
哲
学
）

ニーナ・ネセス著
五十嵐加奈子訳

�ホラー映画の科学
悪夢を焚きつけるもの

７・２６刊 四六判３５２頁 本体２５００円

フィルムアート社

カ
ナ
ダ
在
住
の
女
性
生
物
学
者

に
よ
る
、
単
著
デ
ビ
ュ
ー
作
の
ホ

ラ
ー
映
画
論
で
あ
る
。
サ
イ
エ
ン

ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
タ
ー
と
し
て

の
顔
を
持
つ
作
者
ら
し
く
、
様
々

な
科
学
的
な
知
見
を
紹
介
し
て
書

か
れ
る
章
、
ホ
ラ
ー
映
画
が
暴
力

性
を
高
め
犯
罪
を
誘
発
す
る
の
か

な
ど
を
検
討
す
る
章
、
ホ
ラ
ー
の

歴
史
の
概
論
な
ど
も
面
白
い
が
、

白
眉
な
の
は
ボ
デ
ィ
・
ホ
ラ
ー
と

ト
ー
チ
ャ
ー
・
ポ
ル
ノ
に
つ
い
て

の
章
で
あ
り
、
著
者
な
ら
で
は
の

偏
愛
が
炸
裂
し
て
い
て
、
興
味
深

く
読
ん
だ
。

ト
ー
チ
ャ
ー
・
ポ
ル
ノ
と
は
、

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ワ
ン
監
督『
ソ
ウ
』

（
二
〇
〇
四
）
、
イ
ー
ラ
イ
・
ロ

ス
監
督
『
ホ
ス
テ
ル
』
（
二
〇
〇

五
）
を
代
表
作
と
す
る
、
理
不
尽

な
拷
問
シ
ー
ン
を
見
せ
場
と
す
る

ホ
ラ
ー
の
サ
ブ
ジ
ャ
ン
ル
の
こ
と

で
あ
る
。
三
池
崇
史
監
督
『
オ
ー

デ
ィ
シ
ョ
ン
』
（
二
〇
〇
〇
）
が

先
駆
的
な
作
品
と
呼
ば
れ
、
本
書

で
何
度
も
参
照
さ
れ
る
が
、
ニ
ー

ナ
の
定
義
で
は
、
「
ト
ー
チ
ャ
ー

・
ポ
ル
ノ
」
自
体
は
９
１
１
以
後

の
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。
「
ト
ー
チ

ャ
ー
・
ポ
ル
ノ
が
明
ら
か
に
ア
メ

リ
カ
的
な
テ
イ
ス
ト
を
持
つ
の

は
、
第
二
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、

そ
れ
が
９
・
１１
を
受
け
て
誕
生
し

た
こ
と
が
お
も
な
理
由
だ
」
（
ｐ

２
７
２
）
。
「
［
イ
ラ
ク
の
］
ア
ブ

グ
レ
イ
ブ
刑
務
所
と
、
［
キ
ュ
ー

バ
の
］
グ
ア
ン
タ
ナ
モ
湾
収
容
キ

ャ
ン
プ
で
行
わ
れ
て
い
る
拷
問
の

事
実
が
否
応
な
く
世
間
の
目
に
晒

さ
れ
た
。
こ
の
新
た
な
苦
悩
の
種

と
、
９
・
１１
と
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
が

生
み
出
し
た
外
国
人
恐
怖
症
と
が

相
ま
っ
て
、
ホ
ラ
ー
の
新
し
い
サ

ブ
ジ
ャ
ン
ル
が
誕
生
し
、
他
者
�

�
と
り
わ
け
�
異
質
な
�
（
つ
ま

り
ア
メ
リ
カ
人
で
は
な
い
）
他
者

に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
暴
力
の
怖
さ

が
ま
ざ
ま
ざ
と
表
現
さ
れ
た
」（
ｐ

１
０
９
）。「
最
後
に
社
会
が
な
ん

ら
か
の
秩
序
を
取
り
戻
す
こ
と
は

な
さ
そ
う
だ
。
解
決
の
糸
口
も
見

え
な
い
ま
ま
数
十
年
に
わ
た
り
戦

争
が
続
い
て
い
る
時
代
を
生
き
る

私
た
ち
鑑
賞
者
も
ま
た
、
秩
序
の

回
復
な
ど
期
待
し
て
は
い
な
い
」

（
ｐ
１
０
９
―
１
１
０
）。

女
性
な
の
に
、
ト
ー
チ
ャ
ー
・

ポ
ル
ノ
や
、
ゴ
ア
表
現
や
、
ボ
デ

ィ
・
ホ
ラ
ー
を
好
む
な
ん
て
！

と
い
う
意
見
を
、
著
者
自
ら
も
意

識
し
、
応
答
し
て
い
る
。
ジ
ェ
ン

ダ
ー
の
観
点
も
ま
た
も
う
ひ
と
つ

の
興
味
深
い
本
書
の
論
点
で
あ

る
。
過
去
の
研
究
で
は
、
男
性
の

方
が
ホ
ラ
ー
映
画
を
好
む
と
い
う

結
果
が
出
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ

に
著
者
は
異
議
を
申
し
立
て
る
。

「
ホ
ラ
ー
は
男
の
た
め
の
も
の
」

（
ｐ
３
０
４
）
で
は
な
い
と
自
ら

の
趣
味
を
根
拠
に
批
判
し
、
Ｌ
Ｇ

Ｂ
Ｔ
を
対
象
と
し
た
研
究
も
さ
ほ

ど
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
に
、
彼

女
は
苛
立
ち
を
表
す
。
あ
と
が
き

に
よ
れ
ば
、
彼
女
自
身
が
、
ク
ィ

ア
で
あ
る
こ
と
を
公
表
し
て
い

る
。個

人
的
に
興
味
を
抱
い
た
の

は
、
彼
女
自
身
が
、
何
故
自
分
が

そ
の
よ
う
な
ホ
ラ
ー
映
画
を
好
き

な
の
か
を
様
々
な
理
論
を
持
ち
出

し
て
検
討
し
て
い
る
箇
所
で
、「
寄

り
添
い
」
や
「
絆
」
を
重
視
し
て

い
る
こ
と
だ
。
映
画
作
品
に
内
在

し
て
い
る
こ
と
や
、
映
画
に
対
し

て
個
人
の
脳
内
で
起
き
る
こ
と
だ

け
を
論
じ
る
の
で
は
な
く
、
誰
か

と
観
に
行
く
こ
と
、
一
緒
に
観
る

こ
と
に
よ
る
効
果
を
重
要
視
し
て

い
る
の
だ
。
現
実
に
、
映
画
は
、

多
く
の
場
合
、
デ
ー
ト
や
子
供
を

連
れ
て
行
く
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
機

能
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
中
で

消
費
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ

れ
は
当
然
あ
る
べ
き
視
点
だ
と
言

え
る
。

ニ
ー
ナ
は
、
嫌
な
こ
と
が
あ
っ

た
と
き
に
は
、
ホ
ラ
ー
映
画
を
ご

褒
美
と
し
て
観
る
の
だ
と
い
う
。

そ
れ
に
よ
っ
て
単
な
る
カ
タ
ル
シ

ス
を
得
る
の
で
は
な
く
、
友
達
と

一
緒
に
過
ご
す
時
間
に
価
値
が
あ

る
か
ら
で
は
な
い
か
と
自
己
分
析

し
て
い
る
。
ホ
ラ
ー
映
画
を
観
る

経
験
は
、
興
奮
や
不
安
を
共
有
す

る
こ
と
で
「
社
会
的
接
着
剤
」
と

し
て
機
能
し
、
「
他
者
と
の
絆
や

協
力
関
係
が
強
化
さ
れ
る
と
い
う

研
究
結
果
も
あ
る
」（
ｐ
１
１
６
）

ら
し
い
。
シ
ェ
リ
ー
・
テ
イ
ラ
ー

が
提
唱
し
た
「
思
い
や
り
と
絆
」

と
い
う
言
葉
を
参
照
し
、
ス
ト
レ

ス
や
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
を
負
っ
た
人
々

が
、
保
護
や
な
ぐ
さ
め
を
他
者
に

求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
も
言
及
す

る
。
ス
ト
レ
ス
フ
ル
な
経
験
は
オ

キ
シ
ト
シ
ン
を
分
泌
さ
せ
る
。
オ

キ
シ
ト
シ
ン
は
「
社
会
的
結
合
や

セ
ッ
ク
ス
中
の
親
密
な
結
合
、
信

頼
、
実
感
な
ど
に
大
き
く
関
与
し

て
い
る
」
「
オ
キ
シ
ト
シ
ン
の
分

泌
に
は
鎮
静
効
果
が
あ
り
、
見
知

ら
ぬ
相
手
に
さ
え
自
分
の
気
持
ち

を
開
示
し
や
す
く
す
る
」
（
ｐ
３

１
７
）効
果
が
あ
る
の
だ
と
い
う
。

ホ
ラ
ー
映
画
が
親
密
性
を
高
め

る
効
果
に
つ
い
て
、
彼
女
は
ド
ル

フ
・
ジ
ル
マ
ン
た
ち
が
提
唱
し
た

「
寄
り
添
い
理
論
」
を
参
照
し
な

が
ら
、
批
判
的
に
発
展
さ
せ
て
い

る
。ホ
ラ
ー
映
画
を
観
た
男
女
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
恐
怖
映
画
へ
の
反
応

に
よ
り
、
性
的
魅
力
へ
の
評
価
が

ど
う
変
わ
る
か
を
確
か
め
た
実
験

に
よ
る
も
の
で
、
女
性
の
場
合
は

ホ
ラ
ー
映
画
に
反
応
し
た
方
が
、

男
の
場
合
は
「
恐
れ
を
知
ら
な
い

マ
ッ
チ
ョ
マ
ン
」
（
ｐ
３
１
４
）

の
よ
う
に
動
じ
な
い
方
が
、
性
的

魅
力
が
高
く
評
価
さ
れ
る
と
い
う

実
験
結
果
が
あ
る
。
こ
の
理
論
に

ニ
ー
ナ
は
不
満
を
唱
え
る
、
そ
れ

で
は
、
女
性
で
あ
り
ク
ィ
ア
で
あ

る
自
分
自
身
の
実
感
を
説
明
す
る

こ
と
が
不
可
能
だ
か
ら
だ
ろ
う
。

本
書
の
中
で
は
ト
ラ
ウ
マ
に
関

す
る
記
述
が
比
較
的
多
い
こ
と
も

特
徴
で
あ
る
。
ホ
ラ
ー
映
画
を
幼

少
期
に
観
る
こ
と
自
体
が
ト
ラ
ウ

マ
的
体
験
に
な
る
だ
け
で
は
な

い
。
戦
争
に
よ
る
シ
ェ
ル
シ
ョ
ッ

ク
、
そ
し
て
レ
イ
プ
に
よ
る
ト
ラ

ウ
マ
に
つ
い
て
繰
り
返
し
触
れ

る
。
戦
争
だ
け
で
は
な
く
性
暴
力

に
よ
っ
て
も
ト
ラ
ウ
マ
が
生
じ
る

の
だ
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
一
九
七
四
年
に
お
け
る

女
性
研
究
者
の
功
績
に
拠
る
こ
と

を
強
調
し
て
い
る
。第
五
章
で
は
、

そ
の
ト
ラ
ウ
マ
に
よ
る
悪
夢
や
恐

怖
を
除
去
す
る
具
体
的
な
手
段
に

長
い
紙
幅
を
割
い
て
い
る
。
作
者

は
そ
う
明
言
し
て
は
い
な
い
が
、

ホ
ラ
ー
映
画
と
は
、
安
全
に
ト
ラ

ウ
マ
体
験
を
反
復
し
、
操
作
可
能

な
も
の
と
し
、
感
情
的
な
絆
や
寄

り
添
い
に
よ
り
癒
さ
れ
克
服
す
る

た
め
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
観
ら
れ

て
い
る
と
い
う
受
容
論
を
展
開
し

よ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。

物
足
り
な
い
の
は
、
ク
ィ
ア
性

と
ボ
デ
ィ
・
ホ
ラ
ー
に
つ
い
て
の

掘
り
下
げ
で
あ
る
。
ニ
ー
ナ
が
偏

愛
す
る
カ
ナ
ダ
の
映
画
監
督
デ
ヴ

ィ
ッ
ド
・
ク
ロ
ー
ネ
ン
バ
ー
グ
は
、

男
性
の
身
体
に
女
性
器
が
出
来
た

り
、
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
に
肛
門
が

で
き
た
り
、
『
蝶
々
夫
人
』
を
同

性
愛
の
物
語
に
変
え
た
り
、
産
婦

人
科
医
を
主
人
公
に
し
た
り
、
身

体
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
つ
い
て
深
い

考
察
と
表
現
を
し
て
き
た
監
督
で

あ
る
。
い
ず
れ
彼
女
の
本
格
的
な

ク
ロ
ー
ネ
ン
バ
ー
グ
論
を
読
み
た

い
な
と
今
後
に
期
待
さ
せ
ら
れ
る

一
冊
で
あ
っ
た
。（

文
芸
評
論
家
）

b
o

o
k

八島良子著

�メメント・モモ
豚を育て、�畜して、食べて、それから

９・２７刊 四六判３２６頁 本体３２００円

幻戯書房

著者はなぜ豚を自分で育てて殺して
食べようとしたのか
肉を食べる行為が宿す深い意味を追求しようとする熱い思いはしっかりと受け取ることができた

田籠由美

著
者
は
、
豚
を
育
て
、
�
畜

し
、
食
べ
、
こ
の
一
連
の
行
動
を

自
分
の
ア
ー
ト
作
品
に
し
て
世
に

と

ち
く

問
う
た
。
ち
な
み
に
「
�
畜
」
と

は「
食
肉
用
の
家
畜
を
殺
す
こ
と
」

を
意
味
す
る
と
い
う
。
著
者
が
自

分
で
飼
っ
た
豚
を
自
分
で
殺
し
て

食
べ
る
こ
と
に
な
ぜ
そ
こ
ま
で
こ

だ
わ
る
の
か
気
に
な
っ
た
の
で
、

本
書
を
真
剣
に
読
ん
だ
。
彼
女
の

意
図
を
百
パ
ー
セ
ン
ト
理
解
で
き

た
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い

が
、
肉
を
食
べ
る
行
為
が
宿
す
深

い
意
味
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
熱

い
思
い
は
し
っ
か
り
と
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。

東
京
の
美
大
で
デ
ザ
イ
ン
を
勉

強
し
た
著
者
は
、
卒
業
後
の
二
〇

一
七
年
か
ら
故
郷
の
広
島
に
戻
っ

も
も
じ
ま

て
離
島
・
百
島
に
あ
る
ア
ー
ト
セ

ン
タ
ー
に
仕
事
を
得
る
。
著
者
は

肉
を
食
べ
る
こ
と
に
抵
抗
を
感
じ

た
こ
と
が
あ
り
、
ど
う
し
て
自
分

が
一
度
肉
食
を
拒
絶
し
た
の
に
ま

た
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
納

得
で
き
る
答
え
を
見
つ
け
ら
れ
な

い
で
い
た
。
そ
こ
で
、
肉
食
を
代

表
す
る
豚
と
真
剣
に
向
き
合
っ
て

ア
ー
ト
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
し
た

い
と
考
え
た
。
幸
い
広
々
と
し
た

土
地
の
あ
る
百
島
な
ら
可
能
な
の

で
、
自
分
で
豚
を
育
て
て
食
べ
る

こ
と
に
挑
戦
す
る
と
周
囲
の
親
し

い
仲
間
た
ち
に
宣
言
す
る
。
豚
の

「
生
と
死
」
に
向
き
合
い
、
そ
こ

で
の
自
分
の
感
情
や
考
え
を
突
き

詰
め
よ
う
と
す
る
の
だ
。

本
書
の
タ
イ
ト
ル
『
メ
メ
ン
ト

・
モ
モ
』
は
、
ラ
テ
ン
語
の
「
メ

メ
ン
ト
・
モ
リ
」
（
い
つ
か
必
ず

死
ぬ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
る
な
）

を
も
じ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
モ

モ
を
忘
れ
る
な
」と
い
う
意
味
だ
。

小
さ
い
と
き
か
ら
可
愛
が
っ
て
ペ

ッ
ト
の
よ
う
に
育
て
た
豚
の
モ
モ

ほ
ふ

を
一
年
後
に
�
っ
て
命
を
い
た
だ

く
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
は
こ

の
上
な
い
タ
イ
ト
ル
だ
し
、
美
し

い
響
き
も
印
象
的
だ
。
こ
の
よ
う

な
試
み
は
以
前
か
ら
一
部
の
学
校

な
ど
で
も
実
践
さ
れ
、
著
者
の
よ

う
に
自
分
で
�
る
こ
と
は
な
い
も

の
の
、
生
徒
た
ち
が
自
分
で
育
て

た
豚
を
食
べ
る
こ
と
で
締
め
く
く

ら
れ
、
食
べ
も
の
に
な
っ
て
く
れ

る
命
の
尊
さ
を
知
ろ
う
と
す
る
も

の
だ
。
し
か
し
正
直
い
っ
て
、
た

と
え
素
晴
ら
し
い
意
図
が
あ
っ
た

と
し
て
も
、
人
間
の
赤
ん
坊
の
よ

う
に
著
者
の
横
で
ス
ヤ
ス
ヤ
と
眠

る
ま
だ
小
さ
い
と
き
の
モ
モ
の
写

真
を
見
る
と
、
わ
ざ
わ
ざ
可
愛
が

っ
て
育
て
て
か
ら
自
分
で
殺
し
て

食
べ
な
く
て
も
、
肉
を
食
べ
る
と

き
に
命
を
い
た
だ
い
て
い
る
と
い

う
想
像
力
を
持
て
ば
十
分
で
は
な

い
か
と
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か

っ
た
。

著
者
は
一
年
間
、
誠
心
誠
意
手

を
尽
く
し
、
大
食
漢
の
モ
モ
に
毎

日
三
回
大
量
の
食
物
を
調
達
し
て

食
べ
さ
せ
、
時
に
は
下
痢
気
味
の

モ
モ
の
ト
イ
レ
の
世
話
を
し
、
小

屋
の
清
掃
、
散
歩
に
と
大
奮
闘
し

た
。
そ
れ
は
大
変
な
重
労
働
で
、

彼
女
自
身
の
仕
事
も
あ
っ
た
の
で

多
く
の
人
の
助
け
を
借
り
て
も
寝

不
足
の
連
続
だ
っ
た
。
子
育
て
の

経
験
は
も
ち
ろ
ん
犬
や
猫
も
飼
っ

た
こ
と
が
な
い
彼
女
に
と
っ
て
は

ま
さ
に
未
知
の
世
界
で
、
最
終
的

に
一
五
〇
キ
ロ
を
超
え
て
自
分
の

何
倍
も
の
体
重
に
育
っ
た
モ
モ
の

度
重
な
る
夜
通
し
の
世
話
な
ど
、

と
て
も
一
年
以
上
続
け
る
こ
と
は

不
可
能
だ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
モ
モ
の
�

畜
は
、
自
然
の
成
り
行
き
だ
っ
た

と
も
言
え
る
。
モ
モ
は
ペ
ッ
ト
用

に
小
型
に
改
良
さ
れ
た
マ
イ
ク
ロ

ブ
タ
で
は
な
い
。
た
だ
、
犬
や
猫

と
違
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
難
し
い
と
著
者
が
ぼ
や
く
と
こ

ろ
も
あ
る
豚
の
モ
モ
だ
が
、
豚
が

犬
と
変
わ
ら
ぬ
知
能
を
持
つ
こ
と

は
既
に
解
明
さ
れ
て
い
る
の
で
、

豚
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に

慣
れ
て
い
な
い
の
は
私
た
ち
人
間

の
ほ
う
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
本
書
の
お
蔭
で
テ

ン
プ
ル
・
グ
ラ
ン
デ
ィ
ン
と
い
う

ア
メ
リ
カ
の
動
物
行
動
学
者
と
出

会
う
こ
と
も
で
き
た
。
グ
ラ
ン
デ

ィ
ン
は
自
閉
症
を
も
つ
自
分
の
視

点
か
ら
動
物
の
感
情
や
思
考
を
読

み
、
家
畜
と
人
間
の
よ
り
良
い
共

生
を
目
指
し
て
い
る
人
で
、
非
虐

待
的
な
家
畜
施
設
な
ど
の
設
計
に

尽
力
し
て
き
た
。
勉
強
熱
心
な
著

者
は
グ
ラ
ン
デ
ィ
ン
の
研
究
か
ら

ヒ
ン
ト
を
得
て
、
モ
モ
の
神
経
を

落
ち
着
か
せ
る
た
め
に
両
サ
イ
ド

を
柔
ら
か
い
素
材
で
圧
迫
す
る
専

用
の
ハ
グ
・
マ
シ
ー
ン
を
作
れ
な

い
か
と
思
考
錯
誤
し
た
り
も
し

た
。
ま
た
モ
モ
の
最
期
に
つ
い
て

も
、
な
る
だ
け
苦
し
ま
な
い
で
す

む
よ
う
に
様
々
な
方
法
を
精
査

し
、
酸
素
と
二
酸
化
炭
素
の
混
合

気
体
に
よ
る
意
識
消
失
を
選
ん

だ
。著

者
が
命
懸
け
で
モ
モ
中
心
の

生
活
を
し
た
末
に
考
え
に
考
え
て

出
し
た
結
論
は
、
私
に
は
と
て
も

で
き
な
い
「
モ
モ
を
�
畜
し
て
食

べ
る
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
擬

人
化
が
ご
法
度
と
さ
れ
る
家
畜
の

世
界
で
、
著
者
は
引
き
取
っ
た
仔

豚
に
あ
え
て
モ
モ
と
名
付
け
て
我

が
子
の
よ
う
に
育
て
た
。
そ
れ
だ

け
に
自
分
で
選
ん
だ
こ
と
と
は
い

え
モ
モ
の
最
期
が
近
づ
い
た
と
き

の
苦
悩
は
大
変
な
も
の
で
、
親
し

い
人
々
に
精
神
状
態
を
心
配
さ
れ

た
ほ
ど
だ
っ
た
。
著
者
の
「
も
う

こ
の
暮
ら
し
は
限
界
、食
べ
る
よ
」

と
で
も
言
う
よ
う
な
心
の
悲
鳴
に

近
い
結
論
を
、
モ
モ
は
受
け
入
れ

て
く
れ
た
だ
ろ
う
か
。
誰
に
も
わ

か
ら
な
い
だ
ろ
う
。
本
書
と
し
て

結
実
し
た
著
者
の
日
記
に
は
、
一

年
間
の
モ
モ
の
成
長
が
詳
し
く
記

さ
れ
、
た
く
さ
ん
の
モ
モ
の
写
真

も
撮
影
さ
れ
て
い
た
。
幼
い
モ
モ

の
笑
っ
て
い
る
よ
う
な
無
邪
気
で

可
愛
い
顔
、
島
の
美
し
い
自
然
の

中
を
悠
々
と
散
歩
す
る
幸
せ
そ
う

な
姿
…
…
そ
う
し
た
モ
モ
の
生
き

生
き
と
し
た
日
々
は
、
確
か
に
見

る
者
に
命
の
尊
さ
を
強
く
訴
え
か

け
、
お
肉
を
い
た
だ
く
と
き
に
厳

粛
な
気
持
ち
を
呼
び
起
こ
さ
ず
に

は
い
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。

（
翻
訳
者
／
ラ
イ
タ
ー
）

今道友信の初期の代表作

に『同一性の自己塑性』が

知られる。「同一性」はdas

Eineであり、その意図は「一

者」たる絶対神の化身avatar

に関する哲学的洞察だろ

う。記号 signが singe猿や

cygne白鳥へと変貌を遂げ

るアンドレ・マッソンの素

描。その「化身」変貌の分

析に松井宏美はソシュール

言語学の「恣意性」概念を

援用する。だがこれは言葉

遊びというより、アンドレ

・ブルトンのいうhasard ob-

jectif「客観的偶然」として

のmetamorphoseと見るべき

では？ 真言宗や神道の言

霊論では記号の変容に「ま

こと」の顕現を見る。夢に

おける加工作用を分析した

フロイトの用語Verschie-

bung と Verdichtung つまり

「すり替え」と「圧縮」の

作用もマッソンのイメージ

の生態学には有効だろう。

「すり替え」はドイツ語で

は転売による闇取引や地層

の断層も意味し、「圧縮」

ともども地質学的想像力を

喚起する。

その題名はさて置き、『脳

は眠りで大進化する』（文

春新書）で上田泰己はレム

睡眠が促進するシナプス形

成を非レム催眠が収束整理

に努め、両者の相互交替が、

覚醒時の「探求」を睡眠時

に記憶形成の「選択」に導

くという。この仮説は、津

田一郎のカオス・アトラク

ター理論との交錯の夢へと

門外漢を誘う。

睡眠中の脳の活動・シナ

プスの作用はまた、イメー

ジ生成の形象として生命の

樹とも親和性をもつ。鈴木

禎宏はバーナード・リーチ

の《生命樹》鉄絵紋タイル

が漢代中国の画像石から直

接着想を得て、そこに東西

文化の融合を託した事情を

敷衍した。とかく中国美術

の専家は時代と領域を越境

する西洋伝播や中国外との

文化往還には無関心。だが、

Global Art Historyへの探求

には、人類の遺産を共有す

るための方法論を模索する

責務があろう。

生命の樹はユング流の元

型論に還元される危険の傍

らで、例えば金沢百枝が現

地調査した南イタリア・オ

トラント大聖堂の巨大なモ

ザイク床絵に見える図像研

究とも、錯綜を見せる。金

沢はそこにアーサー王肖像

が銘記されていることか

ら、地中海のマルタにおよ

ぶノルマン遠征の余波をこ

の作品に確認し、そのうえ

で従来の生命の樹としての

読解では割り切れない、複

数の「蔓に束縛される人

物」の表象に注目する。質

疑で高野禎子も示唆した

が、そこには「知恵の樹」

の原罪の寓意も重ねわせと

なって、樹木形象が教会身

廊を相互往還する動態が濃

厚に漂う。

教会荘厳の発注や寄進に

も明らかだが、現存する作

品の形成過程には同時代か

ら後世にいたる政治状況が

関与する。小泉順也は２０世

紀前半のフランス公立の美

術蒐集に、「脱印象派」を

代表するセザンヌ・ファン

・ゴッホ・ゴーガンの優品

が僅少なことに着目した。

だが当時の国家買い上げ規

則や政治状況に照らせば、

この三人の遺作を集中的に

買い上げるのはもとより無

理。同時代美術館館長レオ

ンス・ベネディットにそこ

までのVerschiebungを断行

する裁量権は期待できま

い。もとより外国人ゴッホ

には、仏国籍者と同等の扱

いなど行政的にもあり得な

い。次世代のピカソも外国

人無政府主義者の嫌疑を受

け、主要作品が１９１４年頃か

ら「没収」措置を蒙ってい

た。そうアニー・コーエン

�ソラルは指摘する。

そもそも英国の批評家ロ

ジャ・フライ提唱（１９１０）

のPostimpressionismなる枠

組みに仏蘭西行政当局が同

調する謂れはなく、１９５６年

初版のジョン・リウォルド

『脱印象派史』を議論の準

拠枠にするのは時間軸を	

及する時代錯誤。リウォル

ドの前著『印象派の歴史』

（１９４６）も含めて、ピエー

ル・フランカステルは、特

定の流派
集団を論点先取

で固定する「逸話集積」文

献学は「歴史研究」とは無

縁、と難詰していた。

２０年代のフランス美術行

政の凡庸さを嘆いたひとり

に矢代幸雄がある。陳岡め

ぐみはその傍らで松方幸次

郎の近傍にあった久我貞三

郎（１８８６―１９５９）の事績と

パリ日本人会周辺の国際的

な人脈とを詳細に解明し

た。「反動」の元凶のひと

り、モーリス・ドニによる

久我の肖像画なども含め、

西洋美術館保管の一次資料

に立脚したものだが、その

一般向け公開も鶴首され

る。さらに朝鮮出身の画家、

林群鴻（１９１２―１９７９）が、

ほぼ同時代に世界を遍歴し

たパステル画家、矢崎千代

二（１８７２―１９４７）と北京で

深い親交を紡いでいた事績

は、申 正が発掘した。横

田香世の矢崎研究の近著と

相互に補う新知見であり、

この時期の地球に「移り棲

む」藝術家の交流を彷彿と

させる。こうした国境を跨

ぐ原史料発掘からは、新た

な「全球的美術史」構築へ

の糸口が見え、「越境と往

還」を超えて双焦点楕円軌

道のスパイラル螺旋を描

く、コスモポリタンな知の

全球的気象学・地質動態学

が眺望される。

＊東京大学駒場キャンパス

で開催された同題のシンポ

ジウム、０２４年９月２０―２１

日に取材した。登壇者全員

の発表には言及できておら

ず、また発言者の敬称は割

愛した。学術上未刊行の話

題への言及は慎み、既に公

刊されている情報に限定し

て私見を加えるに留める。

なお本稿はPhilippe Junod,

Chemins de traverse, essais

sur l’histoire des arts（inFO-

LINO, 2007）巻末論文「ザ

リガニ称賛」“Éloge de

l’écravisse. Pour une his-

toire relativiste”の卓見に

負う。

訃
報

中
川
李
枝
子
氏
が
死
去

中
川
李
枝
子
（
な
か
が
わ
・
り

え
こ
）
氏
�
児
童
文
学
作
家
。
１０

月
１４
日
、老
衰
の
た
め
死
去
し
た
。

８９
歳
だ
っ
た
。
葬
儀
は
近
親
者
で

営
む
。
喪
主
は
長
男
の
画
太
さ

ん
。１

９
３
５
年
札
幌
市
出
身
。
東

京
都
立
高
等
保
母
学
院
を
卒
業

後
、
保
育
園
に
勤
務
す
る
傍
ら
創

作
を
始
め
、
１
９
６
２
年
に
園
児

が
主
人
公
の
童
話
「
い
や
い
や
え

ん
」
で
デ
ビ
ュ
ー
。
厚
生
大
臣

賞
、
サ
ン
ケ
イ
児
童
出
版
文
化
賞

な
ど
を
受
賞
し
た
。

料
理
す
る
こ
と
、
食
べ
る
こ
と

が
大
好
き
な
野
ね
ず
み
の
双
子
が

活
躍
す
る
絵
本
「
ぐ
り
と
ぐ
ら
」

シ
リ
ー
ズ
は
国
内
累
計
発
行
部
数

が
２
０
０
０
万
部
を
超
え
る
人
気

作
に
。「
そ
ら
い
ろ
の
た
ね
」「
も

も
い
ろ
の
き
り
ん
」
な
ど
の
絵
本

の
他
、
７１
年
に
は
戦
争
体
験
を
基

に
執
筆
し
た
「
く
じ
ら
ぐ
も
」
が

教
科
書
に
掲
載
さ
れ
た
。

作
詞
家
と
し
て
も
活
躍
し
、
宮

崎
駿
監
督
の
ア
ニ
メ
映
画
「
と
な

り
の
ト
ト
ロ
」
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ

主
題
歌
「
さ
ん
ぽ
」
の
歌
詞
を
手

が
け
た
。
２
０
１
３
年
、
多
数
の

作
品
で
挿
絵
を
担
当
し
た
妹
の
故

山
脇
百
合
子
さ
ん
と
共
に
菊
池
寛

賞
を
受
賞
し
た
。

他
の
著
書
に
「
か
え
る
の
エ
ル

タ
」「
た
ん
た
の
た
ん
け
ん
」「
子

ぎ
つ
ね
コ
ン
チ
と
お
か
あ
さ
ん
」

「
ね
こ
と
ら
く
ん
」
「
ね
こ
の
お

ん
が
え
し
」
な
ど
多
数
。

3662号
定価３００円

（本体２７３円））

森
元
斎
著『
た
だ
生
き
る
ア
ナ
キ
ズ
ム
』（
青
弓
社
）を
読
む

T
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E
SS

稲
賀
繁
美

京
都
精
華
大
学
特
任
教
員
・

放
送
大
学
客
員
教
授

連
載
２５３

越
境
と
往
還
�
�
美
術
史
研
究
の
諸
相

イ
メ
ー
ジ
の
遍
歴
と「
夢
の
作
業
」、き
た
る
べ
き
知
の
気
象
学
的
・
地
質
学
的
動
態
学
へ
の
予
感
を
込
め
て

思

考

の

隅

景


