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■
え
い
が
の
こ
と

『
ト
ラ
ブ
ソ
ン
狂
騒
曲 ~ 

小
さ
な
村
の
大
き
な
ゴ
ミ
騒
動 ~

』

トラブソン狂騒曲 ~ 小さな村の大きなゴミ騒動 ~

’12 ドイツ　監督：ファティ・アキン

ト
ル
コ
北
東
部
、
黒
海
沿
岸
の
小
さ
な
村
の
は
な
し
。
法
解
釈
の
柔
軟
性
に
よ
っ

て
村
の
す
ぐ
そ
ば
に
建
設
さ
れ
た
ゴ
ミ
処
理
場
を
追
っ
た
5
年
間
の
ド
キ
ュ
メ
ン

タ
リ
ー
。
事
前
の
説
明
と
は
食
い
違
う
実
態
と
無
計
画
性
に
よ
り
被
害
を
受
け
る

近
隣
住
民
。
大
雨
で
汚
水
が
小
川
に
溢
れ
出
て
、
生
活
水
は
日
々
汚
染
さ
れ
黒
海

に
流
れ
込
む
。
自
分
の
青
春
も
何
も
か
も
が
こ
こ
に
あ
る
か
ら
と
言
っ
て
村
に
残

る
者
、
外
に
出
る
よ
り
家
の
中
に
い
る
方
が
ま
し
と
言
っ
て
村
を
離
れ
る
。
自
分

た
ち
、
ひ
い
て
は
祖
先
た
ち
の
代
か
ら
選
ん
で
き
た
偉
い
人
た
ち
が
自
分
た
ち
の

■
あ
る
日
の
夢　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　

 　
　
杉
浦
俊
介

塾
に
通
っ
て
い
た
の
が
い
つ
の
ま
に
か
歯
医
者
に
な
っ
て
て
、
銀
歯
取
れ
て
る
と

こ
直
し
た
い
っ
て
言
っ
て
も
出
来
な
い
と
か
言
わ
れ
る
。
磯
野
貴
理
子
が
来
て
な

ん
か
話
す
。
歯
医
者
出
る
と
な
ぜ
か
日
野
で
、
先
生
の
車
に
乗
り
込
む
。
明
日

チ
ャ
リ
取
り
に
こ
な
い
と
い
け
な
い
の
か
と
憂
鬱
に
。
夕
方
だ
っ
た
の
は
す
ぐ
夜

に
な
っ
て
、
向
こ
う
の
方
に
立
ち
昇
る
雲
が
見
え
た
。

生
活
を
壊
し
て
い
く
。
同
じ
よ

う
な
こ
と
が
今
こ
の
国
で
も
起

き
て
い
る
の
だ
な
と
感
じ
た
。

今
回
は
初
め
て
ネ
ッ
ト
で
レ
ン

タ
ル
と
い
う
も
の
を
し
て
み

た
。
本
当
は
別
の
作
品
を
見
て

い
た
の
だ
け
ど
、
途
中
ま
で
見

て
何
回
か
消
し
て
た
ら
48
時
間

の
あ
い
だ
は
見
れ
る
は
ず
な
の

に
レ
ン
タ
ル
中
の
リ
ス
ト
か
ら

消
え
て
し
ま
い
、
五
百
円
も
消

え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
、

知
人
か
ら
フ
ァ
テ
ィ
・
ア
キ
ン

の
名
前
を
聞
い
て
い
た
の
で
こ

の
作
品
に
。『
ソ
ウ
ル
キ
ッ
チ
ン
』

の
監
督
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た
。
京
橋
の
フ
ィ
ル
ム
セ

ン
タ
ー
で
み
た
素
晴
ら
し
い
映

画
だ
っ
た
の
で
み
ま
し
た
。　

「
予
報
は
ず
れ
て
結
局
雨

降
ら
な
い
で
す
ね
」

み
た
い
な
こ
と
言
い
な
が

ら
ふ
た
り
は
い
つ
の
間
に

か
車
に
の
っ
て
な
く
て
、

川
沿
い
の
土
手
道
を
歩
い

て
い
る
。

雲
は
テ
レ
ビ
で
見
た
火
山

雲
の
よ
う
で
、
よ
く
見
る

と
川
の
向
こ
う
岸
の
家
が

結
構
燃
え
て
る
。
こ
こ
を

歩
く
の
や
ば
い
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
川
を
右
手
に
い
そ

い
そ
と
歩
い
て
い
る
と
案

の
定
大
き
な
火
玉（
岩
？
）

が
左
手
の
廃
ホ
テ
ル
の
窓

を
割
っ
て
「
わ
ー
っ
」
と

な
っ
た
。



■
一
行
文
学
の
世
界　
　
　
　
　
　
　

   　
　
　

 

こ
れ
は
新
し
い
試
み
で
す
。

俳
句
で
も
歌
で
も
詩
で
も
な
い
、
一
行
の
言
葉
。

そ
れ
は
と
あ
る
架
空
の
長
編
小
説
の
中
の
一
行
だ
と
し
ま
す
。

た
っ
た
一
行
が
余
韻
を
残
し
、
波
と
な
り
、
あ
ら
ぬ
方
へ
と
つ
か
の
間
イ
メ
ー
ジ
を
広
げ
た
ら
素
敵
な
こ
と
で
す
。

今
日
の
一
行

「
彼
は
ふ
と
、
高
校
生
の
時
の
夏
の
朝
の
通
学
の
気
分
を
思
い
出
し
て
、
自
分
で
も
驚
く
ほ
ど
に
軽
快
に
な
っ
た
」

■
１
２
８
段
の
階
段
の
う
た  

4
段
目    

長
谷
川
至
洋

広
場
で
は
ま
だ
雪
が
残
っ
て
い
た
。
３

日
前
に
降
っ
た
も
の
だ
。
遠
い
昔
に
思

え
る
。
い
ま
は
も
う
春
な
の
だ
か
ら
。

僕
は
友
達
が
い
な
い
か
ら
、
広
場
で
待
っ

て
い
る
人
は
い
な
い
。
見
知
ら
ぬ
人
と

あ
い
さ
つ
を
交
わ
す
。
こ
ん
に
ち
は
。

す
る
と
、
何
か
ま
だ
ま
だ
大
丈
夫
だ
と

い
う
気
に
な
る
。
ベ
ン
チ
に
腰
掛
け
て

み
よ
う
か
。

やあ。なんでも計算隊のジャック・マキだよ。
ちょっとひさしぶりだね。３ヶ月ぶりくらいか
な。３ヶ月って、実感できるかい？計算してみ
よう。１ヶ月は３０日として、１日は２４時間、
１時間は６０分、１分は６０秒だから、１０分
は６００秒で、１時間は３６００秒で、１日は
８６４００秒で、１ヶ月は２５７２０００秒。
ということは３ヶ月は７７１６０００秒だ。ど
うだい。長いような短いような、なんだかもう
よくわからないだろう。それが時間というあい
まいな尺度なんだ。

■それゆけ！なんでも計算隊 vol.2

よくわからないだろう。それが時間というあい
まいな尺度なんだ。



■
お
だ
い
の
わ
た
し　
( 8)
　
世
界
と
身
体
と
詩
と   

中
村
安
伸

　

6
月
20
日
「
ポ
エ
ト
リ
ー
サ
ー
カ
ス Vol.5

」
と
題
し
た
イ
ベ
ン
ト
に
て
、
は

じ
め
て
出
演
者
と
し
て
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
の
ス
テ
ー
ジ
（
？
）
に
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

詩
人
の
深
澤
紗
織
さ
ん
を
中
心
と
し
、
同
じ
く
詩
人
の
半
野
可
恵
さ
ん
、
音
楽
家

の
小
野
修
さ
ん
、
ダ
ン
サ
ー
のM

egum
i Lino

さ
ん
とN

am
i

さ
ん
と
い
う
チ
ー

ム
に
、
私
も
俳
人
と
し
て
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　

当
日
の
出
演
順
に
し
た
が
っ
て
感
想
を
記
し
て
お
く
と
、
ま
ず
は
半
野
可
恵
さ

ん
の
朗
読
、N

am
i

さ
ん
の
ダ
ン
ス
、
小
野
修
さ
ん
の
音
楽
と
い
う
組
み
合
わ
せ
。

　

半
野
さ
ん
の
朗
読
を
聴
く
の
は
二
度
目
で
あ
る
。
深
み
の
あ
る
声
が
魅
力
で
あ

り
、
声
を
通
し
て
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
が
し
っ
か
り
と
伝
わ
る
と
い
う
点
で
、
理

想
的
な
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
だ
と
思
い
、
感
銘
を
受
け
た
。

　

リ
ハ
ー
サ
ル
か
ら
本
番
直
前
ま
で
、
半
野
さ
ん
、N

am
i

さ
ん
の
お
二
人
が
熱

を
こ
め
て
打
ち
合
わ
せ
を
さ
れ
て
い
る
様
子
が
伺
え
た
が
、
そ
の
過
程
で
、
ひ
と

つ
の
チ
ー
ム
に
よ
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
い
う
ま
と
ま
り
が
ど
ん
ど
ん
強
く
な
っ

て
い
く
の
が
傍
目
に
も
感
じ
ら
れ
た
。N

am
i

さ
ん
の
動
き
は
と
て
も
情
熱
的
で

あ
り
、半
野
さ
ん
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
た
発
声
の
内
側
に
こ
め
ら
れ
た
情
念
が
、

N
am
i

さ
ん
の
ダ
ン
ス
に
反
映
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
「
ら
せ
ん
」
と
い
う
詩
は
、DNA

の
螺
旋
構
造
と
ダ
ン
ス
の
回
転
運
動
を
二
重

写
し
に
し
、
生
命
の
連
続
と
身
体
の
運
動
と
い
う
二
様
の
奇
跡
を
な
い
交
ぜ
に

語
っ
た
、
躍
動
感
に
満
ち
た
テ
キ
ス
ト
だ
っ
た
。
ダ
ン
ス
と
音
楽
と
リ
ー
デ
ィ
ン

グ
の
三
つ
が
交
錯
し
つ
つ
一
体
と
な
り
、健
康
的
な
昂
揚
感
が
場
に
生
じ
て
い
た
。

　

続
い
て
小
野
さ
ん
、M
egum

i

さ
ん
、
私
の
出
番
と
な
っ
た
。
私
は
用
意
し
た

テ
キ
ス
ト
を
読
み
、
そ
れ
に
お
二
人
が
即
興
で
合
わ
せ
る
と
い
う
形
式
で
あ
る
。

　

テ
キ
ス
ト
は
短
い
散
文
と
俳
句
を
織
り
ま
ぜ
た
も
の
で
、「
詩
と
身
体
」
と
い

う
テ
ー
マ
が
与
え
ら
れ
た
が
、
直
接
に
身
体
を
詠
ん
だ
も
の
を
選
ん
だ
の
で
は
な

く
、こ
れ
ま
で
の
自
分
の
作
品
の
な
か
で
愛
着
が
あ
る
も
の
を
中
心
に
選
択
し
た
。

俳
句
を
作
る
こ
と
自
体
が
身
体
と
関
わ
る
行
為
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。

　

私
の
方
か
ら
お
二
人
に
何
か
を
リ
ク
エ
ス
ト
す
る
と
い
う
こ
と
は
ほ
ぼ
な
か
っ

た
と
思
う
。
そ
れ
は
、
お
二
人
が
私
の
テ
キ
ス
ト
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
く
だ

さ
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
心
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。
私
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
と
小
野
さ

ん
の
ピ
ア
ノ
は
相
互
に
触
発
し
、
い
わ
ゆ
る
「
合
奏
」
の
喜
び
が
生
じ
て
い
た
と

思
う
し
、M
egum

i

さ
ん
の
ダ
ン
ス
は
、
私
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
見
え
な
か
っ
た
が
、

意
志
を
も
つ
風
が
語
り
か
け
て
く
る
よ
う
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

本
番
で
は
さ
す
が
に
か
な
り
緊
張
し
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
自
体
も
面
白

く
感
じ
た
。

　

そ
の
あ
と
にM

egum
i

さ
ん
、N

am
i

さ
ん
に
よ
る
ダ
ン
ス
の
み
の
パ
ー
ト
が

あ
っ
た
。
前
半
と
後
半
で
が
ら
り
と
雰
囲
気
が
変
わ
り
、
培
わ
れ
た
身
体
表
現
の

ス
キ
ル
の
高
さ
を
堪
能
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

最
後
は
団
長
の
深
澤
紗
織
さ
ん
に
よ
る
三
篇
の
詩
の
朗
読
で
あ
る
。

　

身
体
と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
切
り
口
が
あ
る
だ

ろ
う
。
半
野
さ
ん
の
「
ら
せ
ん
」
は
身
体
の
「
運
動
」
と
い
う
点
を
主
軸
に
置
い

て
い
た
が
、
一
方
で
「
感
覚
」
も
ま
た
、
重
要
な
身
体
の
機
能
で
あ
ろ
う
。

　

言
語
が
な
け
れ
ば
人
は
自
分
自
身
の
身
体
の
感
覚
の
み
に
よ
っ
て
世
界
に
触
れ

る
。
言
語
が
生
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
に
触
れ
た
経
験
を
他
人
と
共
有
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
自
分
自
身
も
、
他
の
人
間
も
世
界

の
一
部
な
の
で
あ
っ
て
、
言
語
以
前
に
、
他
人
の
身
体
に
触
れ
る
、
触
れ
合
う
と

い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
し
て
い
る
。
皮
膚
あ
る
い
は
粘
膜
を
使
い
、

他
者
と
相
互
に
感
覚
し
、
感
覚
さ
れ
る
行
為
。
一
篇
め
の
詩
は
そ
の
よ
う
な
テ
ー

マ
に
強
く
フ
ォ
ー
カ
ス
さ
れ
た
も
の
と
感
じ
た
。

　

身
体
の
機
能
と
し
て
「
運
動
」
と
「
感
覚
」
を
挙
げ
た
が
、
そ
れ
ら
は
完
全
に

分
離
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。た
と
え
ば
感
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
動
く
こ
と
を「
反

射
」
と
名
付
け
、
動
く
こ
と
に
よ
っ
て
感
じ
る
こ
と
を
「
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
」
と

呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
目
的
を
も
っ
た
運
動
を
「
動
作
」
と
す
る
な
ら
、
動
作
は
習
慣
化
し
日

常
の
も
の
と
な
っ
て
い
く
が
、
ダ
ン
ス
は
そ
の
よ
う
な
日
常
動
作
か
ら
の
逸
脱
で

あ
り
、
快
楽
を
と
も
な
う
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
も
た
ら
す
も
の
だ
ろ
う
。
逸
脱
の



き
っ
か
け
は
内
的
な
衝
動
で
あ
っ
た
り
、
音
楽
な
ど
外
的
な
も
の
へ
の
反
射
か
も

し
れ
な
い
。
紗
織
さ
ん
の
二
篇
め
の
詩
か
ら
は
、
非
日
常
の
運
動
に
よ
っ
て
覚
醒

さ
せ
ら
れ
る
身
体
と
い
う
主
題
を
感
じ
た
。　
　

　

さ
て
、
紗
織
さ
ん
が
三
篇
め
に
読
ん
だ
の
は
、
も
は
や
定
番
と
い
う
感
も
あ
る

「
世
界
は
点
滅
す
る
モ
ザ
イ
ク
模
様
の
よ
う
に
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
詩
か
ら
は
、

多
様
で
、
変
転
す
る
、
雑
然
と
し
た
、
気
ま
ぐ
れ
に
明
滅
す
る
カ
オ
ス
と
し
て
の

世
界
と
対
峙
す
る
と
き
、
た
と
え
ば
神
の
よ
う
な
絶
対
者
に
解
釈
を
預
け
て
思
考

停
止
す
る
の
で
は
な
く
、
カ
オ
ス
そ
の
ま
ま
を
一
人
の
人
間
と
し
て
引
き
受
け
て

や
ろ
う
と
い
う
強
い
意
志
を
感
じ
る
。　

　

リ
ハ
を
含
め
て
こ
の
詩
が
読
ま
れ
る
場
に
何
度
も
居
合
わ
せ
、
ま
た
文
字
と

な
っ
た
も
の
を
読
み
も
し
た
が
、
つ
ね
に
新
鮮
な
感
動
を
お
ぼ
え
る
の
は
、
世
界

が
変
転
し
て
い
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
引
き
受
け
る
紗
織
さ
ん
自
身
も
変
化
し
続

け
て
い
る
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。

　

世
界
も
自
ら
も
変
転
し
て
い
る
か
ら
に
は
未
来
に
何
が
起
き
る
か
は
予
測
不
可

能
で
あ
る
。
そ
の
予
測
不
可
能
性
は
不
安
や
恐
怖
を
も
た
ら
す
。
死
へ
の
恐
怖
が

未
知
へ
の
不
安
で
あ
る
な
ら
、
生
も
死
も
未
知
で
あ
り
本
質
的
に
異
な
る
も
の
で

は
な
い
と
い
う
認
識
。
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
へ
の
葛
藤
を
経
つ
つ
最
終
的

に
「
新
し
い
シ
ョ
ー
が
は
じ
ま
る
」
と
い
う
期
待
と
昂
揚
に
至
る
。
そ
の
か
ろ
や

か
さ
こ
そ
が
深
澤
紗
織
と
い
う
人
の
パ
ワ
ー
や
魅
力
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
思
っ

た
。

　

こ
の
夜
、
こ
の
詩
に
添
え
ら
れ
た
小
野
修
さ
ん
の
演
奏
は
、
世
界
を
縦
貫
し
流

れ
る
河
の
水
面
に
乱
反
射
す
る
日
の
光
の
よ
う
に
、
ま
た
、
そ
の
光
を
掬
い
取
る

ス
ー
ラ
の
点
描
の
筆
づ
か
い
の
よ
う
に
、
か
ろ
や
か
で
か
が
や
か
し
い
も
の
だ
っ

た
。

　

こ
の
詩
の
後
半
に
至
っ
て
、M

egum
i

さ
ん
、N

am
i

さ
ん
が
揃
っ
て
登
場
し
、

そ
れ
ぞ
れ
紗
織
さ
ん
の
言
葉
に
よ
っ
て
現
前
さ
せ
ら
れ
る
世
界
を
感
受
し
、
そ
の

波
動
に
身
体
を
ゆ
だ
ね
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
私
の
目
に
は
映
っ
た
。。
私
自
身

も
ま
た
同
じ
波
に
揺
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

　

同
じ
演
者
が
同
じ
詩
を
く
り
か
え
し
読
ん
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
そ
の
た
び
ご

と
に
新
た
な
作
品
で
あ
る
。
一
期
一
会
の
緊
張
感
み
な
ぎ
る
空
間
を
、
た
し
か
に

■
足
立
区
小
台
と
は
と
く
に
関
わ
り
の
な
い
七
月
の
俳
句

美
し
き
緑
は
し
れ
り
夏
料
理

　
俳
句
に
お
い
て
「
美
し
」
と
い
う
語
を
使
う
の
は
難
し
い
。
そ
う
思
っ
て
し
ま

う
の
は
、
美
し
い
と
い
う
語
に
す
べ
て
を
ま
か
せ
て
し
ま
い
、
結
果
と
し
て
陳
腐

に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
実
作
上
の
失
敗
を
数
多
く
経
験
し
、
ま
た
見
て
き
た
か

ら
だ
ろ
う
。

　

こ
の
句
の
場
合
「
美
し
き
」
は
「
は
し
れ
り
」
と
い
う
語
と
組
み
合
わ
さ
れ
た

こ
と
に
よ
っ
て
生
き
て
い
る
。

　

そ
う
い
え
ば
今
ま
で
、
こ
の
句
の
「
緑
」
が
な
に
を
指
す
の
か
、
具
体
的
に
考

え
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。こ
の
句
が
夏
料
理
の
美
し
さ
を
詠
ん
だ
も
の
で
は
な
く
、

夏
料
理
を
前
に
し
て
、
そ
こ
に
緑
が
「
美
し
」
く
「
は
し
」
っ
て
い
る
と
感
じ
た

作
者
自
身
の
心
を
詠
ん
だ
も
の
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

※
作
者
は
星
野
立
子
（
１
９
０
３
年
11
月
15
日
〜
１
９
８
４
年
3
月
3
日
）

■
6
月
、　

7
月
と
ふ
た
月
に
わ
た
っ
て
「
あ
ら
く
れ
句
会
」
を
お
休
み
し
て
し

ま
い
ま
し
た
。
８
月
に
は
復
活
す
る
予
定
で
す
。（
中
村
安
伸
）

感
受
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
私
に
と
っ
て
と
て
も
貴
重
な
一
夜
と
な
っ
た
。

　　

朗
読
に
苦
手
意
識
を
も
っ
て
い
た
私
に
新
し
い
扉
を
開
い
て
く
だ
さ
っ
た
深
澤

紗
織
さ
ん
、
素
晴
ら
し
い
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
刺
激
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
半
野

可
恵
さ
ん
、N
am
i

さ
ん
、
そ
し
て
、
他
人
と
ひ
と
つ
の
作
品
を
生
み
出
す
と
い

う
刺
激
と
喜
び
に
満
ち
た
経
験
を
と
も
に
し
て
く
だ
さ
っ
たM

egum
i Lino

さ

ん
、
小
野
修
さ
ん
、
ま
た
、
当
日
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
て
く
だ
さ
っ
た
す
べ
て
の

み
な
さ
ま
に
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。



■
荒
川
喫
茶
瞥
　々

喫
茶
あ
か
ね                         

小
林
孝
圭

今
も
昔
も
、
浅
草
寺
の
界
隈
は
休
日
と
も
な
る
と
物
凄
い
人
出
で
、
積
極
的
に
足

を
運
ぼ
う
と
は
思
わ
な
い
場
所
で
す
が
。
少
し
中
心
部
を
外
れ
た
り
裏
通
り
に
入

る
と
、
た
ち
ま
ち
人
ご
み
が
消
え
、
小
さ
な
個
人
商
店
や
人
気
の
な
い
町
工
場
が

出
現
す
る
の
が
、
浅
草
の
不
思
議
な
と
こ
ろ
で
す
。

西
側
の
ロ
ッ
ク
座
周
辺
は
、
今
や
場
末
に
は
違
い
な
い
の
で
す
が
、
ど
こ
か
に
昔

日
の
華
や
か
な
面
影
が
遺
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
浅
草
東
側
、
つ
ま
り

花
川
戸
や
今
戸
の
あ
た
り
は
、
ど
こ
か
荒
涼
と
し
た
雰
囲
気
が
漂
う
街
で
す
。
こ

の
あ
た
り
に
来
る
と
、
休
日
で
さ
え
ほ
と
ん
ど
観
光
客
の
姿
は
見
か
け
な
く
な
り

ま
す
。
六
区
の
呑
み
屋
を
探
索
す
る
の
も
良
い
の
で
す
が
、
こ
の
東
浅
草
か
ら
泪

橋
に
か
け
て
の
地
帯
を
目
的
も
な
く
ほ
っ
つ
き
歩
く
の
も
な
か
な
か
趣
が
あ
り
ま

す
。

さ
て
、
今
回
は
東
浅
草
の
喫
茶
あ
か
ね
を
訪
問
し
ま
し
た
。
バ
ス
通
り
に
面
し
た

印
象
的
な
赤
い
看
板
テ
ン
ト
。
い
か
に
も
純
喫
茶
ら
し
い
木
の
扉
を
押
し
て
入
る

と
、
外
か
ら
の
光
が
射
し
込
む
明
る
い
雰
囲
気
の
店
内
で
す
。
純
喫
茶
に
あ
り
が

ち
な
重
苦
し
さ
は
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
此
処
の
珈
琲
は
サ
イ
フ
ォ
ン
で
淹
れ

て
い
る
そ
う
で
、
メ
ニ
ュ
ー
の
後
ろ
に
は
サ
イ
フ
ォ
ン
の
仕
組
み
を
解
説
し
た

ペ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。
と
り
あ
え
ず
、珈
琲
が
入
る
ま
で
そ
れ
を
読
み
ま
し
ょ
う
。

店
の
奥
に
は
青
年
漫
画
や
歴
史
小
説
が
ず
ら
り
並
ぶ
立
派
な
本
棚
が
鎮
座
ま
し
ま

し
て
い
ま
す
。
肩
肘
張
ら
な
い
、
居
心
地
の
良
い
下
町
ら
し
い
喫
茶
店
で
し
た
。

◆
オ
ー
ダ
ー

コ
ロ
ン
ビ
ア 

４
７
０
円

◆
店
舗
デ
ー
タ

喫
茶
あ
か
ね

東
京
都
台
東
区
浅
草
7
丁
目
6
―
5



Nightmare 

Pictures

ファビウス・フォン・グーゲル
"Das Stahlro β "
今回ご紹介するのはドイツの画家グーゲルです。
いくらかサルバドール・ダリに似た幻想的な画風とも言えますが、より中世的な雰囲
気を漂わせた情景を得意としました。

ユーモアとキッチュで覆われてはいますが、画の内部から不吉な神話が滲み出してく
るように思います。



詳細、最新情報は HPでご確認ください。
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