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8月 25日 付朝 日新聞朝刊に掲載した「文芸時評」について、本文でとりあげられた小説 「少女を埋める」 (文学界

9月号)著者の作家、桜庭一樹さんから記事が作品の内容と違うという趣旨の指摘があり、議論が広がっていま

す。桜庭さんと、文芸時評の筆者で翻訳家・文芸評論家の鴻巣友季子さんに、見解を寄稿してもらいました。

読
み
方
は
自
由
で
も
…
あ
ら
す
じ
と
解
釈
は
区
別
を

作
家

桜
庭

一
樹
さ
ん

掲
載
を
求
め
ま
し
た
。

小
説
の
読
み
方
は
、
も
ち
ろ
ん
読

者
の
自
由
で
す
。
時
に
は
実
際
の
描

写
に
は
な
い
余
自
の
ス
ト
ー
リ
ー
を

想
像

（
二
次
創
作
）
す
る
こ
と
も
あ

り
、
そ
れ
も
読
書
と
い
う
創
造
的
行

為
の

一
つ
だ
と
私
は
考
え
ま
す
。
し

か
し
そ
の
想
像
は
評
者
の
主
観
的
解

釈
と
し
て
掲
載
す
べ
き
で
あ
り
、
実

際
に
小
説
に
そ
う
書
か
れ
て
い
た
か

の
よ
う
に
あ
ら
す
じ
と
し
て
書
い
て

は
、
い
け
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
れ
か

ら
小
説
を
読
む
方
の
多
様
な
読
み
を

阻
害
す
る
こ
と
に
も
気
が
り
ま
す
。

評
者
の
鴻
巣
友
季
子
氏
は
、
ネ
ッ

ト
上
で

″解
釈
は
自
由
″　
″
読
み
は

ひ
ら
か
れ
て
い
る
″　
″
あ
ら
す
じ
と

解
釈
は
不
可
分
″
と
い
う
文
学
の

一　
一

般
論
を
、
自
分
の
想
像
を
あ
ら
す
じ

一

と
し
て
紹
介
し
た
こ
と

へ
の
言
い
わ

け
に
使

っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
し

一

た
。
作
者
の
私
は
、
そ
う
い

っ
た
意
　
・

味
合
い
で

″
自
由
″
な
文
芸
時
評
が

″
読
者
の
解
釈
の
自
由
″
を
奪

っ
た

こ
と
に
抗
議
す
る
と
と
も
に
、
母
の

名
誉
の
回
復
を
も
願

っ
て
い
ま
す
。

私
の
自
伝
的
な
小
説

『少
女
を
埋

め
る
』
に
は
、
主
人
公
の
母
が
病
に

伏
せ
る
父
を
献
身
的
に
看
病
し
、
夫

婦
が
深
く
愛
し
合

っ
て
い
た
こ
と
が

描
か
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
朝
日

新
聞
の
文
芸
時
評
に
、
内
容
と
は
全

く
逆

の

「
（
母
は
父
を
）
虐
待
し

た
。
弱
弱
介
護
の
密
室
で
の
出
来
事

だ
」
と
い
う
あ
ら
す
じ
が
掲
載
さ
れ

て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
な
シ
ー
ン
は
、
小
説
の

ど
こ
に
も
、

一
つ
も
あ
り
ま
せ
ん
。

朝
日
新
聞
は
数
百
万
部
発
行
の
巨

大
メ
デ
ィ
ァ
で
あ
り
、
影
響
力
は
甚

大
で
す
。
時
評
で

「自
伝
的
随
想
の

よ
う
な
、
不
思
議
な
中
編
」
と
紹
介

さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
私
は
故
郷
の

鳥
取
で

一
人
暮
ら
す
実
在
の
老
い
た

母
に
い
わ
れ
な
き
誤
解
、
中
傷
が
及

ぶ
こ
と
を
も
心
配
し
、
訂
正
記
事
の

作
口
ロロ

に
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文
芸
時
評
筆
者

本
作
は
掲
載
誌
に
も

「創
作
」
と

銘
打
た
れ
、
優
れ
た
フ
イ
ク
シ
ョ
ン

と
し
て
読
ん
だ
。
人
物
モ
デ
ル
が
い

る
い
な
い
に
拘
わ
ら
ず
、
現
実
と
は

切
り
離
し
て
紹
介
し
た
い
。

温
か
な
だ
け
の
家
族
小
説
で
は
な

い
。
主
人
公
が
過
去
に
母
か
ら
受
け

て
い
た
暴
力
、
そ
れ
を
他
言
し
な
い

よ
う
頼
ま
れ
た
こ
と
、
夫
婦
の
不

仲
。
抑
圧
さ
れ

「怒
り
の
発
作
」
を

鴻
巣
友
季
子
さ
ん

抱
え
た
母
、
そ
の

「嵐
」
を
こ
ら
え

て
い
た
父
…
…
。
だ
か
ら
こ
そ
、
母

と
娘
、
妻
と
夫
の
絆
の
再
生
と
、
主

人
公
の
決
意
が
胸
を
打
つ
。

母
の
父

へ
の

「虐
め
」
に
つ
い
て

は
複
数
の
読
み
方
が
可
能
で
、
私
の

評
で
も
解
釈
の
提
示
に
と
ど
め
た
つ

も
り
だ
。
読
解
の
自
由
と
多
様
性
は

桜
庭
さ
ん
も
大
切
に
さ
れ
て
い
る
。

読
者
の
数
だ
け

″
ス
ト
ー
リ
ー
″
が

あ
る
と
い
う
の
が
前
提
な
の
だ
。

あ
ら
す
じ
と
評
者
の
解
釈
は
分
け

て
書
い
て
ほ
し
い
と
要
請
が
あ

っ
た

が
、
こ
れ
ら
を
分
け
る
の
は
簡
単
そ

う
で
難
し
い
。
小
説
に
は
あ
え

て

「言
わ
ず
に
言
う
」
こ
と
や
、
省
略
、

暗
示
、
要
約
等
の
空
自
が
あ
る
。
例

え
ば
、
女
が
開
に
榔
み
か
か
ろ
う
と

す
る
描
写
の
暫
し
後
に
、
女
が

「乱

暴
し
て
ご
め
ん
」
と
謝
る
場
面
が
あ

れ
ば
、
暴
力
が
あ

っ
た
と
理
解
す
る

妥
当
性
が
あ
る
。
本
作
に
は
創
造
的

な
余
白
が
多
く
、
そ
こ
が

一
義
的
な

″
感
動
小
説
″
と
違
う
点
だ
。

あ
ら
す
じ
も
批
評
の

一
部
な
の

で
、
作
者
が
直
接
描
写
し
た
も
の
し

か
書
か
な
い
等
の
不
文
律
を
作

っ
て

し
ま
う
事
の
影
響
は
甚
大
だ
。
読
み

方
の
自
由
ひ
い
て
は
小
説
の
可
能
性

を
制
限
し
な
い
か
懸
念
さ
れ
る
。

そ
れ
で
も
今
回
は
要
請
に
従
い
ウ

ェ
ブ
版
を
修
正
し
た
。
批
評
者
と
し

て
守
る
べ
き
原
理
原
則
は
あ
る
が
、

桜
庭
さ
ん
の
気
持
ち
を
思
う
と
苦
し

か

っ
た
。
自
分
の
読
み
を
常
に
問
い

直
す
べ
し
と
心
に
刻
ん
だ
。

「
ス
ト

ー

リ

ー
」

日曜～金曜掲載時評」の記述めぐり議論
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