
リレー 随想 

　
ふ
だ
ん
、取
材
し
て
文
章
を
書
い

た
り
、本
を
企
画
・
編
集
し
た
り
し

て
い
る
。
本
を
読
む
こ
と
は
苦
痛
で
は

な
く
、む
し
ろ
生
活
の
中
の
欠
か
せ

な
い
習
慣
だ
。
本
を
持
た
ず
に
電
車

に
乗
る
と
、読
ん
で
い
な
い
吊
り
広
告

を
目
で
探
し
て
し
ま
う
く
ら
い
だ
か

ら
、「
活
字
中
毒
患
者
」な
の
だ
ろ
う
。 

　
物
心
つ
い
た
時
か
ら
絵
本
、児
童

文
学
の
た
ぐ
い
は
好
き
で
読
ん
で
い

た
が
、「
病
気
」
を
決
定
的
に
し
た
の

が
ポ
プ
ラ
社
の
江
戸
川
乱
歩
シ
リ
ー

ズ
だ
っ
た
。
名
探
偵
明
智
小
五
郎
と

少
年
探
偵
団
が
怪
人
二
十
面
相
と

対
決
す
る
物
語
に
夢
中
に
な
っ
た 

　

と
言
い
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、ど
う
や
ら

子
供
心
に
も
、お
話
の「
ワ
ン
パ
タ
ー
ン
」

は
見
抜
け
た
よ
う
で
、読
み
続
け
る

う
ち
に
ス
ト
ー
リ
ー
や
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

に
は
次
第
に
飽
き
が
来
た
。そ
れ
で
も
、

図
書
館
に
あ
っ
た
全
　
巻
を
す
べ
て

読
み
通
し
た
の
は
な
ぜ
だ
っ
た
の
か
。

今
思
え
ば
、乱
歩
が
思
い
つ
い
た
奇
想

天
外
な
道
具
立
て
に
目
を
瞠
っ
た
こ

と
と
、ぼ
く
の
少
年
時
代
に
は
と
っ
く

に
な
く
な
っ
て
い
た
風
物
や
言
葉
遣
い

が
何
と
も
魅
力
的
だ
っ
た
か
ら
だ
。 

　
『
青
銅
の
魔
人
』
は
乱
歩
が
少
年

の
た
め
に
書
い
た
物
語

と
し
て
は
比
較
的
初
期

に
当
た
る
。
昭
和
　
年

に
『
怪
人
二
十
面
相
』

を
上
梓
し
、少
年
少
女

に
熱
狂
的
に
受
け
入
れ

ら
れ
た
乱
歩
は
、続
い
て

『
少
年
探
偵
団
』『
妖
怪

博
士
』
を
矢
継
ぎ
早
に

発
表
し
、好
評
を
博
す
。

し
か
し
、太
平
洋
戦
争

へ
向
か
う
時
局
柄
、
戦

争
と
関
わ
り
の
な
い
ミ

ス
テ
リ
ー
は
当
局
か
ら

紙
の
無
駄
遣
い
と
見
ら

れ
た
ら
し
く
、『
大
金
塊
』

を
書
い
た
の
ち
は
、
少

年
探
偵
団
シ
リ
ー
ズ
も

沙
汰
止
み
と
な
る
。
し

か
し
、
戦
後
、
昭
和
　

年
か
ら
少
年
探
偵
団
シ
リ
ー
ズ
の
旧

作
が
復
刊
さ
れ
る
と
、娯
楽
に
飢
え

た
少
年
少
女
が
争
っ
て
手
に
取
り
、そ

の
勢
い
を
か
っ
て
、再
び
明
智
小
五
郎

と
、少
年
探
偵
団
の
団
長
小
林
少
年

と
の
名
コ
ン
ビ
が
復
活
し
た
。そ
の
戦

後
第
一
作
が『
青
銅
の
魔
人
』で
あ
る
。 

　
時
は
深
夜
、所
は
東
京
銀
座
の
ど

真
ん
中
で
あ
る
。
冬
の
深
夜
に
外
套

も
着
ず
に
、青
い
背
広
姿
の
男
が
よ

ろ
よ
ろ
と
歩
い
て
い
る
。
ポ
ケ
ッ
ト
か

ら
束
に
な
っ
た
懐
中
時
計
を
は
み
出

さ
せ
、ギ
リ
ギ
リ
と
歯
車
の
音
を
さ

せ
な
が
ら
…
…
。
そ
の
男
こ
そ
が
青

銅
の
魔
人
で
あ
る
。
彼
は
な
ぜ
か
時

計
に
異
様
な
執
着
を
見
せ
、銀
座
の

名
店
の
シ
ョ
ウ
ウ
ィ
ン
ド
ウ
か
ら
高
級

懐
中
時
計
を
大
量
に
盗
ん
だ
か
と

思
え
ば
、時
計
塔
の
大
時
計
を
そ
っ

く
り
い
た
だ
く
始
末
。
そ
の
う
え
、

世
に
も
珍
し
い「
夜
光
の
懐
中
時
計
」

を
狙
っ
て
犯
罪
を
予
告
し
た
青
銅
の

魔
人
は
、事
件
の
解
決
を
依
頼
さ
れ

た
明
智
小
五
郎
と
対
決
す
る
こ
と
に

な
る
。 

　
と
こ
ろ
で
、青
銅
の
魔
人
を
乱
歩

は
ど
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
。「
人
間
の
顔
で
は
な
い
。
青
黒

い
金
属
の
お
面
で
す
。
鉄
の
よ
う
に
黒

く
は
な
い
。
銅
像
と
そ
っ
く
り
の
色
で

す
。青
銅
色
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。」

「
こ
い
つ
は
お
面
を
被
っ
て
い
る
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。う
し
ろ
の
ほ
う
ま
で
ず
っ

と
つ
づ
い
て
い
る
の
で
す
。
耳
も
首
も
、

そ
れ
か
ら
頭
の
毛
ま
で
、み
な
同
じ

青
銅
色
に
光
っ
て
い
る
の
で
す
。
髪
の

毛
は
ひ
ど
く
ち
ぢ
れ
て
、大
仏
の
頭
の

よ
う
に
、無
数
の
玉
に
な
っ
て
い
ま
す
。」 

　
今
回
、　
数
年
ぶ
り
に
『
青
銅
の

魔
人
』
を
読
み
返
し
て
、イ
メ
ー
ジ
が

6

『青銅の魔人』 
江戸川乱歩全集（講談社・昭和54年初版・市川英夫装幀・全25巻）に収録されている『青銅の魔人』。 
挿絵は花輪和一氏。イメージされているのは西洋の騎士だが、乱歩の本文とはちょっと違う。 
 

『大仏』 
鎌倉の大仏。最初は木造で1243年完成。1252年に青銅製にすべく着工した。 
総高（台座共）13.35ｍ　青銅仏身11.312ｍ　重量121ｔ。国宝。 
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ず
い
ぶ
ん
違
う
こ
と
に
驚
い
た
。
記
憶

の
中
で
は
、魔
人
は
西
洋
の「
騎
士
」

の
鎧
を
思
わ
せ
る
洋
風
の
い
で
た
ち
で
、

ロ
ボ
ッ
ト
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
た
。
し
か

し
乱
歩
は「
大
仏
」
と
書
い
て
い
る
。 

　
乱
歩
が
大
仏
を
引
き
合
い
に
出
し

て
き
た
の
は
、子
供
た
ち
に
も
馴
染

み
や
す
い
、大
き
く
て
強
そ
う
な
イ
メ
ー

ジ
を
拝
借
し
た
か
っ
た
か
ら
で
は
な

い
か
。
ま
た
、大
仏
の
み
な
ら
ず
、青

銅
は
威
風
堂
々
た
る
銅
像
を
連
想
さ

せ
る
。
雨
露
に
さ
ら
さ
れ
て
、青
く
変

色
し
た
青
銅
の
偉
容
は
、時
間
を
溶

か
し
込
ん
だ
よ
う
な
重
み
を
感
じ
さ

せ
る
。
大
人
に
と
っ
て
は
単
な
る
巨
大

な
仏
像
で
あ
り
、銅
像
か
も
し
れ
な

い
が
、子
供
に
は
そ
れ
が
動
き
出
す

の
で
は
な
い
か
と
い
う
恐
怖
の
源
に

な
る
。 

　
鎌
倉
の
大
仏
は
ま
さ
に
青
銅
と
い
っ

た
青
さ
だ
が
、こ
れ
は
経
年
変
化
と
、

雨
露
に
さ
ら
さ
れ
て
錆
び
た
か
ら
だ
。

鋳
造
時
は
銅
の
黄
が
強
い
が
、錆
び

る
と
青
く
な
る
。
東
京
の
下
町
を
歩

い
て
い
る
と
、今
で
も
通
り
に
面
し
た

正
面
に
青
銅
の
プ
レ
ー
ト
を
貼
り
付

け
た
商
店
を
見
か
け
る
こ
と
が
あ
る
。

関
東
大
震
災
後
に
雨
後
の
竹
の
子
の

よ
う
に
出
現
し
た
「
看
板
建
築
」
で

あ
る
。 

　
看
板
建
築
と
は
、東
大
教
授
の
建

築
史
家
、藤
森
照
信
氏
が
名
付
け
た

建
築
の
様
式
で
、商
店
の
真
っ
平
ら
な

正
面
に
青
銅
の
板
や
モ
ル
タ
ル
、タ
イ

ル
、ス
レ
ー
ト
な
ど
を
貼
り
付
け
た
建

築
物
の
こ
と
だ
。
藤
森
氏
の
著
書
『
看

板
建
築
』（
三
省
堂
）に
よ
れ
ば
、青
銅

が
使
わ
れ
た
の
は
防
火
対
策
と
、銅

市
場
が
意
外
と
安
値
だ
っ
た
か
ら
ら

し
い
。
し
か
も
、家
の
造
り
は
木
造
で

も
、銅
板
や
ス
レ
ー
ト
を
張
れ
ば
、ア

ラ
不
思
議
、ど
こ
か
「
洋
風
」の
香
り

が
し
て
く
る
。一
方
で
、江
戸
の
伝
統

を
引
き
継
い
だ
紋
様
も
デ
ザ
イ
ン
に

採
用
さ
れ
て
い
た
と
も
い
う
か
ら
、看

板
建
築
は
過
去（
江
戸
）と
モ
ダ
ン（
西

洋
）、現
在（
木
造
建
築
）の
あ
わ
い
に

成
立
し
た
日
本
な
ら
で
は
の
建
築
様

式
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。 

　
『
青
銅
の
魔
人
』
を
読
み
返
し
て
、

な
お
も
謎
が
解
け
な
い
の
は
、な
ぜ

魔
人
が
時
計
に
執
着
し
た
か
だ
。
時

計
が
子
供
た
ち
に
と
っ
て「
宝
物
」に

見
え
る
の
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、

宝
石
や
文
化
財
と
は
ひ
と
味
違
う

イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て

み
た
い
。
時
計
は
メ
カ
ニ
ッ
ク
、モ
ダ
ン

な
技
術
を
象
徴
し
て
い
る
。
歯
車
の

音
を
鳴
ら
し
て
動
く
青
銅
の
魔
人
は
、

先
端
技
術
の
「
ロ
ボ
ッ
ト
」の
イ
メ
ー

ジ
を
も
ま
と
っ
て
い
る
。
青
銅
の
身
体

を
ゆ
ら
ゆ
ら
と
揺
ら
し
な
が
ら
、精

密
に
時
を
刻
む
時
計
を
求
め
て
歩
く

…
…
そ
こ
に
は
、懐
か
し
さ
と
新
し

さ
の
二
つ
が
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
同

居
し
て
い
る
。
古
く
て
、新
し
い
。
乱

歩
の
小
説
世
界
と
共
通
す
る
奇
妙

な
時
間
感
覚
が
、青
銅
か
ら
立
ち
上
っ

て
く
る
。 

  

タカザワ ケンジ氏　略歴 

1968年群馬県生まれ。早稲田大学第一文学部演劇科卒。就
職情報会社を経て、98年からフリーに。雑誌、書籍、ウェブサイト
の企画、編集、執筆を行なっている。「季刊クラシックカメラ」（双
葉社）、「チーズプラザ」（メディアセレクト）などの写真・カメラ雑
誌では写真家インタビュー、ハウツー記事を手がける。オンライン
書店bk1（http://www.bk1.co.jp/）では作家インタビューのほか、
書評を執筆している。 
　著書に心理カウンセラーに取材した『カウンセラーになろう！』（オー
エス出版）。写真・カメラ関連の編書に『ライカな眼』（高梨豊著・
毎日コミュニケーションズ）、『使うローライ』（良心堂編・双葉社）
ほかがある。ＨＰ：http://alkali.gooside.com/
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　　編集者・ライター 

『銅像』 
高田馬場駅前の「平和の女神」像。現代の流行は 
オブジェで、こうした具象的な銅像はあまり見かけなく 
なったような気がする。 

『看板建築』 
藤森照信・文、増田彰久・写真『看板建築』（三省堂）。 
看板建築の名付け親でもある藤森照信氏による決定版的な 
一冊。図版多数でわかりやすい。 

『果実店』 
「看板建築」の例。早稲田通りに面した商店。青銅版が 
タイルのように張られている。経年変化によっていい味わい 
が出ているが、この種の建築物は年々失われつつある。 


