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作家。1966年福島県生まれ。1998年、長篇
小説『13』（幻冬舎）でデビュー。『アラビアの
夜の種族』（角川書店）『LOVE』（祥伝社）『女
たち三百人の裏切りの書』（新潮社）といっ
た文学賞受賞作をはじめ『ベルカ、吠えない
のか？』（文藝春秋）『曼陀羅華Ｘ』（新潮社）
など著作多数。ほかに戯曲やノンフィクショ
ン、アニメ化された『平家物語』現代語全訳

（河出書房新社）なども手がけ、朗読を含め
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古
ふ る

川
か わ

日
ひ

出
で

男
お

そ
の
外
側
を
つ
ね
に
つ
ね
に
「
い
る
の
で
す

よ
、
そ
の
人
た
ち
が
」
と
意
識
さ
せ
る
の
が
、

（
わ
た
し
た
ち
の
操
る
日
本
語
の
、
そ
の
）

古
語
の
世
界
な
の
だ
、
と
言
い
直
せ
る
。

さ
て
『
平
家
物
語
』
だ
。

じ
つ
は
『
平
家
物
語
』
に
は
諸
本
が
あ
る
。

巻
数
も
文
体
も
内
容
も
異
な
っ
て
い
て
、
そ

れ
ど
こ
ろ
か
題
名
ま
で
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た

も
の
も
あ
る
。た
と
え
ば
全
四
十
八
巻
の『
源

平
盛
衰
記
』だ
。題
名
が
変
わ
り
、し
か
も「
平

家
」
な
ら
ぬ
「
源
氏
と
平
氏
」
が
そ
こ
に

フ
ィ
ー
チ
ャ
ー
さ
れ
た
異
本
も
ま
た
、
し
っ

か
り
と
『
平
家
物
語
』
の
一
本
に
カ
ウ
ン
ト

さ
れ
て
い
る
事
実
は
お
も
し
ろ
い
。

し
か
し
内
容
的
に
「
お
も
し
ろ
い
」
の
は
、

十
四
世
紀
後
半
に
成
立
し
た
「
覚か

く

一い
ち

本ぼ
ん

」
と

い
う
テ
キ
ス
ト
で
、
こ
れ
は
、
も
と
も
と
は
、

盲
目
の
琵び

琶わ

法
師
た
ち
の
そ
の
当
時
の
語
り

を
文
字
化
し
た
も
の
だ
っ
た
。
順
番
か
ら
言

う
と
、
テ
キ
ス
ト
（
本
）
が
あ
っ
て
、
そ

れ
を
琵
琶
法
師
た
ち
が
演
奏
し
た—

—

琵
琶

を
弾
い
て
語
っ
た—

—

と
い
う
の
で
は
な
い
。

そ
の
逆
で
あ
る
。
ま
ず
、『
平
家
物
語
』
を

演
奏
す
る
芸
能
者
た
ち
が
い
て
、
次
い
で
そ

の
語
り
を
テ
キ
ス
ト
（
＝
覚
一
本
）
に
落
と

し
込
ん
だ
と
い
う
流
れ
だ
。

わ
た
し
は
『
平
家
物
語
』
の
現
代
語
訳
を

二
〇
一
六
年
に
発
表
し
た
。
と
こ
ろ
で
現
代

語
訳
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
だ
ろ
う
か
？

こ
れ
は
翻
訳
の
一
種
な
の
だ
と
言
え
る

し
、
実
際
に
わ
た
し
も
「
自
分
は
翻
訳
を
し

た
」
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
い
る
。
け
れ
ど

も
、
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
翻
訳
と
は
い
っ
た

い
何
な
の
か
？

た
と
え
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
文
章
を
機
械

翻
訳
に
か
け
る
と
、
い
ろ
ん
な
こ
と
が
わ
か

る
。

〈
そ
こ
に
ミ
カ
ン
が
あ
る
ぞ
〉

と
、

〈
そ
こ
に
ミ
カ
ン
が
あ
る
よ
〉

な
の
だ
。

わ
た
し
は
、
そ
う
い
う
わ
け
で
、
拙
訳
の

『
平
家
物
語
』
の
語
り
手
に
、
琵
琶
を
持
た

せ
た
。

し
か
も
語
り
手
た
ち
を
複
数
に
し
た
。

わ
た
し
は
、「『
平
家
物
語
』
が
演
奏
さ
れ

る
交
響
楽
的
な
ス
テ
ー
ジ
」
を
こ
そ
、
自
分

の
翻
訳
の
最
終
の
着
地
点
だ
と
見
据
え
た
の

だ
っ
た
。
こ
れ
を
、
ど
う
に
か
現
出
さ
せ
ら

れ
た
と
思
っ
て
い
る
。

に
ミ
カ
ン
が
あ
る
よ
〉
と
言
う
の
は
ど
ち
ら

側
か
、
ほ
と
ん
ど
瞬
時
に
想
定
す
る
。
十
二

歳
の
女
の
子
が
、
二
十
七
歳
の
教
諭
に
向

か
っ
て
〈
そ
こ
に
ミ
カ
ン
が
あ
る
ぞ
〉
と
は

決
し
て
言
わ
な
い
だ
ろ
う
、
と
、
そ
ん
な
ふ

う
に
考
え
る
と
い
う
こ
と
だ
。

同
じ
日
本
語
の
文
章
が
、
意
味
的
に
は

'T
here is a m

andarin orange there.' 

か
そ
れ
に
類
す
る
内
容
し
か
孕は
ら

ん
で
い
な
い

の
に
、
こ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
て
い
る

「
外
側
に
い
る『
話
し
手
』と『
聞
き
手
』」
を
、

ぼ
ん
や
り
と
で
は
あ
っ
て
も
浮
か
び
上
が
ら

せ
る
の
だ
。

こ
の
、
外
側
の
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
浮

上
さ
せ
る
と
い
う
営
為
こ
そ
が
、じ
つ
は（
機

械
に
は
で
き
な
い
）
真
の
翻
訳
な
の
だ
、
と

わ
た
し
は
言
い
た
い
。

さ
ら
に
言
い
た
い
の
だ
が
、
古
典
の
文
章

は
、
時
代
を
さ
か
の
ぼ
れ
ば
さ
か
の
ぼ
る
ほ

ど
、そ
こ
に
主
語
が
明
示
さ
れ
な
い
で
も「
誰

が
主
体
と
な
っ
て
行
為
し
て
い
て
、
誰
が
そ

の
行
為
を
及
ぼ
さ
れ
る
の
か
」
を
伝
え
る
。

た
と
え
ば
複
雑
な
敬
語
シ
ス
テ
ム
が
や
っ
て

い
る
こ
と
は
、
そ
れ
だ
。
つ
ま
り
、
機
械
翻

訳
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
み
を
抽
出
す
る
の
に
、

わ
た
し
の
現
代
語
訳
も
、
や
は
り
覚
一
本

を
底
本
に
選
ん
で
い
る
。

こ
れ
を
ど
う
「
翻
訳
」
す
る
か
？

わ
た
し
は
、
や
は
り
、
機
械
的
に
現
代
語

化
さ
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
外
側
と
い
う
こ
と

を
考
え
た
。

つ
ま
り
、
こ
の
覚
一
本
に
は
本
来
、
紙
に

書
か
れ
て
い
る
そ
の
文
字
に
先
立
っ
て
、
こ

れ
を
歌
っ
た
り
語
っ
た
り
し
て
い
る
者
た
ち

が
い
た
。
そ
し
て
常
時
、
琵
琶
と
い
う
楽
器

が
と
も
な
わ
れ
て
い
た
。

こ
れ
ぞ
真
の
「
語
り
手
」
で
あ
る
。

で
は
、「
聞
き
手
」
は
？

—
—

真
の
「
聞

き
手
」
は
い
た
の
か
？

も
ち
ろ
ん
存
在
し
た
。

そ
の
琵
琶
法
師
の
聴
衆
た
ち
、
だ
。

覚
一
本
は
全
十
二
巻
＋
別
立
て
の
一
巻
、

す
な
わ
ち
計
十
三
巻
あ
っ
て
、
わ
た
し
は
、

こ
の
物
語
を
現
代
語
訳
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
意
味
内
容
を
忠
実
に
「
い
ま
」
に
甦

よ
み
が
え

ら
せ
る
だ
け
で
は
足
り
な
い
、
と
判
断
し
た
。

そ
れ
で
は
翻
訳—

—

真
の
翻
訳—

—

に
は
な

ら
な
い
、と
決
断
し
た
。大
切
な
の
は
シ
チ
ュ

エ
ー
シ
ョ
ン
な
の
だ
。
そ
れ
を
ビ
ビ
ッ
ド
に
、

真
に
迫
る
よ
う
に
出
現
さ
せ
る
と
い
う
こ
と

だ
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
翻
訳
サ
イ
ト
等
で

試
せ
ば
、
上
記
の
二
つ
の
文
章
を
、
た
と

え
ば
英
語
に
訳
し
て
も
フ
ラ
ン
ス
語
や
イ

タ
リ
ア
語
に
訳
し
て
も
、
解
答
は
一
種
類

に
な
る
と
思
う
。
英
語
で
あ
れ
ば 'T

here 
is a m

andarin orange there.' 

が
模
範

解
答
に
な
る
。
あ
る
い
は oranges 

と
複

数
形
に
な
っ
て
、'T

here are ...' 

と
な
る

か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
機
械
翻
訳
が
情
報
と
し
て
こ
だ
わ
る
の

は
、
そ
れ
が
一
個
の
ミ
カ
ン
か
、
二
個
以
上

の
ミ
カ
ン
な
の
か
で
あ
っ
て
、
そ
ん
な
こ
と

は
日
本
人
の
私
た
ち
は
気
に
し
て
い
な
い
の

に
（
そ
う
し
た
場
合
は
多
い
）、
し
か
し
な

が
ら
英
語
側
は
相
当
に
気
に
す
る
、
と
い
う

こ
と
は
起
き
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
が
英
語
の
場
合
、
情

報
と
し
て
の
優
先
度
が
高
い
か
ら
だ
。

だ
が
、
ち
ょ
っ
と
立
ち
止
ま
っ
て
ほ
し
い
。

わ
た
し
た
ち
は
、
こ
の
二
つ
の
文
章—

—

〈
そ
こ
に
ミ
カ
ン
が
あ
る
ぞ
〉
と
〈
そ
こ
に

ミ
カ
ン
が
あ
る
よ
〉
が
併
置
さ
れ
た
際
に
、

た
と
え
ば
話
し
手
と
聞
き
手
が
そ
こ
に
い
る

と
の
設
定
を
す
っ
と
感
じ
取
っ
て
、
そ
れ
が

年
長
者
と
年
少
者
の
ペ
ア
だ
っ
た
ら
〈
そ
こ

作
家

古
川
日
出
男
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