
65

笹
　
田
　
裕
　
子

は
じ
め
に

ウ
ェ
ス
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン(W

es Anderson, 1969–
)

監
督
作
品
﹃
フ
ァ

ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
クM

r. Fox

﹄︵Fantastic M
r. Fox, 2009; 

日
本
公
開
二
〇

一
一
年
︶
は
、
ロ
ア
ル
ド
・
ダ
ー
ル(Roald D

ahl, 1916–90)
の
児
童
文

学
作
品
﹃
す
ば
ら
し
き
父
さ
ん
狐
﹄︵
1
︶(Fantastic M

r Fox, 1970)
が
基

に
な
っ
た
ス
ト
ッ
プ
モ
ー
シ
ョ
ン
ア
ニ
メ
で
あ
る
。

子
ど
も
の
本
、
特
に
絵
本
を
映
像
化
す
る
際
、
絵
が
動
く
朗
読
に
近

い
忠
実
さ
で
絵
本
を
再
現
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
長
さ
の
問
題
か
ら
内

容
の
改
変
︵
単
な
る
変
更
の
み
な
ら
ず
削
除
や
追
加
︶
は
不
可
避
で
あ
ろ

う
。︵
2
︶

本
作
品
の
場
合
も
、
ご
く
短
い
物
語
で
あ
る
原
作
︵
ペ
ー
パ
ー

バ
ッ
ク
で
90
ペ
ー
ジ
程
度
︶
を
基
に
87
分
と
い
う
長
さ
の
映
画
を
製
作
す

る
上
で
の
必
然
と
し
て
多
く
の
追
加
や
挿
入
が
な
さ
れ
て
い
る
。

文
学
作
品
の
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
論
じ
る
際
、
従
来
中
心
と
し
て
論

じ
ら
れ
て
き
た
原
作
に
ど
れ
ほ
ど
忠
実
な
再
現
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
に

す
る
よ
り
、
い
か
に
﹁
再
創
造
﹂
さ
れ
て
い
る
か
を
探
究
す
る
方
が
い
ま

や
は
る
か
に
意
義
深
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。︵
3
︶　

本
稿
で
は
、
児
童
文
学
作
品
す
な
わ
ち
﹁
子
ど
も
の
本
﹂
が
原
作
で
あ

る
こ
と
が
活
か
さ
れ
た
映
像
化
と
い
う
再
創
造
に
つ
い
て
、
ア
ン
ダ
ー
ソ

ン
監
督
作
品
﹃
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
クM

r. Fox

﹄
の
分
析
を
中
心
に
考
察

す
る
。

空
間
の
創
造
と
登キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

場
人
物
の
造
型

原
作
の
舞
台
と
な
っ
た
の
は
、
ダ
ー
ル
の
ジ
プ
シ
ー
ハ
ウ
ス(G

ypsy 
H

ouse)

が
あ
る
バ
ッ
キ
ン
ガ
ム
シ
ャ(Buckingham

shire)

と
い
う
実
在

 

︱
﹁
子
ど
も
の
本
﹂
と
︿
未
来
か
ら
の
贈
り
物
﹀

『
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
クM

r. F
ox

』
の
分
析



66

の
場
所
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
実
写
版
と
い
う
方
法
を
用
い
た
映
像
化
で
あ

れ
ば
、
そ
の
場
所
に
行
っ
て
撮
影
す
る
と
い
う
こ
と
も
可
能
だ
が
、
ア
ン

ダ
ー
ソ
ン
が
選
択
し
た
方
法
は
ス
ト
ッ
プ
モ
ー
シ
ョ
ン
ア
ニ
メ
で
あ
っ
た

た
め
、
実
在
の
場
所
を
模
し
た
架
空
の
空
間
を
創
り
出
す
必
要
が
あ
っ
た
。

だ
が
、
こ
の
架
空
の
空
間
を
創
造
す
る
上
で
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
何
度

も
こ
の
ダ
ー
ル
ゆ
か
り
の
地
へ
足
を
運
び
、
ダ
ー
ル
が
歩
い
た
場
所
を
長

い
時
間
を
か
け
て
歩
き
、
同
じ
土
を
踏
み
し
め
、
同
じ
光
や
風
を
感
じ
た
。

す
な
わ
ち
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
、
ダ
ー
ル
が
こ
の
作
品
を
生
み
出
し
た
場

所
を
﹁
知
る
﹂
こ
と
で
準
備
を
重
ね
た
の
で
あ
る
。︵
4
︶

ま
さ
に
こ
の
物
語

の
象
徴
で
あ
り
、
初
版
の
表
紙
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
﹁
ブ
ナ
の
木
﹂
も

実
際
に
目
に
し
た
。︵
5
︶﹃
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク M

r. Fox

﹄
は
、
作
者

が
生
き
た
空
間
を
監
督
が
共
有
す
る
こ
と
で
生
み
出
さ
れ
た
映
像
作
品
な

の
で
あ
る
。

原
作
の
再
創
造
に
寄
与
し
た
の
は
、
実
在
の
場
所
だ
け
で
は
な
い
。

﹃
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
クM

r. Fox

﹄
に
お
け
る
登
場
人
物
︵
あ
る
い
は
動

物
︶
の
造
型
に
は
、
原
作
に
付
さ
れ
た
挿
絵
が
与
え
た
影
響
も
大
き
い
と

考
え
ら
れ
る
。
ク
リ
ス
・
ポ
ー
リ
ン
グ(C

hris Pow
ling)

の
子
ど
も
読
者

向
け
に
書
か
れ
た
ダ
ー
ル
の
伝
記
に
は
、
ダ
ー
ル
の
児
童
文
学
作
品
の
想

定
読
者
の
年
齢
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
﹃
す
ば
ら
し
き
父

さ
ん
狐
﹄
は
五
才
か
ら
六
才
向
け
の
作
品︵
6
︶
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
幼
年
向
け
の
作
品
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
挿
絵
が
果
た
す
役
割
は
大
き

い
。
挿
絵
が
文
学
作
品
の
映
像
化
の
際
に
活
か
さ
れ
る
の
は
、
子
ど
も
の

本
が
原
作
だ
か
ら
こ
そ
あ
り
得
る
こ
と
だ
と
い
え
よ
う
。

ご
く
普
通
の
キ
ツ
ネ
穴
で
暮
ら
す
素
朴
な
原
作
の
父
さ
ん
狐
と
、
巨
大

な
ブ
ナ
の
木
の
根
元
に
あ
る
立
派
な
家
に
転
居
し
瀟
洒
な
暮
ら
し
を
家
族

に
提
供
す
る
上
昇
志
向
が
強
い
映
画
の
ミ
ス
タ
ー
フ
ォ
ッ
ク
ス
と
の
ギ
ャ

ッ
プ
は
顕
著
で
あ
る
。
だ
が
、
原
作
の
文
章
か
ら
は
単
な
る
地
中
の
穴
で

暮
ら
す
キ
ツ
ネ
達
し
か
思
い
浮
か
べ
ら
れ
な
い
も
の
の
、
原
作
の
挿
絵

に
よ
っ
て
は
キ
ツ
ネ
一
家
の
印
象
は
か
な
り
異
な
る
。
例
え
ば
、
イ
ギ

リ
ス
の
絵
本
作
家
ト
ニ
ー
・
ロ
ス(Tony Ross, 1938–)

が
挿
絵
を
手
が
け

た1974

年
出
版
の
パ
フ
ィ
ン
版
で
は
、
ミ
ス
タ
ー
フ
ォ
ッ
ク
ス
は
二
足

歩
行
で
前
脚
を
器
用
に
使
い
こ
な
し
て
い
る
擬
人
化
さ
れ
た
キ
ツ
ネ
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
が
、
着
衣
は
し
て
い
な
い
し
、
作
品
中
に
描
か
れ
る
一

家
の
暮
ら
し
ぶ
り
も
キ
ツ
ネ
穴
で
暮
ら
す
実
在
の
キ
ツ
ネ
と
大
差
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
が
何
度
も
愛
読
し
た
の
は
、
本
作
品

の
初
版
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
画
家
ド
ナ
ル
ド
・
チ
ャ
フ
ィ
ン(D

onald 
C

haffi
n)

︵
7
︶

が
描
い
た
ミ
ス
タ
ー
フ
ォ
ッ
ク
ス
は
、
ロ
ス
画
と
同
様
二

足
歩
行
の
擬
人
化
さ
れ
た
キ
ツ
ネ
だ
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
着
衣
で
あ
る
。

し
か
も
、
身
に
付
け
て
い
る
衣
服
は
明
ら
か
に
上
中
流
階
級
の
ジ
ェ
ン
ト

リ
ー
風
で
あ
り
、
暮
ら
し
ぶ
り
の
良
さ
を
物
語
る
。

ロ
ス
と
チ
ャ
フ
ィ
ン
で
は
、
こ
の
作
品
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
饗フ
ィ
ー
ス
ト宴の

描
き
方
も
異
な
る
。
ロ
ス
の
挿
絵
で
は
、
大
き
な
テ
ー
ブ
ル
に
向
っ
て
は

い
る
も
の
の
、
そ
こ
に
集
う
二
足
歩
行
で
前
脚
を
器
用
に
使
う
服
は
着
て

い
な
い
動
物
達
は
、
手
に
入
れ
た
ニ
ワ
ト
リ
や
七
面
鳥
や
ア
ッ
プ
ル
サ
イ

ダ
ー
を
動
物
ら
し
く
貪
り
食
っ
て
い
る
。
だ
が
、
チ
ャ
フ
ィ
ン
の
挿
絵
で

は
、
食
卓
を
囲
む
着
衣
の
動
物
達
は
非
常
に
き
ち
ん
と
し
て
お
り
、
皆
器
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用
に
ナ
イ
フ
と
フ
ォ
ー
ク
を
使
い
こ
な
し
、
服
装
同
様
食
事
の
マ
ナ
ー
も

上
中
流
階
級
の
人
々
を
連
想
さ
せ
る
。︵
8
︶

　

原
作
初
版
の
﹃
す
ば
ら
し
き
父
さ
ん
狐
﹄
の
挿
絵
で
ミ
ス
タ
ー
フ
ォ
ッ

ク
ス
達
が
身
に
つ
け
て
い
る
上
中
流
階
級
の
服
装
が
、
映
画
﹃
フ
ァ
ン
タ

ス
テ
ィ
ッ
ク M

r. Fox
﹄
に
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
前
述
の
と
お
り

だ
が
、
三
人
の
農
夫
も
同
じ
よ
う
な
服
装
を
し
て
い
る
。
独
自
の
農
産
物

が
大
量
に
作
ら
れ
る
農
場
を
持
つ
裕
福
な
人
物
だ
か
ら
当
然
だ
が
、﹁
穴

掘
り
生
活
者(diggers)

﹂
で
あ
る
動
物
達
と
こ
の
三
人
の
農
夫
達
は
、
対

照
的
に
描
か
れ
る
。
三
人
が
周
囲
か
ら
嫌
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
映
画
で
も

原
作
同
様
で
、
子
ど
も
達
が
原
作
で
三
人
を
か
ら
か
っ
て
歌
う
五リ
メ
リ
ッ
ク

行
戯
詩

は
、
映
画
の
中
で
は
そ
の
ま
ま
節
も
付
い
て
村
の
子
ど
も
達
に
歌
わ
れ
て

い
る
。Boggis and Bunce and Bean

O
ne fat, one short, one lean.

Th
ese horrible crooks

So different in looks
W

ere nonetheless equally m
ean.

︵
9
︶

こ
の
囃
し
歌
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
三
人
と
も
け
ち
で
あ
る
。
し
か
も
、

三
者
三
様
の
外
見
だ
が
、
い
ず
れ
も
偏
食
の
せ
い
で
見
た
目
は
よ
く
な
い
。

こ
れ
だ
け
で
も
充
分
に
好
感
度
が
低
い
人
物
達
だ
と
い
う
こ
と
が
伝
わ
る

歌
で
あ
る
。︵
10
︶　

原
作
で
は
物
語
が
始
ま
る
な
り
ミ
ス
タ
ー
フ
ォ
ッ
ク
ス
を
三
人
が
銃
で

狙
い
撃
ち
し
、
そ
の
尻
尾
を
吹
き
飛
ば
す
と
い
う
暴
挙
に
出
る
た
め
、
キ

ツ
ネ
一
家
に
親
し
み
を
感
じ
始
め
て
い
た
読
者
が
思
わ
ず
虐
げ
ら
れ
た
側

の
肩
を
も
つ
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
か
ろ
う
。︵
11
︶ 

ミ
ス
タ
ー
フ
ォ
ッ

ク
ス
が
尻
尾
を
失
う
痛
ま
し
い
場
面
は
、
映
画
で
も
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ

て
い
る
。︵
12
︶ 

さ
ら
に
、
穴
の
中
で
生
活
す
る
ミ
ス
タ
ー
フ
ォ
ッ
ク
ス
の

一
家
を
捕
ま
え
る
た
め
に
ブ
ナ
の
木
が
そ
び
え
る
丘
を
シ
ャ
ベ
ル
で
掘
り

起
こ
し
、
切
り
崩
し
て
跡
形
も
な
く
な
る
ま
で
掘
る
と
い
う
徹
底
ぶ
り
は

映
画
で
も
原
作
ど
お
り
で
あ
り
、
こ
の
三
人
の
農
夫
と
、
知
恵
と
行
動
力

に
長
け
た
ミ
ス
タ
ー
フ
ォ
ッ
ク
ス
と
の
間
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
攻
防
戦
は

そ
の
ま
ま
再
現
さ
れ
て
い
る
。
若
い
頃
は
﹁
盗
み
﹂
の
名
手
だ
っ
た
の
を

子
ど
も
が
出
来
た
の
を
契
機
に
止
め
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
映
画
の
ミ
ス

タ
ー
フ
ォ
ッ
ク
ス
は
、
名
案
を
閃
い
た
時
に
指
を
鳴
ら
す
な
ど
の
仕
草
か

ら
も
、
よ
り
ス
タ
イ
リ
ッ
シ
ュ
に
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

制
作
者
側
は
、﹃
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク M

r. Fox

﹄
を
特
に
子
ど
も
向

け
の
作
品
だ
と
は
捉
え
て
い
な
い
よ
う
だ︵
13
︶
が
、
登
場
人
物
造
型
と
い

う
点
で
は
、
本
作
品
に
は
子
ど
も
視
聴
者
が
感
情
移
入
し
や
す
い
変
更
も

加
え
ら
れ
て
い
る
。
原
作
で
は
4
匹
だ
っ
た
ミ
ス
タ
ー
フ
ォ
ッ
ク
ス
の
子

ギ
ツ
ネ
達
が
﹁
ア
ッ
シ
ュ(Ash)

﹂
と
い
う
一
人
息
子
の
み
と
な
っ
て
い
る
。

ア
ッ
シ
ュ
は
、
か
っ
こ
い
い
ミ
ス
タ
ー
フ
ォ
ッ
ク
ス
に
憧
れ
つ
つ
も
追
い

つ
け
な
い
こ
と
に
苛
立
ち
﹁
変
わ
っ
た
子
﹂
と
し
て
振
舞
い
続
け
る
。
お

じ
の
病
気
で
短
期
間
同
居
す
る
こ
と
に
な
る
従
兄
弟
の
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー

(K
ristoffer)

が
現
れ
、
自
分
と
正
反
対
で
何
で
も
ス
マ
ー
ト
に
こ
な
す
ク
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リ
ス
ト
フ
ァ
ー
に
最
初
は
苛
立
つ
も
の
の
、
行
動
を
共
に
す
る
こ
と
で
ア

ッ
シ
ュ
に
変
化
が
起
こ
る
。
こ
の
ミ
ス
タ
ー
フ
ォ
ッ
ク
ス
の
一
人
息
子
の

成
長
の
過
程
に
興
味
を
抱
く
子
ど
も
視
聴
者
は
少
な
く
な
い
か
も
し
れ
な

い
。

〈
未
来
か
ら
の
贈
り
物
〉
と
し
て
の
「
子
ど
も
の
本
」

ウ
ェ
ス
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
必
ず
し
も
子
ど
も
向
け
作
品
を
手
が
け

て
き
た
映
画
監
督
と
い
う
訳
で
は
な
く
、﹃
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク M

r. 
Fox

﹄
は
子
ど
も
向
け
に
意
図
し
て
作
ら
れ
た
作
品
で
は
な
い
が
、
児

童
文
学
作
家
ロ
ア
ル
ド
・
ダ
ー
ル
と
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う

指
摘
も
見
ら
れ
る
。︵
14
︶ 

ダ
ー
ル
は
ピ
ー
タ
ー
・
ホ
リ
ン
デ
イ
ル(Peter 

H
ollindale)

が
提
言
す
る
﹁
子
ど
も
性(childness)
﹂
す
な
わ
ち
﹁
子
ど
も

の
性
質(child quality)

﹂
を
保
持
し
続
け
た
稀
有
な
大
人
の
一
人
で
あ
り
、

児
童
文
学
作
家
と
し
て
非
常
に
重
要
な
資
質
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
。︵
15
︶　

﹃
す
ば
ら
し
き
父
さ
ん
狐
﹄
は
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
に
と
っ
て
初
め
て
の

本
で
あ
っ
た
。︵
16
︶ 

す
な
わ
ち
、﹃
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク M

r. Fox

﹄
は
、

創
作
者
の
子
ど
も
時
代
の
愛
読
書
が
、
大
人
に
な
り
映
画
監
督
と
い
う
表

現
者
に
な
っ
た
こ
と
で
、
視
覚
化
お
よ
び
映
像
化
と
い
う
手
段
を
通
じ
て

再
創
造
さ
れ
た
作
品
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
子
ど
も
の
本
に
特
有
の
こ
と

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
何
度
も
繰
り
返
し
読
ん
だ
作
品
だ
か
ら
こ

そ
無
意
識
の
中
に
刷
り
込
ま
れ
、
何
度
で
も
自
分
で
再
生
す
る
こ
と
が
可

能
な
物
語
と
な
る
。
つ
ま
り
、
人
に
伝
え
る
際
、
本
を
再
読
す
る
必
要
が

な
い
く
ら
い
﹁
記
憶
さ
れ
て
い
る
﹂
あ
る
い
は
﹁
知
っ
て
い
る
﹂
物
語
だ
っ

た
こ
の
作
品
は
、
既
に
読
み
手
の
心
の
中
で
何
度
と
な
く
﹁
再
創
造
﹂
さ

れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
﹁
再
創
造
﹂
が
、
こ
の
映
画
に
よ

っ
て
初
め
て
具
現
化
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

こ
の
再
創
造
に
お
い
て
最
も
特
筆
に
値
す
る
こ
と
は
、
原
作
者
が
周
囲

の
賛
同
を
得
ら
れ
ず
没
に
す
る
し
か
な
か
っ
た
当
初
の
構
想
を
活
か
し
た

結
末
で
あ
ろ
う
。
最
初
は
ご
く
短
い
絵
本
﹁
キ
ツ
ネ(Th

e Fox)

﹂
と
し
て

書
き
始
め
た
作
品
だ
っ
た
が
、
ダ
ー
ル
は
話
が
膨
ら
ん
で
あ
る
程
度
の
長

さ
の
物
語
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
タ
イ
ト
ル
を
変
え
、﹃
す
ば
ら
し
き
父
さ

ん
狐
﹄
と
し
た
。︵
17
︶ 

当
時
ダ
ー
ル
が
考
え
て
い
た
結
末
で
ミ
ス
タ
ー
フ

ォ
ッ
ク
ス
達
が
饗
宴
に
至
る
食
糧
調
達
方
法
は
、
現
在
出
版
さ
れ
て
い
る

も
の
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
ダ
ー
ル
は
、
最
終
的
に
困
窮
し
た
穴
掘
り
生

活
者
達
が
食
糧
調
達
の
場
所
に
選
ぶ
の
は
、
大
型
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

に
す
る
予
定
だ
っ
た
が
、
出
版
社
側
か
ら
あ
ま
り
に
非
道
徳
的
だ
と
指
摘

さ
れ
、
動
物
達
を
迫
害
し
て
い
る
農
夫
達
か
ら
盗
む
こ
と
に
し
て
ほ
し
い

と
い
う
提
案
を
不
承
不
承
採
り
入
れ
た
の
で
あ
る
。︵
18
︶

こ
の
構
想
を
活
か
す
た
め
に
は
、
普
通
の
キ
ツ
ネ
穴
で
暮
ら
す
素
朴
な

キ
ツ
ネ
一
家
よ
り
も
、
現
代
的
で
便
利
な
暮
ら
し
を
す
る
キ
ツ
ネ
一
家
の

方
が
、
都
合
が
よ
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
と
い

う
近
現
代
的
な
建
物
に
躊
躇
な
く
侵
入
し
、
既
に
加
工
や
精
製
な
ど
の
処

理
が
施
さ
れ
た
食
品
を
享
受
す
る
こ
と
が
、
当
初
の
結
末
に
は
必
須
だ
か

ら
で
あ
る
。

映
画
で
は
、
原
作
に
は
な
い
追
加
の
筋
書
で
、
大
団
円
を
迎
え
ま
さ
に
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饗
宴
を
開
こ
う
と
し
た
穴
掘
り
生
活
者
達
は
、
農
夫
達
か
ら
さ
ら
な
る
迫

害
を
受
け
る
。
三
人
の
農
夫
が
地
下
へ
大
量
の
水
を
流
し
入
れ
る
の
で
あ

る
。
せ
っ
か
く
見
つ
け
た
安
住
の
地
を
追
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
動
物
達

は
、
再
び
飢
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
名
案
を
思
い
つ
く
の
が
ミ
ス
タ

ー
フ
ォ
ッ
ク
ス
で
あ
る
。
仲
間
達
と
穴
を
掘
り
続
け
、
大
型
ス
ー
パ
ー
マ

ー
ケ
ッ
ト
の
下
へ
行
き
着
く
。
原
作
と
は
異
な
り
、
三
人
の
農
夫
の
貯
蔵

庫
で
は
な
く
、
映
画
の
穴
掘
り
生
活
者
達
は
、
こ
の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ

ト
を
こ
れ
か
ら
の
食
糧
調
達
場
に
す
る
こ
と
に
決
め
る
。
原
作
で
は
﹁
世

界
最
高
級
の
店
舗
の
三
つ
へ
通
ず
る
安
全
な
ト
ン
ネ
ル(a safe tunnel 

leading to three of the finest stores in the w
orld)

﹂︵
19
︶
と
い
う
安
心
感

を
得
る
動
物
達
は
、
こ
の
ス
ト
ッ
プ
モ
ー
シ
ョ
ン
ア
ニ
メ
で
は
、
代
わ
り

に
﹁
大
き
な
一
つ
の
店
舗
へ
通
ず
る
安
全
な
ト
ン
ネ
ル
﹂
を
手
に
入
れ
る

の
で
あ
る
。

大
橋
洋
一
は
、﹁
未
来
へ
の
帰
還
︱
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
め
ぐ
る
覚

書
﹂
の
中
で
、﹁
未
来
か
ら
の
贈
り
物
と
し
て
の
文
学
作
品
﹂
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
な
指
摘
を
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
現
時
点
で
は
理
解
不
可
能
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
産
物
が

タ
イ
ム
マ
シ
ン
で
未
来
か
ら
送
り
こ
ま
れ
て
く
る
と
い
う
Ｓ
Ｆ
で

は
お
な
じ
み
の
設
定
で
す
が
⋮
⋮
あ
た
か
も
、
未
来
か
ら
現
在
に

送
り
届
け
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
、
作
品
を
考
え
る
の
が
ア
ダ
プ
テ

ー
シ
ョ
ン
研
究
だ
と
い
う
こ
と
で
す
⋮
⋮
作
品
は
未
来
と
い
う
起

源
あ
る
い
は
故
郷
に
向
け
て
旅
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ア
ダ
プ
テ

ー
シ
ョ
ン
は
、
そ
の
旅
を
容
易
な
ら
し
め
る
、
否
、
可
能
に
す
る

原
動
力
⋮
⋮
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
無
く
し
て
、
作
品
の
未
来
へ
の

帰
還
の
旅
は
あ
り
え
な
い
の
で
す
。︵
20
︶

す
な
わ
ち
、
ロ
ア
ル
ド
・
ダ
ー
ル
の
児
童
文
学
作
品
は
、
実
現
さ
れ
な
か

っ
た
結
末
を
備
え
た
ス
ト
ッ
プ
モ
ー
シ
ョ
ン
ア
ニ
メ
﹃
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ

ッ
ク M

r. Fox

﹄
か
ら
の
贈
り
物
と
し
て
存
在
し
て
い
た
先
行
作
品
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
監
督
が
子
ど
も
時
代
に
出
遭
っ
た
初
め
て
の
本

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
生
ま
れ
た
﹁
未
来
の
﹂
再
創
造
作
品
か
ら
の
﹁
贈
り

物
﹂
が
、
こ
の
﹁
子
ど
も
の
本
﹂
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
実
写
で
は
な
く
ア
ニ
メ
と
い
う
手
法
を
選
択
し
た
こ
と
に
つ

い
て
は
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
他
の
こ
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
以
外
特
に
明
言
し
て
は
い
な
い
が
、﹃
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク M

r. 
Fox

﹄
は
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
が
初
め
て
手
が
け
た
ス
ト
ッ
プ
モ
ー
シ
ョ
ン

ア
ニ
メ
で
あ
る
。︵
21
︶ 

だ
が
、
た
と
え
初
め
て
で
あ
っ
て
も
、
構
想
に
10

年
、
撮
影
に
2
年
を
費
や
し
た
こ
と
か
ら
も
強
い
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
臨

ん
だ
再
創
造
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

例
え
ば
、
こ
の
ス
ト
ッ
プ
モ
ー
シ
ョ
ン
ア
ニ
メ
で
用
い
ら
れ
た
人
形
は
、

風
で
動
物
の
毛
が
動
く
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
。
ウ
ェ
ス
・
ア
ン
ダ
ー
ソ

ン
の
実
弟
で
こ
の
映
画
で
は
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ソ
ン
の
声
も
演
じ
た
エ
リ
ッ

ク
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン(Eric Anderson)

は
、
こ
の
映
画
に
含
ま
れ
る
﹁
子
ど

も
映
画
が
見
落
と
し
が
ち
な
も
の
﹂
に
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
﹁
静

か
な
部
分
﹂
で
あ
る
。
こ
の
映
画
で
使
用
さ
れ
て
い
る
動
物
の
人
形
は
、



70

ま
さ
に
そ
の
静
か
な
部
分
で
風
に
そ
よ
ぐ
毛
が
活
か
さ
れ
て
い
る
と
い
え

よ
う
。︵
22
︶

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
本
作
品
を
製
作
す
る
に
当
た
り
、
ヒ
ー
ロ
ー
サ
イ
ズ
、

ミ
ニ
チ
ュ
ア
サ
イ
ズ
、
ミ
ク
ロ
サ
イ
ズ
、
マ
イ
ク
ロ
ミ
ニ
サ
イ
ズ
と
い
う

大
き
さ
が
異
な
る
４
種
類
の
人
形
を
用
い
た
。︵
23
︶ 

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
作

家
山
村
浩
二
は
そ
の
う
ち
最
小
︵
三
セ
ン
チ
︶
の
マ
イ
ク
ロ
ミ
ニ
サ
イ
ズ

に
つ
い
て
、﹁
ぎ
こ
ち
な
い
動
き
が
、
な
ん
と
も
楽
し
く
可
愛
ら
し
い
﹂

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。︵
24
︶
こ
の
ぎ
こ
ち
な
さ
は
、
本
作
品
で
は
、
解

き
放
た
れ
る
前
の
一
見
洗
練
さ
れ
た
紳
士
風
の
ミ
ス
タ
ー
フ
ォ
ッ
ク
ス
の

生
き
づ
ら
さ
を
反
映
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

お
わ
り
に

子
ど
も
の
本
﹃
す
ば
ら
し
き
父
さ
ん
狐
﹄
を
再
創
造
し
た
ス
ト
ッ
プ

モ
ー
シ
ョ
ン
ア
ニ
メ
﹃
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
クM

r.Fox
﹄
は
、
二
つ
の

郷ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
愁
が
結
実
し
た
作
品
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
一
つ
は
、
監
督
ア
ン
ダ

ー
ソ
ン
の
幼
少
期
に
愛
読
し
た
一
冊
の
本
へ
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
で
あ
り
、

も
う
一
つ
は
、
作
品
の
主
人
公
ミ
ス
タ
ー
フ
ォ
ッ
ク
ス
の
両
義
性
に
見
ら

れ
る
﹁
自
然
﹂
へ
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
で
あ
る
。
ミ
ス
タ
ー
フ
ォ
ッ
ク
ス
は
、

文
明
化
さ
れ
た
上
中
流
階
級
的
な
暮
ら
し
を
営
む
紳
士
で
あ
り
、
コ
ラ
ム

記
事
を
書
く
新
聞
記
者
と
い
う
知
性
の
持
ち
主
で
あ
る
反
面
、﹁
野
生
﹂

を
捨
て
切
れ
ず
に
い
る
。
Ｃ
・
ラ
イ
ア
ン
・
ナ
イ
ト
は
、
本
作
品
に
お
け
る

本
能
と
文
明
化
と
の
狭
間
で
ミ
ス
タ
ー
フ
ォ
ッ
ク
ス
が
体
現
す
る
葛
藤
に

つ
い
て
指
摘
す
る
。︵
25
︶ 

ミ
ス
タ
ー
フ
ォ
ッ
ク
ス
が
表
す
葛
藤
は
、
ピ
ー

タ
ー
ラ
ビ
ッ
ト
の
衣
服
の
着
脱
と
子
ど
も
の
野
生
の
解
放
に
通
じ
る
も
の

で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。︵
26
︶ 

本
作
品
の
結
末
部
で
、
ミ
ス
タ
ー
フ
ォ
ッ

ク
ス
が
そ
れ
ぞ
れ
の
仲
間
を
あ
え
て
学
名
の
ラ
テ
ン
語
で
呼
び
、﹁
野
生
﹂

を
宿
す
動
物
ど
う
し
の
結
束
を
固
め
た
場
面
の
後
遭
遇
す
る
オ
オ
カ
ミ
は
、

着
衣
も
二
足
歩
行
も
し
な
い
自
然
の
姿
そ
の
ま
ま
で
あ
る
と
同
時
に
﹁
野

生
﹂
の
象
徴
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
輝
か
し
く
短
い
登
場
を
し
て
い
る
。

本
作
で
強
調
さ
れ
る
ミ
ス
タ
ー
フ
ォ
ッ
ク
ス
の
性
質
と
し
て
は
、
両
義

性
の
み
な
ら
ず
、
原
作
ど
お
り
の
気
前
の
よ
さ
や
協
調
性
も
挙
げ
ら
れ
よ

う
。
三
人
の
農
夫
に
よ
る
苛
烈
な
迫
害
と
い
う
危
難
の
中
、
ミ
ス
タ
ー
フ

ォ
ッ
ク
ス
は
同
じ
穴
掘
り
生
活
者
で
あ
る
動
物
達
と
力
を
合
わ
せ
て
乗
り

切
り
、
自
分
が
得
た
情
報
も
食
糧
も
惜
し
み
な
く
分
か
ち
合
う
。
原
作
で

も
子
ギ
ツ
ネ
達
は
そ
の
様
な
父
親
か
ら
他
者
へ
の
思
い
や
り
を
学
ぶ︵
27
︶

が
、
映
画
で
も
、
嫉
妬
や
劣
等
感
を
乗
り
越
え
て
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ソ
ン
を

思
い
や
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
ア
ッ
シ
ュ
に
は
同
様
の
成
長
が
見

ら
れ
る
。

皆
が
ミ
ス
タ
ー
フ
ォ
ッ
ク
ス
の
機
転
で
救
わ
れ
、
も
は
や
飢
え
る
心
配

の
な
い
安
全
な
暮
ら
し
を
手
に
入
れ
る
こ
と
、
地
下
へ
通
ず
る
穴
︵
原
作

の
自
然
界
の
穴
と
は
異
な
り
映
画
で
は
マ
ン
ホ
ー
ル
︶
の
入
り
口
付
近
で

動
物
達
を
待
つ
三
人
の
農
夫
が
ず
っ
と
待
ち
ぼ
う
け
を
食
わ
さ
れ
る
こ
と

も
、
原
作
と
ま
っ
た
く
変
わ
ら
な
い
。
弱
者
と
強
者
の
立
場
の
ど
ん
で

ん
返
し
か
ら
な
る
い
か
に
も
ダ
ー
ル
ら
し
い
フ
ェ
ア
リ
ー
テ
イ
ル
ズ
的

︿
幸ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
デ
ィ
ン
グ

福
な
結
末
﹀
は
、
再
創
造
作
品
で
も
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
て
い
る
と
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い
え
よ
う
。

ス
ト
ッ
プ
モ
ー
シ
ョ
ン
ア
ニ
メ
の
流
れ
に
変
化
を
与
え
た
と
高
い
評
価

を
受
け
た
﹃
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
クM

r. Fox

﹄
は
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
監
督

本
人
に
と
っ
て
も
、
次
作
の
ス
ト
ッ
プ
モ
ー
シ
ョ
ン
ア
ニ
メ
の
先
駆
け
と

な
っ
た
作
品
で
あ
る
。

註︵1
︶  

本
作
品
の
邦
訳
版
は
、
田
村
隆
一
・
米
沢
万
里
子
に
よ
る
共
訳
書

﹃
父
さ
ん
ギ
ツ
ネ 

バ
ン
ザ
イ
﹄︵
一
九
七
六
年
初
版
︶
お
よ
び
柳
瀬
尚

紀
訳
﹃
す
ば
ら
し
き
父
さ
ん
狐
﹄︵
二
〇
〇
六
年
初
版
︶
の
２
種
類
が

出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
使
用
す
る
の
は
日
本
語
タ
イ
ト
ル
や

訳
語
も
含
め
柳
瀬
訳
で
あ
る
。

︵
2
︶  

絵
本
を
長
編
化
あ
る
い
は
動
画
化
す
る
際
に
原
作
に
変
更
を
加
え

る
こ
と
が
必
ず
し
も
良
い
効
果
を
生
む
と
は
限
ら
な
い
こ
と
も
言
う

ま
で
も
な
く
、
桂
宥
子
編
著
﹃
は
じ
め
て
学
ぶ
英
米
絵
本
史
﹄︵
ミ
ネ

ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
一
年
︶
所
収
の
成
瀬
俊
一
の
﹁
映
画
化
さ
れ

た
英
米
の
絵
本
﹂で
も
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
に
お
け
る
絵
本
の
映
画
化
が﹁
独

自
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
視
覚
デ
ザ
イ
ン
を
採
用
し
た
こ
と
で
、
賛
否
両

論
を
呼
ん
だ
﹂
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。︵
二
〇
五
頁
︶

(

3
︶  

Linda H
utcheon, A Th

eory of Adaptation (N
ew

 York: Routledge, 
2006)

お
よ
びJulie Sanders, Adaptation and Appropriation (London: 

Routledge, 2016)

で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(

4
︶  

W
es Anderson, Th

e M
aking of Fantastic M

r. Fox (N
ew

 York: 

R
izzoli, 2009)

所
収
の
ダ
ー
ル
の
妻
リ
シ
ー
・
ダ
ー
ル(Liccy D

ahl)

の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
は
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
ジ
プ
シ
ー
ハ
ウ
ス
を

訪
れ
た
際
、
悪
天
候
の
中
非
常
に
丁
寧
に
こ
の
ダ
ー
ル
ゆ
か
り
の
地

を
見
て
歩
い
た
こ
と
が
分
か
る
。︵100-4

︶

︵
5
︶  W

es Anderson

自
身
が
書
い
た ‘W

elcom
e to the D

ahl H
ouse’ 

(Th
e N

ew
 York Tim

es, August 18, 2012) 

と
い
う
記
事
で
、
ア
ン
ダ

ー
ソ
ン
が
こ
の
ブ
ナ
の
木
を
見
て
即
座
に
﹃
す
ば
ら
し
き
父
さ
ん
狐
﹄

の
木
だ
と
認
識
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、‘I w

ent to G
ypsy H

ouse in 
M

arch. . . . Th
ere is a gigantic beech tree at the end of a fox run, 

w
hich I im

m
ediately recognized from

 “Fantastic M
r. Fox” ’

と
言

及
さ
れ
て
い
る
。︵
下
線
部
引
用
者
︶

︵
6
︶  C

hris Pow
ling, Roald D

ahl: A
 Biography (London: Puffin 

Books,1983), p. 67.

︵
7
︶  

﹃
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
クM

r. Fox

﹄
の
製
作
に
当
た
り
、
チ
ャ
フ

ィ
ン
が
実
際
に
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
か
ら
相
談
を
受
け
た
ら
し
い
こ
と
は
、

映
画
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
に
謝
意
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。

︵
8
︶  

現
在
最
も
入
手
が
容
易
な
の
は
、
ダ
ー
ル
と
組
む
こ
と
で
最
良
の

効
果
を
作
品
に
も
た
ら
す
と
評
さ
れ
る
イ
ギ
リ
ス
の
絵
本
作
家
に
し

て
挿
絵
画
家
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
・
ブ
レ
イ
ク
︵Q

uentin Blake, 1932–

︶

が
挿
絵
を
手
が
け
る
版
だ
が
、
ブ
レ
イ
ク
の
挿
絵
で
は
、
二
足
歩
行

で
着
衣
の
動
物
達
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
チ
ャ
フ
ィ
ン
の

解
釈
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

︵
9
︶ Roald D

ahl, Fantastic M
r Fox (London; Puffin Books, 1988), 

p. 14.
︵
10
︶  
コ
ス
モ
ピ
ア
編
集
部
編
﹃
ロ
ア
ル
ド
・
ダ
ー
ル
が
英
語
で
楽
し
く

読
め
る
本
﹄︵
コ
ス
モ
ピ
ア
株
式
会
社
、
二
〇
一
七
年
︶
五
八
頁
。
こ

れ
ら
の
農
夫
の
名
が
い
ず
れ
も
イ
ギ
リ
ス
で
は
ま
ず
あ
り
得
な
い
名
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で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、﹃
す
ば
ら
し
き
父
さ
ん
狐
﹄
の
﹁
訳
者
か

ら

︱
空
想
対
話
：
長
男
狐
と
子
猫
の
お
し
ゃ
べ
り
﹂
に
詳
述
さ
れ

て
い
る
。
柳
瀬
は
、
Ｂ
か
ら
始
ま
る
三
人
の
名
前 (Boggis, Bunce, 

Bean)

を
﹁
ブ
ヨ
ブ
ク
﹂﹁
ブ
ク
ゼ
ニ
﹂﹁
ゼ
ニ
シ
ブ
リ
﹂
と
い
う
し
り

と
り
に
な
る
様
に
訳
す
と
い
う
見
事
な
工
夫
を
し
て
い
る
。︵
一
一

四
│
六
頁
︶

(

11
︶  

﹃
現
代
英
米
児
童
文
学
評
伝
叢
書
9 

ロ
ア
ル
ド
・
ダ
ー
ル
﹄︵K

T
C

中
央
出
版
、
二
〇
〇
三
年
︶
に
お
い
て
、
富
田
泰
子
は
﹁
物
語
の
は

じ
め
で
か
な
り
コ
ミ
カ
ル
に
み
え
る
農
夫
た
ち
﹂
の
次
第
に
エ
ス
カ

レ
ー
ト
し
て
い
く
攻
撃
と
は
対
照
的
な
﹁
父
さ
ん
ギ
ツ
ネ
の
家
族
を

思
う
熱
い
思
い
と
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
な
働
き
、
母
さ
ん
ギ
ツ
ネ
や
4
匹

の
子
ギ
ツ
ネ
の
力
い
っ
ぱ
い
の
協
力
、
こ
の
団
結
し
た
献
身
愛
に
読

者
は
思
わ
ず
胸
を
熱
く
し
て
声
援
を
送
る
﹂
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

︵
四
九
頁)

︵
12
︶  

予
期
せ
ぬ
攻
撃
で
尻
尾
を
失
う
ミ
ス
タ
ー
フ
ォ
ッ
ク
ス
は
、
ダ
ー

ル
が
生
前
賞
賛
し
て
い
た
ビ
ア
ト
リ
ク
ス
・
ポ
タ
ー(Beatrix Potter, 

1866–1943)

の
︿
ピ
ー
タ
ー
ラ
ビ
ッ
ト
﹀
シ
リ
ー
ズ ( Peter Rabbit 

series, 1902–30)

の
中
の
﹃
リ
ス
の
ナ
ト
キ
ン
の
お
は
な
し( Th

e Tale 
of Squirrel N

utkin, 1903)

﹄
で
尻
尾
を
失
う
悪
戯
な
リ
ス
を
想
起
さ

せ
る
。

︵
13
︶  W

es Anderson, Th
e M

aking of Fantastic M
r. Fox (N

ew
 York: 

R
izzoli, 2009), p.80.

︵
14
︶  Peter C

. K
unze (ed), Th

e Film
s of W

es Anderson: C
ritical Essays 

on an Indiew
ood Icon (N

ew
 York: Palgrave M

acm
illan, 2014)

所

収
の Peter C

. K
unze, ‘From

 the M
ixed–U

p Film
s of M

r. W
esley 

W
. A

nderson: C
hildren’s Literature as Intertexts’, 99–100, 

102–3. 

 
 

﹃
ユ
リ
イ
カ
6
月
臨
時
増
刊
号　

第
50
巻
第
7
号
︿
決
定
版
﹀
総
特

集
＊
ウ
ェ
ス
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
世
界

︱﹃
犬
个
島
﹄へ
よ
う
こ
そ
！
﹄

︵
青
土
社
、
二
〇
一
八
年
︶﹄
所
収
の
大
崎
清
夏
﹁
い
い
こ
と
ば
か
り

は
続
か
な
い
と
し
て
も
﹂
で
は
、
ダ
ー
ル
作
品
の
﹁
楽
し
い
サ
バ
イ

バ
ル
﹂
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
、
さ
ら
に
ダ
ー
ル
と
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の

間
に
は
﹁﹃
何
か
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
も
、
悲
し
ん
で
ば
か
り
い
な

く
て
い
い
﹄
と
い
う
柔
ら
か
い
力
強
さ
﹂
と
い
う
共
通
点
が
見
ら
れ

る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。︵
八
八
頁
︶

︵
15
︶  

﹁
子
ど
も
性
﹂はPeter H

ollindale

著Signs of C
hildness in C

hilldren’s 
Book (Bath: Th

e Th
im

ble Press, 1997)

で
提
言
さ
れ
た
批
評
用
語
で

あ
る
。
児
童
文
学
作
家
と
し
て
の
ダ
ー
ル
の﹁
子
ど
も
性
﹂に
関
し
て

は
、
拙
論 C

om
ic Vision: Roald D

ahl’s Light Fantasy for C
hildren 

(2003)

に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

︵
16
︶  Th

e M
aking of Fantastic M

r. Fox 

所
収
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
る

と
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
に
と
っ
て
初
め
て
読
ん
だ
本
で
あ
る
だ
け
で
な

く
、
初
め
て
所
有
し
た
本
で
も
あ
る
。︵23

︶
ま
た
、
何
よ
り
も
ダ
ー

ル
本
人
が
自
作
に
ぴ
っ
た
り
だ
と
思
う
よ
う
な
作
品
を
目
指
し
た
こ

と
に
つ
い
て
、‘all w

e w
anted to do w

as to try to w
rite som

ething 
that w

e hoped Roald D
ahl w

ould think w
as suitable and fit w

ith 
w

hat he had invented in the first place’

︵32

︶
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

︵
17
︶  R

oald D
ahl, D

 is for D
ahl (London: Puffin Books, 2004), 

p. 48.

︵
18
︶  Jerem

y Treglow
n, Roald D

ahl: A Biography (London: Faber 
and Faber, 1994), pp. 180–2.

︵
19
︶  D

ahl,  Fantastic M
r Fox, p.86.

︵
20
︶  

岩
田
和
男
・
武
田
美
保
子
・
武
田
悠
一
編
﹃
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン

と
は
何
か

︱
文
学
／
映
画
批
評
の
理
論
と
実
践
﹄︵
世
織
書
房
、
二
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〇
一
七
年
︶
四
一
│
二
頁
。

︵
21
︶  Th

e M
aking of Fantastic M

r. Fox 

所
収
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
も
ア

ン
ダ
ー
ソ
ン
本
人
が
明
言
し
て
い
る
が
、﹃
す
ば
ら
し
き
父
さ
ん
狐
﹄

の
映
画
化
に
つ
い
て
相
談
に
乗
っ
て
い
た
リ
シ
ー
・
ダ
ー
ル
も
、
実

写
映
画
の
監
督
が
こ
の
作
品
の
た
め
に
初
め
て
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映

画
を
手
が
け
る
と
知
っ
た
時
に
は
、
驚
く
と
同
時
に
強
い
興
味
も
抱

い
た
よ
う
で
あ
る
。

︵
22
︶  

上
掲
書
所
収
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。︵80

︶
ま
た
、

土
井
伸
彰
は
前
掲
の
﹃
ユ
リ
イ
カ
﹄
所
収
の
細
島
宏
通
と
の
対
談
﹁
ア

ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
旅
路
の
途
中
で
﹂
の
中
で
、
こ
の
映
画
の
﹁
人

形
の
毛
の
ゆ
ら
め
き
﹂
に
つ
い
て
、﹁
ハ
リ
ー
ハ
ウ
ゼ
ン
だ
と
か
へ
の

オ
マ
ー
ジ
ュ
な
の
で
し
ょ
う
﹂
と
の
言
及
に
続
け
て
、﹁
あ
の
毛
の
揺

れ
は
、
時
間
が
流
れ
る
こ
と
へ
の
表
象
に
な
っ
て
い
る
﹂
と
も
指
摘

し
て
い
る
。︵
七
六
頁
︶
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
上
掲
書
の
イ
ン
タ
ビ
ュ

ー
で
、
ウ
ェ
ス
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
自
身
が
、
キ
ン
グ
コ
ン
グ
の
毛
の

動
き
に
魅
了
さ
れ
た
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。︵31
︶

︵
23
︶  

他
の
サ
イ
ズ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ヒ
ー
ロ
ー
サ
イ
ズ
が
三
〇
セ
ン
チ
︵
ス

ト
ッ
プ
モ
ー
シ
ョ
ン
用
パ
ペ
ッ
ト
の
基
本
サ
イ
ズ
︶、
ミ
ニ
チ
ュ
ア

サ
イ
ズ
が
一
二
セ
ン
チ
、
ミ
ク
ロ
サ
イ
ズ
が
六
セ
ン
チ
で
あ
る
。︵
ギ

ャ
ガG

AG
A

か
ら
発
売
さ
れ
て
い
る
Ｄ
Ｖ
Ｄ
﹃
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ

ク M
r. Fox

﹄
の
特
典
映
像
﹁
メ
イ
キ
ン
グ
集
﹂
で
詳
細
に
説
明
さ
れ

て
い
る
︶

︵
24
︶  

前
掲
の
﹃
ユ
リ
イ
カ
﹄
所
収
の
山
村
浩
二
﹁
理
性
か
ら
野
生
へ

︱

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
動
物
的
無
時
間
の
世
界

︱
﹂(

一
七
九
︱
八

四
頁
︶
に
お
け
る
指
摘
だ
が
、
同
論
で
は
﹃
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク 

M
r. Fox

﹄
の
パ
ペ
ッ
ト
が
﹁
人
形
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
パ
イ
オ
ニ
ア
﹂

で
あ
る
ロ
シ
ア
の
ラ
デ
ィ
ス
ラ
フ
・
ス
タ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
長
編
ア
ニ

メ
ー
シ
ョ
ン
﹃
狐
物
語
﹄( Le Rom

an de Renard, 1941)

の
人
形
達
を

参
考
に
造
型
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

︵
25
︶  Peter C

. K
unze (ed), Th

e Film
s of W

es Anderson: C
ritical Essays 

on an Indiew
ood Icon (N

ew
 York: Palgrave M

acm
illan, 2014)

所

収 C
. Ryan K

night

の ‘ “W
ho’s to Say?” : Th

e Role of Pets in W
es 

Anderson’s Film
s’ 

と
い
う
論
文
中
で
の
指
摘
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ナ

イ
ト
は
、
ミ
ス
タ
ー
フ
ォ
ッ
ク
ス
が
共
同
体
の
他
の
動
物
達
と
協
力

す
る
こ
と
に
よ
り
﹁
成
長
﹂
す
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
あ
る
点
に
も
言

及
し
て
い
る
。(72–4)

︵
26
︶  

日
本
イ
ギ
リ
ス
児
童
文
学
会
︵
吉
田
新
一
・
原
昌
・
三
宅
興
子
・

谷
本
誠
剛
︶編﹃
英
米
児
童
文
学
ガ
イ
ド

︱
作
品
と
理
論

︱
﹄︵
研

究
社
、
一
九
九
九
年
︶
所
収
の
ピ
ー
タ
ー
ラ
ビ
ッ
ト
論
﹁﹃
ピ
ー
タ
ー

ラ
ビ
ッ
ト
の
お
は
な
し
﹄
│
絵
本
固
有
の
批
評
基
準
を
探
る
試
み
﹂

の
中
で
、
吉
田
新
一
は
自
然
に
近
い
子
ど
も
が
社
会
化
の
過
程
の
中

で
日
頃
抑
制
し
て
い
る
野
生
を
解
き
放
っ
て
く
れ
る
の
が
、
動
物
絵

本
の
中
の
擬
人
化
さ
れ
た
動
物
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
︵
三
一
│
二
頁
︶。
子
ど
も
の
自
然
と
の
同
化
に
つ
い
て
は
、

ジ
ャ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー(Jan–Jacques Rousseau, 1712–78)

や

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス(W

illiam
 W

ordsw
orth, 1770–1850)

も
言
及
し
て
い
る
。

︵
27
︶  D

ahl, Fantastic M
r Fox, p. 67. 

ミ
ス
タ
ー
フ
ォ
ッ
ク
ス
と
ア
ナ
グ

マ
︵Badger

︶
が
せ
っ
せ
と
肉
類
を
運
ぼ
う
と
す
る
中
、
子
ギ
ツ
ネ
達

が
同
じ
穴
掘
り
生
活
者
仲
間
の
ウ
サ
ギ
の
た
め
に
ニ
ン
ジ
ン
も
持
ち

帰
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。


