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話題の本棚

過
去
を
知
ら
な
い
で
現
在
を
知
る
こ
と
は
出
来
な
い

　

人
は
生
ま
れ
た
瞬
間
に
「
出
生
地
」
を
有
す
る
。
あ
る
者
は
そ
こ
で
生
涯
を

終
え
、
あ
る
者
は
余
所
へ
移
っ
て
行
く
。
ま
た
別
の
者
は
余
所
か
ら
そ
こ
へ
移

っ
て
来
る
。
畢
竟
近
代
以
降
、「
出
生
地
」
と
は
「
移
動
」
と
の
力
学
に
お
い

て
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
加
え
て
当
然
な
が
ら
、
あ
る
者
に
と
っ
て
そ
こ
は

「
忘
れ
難
き
」
故
郷
で
あ
り
、
あ
る
者
に
と
っ
て
は
「
忘
れ
た
き
」
負
の
記
憶

の
場
で
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し
て
著
者
の
一
人
で
あ
る
細
見
が
本
書
で
試
み

た
の
は
故
郷
の
丹
波
篠
山
に
埋
も
れ
た
「
記
憶
」
を
掘
り
起
す
作
業
だ
っ
た
。

　

細
見
に
よ
る
第
一
章
「
日
本
の
近
代
と
丹
波
篠
山
の
歩
み
」
に
は
、
社
会
思

想
史
を
専
門
と
す
る
彼
の
慧
眼
が
光
る
。
丹
波
篠
山
は
兵
庫
県
中
東
部
に
位
置

す
る
人
口
四
万
人
前
後
の
地
方
都
市
で
あ
り
、
週
末
に
な
れ
ば
旧
市
街
に
あ
る

篠
山
城
跡
は
観
光
客
の
活
気
に
溢
れ
る
。
だ
が
、
細
見
が
注
目
す
る
の
は
無
論

故
郷
の
こ
う
し
た
明
る
い
一
面
で
は
な
い
。
彼
は
、
こ
の
地
に
住
ま
い
な
が
ら

も
郷
土
史
か
ら
抹
消
さ
れ
た
「
在
日
コ
リ
ア
ン
」
に
光
を
当
て
る
。
彼
ら
の
足

跡
を
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
丹
波
篠
山
の
近
代
史
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
の
だ
。

　

明
治
末
、
陸
軍
歩
兵
連
隊
が
誘
致
さ
れ
る
と
、
こ
の
地
の
産
業
と
商
業
は
帝

国
と
共
に
発
展
す
る
。
大
正
に
入
り
、
戦
艦
・
砲
身
製
造
に
必
須
の
硅
石
が
発

掘
さ
れ
る
と
、
鉱
山
業
（
ヤ
マ
）
も
盛
ん
と
な
っ
た
。
以
降
、
硅
石
景
気
に
湧

く
篠
山
に
次
々
と
労
働
者
が
移
住
す
る
が
、
そ
れ
は
日
本
人
だ
け
で
な
く
、
日

本
の
植
民
地
支
配
に
よ
っ
て
土
地
も
生
活
基
盤
も
奪
わ
れ
た
朝
鮮
人
も
多
か
っ

た
。
彼
ら
は
や
が
て
主
要
な
労
働
力
と
な
っ
た
が
、
他
方
で
当
時
の
新
聞
を
確

認
す
る
と
、「
犯
罪
」
を
犯
し
が
ち
な
得
体
の
知
れ
な
い
集
団
と
し
て
「
鮮
人
」

は
扱
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
細
見
は
こ
れ
を
、
戦
争
遂
行
の
た
め
に
労
働
力
と

い
う
「
実
体
」
を
奪
取
し
な
が
ら
、彼
ら
を
集
団
の
「
鮮
人
」
と
し
て
「
記
号
」

化
す
る
、「
搾
取
」
の
最
た
る
も
の
と
指
摘
す
る
。
こ
う
し
て
彼
は
、
丹
波
篠

山
が
「
近
代
の
暴
力
的
な
歩
み
」
と
軸
を
一
に
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
だ
。

　

在
日
コ
リ
ア
ン
に
と
っ
て
、
戦
前
・
戦
中
の
丹
波
篠
山
が
「
記
号
」
と
し
て

の
存
在
を
強
い
ら
れ
る
場
だ
っ
た
な
ら
ば
、
戦
後
は
固
有
の
「
実
体
」
を
取
り

戻
す
場
と
な
っ
た
。
第
三
章
「
丹
波
篠
山
に
お
け
る
在
日
コ
リ
ア
ン
の
戦
後
」

は
、
言
葉
を
愛
し
む
詩
人
細
見
が
感
じ
ら
れ
る
。
戦
後
、
失
っ
た
民
族
文
化
を

取
戻
す
た
め
、
短
期
契
約
で
公
会
堂
を
借
り
民
族
学
校
が
篠
山
に
設
置
さ
れ
る
。

だ
が
賃
貸
期
間
を
越
え
て
も
学
校
は
立
ち
退
か
な
か
っ
た
。
後
に
作
成
さ
れ
た

行
政
文
書
の
、
公
民
館
が
「
一
時
期
朝
鮮
人
連
盟
に
押
収
さ
れ
」
と
い
う
文
言

に
細
見
は
注
目
す
る
。「
貸
し
た
」
や
「
占
領
さ
れ
」
で
な
く
「
押
収
さ
れ
」

と
い
う
言
葉
は
、
日
本
の
朝
鮮
に
対
す
る
責
任
、
朝
鮮
人
へ
の
眼
差
し
、
公
会

堂
の
被
害
者
意
識
を
絶
妙
に
表
現
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
複
雑
な
感
情
に
覆
わ

れ
た
歴
史
に
ど
う
向
き
合
う
べ
き
か
。
市
民
の
一
人
と
し
て
彼
は
願
っ
て
い
る
、

短
い
間
で
あ
れ
彼
ら
が
学
校
を
設
置
出
来
た
こ
と
を
「
む
し
ろ
誇
ら
し
い
記
憶

と
し
て
捉
え
返
し
、
次
世
代
に
伝
え
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
か
」
と
。

　
「
移
動
」
を
巡
る
問
題
は
深
刻
化
し
つ
つ
あ
る
。
私
た
ち
は
よ
く
同
時
代
の

世
界
と
日
本
と
い
う
共
時
的
視
座
で
問
題
を
眺
め
る
。
だ
が
日
本
の
過
去
と
現

在
と
い
う
通
時
的
視
座
か
ら
見
え
て
く
る
も
の
も
多
い
は
ず
だ
。�

（�

リ
ン
ダ 

）

�

（
八
八
頁　

本
体
六
二
〇
円　

5
月
刊
）

消
え
た
ヤ
マ
と 

在
日
コ
リ
ア
ン

丹
波
篠
山
か
ら
考
え
る

細
見
和
之
、
松
原
薫
、
川
西
な
を
恵
著

岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
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話題の本棚

メ
デ
ィ
ア
研
究
と
文
学
研
究
の
新
時
代
を
告
げ
た
大
著

　

私
た
ち
の
生
活
一
切
は
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
メ
デ
ィ
ア
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
ク
リ
シ
ェ
的
認
識
に
よ
り
、
メ
デ
ィ
ア
研
究
は
重
要
性
を
増
す
一
方
だ
。

中
で
も
最
近
注
目
を
集
め
て
い
る
の
が
、
本
書
の
著
者
キ
ッ
ト
ラ
ー
で
あ
る
。

没
後
一
〇
年
を
目
前
に
し
て
、
こ
の
革
新
的
な
メ
デ
ィ
ア
論
者
の
初
期
代
表
作

の
邦
訳
が
つ
い
に
刊
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
画
期
的
な
出
来
事
だ
と
言
え
よ
う
。

　
一
つ
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
ド
イ
ツ
文
学
と
、
更
に
幾
つ
も
の
メ
デ
ィ
ア

　

本
書
の
も
と
と
な
っ
た
論
文
は
、
キ
ッ
ト
ラ
ー
が
ド
イ
ツ
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク

大
学
へ
一
九
八
二
年
に
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
学
研
究
と
し
て
審
査
を
受

け
た
こ
の
労
作
は
、
従
来
の
文
学
解
釈
の
枠
組
み
を
大
き
く
超
え
出
て
い
た
。

例
え
ば
文
学
作
品
を
言
語
使
用
一
般
の
内
に
含
め
入
れ
、
そ
の
総
体
を
分
析
し

よ
う
と
す
る
態
度
。
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
フ
ー
コ
ー
に
よ
る
言
説
分
析

に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
言
説
を
読
み
解
く
際
に
用
い

ら
れ
る
「
現
実
的
な
も
の
」、「
象
徴
的
な
も
の
」
と
い
う
用
語
。
当
時
は
殆
ど

ド
イ
ツ
で
受
容
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
ラ
カ
ン
の
言
葉
だ
。
そ
の
他
多
く
の
フ
ラ

ン
ス
思
想
を
参
照
し
た
晦
渋
極
ま
り
な
い
文
章
が
、
当
時
の
先
輩
研
究
者
の
不

興
を
買
う
こ
と
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
若
き
キ
ッ
ト
ラ
ー
は
長
期
に
わ
た
り
学

界
の
周
縁
に
追
い
や
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。

　

こ
う
し
た
特
異
な
形
式
で
追
及
さ
れ
た
「
書
き
取
り
シ
ス
テ
ム
」
と
は
何
だ

っ
た
の
か
。
キ
ッ
ト
ラ
ー
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
そ
の
語
は
「
あ
る
所
与
の
文
化

に
お
い
て
、
有
意
味
な
デ
ー
タ
を
ア
ド
レ
ス
指
定
し
送
り
、
記
録
保
存
し
、
処

理
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
諸
技
術
と
諸
制
度
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
を
指

す
と
い
う
。
表
現
の
端
々
か
ら
分
か
る
通
り
、
キ
ッ
ト
ラ
ー
は
情
報
工
学
的
な

発
想
で
「
シ
ス
テ
ム
」
を
知
ろ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
彼
は
、
言
説
分

析
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
分
析
を
包
括
し
た
視
座
を
得
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
フ

ー
コ
ー
が
見
過
ご
し
た
「
情
報
技
術
上
の
諸
革
新
」
が
起
き
た
一
九
〇
〇
年
頃

の
「
言
葉
と
物
」
を
、
新
た
に
俯
瞰
す
る
術
を
発
見
し
た
の
だ
。

　
文
学
と
メ
デ
ィ
ア
の
過
去
、
未
来
の
た
め
に

　

人
文
学
に
お
け
る
本
書
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
独
創
性
は
こ
こ
ま
で
述
べ
た
通
り

で
あ
る
。
だ
が
重
要
な
の
は
、
そ
の
驚
嘆
を
呼
ぶ
試
み
が
、
同
時
に
網
羅
的
で

丹
念
な
古
典
解
釈
を
基
盤
と
し
て
い
る
と
い
う
点
だ
。
そ
れ
は
キ
ッ
ト
ラ
ー
が

取
り
組
む
一
八
〇
〇
年
前
後
、
一
九
〇
〇
年
頃
と
い
う
二
つ
の
時
代
区
分
か
ら

も
明
ら
か
だ
。
こ
れ
ら
は
ど
ち
ら
も
、
ド
イ
ツ
文
学
の
大
作
家
た
ち
が
乱
立
し

た
類
ま
れ
な
時
期
な
の
だ
か
ら
。
ゲ
ー
テ
時
代
と
呼
ば
れ
る
一
八
〇
〇
年
頃
を

生
き
た
啓
蒙
主
義
者
や
ロ
マ
ン
主
義
詩
人
の
言
説
を
、
そ
の
背
後
か
ら
問
い
倒

す
キ
ッ
ト
ラ
ー
。
そ
れ
が
一
九
〇
〇
年
頃
と
な
る
と
、
リ
ル
ケ
や
カ
フ
カ
の
文

学
の
み
な
ら
ず
、
理
系
諸
科
学
の
実
験
を
次
々
と
相
手
取
る
。
そ
の
姿
に
は
テ

ク
ス
ト
、
作
者
、
そ
し
て
文
理
を
問
わ
ぬ
諸
学
へ
の
深
い
理
解
が
伺
え
る
。

　

文
学
も
含
め
、
現
代
は
複
数
の
メ
デ
ィ
ア
、
複
数
の
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が

並
存
し
て
い
る
。
キ
ッ
ト
ラ
ー
が
明
か
し
た
視
座
の
真
価
が
問
わ
れ
る
の
は
こ

れ
か
ら
だ
。
彼
が
残
し
た
こ
の
本
を
、
私
た
ち
は
理
解
し
よ
う
と
せ
ね
ば
な
る

ま
い
。
そ
の
た
め
に
、
余
り
に
多
く
読
む
こ
と
に
な
ろ
う
と
も
。�

（�

と
よ 

）

�

（
八
五
〇
頁　

本
体
八
五
〇
〇
円　

5
月
刊
）

書
き
取
り
シ
ス
テ
ム

１
８
０
０・
１
９
０
０

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
キ
ッ
ト
ラ
ー
著

大
宮
勘
一
郎
・
石
田
雄
一
訳

イ
ン
ス
ク
リ
プ
ト



綴　　　　葉 2021. 8. 10

4

新
人�

Ｂ
（
以
下
「
新
」）：
と
い
う
わ
け
で
、
こ
の
度

は
綴
葉
四
〇
〇
号
を
記
念
し
て
、
い
ろ
い
ろ
と

情
報
を
教
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
！

綴
葉�

先
生
（
以
下
「
綴
」）：
お
お
お
。
や
っ
と
私
の

収
集
が
役
に
立
つ
時
が
来
ま
し
た
ね
。
一
緒
に

綴
葉
の
歴
史
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

創
刊
は
一
九
七
五
年

綴
：�

綴
葉
の
創
刊
は
一
九
七
五
年
の
一
〇
月
、
今
か

ら
四
六
年
前
だ
。
当
時
は
月
刊
誌
で
は
な
く
、

サ
イ
ズ
も
Ａ
4
だ
っ
た
。
こ
こ
に
現
物
が
あ
る

か
ら
見
て
ご
ら
ん
。

新
：�

う
わ
！　

全
然
違
う
。

大
学
教
授
も
書
評
し

て
い
る
ん
で
す
ね
。

綴
：�

当
時
は
大
学
の
先
生

に
書
評
を
依
頼
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
新
刊
ベ

ス
ト
セ
ラ
ー
な
ど
今
は
な
い
企
画
も
多
い
。
そ

し
て
雑
誌
が
綴
葉
と
い
う
名
前
に
決
ま
る
ま
で

に
難
航
し
二
ヵ
月
か
か
っ
た
ら
し
い
。

新
：�

最
後
の
頁
に
《「
み
ん
な
の
声
の
集
い
」
と
い

う
意
味
を
求
め
な
が
ら
も
、
定
着
す
る
は
今
後

の
活
動
次
第
》
と
か
い
て
あ
り
ま
す
。

綴
：�

創
刊
し
た
彼
ら
も
、
ま
さ
か
四
〇
〇
号
ま
で
続

く
老
年
の
書
評
誌
に
な
る
と
は
思
っ
て
い
な
か

っ
た
だ
ろ
う
ね
。

九
〇
年
代

綴
：�

し
か
し
そ
の
後
一
〇
年
間
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー

は
殆
ど
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
国
立
国
会
図
書

館
へ
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
四
七
号
以

降
だ
。
今
回
は
九
〇
年
以
降
を
み
て
い
こ
う
。

　

当
た
り
前
だ
が
綴
葉
は
新
刊
を
扱
っ
て
い
る

だ
け
あ
っ
て
時
代
時
代
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。

オ
ウ
ム
事
件
や
女
子
高
生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
事
件

な
ど
時
の
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
巻
き
起
こ
し
た

事
件
が
起
き
れ
ば
、
そ
の
本
が
出
て
く
る
ん
だ
。

新
：
現
代
史
を
本
を
通
じ
て
み
て
る
よ
う
で
す
ね
。

綴
：�

そ
ん
な
中
九
〇
年
代
に
特
徴
的
な
の
は
や
は
り

世
紀
末
と
い
う
空
気
だ
ろ
う
。
特
集
だ
け
で
も

「
自
然
科
学
―
―
そ
の
到
達
点
と
こ
れ
か
ら
」

「
情
報
化
社
会
」「
日
本
の
進
路
」
な
ど
未
来
志

向
の
文
章
が
多
い
。
こ
の
頃
出
た
ア
ル
ビ
ン
・

ト
フ
ラ
ー
の
『
パ
ワ
ー
シ
フ
ト
』
や
日
経
新
聞

編
著
の
『
2
0
2
0
年
か
ら
の
警
鐘
―
日
本
が

消
え
る
』
な
ど
は
今
読
ん
で
も
面
白
い
か
も
し

れ
な
い
ね
。

新
：�

確
か
に
今
、
未
来
へ
の
警
告
や
不
安
と
い
う
も

の
を
具
体
的
に
扱
う
本
は
少
な
い
気
が
し
ま
す
。

綴
：�

迫
り
く
る
二
一
世
紀
へ
の
期
待
と
不
安
は
綴
葉

に
も
表
れ
て
い
る
。
今
で
も
と
り
あ
げ
ら
れ
る

性
愛
・
漫
画
・
詩
な
ど
お
な
じ
み
の
テ
ー
マ
は

勿
論
あ
る
け
ど
ね
。
綴
葉
の
一
つ
の
理
念
《
教

養
主
義
》
と
い
う
視
点
で
見
た
時
、
時
代
を
通

じ
て
も
変
わ
ら
な
い
教
養
と
、
時
代
時
代
で
必

要
と
さ
れ
る
教
養
が
あ
る
の
が
見
え
て
く
る
か

綴葉のこれまでを振り返る
　遂に記念すべき四〇〇号の刊行を迎えた書評誌『�綴葉 』。しかし今年入ったばかりの

新人Bは綴葉の歴史について何も知らなかった。そんなある日京都大学には防空壕が

あり、その場所では綴葉バックナンバーを収集する熱烈な読者が日夜パイプをふかし

ているという情報をゲットする。先輩も知らない綴葉の歴史を知るために新人Bは�

防空壕を探し当てた。そこでは「先生」と呼ばれる一人の古風な男が、不敵な笑みを

浮かべて佇んでいた……。

特集（1）
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も
し
れ
な
い
。

新
：�
で
た
ぁ
！　
《
教
養
主
義
》
！　

難
し
そ
ぅ
。

で
も
た
し
か
に
創
刊
号
で
最
初
に
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
九
鬼
周
造
『
い
き
の
構
造
』
は
今
で

も
目
に
し
ま
す
。
し
か
し
こ
う
し
て
見
る
と
殆

ど
の
本
が
絶
版
し
て
ま
す
ね
ぇ
。

綴
：�

数
十
年
の
時
を
越
え
ら
れ
る
本
と
い
う
の
は
あ

ま
り
な
い
ん
だ
。
人
と
の
出
会
い
と
同
じ
よ
う

に
、
本
と
の
出
会
い
も
一
期
一
会
か
も
し
れ
な

い
。
気
に
な
っ
た
本
は
そ
の
時
買
わ
な
い
と
、

二
度
と
出
会
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
…
…
。

ゼ
ロ
年
代

新
：
そ
し
て
世
紀
を
跨
ぐ
わ
け
で
す
ね
。

綴
：�

う
む
。
た
だ
二
一
世
紀
に
な
っ
た
瞬
間
に
大
き

く
変
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
九
・
一
一

の
影
響
な
の
か
そ
の
ほ
か
の
年
代
と
比
べ
て
、

国
や
政
治
に
つ
い
て
扱
っ
て
い
る
も
の
が
目
に

付
く
ね
。

新
：�

ほ
ん
と
だ
！　

ゼ
ロ
年
代
の
特
集
を
見
る
と
、

「
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
」「
韓
国
」「
イ
ラ
ク
戦
争

に
思
う
事
ご
と
」「
江
戸
」
の
よ
う
に
、
特
定

の
国
や
文
化
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
も
の
が
多

く
見
つ
か
り
ま
す
ね
。
し
か
し
な
ん
だ
か
特
集

の
表
現
が
…
…
。

綴
：�

お
、
君
も
気
づ
い
た
か
い
。「
お
こ
し
や
す
」

「
お
な
か
す
い
た
…
…
」「
あ
あ
、
答
え
教
え

て
！　

安
眠
の
日
は
い
ず
こ
…
…
」
こ
れ
が
当

時
の
特
集
の
お
題
な
ん
だ
よ
。「
お
こ
し
や
す
」

で
は
、『
泥
沼
ウ
ォ
ー
カ
ー
』『
愛
の
空
間
』
が

見
逃
せ
な
い
ね
。
ま
さ
か
京
都
と
ラ
ブ
ホ
を
結

び
つ
け
る
と
は
…
…
。

新
：
こ
ん
な
に
ポ
ッ
プ
な
ん
で
す
ね
！

綴
：�「
昔
は
厳
し
か
っ
た
」
と
人
は
言
い
が
ち
だ
が
、

ど
の
昔
を
と
る
か
で
意
味
が
変
わ
る
。
こ
の
時

代
の
綴
葉
は
、
も
う
一
つ
の
理
念
で
あ
る
《
学

生
の
身
近
さ
》
を
意
識
し
て
い
る
の
か
も
し
れ

な
い
ね
。

新
：�《
学
生
の
身
近
さ
》
…
…
。
え
へ
へ
。
私
も
最

近
綴
葉
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
漫
画
買
っ
ち
ゃ
っ

た
ん
で
す
よ
ね
ぇ
ー
。

綴
：（
閉
口
）

表
紙
の
変
遷

新
：�
そ
う
い
え
ば
、
漫
画
で
思
い
出
し
た
ん
で
す
け

ど
、
こ
う
し
て
見
る
と
表
紙
の
絵
だ
け
で
も
全

然
違
い
ま
す
ね
。

綴
：�

う
む
。
創
刊
号
で
「
鶴
と
太
陽
」
と
い
う
格
式

高
い
表
紙
だ
っ
た
が
、
こ
れ
も
時
代
時
代
で
大

き
く
異
な
る
。
さ
っ
き
見
た
九
〇
年
代
の
こ
れ

を
み
た
ま
え
。

新
：�

あ
れ
、
ウ
ル
●
ラ
マ
ン
。
あ
れ
、
こ
っ
ち
に
も

ウ
ル
ト
●
マ
ン
。

綴
：�

九
〇
年
代
中
頃
で
は
、

こ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

が
綴
葉
の
マ
ス
コ
ッ

ト
と
な
り
必
ず
登
場
し
て
い
た
。
翻
っ
て
ゼ
ロ

年
代
の
こ
れ
を
見
た
ま
え
。

新
：�

お
お
！　

か
わ
い
い
～
。
え
、
こ
れ
な
ん
て
読

む
の
？　

あ
っ
、
そ
う
い
う
こ
と
か
。

綴
：�

そ
う
、
こ
の
頃
は
イ
ラ
ス
ト
だ
け
じ
ゃ
な
く
本

の
引
用
文
が
載
せ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
時
に

中
国
語
だ
っ
た
り
フ
ラ
ン
ス
語
だ
っ
た
り
し
た
。

新
：�

こ
れ
は
こ
れ
で
味
が
あ
り
ま
す
ね
ぇ
～
。
で
も

そ
う
や
っ
て
考
え
る
と
一
〇
年
代
か
ら
の
表
紙

は
シ
ン
プ
ル
で
す
ね
。

綴
：�

表
紙
の
絵
も
時
代
時
代
の
影
響
を
受
け
る
。
し

か
し
君
た
ち
が
振
り
返
っ
て
い
る
よ
う
に
、
も

し
か
し
た
ら
イ
ラ
ス
ト
も
一
周
ま
わ
っ
て
原
点

回
帰
を
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
ね
。

一
〇
年
代
〜
現
代

綴
：�

よ
し
よ
し
、
順
調
に
現
代
へ
と
近
づ
い
て
き
た

な
。
こ
こ
ま
で
来
る

と
だ
い
ぶ
親
し
み
も

湧
い
て
く
る
ね
。

新
：�

そ
う
で
す
ね
、
特
集

の
テ
ー
マ
も
、
少
し
落
ち
着
い
て
き
ま
し
た
ね
。

綴
：�「
電
車
で
読
め
る
本
」「
お
休
み
前
に
読
む
本
」

な
ど
、
本
を
読
む
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
テ
ー

マ
に
し
た
特
集
が
多
い
の
は
こ
の
時
代
の
特
徴

か
も
し
れ
な
い
ね
。
一
〇
年
代
は
ス
マ
ホ
の
普

及
と
重
な
る
ん
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
「
本
を
読
む

時
間
」
と
い
う
も
の
を
明
示
し
だ
し
た
の
か
も
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の
か
も
し
れ
な
い
ね
。

変
わ
ら
な
い
も
の
、
変
わ
っ
て
い
く
も
の

新
：�

こ
こ
ま
で
読
ん
で
み
て
、
綴
葉
も
色
々
変
わ
っ

て
き
た
ん
だ
な
ぁ
と
思
い
ま
す
ね
ぇ
。

綴
：�

も
ち
ろ
ん
変
わ
ら
な
い
本
も
あ
る
。
新
入
生
号

を
見
れ
ば
毎
年
誰
か
し
ら
が
カ
ン
ト
や
ヘ
ー
ゲ

ル
・
ア
ー
レ
ン
ト
と
い
っ
た
思
想
家
を
上
げ
て

い
る
の
に
気
づ
く
は
ず
だ
よ
。

新
：
出
た
！　

再
び
《
教
養
主
義
》
！

綴
：�

そ
れ
に
吉
本
ば
な
な
や
村
上
春
樹
な
ん
か
も
一

貫
し
て
登
場
し
て
る
だ
ろ
う
。
こ
の
号
を
見
て

ご
ら
ん
。

新
：
お
お
お
お
、
若
手
作
家
っ
て
書
い
て
あ
る
！

綴
：�

今
で
こ
そ
大
御
所
の
作
家
も
、
こ
の
こ
ろ
は
若

手
だ
っ
た
。
そ
う
考
え
る
と
綴
葉
は
数
十
年
追

い
か
け
て
、
い
つ
も
新
刊
を
紹
介
し
て
い
る
熱

烈
な
読
者
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
ね
。

新
：
海
外
の
作
家
は
ど
う
で
す
か
？

綴
：�

サ
ガ
ン
の
『
悲
し
み
よ
、
こ
ん
に
ち
は
』
や
サ

リ
ン
ジ
ャ
ー
の
『
ラ
イ
麦
畑
で
つ
か
ま
え
て
』

は
定
期
的
に
登
場
す
る
。
こ
れ
は
名
作
だ
か
ら

と
い
う
の
も
そ
の
通
り
だ
が
、
読
者
で
あ
る
大

学
生
を
強
く
意
識
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

新
：�

た
し
か
に
三
〇
年
の
歴
史
を
見
て
い
て
も
、
愛

や
青
春
を
扱
っ
た
特
集
は
定
期
的
に
や
っ
て
い

る
気
が
し
ま
す
。

綴
：�

学
生
と
は
常
に
青
春
の
真
ん
中
を
生
き
て
い
る

か
ら
ね
。

新
：
う
～
ん
…
…
。

綴
：
ど
う
し
た
ん
だ
い
？

新
：�

最
近
、
何
の
本
扱
え
ば
い
い
か
わ
か
ん
な
く
て
。

綴
葉
の
歴
史
を
振
り
返
れ
ば
わ
か
る
と
思
っ
た

ん
で
す
よ
。
で
も
専
門
書
や
漫
画
、
絵
本
に
詩
。

何
を
扱
っ
て
い
い
か
全
然
ヒ
ン
ト
に
な
ら
な
い

で
す
。

綴
：�

京
大
の
自
由
と
は
常
に
多
様
性
の
中
に
あ
る
も

の
だ
か
ら
、
そ
れ
で
い
い
ん
だ
よ
。
成
功
や
型

に
嵌
ら
な
く
て
い
い
。
自
分
が
面
白
い
と
思
っ

た
本
や
、
読
ん
で
ほ
し
い
と
思
っ
た
本
を
書
け

ば
綴
葉
の
未
来
は
続
い
て
い
く
は
ず
さ
。

新
：�

な
る
ほ
ど
！　

そ
う
い
え
ば
さ
っ
き
の
漫
画
の

新
刊
ま
だ
買
っ
て
な
か
っ
た
！

綴
：（
お
い
お
い
）

◆
お
話
を
聞
い
て

―
―
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
俯
瞰
し
て
綴
葉
を
知
ろ
う

と
し
て
も
一
貫
し
た
特
徴
が
掴
め
な
い
く
ら
い
バ
ラ

エ
テ
ィ
豊
富
な
本
が
そ
ろ
っ
て
い
ま
し
た
。
ど
の
綴

葉
を
と
っ
て
み
て
も
知
ら
な
い
本
と
の
出
会
い
が
あ

り
、
読
ん
で
み
た
く
な
る
書
評
が
あ
り
ま
し
た
。
最

後
に
綴
葉
委
員
が
過
去
の
綴
葉
を
振
り
返
る
中
で
、

改
め
て
読
者
に
薦
め
た
い
本
を
紹
介
し
ま
す
。
古
い

手
紙
を
読
み
解
く
よ
う
に
、
過
去
の
綴
葉
か
ら
届
い

た
本
を
手
に
取
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

し
れ
な
い
。『
オ
リ
エ
ン
ト
急
行
の
殺
人
』『
深

夜
特
急
』
な
ど
は
、
電
車
で
読
む
の
に
ピ
ッ
タ

リ
だ
ろ
う
。

新
：�
言
わ
れ
て
み
れ
ば
電
車
の
中
で
も
、
最
近
は
ス

マ
ホ
で
遊
ん
じ
ゃ
い
ま
す
ね
ぇ
。

綴
：�

遊
び
と
い
え
ば
、
一
〇
年
一
一
月
の
特
集
は

「
遊
び
」
だ
。
こ
の
巻
頭
言
、
読
ん
で
ご
ら
ん
。

新
：�

な
に
な
に
、「
遊
び
と
い
え
ば
『
飲
む
、
打
つ
、

買
う
』
…
…
こ
の
よ
う
な
典
型
に
回
収
さ
れ
な

い
遊
び
方
こ
そ
遊
び
の
本
質
に
か
な
っ
た
も
の

で
あ
る
よ
う
に
も
思
え
て
き
ま
す
。」
!?

綴
：
こ
ん
な
内
容
、
今
は
想
像
も
つ
か
な
い
だ
ろ
う
。

新
：�

ツ
ッ
コ
ミ
ど
こ
ろ
満
載
で
す
よ
！　

急
に
二
〇

一
〇
年
を
遠
く
に
感
じ
ま
し
た
。

綴
：�

一
〇
年
と
い
う
変
化
は
そ
れ
だ
け
大
き
い
。
こ

こ
数
年
の
特
集
の
テ
ー
マ
は
「
憂
本
」「
手
紙
」

「
死
」「
孤
独
」。

新
：�

う
ぉ
お
お
お
。
暗
い
。
な
ん
だ
か
暗
い
！

綴
：�

も
ち
ろ
ん
そ
れ
だ
け
じ
ゃ
な
い
。
し
か
し
こ
う

い
う
変
化
は
本
が
求
め
ら
れ
る
環
境
の
変
化
か

も
し
れ
な
い
。
日
夜
ス
マ
ホ
に
繋
が
れ
、
情
報

収
集
が
手
軽
に
で
き
る
世
界
で
、
本
に
求
め
ら

れ
る
役
割
と
は
何
だ
ろ
う
。

新
：
え
…
…
。

綴
：�

今
の
編
集
委
員
は
そ

ん
な
こ
と
を
考
え
て

特
集
を
選
ん
で
い
る
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か
ら
ね
。

新
：
う
～
ん
…
…
。

綴
：
ど
う
し
た
ん
だ
い
？

新
：�

最
近
、
何
の
本
扱
え
ば
い
い
か
わ
か
ん
な
く
て
。

綴
葉
の
歴
史
を
振
り
返
れ
ば
わ
か
る
と
思
っ
た

ん
で
す
よ
。
で
も
専
門
書
や
漫
画
、
絵
本
に
詩
。

何
を
扱
っ
て
い
い
か
全
然
ヒ
ン
ト
に
な
ら
な
い

で
す
。

綴
：�

京
大
の
自
由
と
は
常
に
多
様
性
の
中
に
あ
る
も

の
だ
か
ら
、
そ
れ
で
い
い
ん
だ
よ
。
成
功
や
型

に
嵌
ら
な
く
て
い
い
。
自
分
が
面
白
い
と
思
っ

た
本
や
、
読
ん
で
ほ
し
い
と
思
っ
た
本
を
書
け

ば
綴
葉
の
未
来
は
続
い
て
い
く
は
ず
さ
。

新
：�

な
る
ほ
ど
！　

そ
う
い
え
ば
さ
っ
き
の
漫
画
の

新
刊
ま
だ
買
っ
て
な
か
っ
た
！

綴
：（
お
い
お
い
）

◆
お
話
を
聞
い
て

―
―
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
俯
瞰
し
て
綴
葉
を
知
ろ
う

と
し
て
も
一
貫
し
た
特
徴
が
掴
め
な
い
く
ら
い
バ
ラ

エ
テ
ィ
豊
富
な
本
が
そ
ろ
っ
て
い
ま
し
た
。
ど
の
綴

葉
を
と
っ
て
み
て
も
知
ら
な
い
本
と
の
出
会
い
が
あ

り
、
読
ん
で
み
た
く
な
る
書
評
が
あ
り
ま
し
た
。
最

後
に
綴
葉
委
員
が
過
去
の
綴
葉
を
振
り
返
る
中
で
、

改
め
て
読
者
に
薦
め
た
い
本
を
紹
介
し
ま
す
。
古
い

手
紙
を
読
み
解
く
よ
う
に
、
過
去
の
綴
葉
か
ら
届
い

た
本
を
手
に
取
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　

橋
本
治
の
デ
ビ
ュ
ー
作
に
し
て
一
二
年
続
い
た
長

編
シ
リ
ー
ズ
の
第
一
部
。
他
人
を
求
め
て
い
る
の
に
、

傷
つ
く
の
を
恐
れ
て
表
面
的
な
関
係
に
留
ま
る
若
者

達
の
葛
藤
は
、
刊
行
か
ら
四
〇
年
経
っ
た
今
も
通
ず

る
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
。「
人
生
っ
て
、
い
く
ら
で

も
や
り
直
し
が
き
く
ん
だ
よ
ね
」。
橋
本
治
は
き
っ

と
今
も
、
失
敗
を
恐
れ
て
踏
み
出
せ
な
い
人
々
に
同

じ
言
葉
を
投
げ
か
け
る
は
ず
だ
。

�

（
四
四
五
頁　

本
体
六
八
〇
円
）（�

き
も
の 
）

　

芸
術
都
市
と
し
て
名
高
い
二
つ
の
街
、
京
都
と
フ

ィ
レ
ン
ツ
ェ
―
―
。
本
書
は
両
市
の
姉
妹
都
市
提
携

40
周
年
を
記
念
し
て
開
か
れ
た
二
度
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
纏
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中

で
も
、『
源
氏
物
語
』
へ
の
考
察
が
面
白
い
。
我
々

の
住
む
京
都
と
い
う
街
は
、
実
に
様
々
な
顔
を
持
っ

て
い
る
。
芸
術
と
し
て
京
都
を
見
た
と
き
、
普
段
と

違
う
こ
の
街
の
表
情
を
見
つ
け
る
こ
と
に
な
る
。

�

（
二
七
四
頁　

本
体
一
五
〇
〇
円
）（�

出
席
点 

）
　

脚
本
家
と
小
説
家
に
よ
る
、
紙
の
書
物
を
め
ぐ
る

対
談
で
あ
る
。
そ
の
話
は
太
古
の
記
憶
術
の
話
題
へ
、

イ
タ
リ
ア
映
画
の
議
論
へ
、
次
々
と
展
開
し
、
両
者

の
紙
の
書
物
へ
の
想
い
が
伺
え
る
。
本
と
は
似
て
非

な
る
も
の
が
登
場
し
た
と
し
て
も
、
本
は
本
の
ま
ま

だ
、
と
ウ
ン
ベ
ル
ト
・
エ
ー
コ
は
述
べ
て
い
る
。
本
書

が
出
版
さ
れ
て
か
ら
一
〇
年
経
っ
た
今
、
果
た
し
て

「
本
」
の
あ
り
方
は
こ
の
頃
と
同
じ
だ
と
言
え
る
だ
ろ

う
か
。�

（
四
七
二
頁　

本
体
二
八
〇
〇
円
）（�

茫
漠 

）

桃
尻
娘

橋
本
治
著

ポ
プ
ラ
文
庫

芸
術
都
市
の
創
造

京
都
と
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
対
話

今
道
友
信
ほ
か
著　

Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所

も
う
す
ぐ
絶
滅
す
る
と
い
う
紙
の
書
物
に
つ
い
て

ウ
ン
ベ
ル
ト
・
エ
ー
コ
、ジ
ャ
ン
ク
ロ
ー
ド
・
カ
リ
エ
ー
ル
著 

工
藤
妙
子
訳　

Ｃ
Ｃ
Ｃ
メ
デ
ィ
ア
ハ
ウ
ス

　

九
四
年
に
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
綴
葉
で
も
「
話

題
」
で
扱
わ
れ
た
本
。
孫
娘
と
分
か
り
合
え
な
い
ま

ま
見
送
っ
た
祖
母
は
、
そ
の
溝
を
埋
め
る
た
め
に
手

紙
を
書
き
始
め
た
。
本
書
は
、
こ
の
手
紙
と
い
う
形

式
で
展
開
し
て
い
く
。
そ
こ
に
は
母
の
出
生
の
秘
密

と
顛
末
、
そ
し
て
祖
母
の
人
生
が
書
か
れ
て
い
た
。

《
心
の
声
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
》。
簡
単
な
よ
う
で
難

し
い
こ
の
言
葉
を
、
自
身
の
後
悔
と
反
省
を
も
と
に

語
り
掛
け
て
い
く
。

�

（
二
一
六
頁　

本
体
一
四
〇
〇
円
）（�

き
も
の 

）
　

ね
え
、
君
は
恋
し
た
こ
と
が
あ
る
か
い
？　

自
分

の
親
く
ら
い
の
、
大
の
大
人
に
―
―
。
本
書
の
主
人

公
は
15
歳
の
男
の
子
。
道
端
で
介
抱
さ
れ
た
こ
と
を

き
っ
か
け
に
、
母
親
ほ
ど
の
歳
の
女
性
に
恋
を
す
る
。

彼
女
は
決
ま
っ
て
彼
に
朗
読
を
頼
む
の
だ
っ
た
…
…
。

「
坊
や
」、
彼
女
は
い
う
。「
坊
や
」。
彼
は
人
知
れ
ず
、

彼
女
の
秘
密
に
近
づ
こ
う
と
す
る
が
…
…
。
読
後
、

僕
ら
は
彼
に
自
分
を
重
ね
て
い
た
こ
と
に
気
づ
く
。

な
ぜ
重
ね
る
か
っ
て
？　

―
―
坊
や
だ
か
ら
さ
。

�

（
二
七
二
頁　

本
体
五
五
〇
円
）（�

出
席
点 
）

　
「
若
者
」
語
り
は
い
つ
の
時
代
も
曖
昧
に
、
都
合

よ
く
語
ら
れ
る
。
社
会
学
者
で
あ
る
著
者
は
そ
ん
な
、

時
代
ご
と
の
「
若
者
」
の
実
態
を
、
様
々
な
統
計
を

用
い
て
探
ろ
う
と
す
る
。

　

最
後
に
、
著
者
は
「
日
本
の
若
者
は
幸
せ
だ
」
と

結
論
づ
け
て
い
る
。
こ
の
評
価
が
楽
観
的
す
ぎ
る
と

感
じ
て
し
ま
う
の
は
、
感
染
症
に
よ
っ
て
様
々
な
生

き
づ
ら
さ
が
顕
在
化
し
た
こ
の
時
代
の
せ
い
だ
ろ
う

か
。

�

（
三
〇
四
頁　

本
体
一
八
〇
〇
円
）（�

茫
漠 

）

心
の
お
も
む
く
ま
ま
に

<

新
装
版>

ス
ザ
ン
ナ
・
タ
マ
ー
ロ
著　

泉
典
子
訳　

草
思
社

朗
読
者

ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
シ
ュ
リ
ン
ク
著

新
潮
社

絶
望
の
国
の
幸
福
な
若
者
た
ち

古
市
憲
寿
著

講
談
社



綴　　　　葉 2021. 8. 10

8

　中国には「修
シウバイシークウトンジヨウ

百世可同舟」
という諺がある。これが意
味するのは、「誰かと同じ
船で川をわたるためには、
三百年祈らなくてはならな
い」ということ。つまり、

「どんな関係にも理由があ
る」ということ。私たちは偶然に出会うので
はない。恋人なら三千年、親子なら千年の祈
りが、そこにはある。長く深い祈りの末、私
たちは出会う。「たがいが会って話すには�
――長い年月の深い祈りが必ずあったんです。
ここにわたしたちがたどり着くためにです」。
　全一〇篇からなる本書『千年の祈り』の著
者イーユン・リーは、北京生まれの北京育ち。
しかし彼女は、中国語ではなく英語で書く。
なぜなら、中国語で書くときは自己検閲して
しまうから。しかし、母語ではない言語を用
いることによって逆に、その文体はまるで冷
えた刃物のように、鋭く研ぎ澄まされたもの
となっている。飾り気のない淡々とした語り
口は、物語全体に漂う悲哀を見事に表現して
いる。とくに印象深いのは、林

リン

ばあさんの恋
物語を描いた「あまりもの」という短編だ。
　林ばあさんはあまりものだ。居場所を見つ
けたと思っても、すぐにそこから追い出され
る。誰かに恋をしても、その恋ははかなく砕
け散る。学校の家政婦をしているとき、彼女
は六歳の男の子に恋をしたが、その恋もやは
り実らなかった。「愛の幸せは流星のように
飛び去って、愛の痛みはそのあとに続く闇の
よう」。だから、孤独な林ばあさんは思う�
――「この道を行く人は、自分の脚の向かう
先がどこなのか、みなわかっているらしい。
でも彼らの一員でなくなってから、林ばあさ
んにはそれがどこかがよくわからない」。
　哀しげな美しさに満ちた一冊だ。�（�ぱや ）
� （254 頁　本体 2000 円）

千年の祈り
イーユン・リー著　篠森ゆりこ訳

新潮クレスト・ブックス

　

お
待
た
せ
し
ま
し
た
！　
『�

綴
葉 

』
に
挟
ま
れ
た
一
枚
の
紙
、「
綴
葉
読
者
カ
ー
ド
」。
そ
こ
に
あ
る
「
今

後
取
り
上
げ
て
ほ
し
い
本
」
と
い
う
欄
。
読
者
の
方
は
こ
れ
ま
で
、
こ
こ
に
た
く
さ
ん
の
本
を
書
い
て
く

だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
本
企
画
で
は
、
読
者
の
方
の
リ
ク
エ
ス
ト
に
お
応
え
し
て
、
厳
選
し
た
五
冊
の

本
を
取
り
上
げ
ま
す
。
書
棚
の
前
に
立
ち
、
自
分
で
じ
っ
く
り
と
本
を
選
ぶ
の
も
良
い
。
け
れ
ど
、
人
か

ら
思
い
が
け
な
い
本
を
ぽ
ん
と
手
渡
さ
れ
る
の
も
ま
た
楽
し
い
―
―
。
私
た
ち
編
集
委
員
が
思
い
が
け
ず

出
会
っ
た
本
た
ち
に
、
読
者
の
皆
さ
ま
も
思
い
が
け
ず
出
会
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。�

（�

ぱ
や 

）

特集（2）

読者からの
リクエスト書評
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　リクエストの中で本書を
特に推してくださった方が
多かったので読ませていた
だいた。学問の分野がテー
マに入った小説を読みたい
という声にも応えてくれる
内容だ。学生だから今学ん
でいる分野が小説のテーマに入っていたりす
ると面白い。自分の知っている専門用語や理
論が小説内で展開されているとついついニマ
ニマしながら読んでしまうかもしれない。さ
て本書で扱われているテーマは……。
　本書の主人公は社会学を専攻する大学生。
一風変わったモチーフにまつわる怖い体験談、
それを調べるために民俗学的フィールド調査
を始め、地元の少年の助力を得てモチーフと
その源にある社の謎を解いていく。その少年
が協力を申し出たのにはあるいわくがあった。
そのいわく、彼の幻想のような記憶に登場す
る少女とその社が繋がった先にあったのは一
つの忌まわしい風習だった。そして、実は主
人公にも……。
　途中に史料の扱いについての膨大な説明と
実在の史料も挙げられている。五月号の企画
で取り上げた「偽史」とも重なる内容である。
併せて読んでみると面白そうだ。
　謎を解くことと学問とはどこか似ている。
何かに違和感を感じ、その違和感を言語化し
て問いを立てて解いていく。そこに本書の描
き出すような何か「物語」が生まれるかもし
れない。そして本書の主人公である大学生に
その調査に乗り出した「いわく」があるよう
に、あなたにもきっと今学んでいることを始
めた「いわく」があるのでは？　さて、あな
たの学んでいることにはどんな「物語」があ
るのだろう。学問はミステリーだ。その謎を
あなた自身で解いてほしい。� （�ねこ ）
� （496 頁　本体 2100 円）

　そもそもの話、我々は本
当に他者の心を理解して生
きているんだろうか。自分
の内側にある「常識」と知
り得た文脈から、勝手に他
者の心を解釈しているに過
ぎないのではないか。
　夏目漱石の「こころ」は、人の心の理解し
得なさを描き出した名作である。先生と呼ば
れる人物は学生時代、下宿のお嬢さんに密か
に想いを寄せていた。しかしある日、同じ下
宿人であり親友でもあるＫから、お嬢さんへ
の恋心を打ち明けられる。先生は思わず「精
神的に向上心のないものは、馬鹿だ」と、か
つてＫに言われたその言葉を、恋の行く手を
阻むために言い放つ。その後、先生はお嬢さ
んと結ばれるのだが、それを知ったＫは自室
で自殺を遂げてしまうのだった。
　教科書にも載っている作品であるため、こ
のあらすじを知っている人も多いだろう。し
かし、ここで敢えて問いたい。このあらすじ
は果たして本当に正しいと言えるのか？
　Ｋの遺書には死ぬ理由が書かれていたが、
お嬢さんの名前は一つも書かれていなかった。
先生はこれをＫが敢えて回避したのだと解釈
したが、それは彼が自分の裏切りを知って死
んだと思い込むが故に生まれる、一つの解釈
に過ぎないのだ。そう考えると、Ｋが先生の
裏切りを知る前に、先生の名を呼び眠ってい
るのかと確認してきたあの晩、彼が何をしよ
うとしていたのかということに、なんとも不
穏な答えが浮かび上がっては来ないだろうか。
　人が抱える想いの不透明さ。それを解釈す
ることしかできない周りの人々。人の心が織
りなす悲劇を巧みに表現したこの物語は、や
はり普遍性のある文学だと言わざるをえない
のだろう。� （�ましゅ ）
� （378 頁　本体 370 円）

まほり
高田大介著

KADOKAWA

こころ
夏目漱石著

新潮文庫
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　ガザとはどこか？　答え
るには、一九四八年「ユダ
ヤ国家」のイスラエル建国
のために民族浄化という名
目で、パレスチナ人が追放、
虐殺された悲劇「ナクバ」
から始めねばならない。そ
の悲劇は歴史ではなく、七〇年経った今でも
進行形の日常である。ガザは占領を免れ、パ
レスチナ自治領として存続していた。しかし、
二〇〇七年イスラエル軍によってガザが封鎖
され、二〇〇万人の住民が監禁されている。
　著者は、ガザ地区に留まらず、その他レバ
ノンや難民キャンプで暮らすパレスチナ人に
ついて見聞きした出来事を具に描く。その文
章には、著者の歩いた土の泥濘や匂いが、そ
してパレスチナ人の語る声が、ありのまま届
くかのような繊細さと力強さがある。
　パレスチナ人の人権を剥奪する中東諸国に
無関心な世界に、著者は警鐘を打ち鳴らす。
パレスチナ人の彼／彼女たちは、思い出した
くもない非情な殺戮についてのインタビュー
に応じる。「その質問に答える義務があるの
よ！」――そう著者に伝えて。そう自分に言
い聞かせて。この語りを、我々は知るべきだ。
　彼／彼女らが、なりたい職を夢見て大学に
進学すること、元の家に帰るために鍵を持ち
続けること、家の畑を耕すために種を捨てな
いこと、故郷の美しさに想いを馳せること�
――人間として生きる希望を、我々は決して
捨てさせてはならない。故郷を見ることなく
死にゆく彼／彼女らに、「何が変わるの」とこ
れ以上世界に絶望し、嗚咽させてはならない。
　今、あなたが爆弾を投げられたり、家族が
殺されるかもと怯えることのない環境で過ご
し、人間らしく生きる権利を希求せず済むの
なら、本書を読む義務がある。�（�トントゥ ）
� （312 頁　本体 3200 円）

　読者の方から寄せられた、
「建築系の本」をぜひ書評
してほしいという声にお応
えして、近ごろ刊行された
建築史の本を紹介したい。
表題にもあるとおり本書は、
明治維新から戦後、高度経
済成長期やバブル期を経て現在に至るまでに
日本の建築が歩んできた約 150 年間を、新た
に通史として描き切った快著である。
　さて、その歴史を切り取るにあたって本書
は、以下の三点に着目する。――すなわち、
①単一の出来事による劇的な変化でない、長
いタイムスパンの中でゆっくりと進展してい
った「持続的変化」を読み取ること。②国家
がトップダウンで推し進め、体系的な教育を
受けた建築家がその担い手となった「上から
の近代化」だけではなく「下からの近代化」、
つまり大工をはじめとする市井のひとびとが
生活の場で実践していった、ボトムアップ型
の近代化にも目を向けること。そして、③明
治維新以降、国家の主導性によって建築が

〈国家のため〉という重荷を背負わされてい
た「国家的段階」と、建築を取り巻く状況に
国家の存在感が薄れ、そのありかたが拡散し
た 1970 年代以降の「ポスト国家的段階」と
の間にある断層、不連続性を押さえること。
　このような歴史観の下で本書が取り上げる
事象は、先般、結成百年を記念した回顧展が
開催された大正期の分離派建築会や、戦後の
メタボリズム運動、磯崎新などその名を挙げ
出せばキリがない。ただし本文の構成は、各
時代の代表作を単に羅列しただけでも、いた
ずらに写真や図表を並べただけでもなく、そ
の記述は丁寧にして行き届いている。建築や
近代日本史を専門とする以外の人間にもお薦
めできる、充実の一冊である。� （�八雲 ）
� （424 頁　本体 2250 円）

ガザに地下鉄が走る日
岡真理著

みすず書房

日本近現代建築の歴史
明治維新から現代まで

日埜直彦著　講談社選書メチエ
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　日本におけるジェンダー
平等の理念は、公的にも私
的にも蔑ろにされ続けてき
た。最近は公人の振舞いや
娯楽作品の描写に、分別が
求められ始めている。しか
し、これからのことはまだ
十分に考えられていないのではないか。
　来るべき世代に明るい希望を届けたい。そ
んな印象を与えるタンポポ色の表紙が目印の
本書は、しかし男性らしさの暗い部分を主眼
に置いている。それは小学生の時からもう現
れると、著者の太田は述べている。男子たち
を取り巻く「男っぽさ」の固定観念に、彼女
の息子たちもまた絶えず晒されてきた。弁護
士としても活躍する著者は、カンチョーポー
ズにはしゃぐ、モテを意識し出すといった子
の体験を親目線で語る一方で、そうした様子
の延長線上に、犯罪を起こしかねない「有害
な男性らしさ」をも見据える。己の二面性を
引き受けながら、思考を巡らせ言葉を紡ぐ彼
女の姿勢は、誠実そのものであろう。
　特に「感情の言語化」を巡る部分に注目し
てみたい。収録されたインタビューでは、男
性の「感情を言語化する能力の低さ」が話題
となる。それは女性を嫌悪する非モテ男性や
妻の話を聞かない夫の事例に深く関わるとい
うのだ。己の感情への盲目さが他者の心を傷
つけるのは想像に難くない。無思慮な言葉は
身体的な暴力同様、性に不快な意味を付着さ
せる。だが、言葉も身体も、快や喜びの源泉
となり得る。その効用を育むためにも、著者
は感情の言語化を勧めるのだ。なるほど本書
は、読み応えのあるその実践例でもある。
　本書で火が付き更なる書籍を求める読者も
いるだろう。そんな時は、生協や各書店が開
催する書籍フェアに行ってみよう。�（�とよ ）
� （262 頁　本体 1600 円）

これからの男の子たちへ
太田啓子著

大月書店

　
「
本
を
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
社
会
の
重
要
な
特
質
で
あ
る
。」
綴
葉
創
刊
号
の
野
村
秀
和
先
生

（
当
時
経
済
学
部
助
教
授
）
の
言
葉
で
す
。
誰
も
が
自
身
の
人
生
に
影
響
を
受
け
た
一
冊
の
本
と
の
出
会
い

の
体
験
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
綴
葉
が
紹
介
す
る
一
冊
に
は
そ
ん
な
力
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

綴
葉
は
四
六
年
間
京
大
生
の
知
的
好
奇
心
を
刺
激
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
長
い
歴
史
に
思
い
を
馳
せ
、

京
大
生
協
は
「
知
」
を
支
え
る
存
在
で
あ
り
続
け
る
と
い
う
矜
持
を
胸
に
抱
き
、
こ
れ
か
ら
も
奮
闘
い
た

し
ま
す
。�

（�

京
都
大
学
生
活
協
同
組
合
　
専
務
理
事
　
國
見
伸
行 

）

特集（3）

ルネからの
リクエスト書評



綴　　　　葉 2021. 8. 10

12

　「これから学問の探求世
界へと分け入る若い世代に
こそ読んでいただきたい」
という、ルネの方からの熱
いリクエストに応え、本書
を紹介しよう――他でもな
い、本学の学際融合教育研
究推進センターの宮野公樹による学問論であ
る。彼の講義、エッセイそしてインタビュー
の三つから構成される本書は、彼独自の学問
観に貫かれている。
　宮野曰く、学問とは「問いに学ぶ」もので
ある。「なぜ……なのだろうか」あるいは

「……とは何か？」といった問いを、この自
分が発するのはなぜか。新たに設定されたメ
タ的な問いかけの中で自分、そして人間とい
う普遍的な存在、さらには答えのない問いに
向き合うこと――ここに著者は〈学問〉の本
質を見ている。このとき学問は、答えがあら
かじめ設定された問題を解くだけの「勉強」
でも、まして学術論文という形式に縛られた

「研究」でもない。こうして規定された〈学
問〉は、同じような意味合いで用いられがち
な概念から峻別され、むしろそれらの枠組み
との強いコントラストの中に位置づけられる。
　宮野自身も自覚的であるように、本書は決
して調査結果やデータに基づく探究でなく、
彼が学問に対する一方的な想いを綴った「手
紙」にすぎない。章末の注ですら、それはあ
まりに主観的に書かれており、論理的な文章
と言いがたい面は大きい。あるいは宮野なら、
それは本当に〈学問〉を想えばこそ、その感
覚的な書き方にやむなしと応じるだろうか。
しかし評者はその厳密さの不在に、積極的な
議論や対話を遠ざけてしまうような物足りな
さを感じずにはいられない。本書を手にとっ
た読者の、批判的な意見を請いたい。�（�八雲 ）
� （224 頁　本体 1400 円）

　「学びたいことを自由に
学びたいなあ」。そんなこ
とを考えている人こそ、最
初に学術書を手にとるべき
かもしれない。
　研究者の業績評価の変化
に伴い、研究者が書籍より
も論文に集中せざるを得ない現代だからこそ、
学術書は「専門を越えたコミュニケーション
のメディアとして「二回り、三回り」外に向
けて書かれた本」であるべきだと、著者の鈴
木哲也は言う。複雑な現代社会の問題と向き
合うためには、関連する他分野の理解が必要
である。しかし「流動食」のような内容の薄
い本を読むだけではあまり効果はない。ある
分野の方法論や物の見方を適切にインプット
するには、学術書が適しているのだ。
　しかし現代の学生にはお金も時間もない。
それを著者はよく理解しており、第 2 部では
専門外の学びに有効な本を「①自らの専門か
らは遠い本②自らの専門に近い本③古典④現
代的課題についての本」の 4 つに分類し、選
書法を丁寧に論じている。例えば①のような
本を選ぶとき、ある分野に関する「良質の科
学史・社会文化史」を扱った本がおすすめだ
という。そのような本は数が少なく選書しや
すい。また、「学問の歴史的な動態を知り、
そこで何が問題にされどんな方法で何が解決
したのか」を学ぶことができ、「自らの認識
論や方法論」を豊かにしてくれる。
　本書で具体例として用いられる書籍の分野
は人文学、社会科学、自然科学を横断してお
り、どのような専門の学生でも興味を持って
読めるだろう。専門に閉じた「わかりにくさ」
にも安易な「わかりやすさ」にも逃げない、

「丁寧な」良書を選書することがこれからの
『�綴葉 』にも必要なのかもしれない。�（�石透 ）
� （138 頁　本体 1500 円）

学問からの手紙
時代に流されない思考

宮野公樹著　小学館

学術書を読む
鈴木哲也著

京都大学学術出版会
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　アクチュアルな話題だが、
コロナへの対応を巡って社
会が揺れている。外出は控
えなければ、マスクを付け
なければ、午後八時に閉店
しなければ。強制される規
範に息苦しさを感じても、
押しつぶされそうになっても、生活していか
なければ……。そんな苦しみを暫しの間紛ら
わしてくれるかもしれないのが本書である。
　ポイエティーク。難しく聞こえるがギリシャ
語のポイエイン＝創造という意味の言葉に由
来する。実践の創造とは何か？　実践してみ
るということだ。では何を実践するのか？　人
間的行為をだ。個人主義の高まりによって個
人は「孤人」となり、社会の流れの中で整列
され均されてしまう。ともすれば大勢に順応
する個人がいかにして自主性を取り戻せるの
か。本書の中で著者は、日常の営みこそが自
主性を回復するための有効な手段だと考察す
る。話す、歩く、書く、読む、身の回りの行
為があなたをあなたへ還してくれる。所与の
規範に収まりながら日常の行為によってその
規範の意味をずらし、作り替えていく。その時、
あなたに見える社会の様相が少し変わるかも
しれない。社会に対し声を上げて闘うことが
できるほどの「強さ」はなくとも、隙間をぬっ
て社会の網から抜け出す「強かさ」を身につ
けることは可能だ。抜け出したらほら、ここら
で一息ついて？　また生き抜くために。
　刊行されたのは四〇年ほど前だが、焦点と
なっているテーマは現代もなお、いや現代こ
そ一層切実にわたしたちの心に迫ってくる。
　分断され、個別化していく世界で個に囚わ
れてもなお社会に囚われない在り方を模索す
る人へ。その手元に本書があってほしいと願
う。� （�ねこ ）
� （560 頁　本体 1700 円）

　彼とは一回生の時ツイッ
ターで繋がり、最期までそ
れだけの仲だった。知り合
いの学生たちが、他愛もな
い日常のあれこれを書き連
ねる一方で、千羽鶴と共に
アイコンに映っている彼は、
イケてる車と死生観のことをよく呟いていた。
　山口雄也。胚細胞腫瘍というがんに侵され
て以来、生と死の狭間を長きに渡り歩き続け
た京大生。『「がんになって良かった」と言い
たい』は、重く苦しい闘病記であると共に、
がんを患った彼が眼差していた世界、生きる
ことの意味についての思索、そういったこと
に触れられる生々しい「生」の記録だ。
　以前、タイトルにもある「がんになってよ
かった」という言葉によって、彼に関するネ
ットニュースは炎上した。「癌になって良い
はずがないだろう」「強がりだ」「それは生き
ているから言えることだ」。ところが、あま
りにも辛辣な数々のコメントに対して、彼は
ユーモアを持って「僕はナンを食べてナンの
レビューをしただけだ」と一蹴する。彼の魅
力は、自分の哲学を持ってものを考え、自分
自身を発信し、世界に接続していこうとする、
そのバイタリティの高さだ。加えて文才まで
あるものだから、彼の書くものは途轍もない
痛快さが感じられる。
　先日、評者はある友人と遊んだ。彼は山口
君とドライブに行く仲だったらしい。「彼は
高速道路を堂々と飛ばす。やっぱり死を覚悟
した男は違う」と冗談を言うものだから、思
わず笑ってしまった。そういえば、彼は窃盗
犯をとっ捕まえて表彰されたりしたこともあ
ったね。結局、「死」も彼の人生に起きた出
来事の一つに過ぎない。なら、忘れたくない

「生」の話をたくさんしようよ。� （�ましゅ ）
� （256 頁　本体 1500 円）

日常的実践のポイエティーク
ミシェル・ド・セルトー著

山田登世子訳　ちくま学芸文庫

「がんになって良かった」と
言いたい

山口雄也・木内岳志著　徳間書店
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新
刊
コ
ー
ナ
ー

花
の
子
ど
もオ

イ
ズ
ル
・
ア
ー
ヴ
ァ
・ 

オ
ウ
ラ
ヴ
ス
ド
ッ
テ
ィ
ル
著

神
崎
朗
子
訳　

早
川
書
房

　
「
人
生
に
ひ
ょ
っ
こ

り
現
れ
た
人
た
ち
は
、

ず
っ
と
前
か
ら
そ
ば
に

い
た
人
た
ち
よ
り
も
、

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
あ
る
。」

　

主
人
公
ア
ル
ン
リ
ョ
ウ
ト
ゥ
ル
は
、
庭
い
じ
り
が

好
き
な
二
二
歳
の
男
の
子
。
高
校
卒
業
後
、
大
学
に

も
行
か
ず
、
将
来
に
つ
い
て
考
え
あ
ぐ
ね
て
い
る
。

そ
ん
な
中
、
一
夜
限
り
の
関
係
だ
っ
た
ア
ン
ナ
か
ら

子
供
が
で
き
た
と
告
げ
ら
れ
る
。
主
人
公
は
、
母
が

遺
し
た
珍
し
い
品
種
の
バ
ラ
を
持
っ
て
異
国
の
地
に

あ
る
世
界
有
数
の
バ
ラ
庭
園
に
向
か
う
も
、
数
カ
月

後
、
ア
ン
ナ
か
ら
勉
学
に
集
中
し
た
い
た
め
し
ば
ら

く
子
ど
も
を
預
か
っ
て
ほ
し
い
と
頼
ま
れ
る
。

　

子
ど
も
と
い
う
他
者
を
抱
え
て
生
き
る
と
は
ど
う

い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
愛
し
合
っ
た
わ
け
で
も
な
い

相
手
と
の
間
に
、
特
に
望
ま
れ
て
生
ま
れ
た
わ
け
で

は
な
い
子
ど
も
―
―
そ
の
子
の
親
に
「
な
る
」
た
め

に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
。
彼
ら
は
親
で
あ
る
こ

と
に
変
わ
り
は
な
い
が
、
ま
だ
親
に
な
れ
な
い
葛
藤

「
低
度
」外
国
人
材

移
民
焼
き
畑
国
家
日
本

安
田
峰
俊
著

Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ

　

入
管
法
改
正
法
案
の

取
り
下
げ
で
話
題
に
な

っ
た
よ
う
に
、
近
年
日

本
政
府
に
よ
る
難
民
へ

の
姿
勢
は
社
会
問
題
と
し
て
広
ま
っ
て
き
て
い
る
。

先
進
国
で
も
あ
ま
り
に
も
低
い
難
民
認
定
率
、
そ
し

て
人
が
死
ん
で
し
ま
う
程
の
劣
悪
な
入
管
収
容
所
。

　

こ
れ
と
地
続
き
の
問
題
と
し
て
語
ら
れ
る
の
が

「
技
能
実
習
生
問
題
」
で
あ
る
。
移
民
に
頼
ら
ざ
る

を
得
な
い
日
本
政
府
は
、
技
能
実
習
と
い
う
名
目
で

外
国
人
労
働
者
を
受
け
入
れ
て
い
る
。
し
か
し
実
態

は
技
術
を
学
ぶ
の
で
は
な
く
、
安
い
労
働
力
と
し
て

こ
き
使
わ
れ
る
こ
と
を
肯
定
す
る
制
度
と
し
て
機
能

し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
《「
低
度
」
外
国
人
材
》
―
―
こ
の

言
葉
は
専
門
職
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
高
度
外
国
人

材
と
対
比
さ
れ
て
い
る
―
―
は
主
に
二
通
り
に
語
ら

れ
て
き
た
。
一
つ
目
は
完
全
な
被
害
者
で
あ
り
可
哀

そ
う
な
善
人
と
い
う
語
ら
れ
方
、
も
う
一
つ
は
母
国

文
化
を
破
壊
す
る
敵
で
あ
り
、
潜
在
的
な
犯
罪
者
で

あ
り
、
強
制
送
還
の
対
象
と
す
べ
き
の
よ
う
な
悪
人

と
す
る
語
ら
れ
方
だ
。
著
者
は
こ
の
二
つ
を
現
場
が

見
え
て
い
な
い
意
見
と
し
て
切
り
捨
て
る
。
そ
し
て

実
際
の
労
働
者
が
善
悪
で
は
切
り
捨
て
ら
れ
な
い
人

間
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と

し
て
彼
ら
の
生
活
と
実
態
を
記
述
す
る
。

　

見
え
て
く
る
の
は
日
本
と
い
う
同
じ
国
に
住
み
な

が
ら
、
接
点
の
な
い
こ
と
の
異
様
さ
だ
。「
お
金
だ

け
ほ
し
い
」「
労
働
力
だ
け
ほ
し
い
」
と
い
う
需
要

と
供
給
の
中
で
、
人
間
は
人
材
に
な
っ
て
い
く
。
制

度
の
問
題
を
知
る
上
で
も
、
そ
し
て
移
民
に
頼
ら
ざ

る
を
得
な
い
国
の
課
題
を
知
る
た
め
に
も
、
そ
こ
に

あ
る
生
活
の
声
に
耳
を
傾
け
て
ほ
し
い
。�（�

き
も
の 

）

�

（
二
六
四
頁　

本
体
一
八
〇
〇
円　

3
月
刊
）

を
抱
え
る
。
し
か
し
「
花
」
で
あ
る
子
ど
も
に
よ
っ

て
、
全
く
の
他
人
で
あ
る
二
人
が
世
界
を
交
わ
ら
せ

な
が
ら
家
族
の
形
を
見
つ
め
直
す
。

　

本
書
は
、
そ
の
人
物
の
会
話
の
自
然
さ
故
に
、
全

て
の
登
場
人
物
が
活
字
ご
し
に
話
し
か
け
て
き
そ
う

な
程
近
く
に
感
じ
ら
れ
る
。
良
い
匂
い
が
漂
う
美
味

し
そ
う
な
食
風
景
、
鮮
や
か
な
彩
り
が
広
が
る
バ
ラ

園
の
景
色
等
が
あ
り
あ
り
と
描
写
さ
れ
て
い
る
の
も

魅
力
的
だ
。
主
人
公
の
不
器
用
で
意
気
地
な
し
な
が

ら
も
飾
ら
な
い
正
直
さ
や
、
花
や
子
ど
も
に
丹
念
に

愛
情
を
か
け
る
優
し
さ
に
、
人
間
の
い
じ
ら
し
さ
を

感
じ
る
。
本
書
は
、
生
き
と
し
生
け
る
者
に
宛
て
た

素
直
で
美
し
い
恋
文
で
あ
る
。�

（�

ト
ン
ト
ゥ 

）

�

（
三
八
四
頁　

本
体
二
一
〇
〇
円　

4
月
刊
）
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国
家
と
は
何
か
、 

或
い
は
人
間
に
つ
い
て

怒
り
と
記
憶
の
憲
法
学

遠
藤
比
呂
通
著　

勁
草
書
房

　

日
本
国
憲
法
前
文
に

は
、「
わ
れ
ら
は
、
全

世
界
の
国
民
が
、
ひ
と

し
く
恐
怖
と
欠
乏
か
ら

免
か
れ
、
平
和
の
う
ち
に
生
存
す
る
権
利
を
有
す

る
」
と
い
う
文
言
が
あ
る
。
本
書
は
、
こ
の
「
平
和

的
生
存
権
」
を
根
幹
に
据
え
よ
と
、
既
存
の
憲
法
学

に
対
し
異
議
を
申
し
立
て
る
書
で
あ
る
。

　

著
者
の
見
る
と
こ
ろ
、
既
存
の
憲
法
学
に
根
本
的

に
欠
け
て
い
る
の
は
国
家
論
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
国
法

学
の
理
論
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
天
皇
機
関
説
を
抹
殺

し
た
憲
法
学
に
お
い
て
は
、
国
家
の
構
成
そ
の
も
の

が
問
わ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
だ
。
そ

う
指
摘
し
た
う
え
で
、
著
者
は
ナ
チ
ス
を
批
判
し
て

き
た
ド
イ
ツ
の
憲
法
学
者
や
、
丸
山
眞
男
な
ど
の
諸

理
論
を
援
用
し
つ
つ
、
国
家
に
と
っ
て
最
大
の
問
題

と
な
る
安
全
保
障
、
民
族
を
神
聖
化
し
国
家
統
合
へ

と
無
意
識
的
に
誘
っ
て
し
ま
う
象
徴
に
つ
い
て
理
論

的
に
考
察
す
る
。
ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ラ
ー
の
「
弁
証
法

的
国
家
論
」
や
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
象
徴
論
な

ど
に
依
拠
す
る
著
者
の
国
家
論
は
、
本
人
の
言
葉
を

借
り
て
言
え
ば
「
非
国
民
」
―
―
天
皇
に
服ま

つ

ろ
わ
ぬ

人
々
―
―
の
声
を
尊
重
し
、
内
部
対
立
を
積
極
的
に

評
価
す
る
敵
対
的
な
憲
法
学
と
い
え
よ
う
。

　

本
書
の
最
大
の
魅
力
は
、
そ
の
「
非
国
民
」
の
声

こ
そ
を
重
視
す
べ
き
だ
と
い
う
根
拠
と
し
て
、
著
者

自
身
が
関
わ
っ
た
憲
法
訴
訟
や
、
釜
ヶ
崎
で
の
経
験

を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
著
者
の
紹

介
す
る
裁
判
の
事
例
、
そ
し
て
そ
の
背
景
に
あ
る
歴

史
的
事
実
を
読
み
な
が
ら
評
者
自
身
何
度
も
自
ら
の

勉
強
不
足
に
恥
じ
入
っ
た
。
今
な
お
追
い
立
て
ら
れ

続
け
る
人
々
の
生
を
肯
定
す
る
た
め
に
も
ど
う
し
て

も
読
ん
で
ほ
し
い
一
冊
で
あ
る
。�

（�

投
稿
・
昌
平 

）

�

（
二
五
六
頁　

本
体
二
七
〇
〇
円　

2
月
刊
）

　

生
ま
れ
て
く
る
こ
と

お
よ
び
産
む
こ
と
を
否

定
す
る
思
想
、
反
出
生

主
義
。
出
生
を
否
定
す

る
こ
の
不
穏
な
思
想
が
興
隆
す
る
な
か
で
、
あ
る
一

人
の
思
想
家
に
注
目
が
集
ま
り
つ
つ
あ
る
―
―
異
端

の
思
想
家
に
し
て
稀
代
の
ペ
シ
ミ
ス
ト
、
Ｅ
・
Ｍ
・

シ
オ
ラ
ン
で
あ
る
。
彼
は
何
よ
り
も
、
生
誕
の
事
実

を
嫌
悪
す
る
。
彼
に
と
っ
て
そ
れ
は
、
一
つ
の
屈
辱

で
あ
り
、
災
厄
な
の
だ
。
本
書
は
、
そ
ん
な
二
〇
世

紀
を
代
表
す
る
反
出
生
主
義
者
シ
オ
ラ
ン
に
よ
っ
て

書
か
れ
た
、
異
色
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
集
で
あ
る
。

　

シ
オ
ラ
ン
の
言
葉
は
、
あ
ま
り
に
も
強
く
烈
し
い
。

そ
の
強
烈
な
語
り
口
を
じ
か
に
感
じ
取
っ
て
も
ら
う

た
め
に
も
、
彼
の
言
葉
を
い
く
つ
か
引
用
し
よ
う
。

彼
は
言
う
―
―
「
た
だ
ひ
と
つ
の
、
本
物
の
不
運
、

そ
れ
は
こ
の
世
に
生
ま
れ
出
る
と
い
う
不
運
だ
」。

あ
る
い
は
、
こ
う
も
言
う
―
―
「
あ
ら
ゆ
る
罪
を
犯

し
た
。
父
親
と
な
る
罪
だ
け
は
除
い
て
」。
彼
に
と

っ
て
「
真
の
悪
は
、
私
た
ち
の
背
後
に

0

0

0

あ
り
、
前
に

あ
る
の
で
は
な
い
」。
真
に
呪
詛
す
べ
き
は
、
こ
の

世
に
生
ま
れ
出
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
生
誕
と
い
う
出

来
事
な
の
だ
。

　

ま
た
本
書
に
は
、
思
わ
ず
ハ
ッ
と
さ
せ
ら
れ
る
警

句
も
、
随
所
に
登
場
す
る
。
た
と
え
ば
、
こ
ん
な
警

句
が
あ
る
―
―
「
駄
目
な
詩
人
が
い
っ
そ
う
駄
目
に

な
る
の
は
、
詩
人
の
書
く
も
の
し
か
読
ま
ぬ
か
ら
で

あ
る
（
駄
目
な
哲
学
者
が
、
哲
学
者
の
も
の
し
か
読

ま
な
い
の
と
同
じ
こ
と
だ
）。〔
…
…
〕
人
は
、
自
分

の
専
門
を
遠
く
離
れ
た
も
の
に
親
し
ま
な
い
か
ぎ
り
、

豊
饒
に
は
な
れ
な
い
」。
こ
れ
を
読
む
と
、
評
者
は

思
わ
ず
、「
は
い
、
す
み
ま
せ
ん
で
し
た
…
…
」
と

縮
こ
ま
っ
て
し
ま
う
。

　

本
書
に
鏤
め
ら
れ
た
言
葉
の
な
か
に
、
必
ず
一
つ

は
、
唸
ら
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
は
ず
だ
。�

（�

ぱ
や 

）

�

（
三
三
六
頁　

本
体
二
五
〇
〇
円　

6
月
刊
）

生
誕
の
災
厄 

新
装
版

Ｅ
・
Ｍ
・
シ
オ
ラ
ン
著

出
口
裕
弘
訳

紀
伊
国
屋
書
店
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当
て
よ
う
！
図
書
カ
ー
ド

　

記
念
す
べ
き
4
0
0
号
も
、
こ
の
ペ
ー
ジ
で
終
わ

り
で
す
ね
。
手
に
取
っ
て
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
！　
『�

綴
葉 

』に
4
0
0
冊
も
の
歴
史

が
あ
る
と
思
う
と
、
な
ん
だ
か
感
慨
深
い
で
す
ね
。

実
は
4
0
0
号
の
表
紙
は
、
創
刊
号
を
オ
マ
ー
ジ
ュ

し
た
イ
ラ
ス
ト
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。
で
は
、
記

念
す
べ
き
『�

綴
葉 

』
創
刊
号
の
表
紙
は
、
何
が
モ
チ

ー
フ
に
な
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
か
？　

4
0
0
号
を

こ
こ
ま
で
読
ん
で
く
れ
た
あ
な
た
な
ら
、
も
う
気
づ

い
て
く
れ
て
ま
す
よ
ね
…
…
！

　

1
．松
竹
梅�

2
．亀
と
月

　

3
．富
士
山�

4
．馬
と
鹿

�

（�

出
席
点 

）

《
応
募
方
法
》
答
え
を
書
い
た
読
者
カ
ー
ド
を
、
生
協

の
ひ
と
こ
と
ポ
ス
ト
に
投
函
し
て
く
だ
さ
い
。
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
（https://form

s.gle/evEccphotDZiZURY7

）

か
ら
の
応
募
も
可
能
で
す
。
正
解
者
の
中
か
ら
抽
選

で
5
名
の
方
に
図
書
カ
ー
ド
を
進
呈
い
た
し
ま
す
。

応
募
の
締
め
切
り
日
は
9
月
15
日
で
す
。

　

5
月
号
の
問
題
「
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
祝
日
、
学
生

の
日
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
語
で
何
と
言
う
か
？
」
の
正

解
は
、
2
．ヴ
ァ
ッ
プ
（Vappu

）
で
し
た
。
他
国

で
は
メ
ー
デ
ー
と
さ
れ
る
日
で
す
が
、
フ
ィ
ン
ラ
ン

ド
で
は
学
生
が
中
心
の
イ
ベ
ン
ト
で
す
。
シ
マ
と
い

う
微
炭
酸
の
飲
み
物
と
揚
げ
ド
ー
ナ
ツ
を
い
た
だ
く

の
が
定
番
で
す
。
図
書
カ
ー
ド
の
当
選
者
は
、
よ
っ

さ
ん
さ
ん
、
ス
ミ
レ
さ
ん
、
ハ
ー
ド
ラ
ー
さ
ん
、

(*

・
・*)

さ
ん
、Soso

さ
ん
で
す
。
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。�

（�

ト
ン
ト
ゥ 

）

　スタートの遅れた 400 号企画ですが、なん
とか刊行の運びとなりました。各方面の皆さ
ま、ご迷惑をおかけしました。� （�とよ ）

　記念すべき 400 号に編集委員として携われ
たことを嬉しく思います。本誌がこれからも、
末長く読み継がれてゆきますように。�（�八雲 ）

　今回取り上げた本もそうですが、「逢ひ見
ての後の心」に狂わんばかりの書籍との邂逅
に最近恵まれているようです。� （�リンダ ）

　本はたのしい。それを読むことも、買うこ
とも、愛でることも。だからこれからもずっ
と、本と関わっていこうと思います。�（�ぱや ）

　本は嫌い。時間取られるし、疲れるし。で
も、誰かが悲しんでいるその時に、言葉が出
てこないのはもっと嫌なんです。� （�ましゅ ）

　あ、そういえば、綴葉先生は実在するの？
って話。……さあ、どうなんでしょう？　
500 号記念でまた会えるかも。� （�出席点 ）

　本を読み、書評することは闘
ふれあ

いです。『�綴
葉 』はその闘いを多くの人に観てもらえる貴
重な闘技場だと思います。� （�石透 ）

　本との付き合い方は人それぞれ。他人が書
いた書評を読むと、自分の読書の世界が更新
される感じがしてすごく好きです。� （�茫漠 ）

　綴葉委員の方々は、研究や読書にどん欲に
勤しむ「知識の虫」です。そんな博学多識の
虫に私もなるべく精進致します。�（�トントゥ ）

　本が一冊、本が二冊……、寝てはだめです、
まだ読みたいの！　眠気と格闘しながら今日
も本を読んでいます。� （�ねこ ）

　創刊号の言葉が届いた。40 年以上、ここで
は言の葉が綴られている。私の言葉も、未だ
見ぬ誰かに届くだろう。あなたの言葉も、きっ
と誰かのための手紙になるだろう。� （�きもの ）

編集後記 拡大版

５
月
号
の
解
答


