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「虚構と現実」の壁を超えられるか
文学としてのマンガ、芸術としてのマンガといった表現に興味がある読者にも、
そういった表現に抵抗を覚える読者にも、ぜひとも挑戦してもらいたい傑作

永田希

連
載
第
一
五
回
感
傷
図
書
館（
サ
ン
テ
ィ
マ
ン
テ
ッ
ク
）

▼
北
村
崇
郎
著
『
ニ
グ

ロ
・
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル

�
黒
人
音
楽
の
み

な
も
と
』
００
年
刊
、
四

六
判
三
三
八
頁
・
本
体

三
五
〇
〇
円
・
み
す
ず

書
房キリスト者の「黒人」は内面の

植民地化を受け入れた人々なのか
人は「アフリカの現前」をもはや過小評価しえないだろう

中村隆之

アラン・ムーア作
Ｊ・Ｈ・ウィリアムズ 画
柳下毅一郎訳

プロメテア �
７・１８刊 Ｂ５変型判３３６頁 本体３５００円

小学館集英社プロダクション

アラン・ムーア作
Ｊ・Ｈ・ウィリアムズ 画
柳下毅一郎訳

プロメテア �
１８・１０・１８刊 Ｂ５変型判３４４頁 本体３２００円

小学館集英社プロダクション

アラン・ムーア作
Ｊ・Ｈ・ウィリアムズ 画
柳下毅一郎訳

プロメテア �
１４・５・２９刊 Ｂ５変型判３４４頁 本体３２００円

小学館集英社プロダクション

特
別
な
信
仰
心
を
有
さ
な
い
私

の
よ
う
な
者
に
は
宗
教
一
般
を
内

的
に
把
握
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

そ
の
困
難
を
つ
う
じ
て
研
究
上
謎

め
い
て
見
え
て
い
た
の
は
、
キ
リ

ス
ト
教
の
ア
メ
リ
カ
諸
地
域
で
の

定
着
だ
。

キ
リ
ス
ト
教
の
伝
播
を
外
的
に

捉
え
る
場
合
、
布
教
活
動
は
植
民

地
主
義
と
切
り
離
し
え
な
い
。
北

米
大
陸
・
カ
リ
ブ
海
地
域
に
連
行

さ
れ
た
「
黒
人
」
は
主
に
ア
フ
リ

カ
大
陸
西
側
の
大
西
洋
岸
と
内
陸

部
を
出
自
と
す
る
。
そ
の
大
半
は

イ
ス
ラ
ー
ム
や
独
自
の
信
仰
を
有

し
て
い
た
以
上
、
宣
教
師
は
こ
れ

ら
異
教
徒
に
福
音
を
伝
道
す
る
こ

と
を
至
上
の
目
的
と
し
て
い
た
。

た
と
え
ば
、
当
時
の
カ
ト
リ
ッ
ク

国
フ
ラ
ン
ス
が
１
６
８
５
年
に
黒

人
法
典
を
制
定
し
た
さ
い
に
は
、

植
民
地
の
奴
隷
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の

洗
礼
を
授
け
る
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
観
点
を
深
め
て
い
く
と
、

キ
リ
ス
ト
者
の
「
黒
人
」
は
内
面

の
植
民
地
化
を
受
け
入
れ
た
人
々

だ
、
と
帰
結
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、

は
た
し
て
本
当
に
そ
う
言
い
切
れ

る
か
。
長
ら
く
謎
だ
っ
た
こ
の
問

い
を
改
め
て
考
え
る
さ
い
、
北
村

崇
郎
『
ニ
グ
ロ
・
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア

ル
』は
き
わ
め
て
示
唆
的
だ
っ
た
。

ニ
グ
ロ
・
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル

（
黒
人
霊
歌
）
と
は
、
北
米
大
陸

の
黒
人
奴
隷
が
南
部
の
プ
ラ
ン
テ

ー
シ
ョ
ン
で
う
た
っ
て
き
た
、
キ

リ
ス
ト
教
と
深
い
か
か
わ
り
を
も

っ
た
宗
教
歌
で
あ
る
。
自
分
た
ち

の
苦
難
と
神
に
よ
る
救
済
を
う
た

う
そ
の
悲
し
み
の
歌
は
、
な
に
よ

り
も
奴
隷
の
歌
で
あ
り
、
隷
属
か

ら
の
解
放
を
願
う
「
自
由
」
の
歌

で
あ
る

�
お
お
、
自
由
よ
、
お

お
自
由
よ
！

自
由
は
私
と
と
も

に
！

奴
隷
に
さ
れ
る
の
な
ら
、

私
は
墓
場
に
埋
め
ら
れ
て
主
の
も

と
へ
帰
り
、
自
由
と
な
ろ
う

。

こ
れ
ら
の
歌
は
、
白
人
の
目
の

届
か
な
い
と
こ
ろ
で
う
た
わ
れ
て

き
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
た
と

え
ば
、
南
北
戦
争
以
前
か
ら
、「
シ

ャ
ウ
ト
」
と
呼
ば
れ
る
踊
り
が
プ

ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
お
こ
な
わ
れ

て
い
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い

る
。大
き
な
輪
を
作
り「
腕
を
広
げ

て
、
少
し
腰
と
身
体
を
ゆ
す
る
よ

う
に
振
り
な
が
ら
足
を
引
き
摺
る

よ
う
に
し
て
、
時
計
の
針
と
反
対

の
方
向
に
」
ゆ
っ
く
り
全
員
で
回

る
そ
の
ダ
ン
ス
は
、
ア
フ
リ
カ
文

化
の
名
残
だ
と
い
わ
れ
る
。
ニ
グ

ロ
・
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
の
形
成
期

に
お
い
て
は
、
奴
隷
の
日
常
の
経

験
が
う
た
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ

た
。さ
ら
に
、ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
に

典
型
的
な
歌
唱
形
式
は
リ
ー
ダ
ー

が
最
初
の
五
行
を
う
た
い
、
あ
と

の
三
行
を
グ
ル
ー
プ
が
う
た
う
と

い
う
ア
フ
リ
カ
的
な
コ
ー
ル
・
ア

ン
ド
・
レ
ス
ポ
ン
ス
（
応
答
形
式
）

だ
。「
ジ
ャ
ズ
の
演
奏
の
場
合
に

は
、
声
と
楽
器
、
ま
た
、
楽
器
同
士

が
掛
け
合
い
を
こ
の
形
式
で
行
う

が
、こ
れ
も
応
答
形
式
で
あ
る
。応

答
形
式
は
黒
人
音
楽
に
脈
々
と
流

れ
る
ア
フ
リ
カ
の
伝
統
で
あ
る
」。

本
書
が
人
類
学
者
メ
ル
ヴ
ィ
ル

・
ハ
ー
ス
コ
ヴ
ィ
ッ
ツ
『
黒
人
の

過
去
に
関
す
る
神
話
』
（
１
９
４

１
、
未
訳
）
に
依
拠
し
て
主
張
す

る
よ
う
に
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
と

い
う
、
北
米
で
発
展
し
、
や
が
て

ブ
ル
ー
ス
、
ゴ
ス
ペ
ル
、
ジ
ャ
ズ

へ
と
展
開
す
る
音
楽
形
式
は
、
ア

フ
リ
カ
文
化
の
連
続
体
の
も
と
で

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の

意
味
で
ニ
グ
ロ
・
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア

ル
は「
変
わ
り
ゆ
く
同
一
の
も
の
」

（
ア
ミ
リ
・
バ
ラ
カ
）
の
一
形
式

で
あ
り
、
自
分
な
り
に
表
現
す
れ

ば
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
こ
の
歌
の

在
り
方
は
、
黒
人
奴
隷
に
よ
る
支

配
文
化
の
再
領
有
化
な
い
し
は
文

化
の
再
定
式
化
な
の
で
あ
る
。

ニ
グ
ロ
・
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
を

文
化
の
再
定
式
化
だ
と
捉
え
直
す

と
、
北
米
の
黒
人
文
化
に
お
け
る

キ
リ
ス
ト
教
は
、
た
と
え
ば
ニ
ュ

ー
オ
リ
ン
ズ
や
ハ
イ
チ
で
展
開
し

た
ヴ
ー
ド
ゥ
ー
信
仰
の
よ
う
な
ア

フ
リ
カ
起
源
の
宗
教
と
比
較
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
ア
フ
リ
カ
的
要

素
を
色
濃
く
引
き
継
ぐ
ヴ
ー
ド
ゥ

ー
も
ま
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
影
響
下

で
独
自
の
変
容
を
遂
げ
て
い
る
。

こ
の
意
味
で
、
ア
フ
リ
カ
か
ら
切

り
離
さ
れ
て
暮
ら
す
離
散
民
に
と

っ
て
重
要
で
あ
っ
た
の
は
、
ど
の

よ
う
な
形
で
あ
れ
、
自
分
た
ち
の

信
仰
を
生
き
延
び
さ
せ
る
こ
と
に

あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。

日
仏
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
プ

レ
ザ
ン
ス
・
ア
フ
リ
ケ
ー
ヌ
」（
ス

ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
大
学
、
１９
年
９
月

２６
・
２７
日
）
へ
の
参
加
は
、
こ
う

し
た
考
え
を
さ
ら
に
深
め
る
契
機

と
な
っ
た
。
ア
フ
リ
カ
が
存
在
す

る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
の
雑
誌
の

役
割
は
、
同
じ
よ
う
に
、
宗
主
国

の
言
語
フ
ラ
ン
ス
語
を
身
に
つ
け

た
ア
フ
リ
カ
系
知
識
人
た
ち
に
よ

る
文
化
の
再
定
式
化
の
試
み
だ
っ

た
。
雑
誌
が
知
識
人
の
も
の
で
あ

り
民
衆
に
は
届
か
な
い
と
い
う
批

判
や
、
真
正
な
る
黒
人
性
か
ら
の

逸
脱
と
い
っ
た
批
判
は
い
ま
で
も

繰
り
返
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
部

分
的
に
し
か
当
た
ら
な
い
。
重
要

で
あ
る
の
は
、
宗
主
国
の
言
語
で

も
っ
て
ア
フ
リ
カ
文
化
を
現
前
さ

せ
る
こ
と
で
あ
り
、
今
日
で
は
、

支
配
者
の
文
化
を
「
カ
ン
ニ
バ
ル

化
（
食
人
化
）
」
し
て
し
ま
う
こ

と
で
あ
る
。

現
在
フ
ラ
ン
ス
は
ア
フ
リ
カ
的

な
も
の
を
知
的
水
準
で
も
は
や
無

視
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ

た
。
コ
ン
ゴ
共
和
国
出
身
の
作
家

ア
ラ
ン
・
マ
バ
ン
ク
に
次
ぎ
、
今

年
度
、
ハ
イ
チ
人
作
家
ヤ
ニ
ッ
ク

・
ラ
エ
ン
ズ
（
ク
レ
オ
ー
ル
語
読

み
。フ
ラ
ン
ス
語
で
は
ラ
ー
ン
ス
）

が
知
の
殿
堂
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・

フ
ラ
ン
ス
の
「
フ
ラ
ン
ス
語
圏
諸

世
界
講
座
」
を
担
当
し
て
い
る
。

さ
ら
に
は
「
ア
フ
リ
カ
諸
世
界
の

歴
史
と
考
古
学
」
が
常
設
講
座
に

新
設
さ
れ
、
ア
フ
リ
カ
古
代
史
の

専
門
家
が
コ
レ
ー
ジ
ュ
に
初
め
て

正
教
授
と
し
て
招
か
れ
た
こ
と
が

話
題
を
呼
ん
で
い
る
。
変
容
を
被

る
の
は
、
被
支
配
者
の
文
化
だ
け

で
は
な
い
。
被
支
配
者
が
抑
圧
に

抗
し
て
作
り
あ
げ
た
文
化
が
長
い

時
間
を
か
け
て
支
配
者
の
文
化
す

ら
も
変
容
さ
せ
て
し
ま
う
時
代
に

私
た
ち
は
生
き
て
い
る
。
奴
隷
の

歌
か
ら
発
展
し
た
、
ジ
ャ
ズ
か
ら

ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ
に
至
る
ポ
ピ
ュ
ラ

ー
音
楽
が
世
界
中
を
席
巻
し
て
い

る
よ
う
に
。
ア
フ
リ
カ
の
文
化
的

勝
利
だ
と
安
易
に
は
言
え
な
い
に

せ
よ
、
人
は「
ア
フ
リ
カ
の
現
前
」

を
も
は
や
過
小
評
価
し
え
な
い
だ

ろ
う
。転
じ
て
日
本
で
は
ど
う
か
。

当
該
分
野
の
前
時
代
的
学
問
状
況

が
危
ぶ
ま
れ
る
。

（
フ
ラ
ン
ス
文
学
）

『
ア
ベ
ン
ジ
ャ
ー
ズ
』
や
『
ス

パ
イ
ダ
ー
マ
ン
』、『
バ
ッ
ト
マ
ン
』

と
い
っ
た
ア
メ
リ
カ
ン
ス
ー
パ
ー

ヒ
ー
ロ
ー
コ
ミ
ッ
ク
ス
（
以
下
ア

メ
コ
ミ
）
は
、
映
画
や
ゲ
ー
ム
で

世
界
的
に
ヒ
ッ
ト
し
て
い
ま
す
。

い
わ
ゆ
る
ア
メ
コ
ミ
の
他
に
も
、

ソ
ー
ラ
・
バ
ー
チ
と
ス
カ
ー
レ
ッ

ト
・
ヨ
ハ
ン
ソ
ン
主
演
で
映
画
化

さ
れ
た
『
ゴ
ー
ス
ト
ワ
ー
ル
ド
』

や
、
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ユ

ダ
ヤ
人
の
迫
害
を
ネ
コ
と
ネ
ズ
ミ

の
姿
で
描
い
た
『
マ
ウ
ス
』
、
日

本
で
も
望
月
峯
太
郎
や
カ
ネ
コ
ア

ツ
シ
と
い
っ
た
フ
ォ
ロ
ワ
ー
を
生

み
出
し
た
『
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル
』

な
ど
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
系
と
呼

ば
れ
る
ア
メ
リ
カ
ン
コ
ミ
ッ
ク
ス

も
あ
り
ま
す
。

こ
の
い
わ
ゆ
る
ア
メ
コ
ミ
と
オ

ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
系
の
区
別
と
は
ま

た
別
に
、
コ
ミ
ッ
ク
ス
を
子
供
向

け
、
ノ
ベ
ル
（
長
編
小
説
）
を
大

人
向
け
と
し
て
峻
別
し
、
浅
薄
な

コ
ミ
ッ
ク
ス
と
は
ち
が
う
マ
ン
ガ

表
現
と
し
て
「
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ノ

ベ
ル
」
と
い
う
呼
称
が
使
わ
れ
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
コ
ミ
ッ
ク
ス

の
上
位
に
ノ
ベ
ル
を
位
置
づ
け
る

よ
う
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
名
で
あ
り
、

そ
の
妥
当
性
は
疑
わ
し
い
も
の

の
、
マ
ッ
チ
ョ
な
勧
善
懲
悪
や
子

供
だ
ま
し
の
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
を
ア

メ
コ
ミ
一
般
に
認
め
、
そ
れ
ら
と

は
一
線
を
画
し
た
作
品
群
を
浮
か

び
上
が
ら
せ
る
試
み
と
し
て
グ
ラ

フ
ィ
ッ
ク
ノ
ベ
ル
と
い
う
呼
び
方

が
採
用
さ
れ
る
の
は
仕
方
の
な
い

こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
英
語
圏
の
マ
ン
ガ

の
世
界
に
は
日
本
の
マ
ン
ガ
や
、

フ
ラ
ン
ス
の
バ
ン
ド
・
デ
シ
ネ
と

は
ま
た
違
っ
た
産
業
構
造
が
あ
り

ま
す
。
今
回
、
第
三
巻
が
邦
訳
さ

れ
完
結
し
た
『
プ
ロ
メ
テ
ア
』
の

作
者
ア
ラ
ン
・
ム
ー
ア
は
、
そ
ん

な
英
語
圏
の
マ
ン
ガ
界
に
お
い
て

き
わ
め
て
異
色
な
存
在
で
す
。
い

わ
ゆ
る
ア
メ
コ
ミ
は
話
の
筋
を
つ

く
る
作
者
（
ラ
イ
タ
ー
）
と
、
作

画
を
担
当
す
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
な

ど
が
分
業
で
制
作
し
、
作
品
の
キ

ャ
ラ
ク
タ
ー
の
著
作
権
は
も
っ
ぱ

ら
マ
ー
ベ
ル
や
Ｄ
Ｃ
と
い
っ
た
企

業
に
帰
属
し
ま
す
。
ム
ー
ア
は
両

社
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち
を
主
人

公
に
し
た
ア
メ
コ
ミ
の
ラ
イ
タ
ー

と
し
て
頭
角
を
現
し
た
の
ち
、
日

本
で
も
映
画
版
が
話
題
に
な
っ
た

『
ウ
ォ
ッ
チ
メ
ン
』
の
原
作
で
ス

ー
パ
ー
ヒ
ー
ロ
ー
た
ち
と
そ
の
正

義
の
根
底
を
疑
い
、
勧
善
懲
悪
の

枠
組
み
に
収
ま
ら
な
い
露
悪
的
で

皮
肉
な
世
界
を
提
示
し
ま
し
た
。

社
会
を
覆
う
法
と
秩
序
の
裏
側

に
ひ
そ
む
力
と
知
恵
の
構
造
を
あ

ば
く
陰
謀
論
的
な
世
界
観
は
、
邦

訳
版
も
広
く
読
ま
れ
た
『
フ
ロ
ム

・
ヘ
ル
』
や
、『
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
』

の
ウ
ォ
シ
ャ
ウ
ス
キ
ー
監
督
が
映

画
化
し
た
『
Ｖ
フ
ォ
ー
ヴ
ェ
ン
デ

ッ
タ
』に
も
貫
か
れ
て
い
ま
し
た
。

ア
メ
コ
ミ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
表

現
と
一
面
に
お
い
て
は
浅
薄
な
世

界
観
を
踏
ま
え
つ
つ
、
重
厚
な
読

み
応
え
を
も
つ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ノ

ベ
ル
と
し
て
の

る
ム
ー
ア
の
最

つ
が
今
回
ご
紹

テ
ア
』
で
す
。

『
プ
ロ
メ
テ

の
女
子
大
生
と

る
ヒ
ー
ロ
ー
（

躍
を
描
く
物
語

は
、
初
期
キ
リ

徒
と
し
て
迫
害

の
名
前
で
あ
り

世
紀
の
ロ
マ
ン

登
場
し
た
り
、

新
聞
マ
ン
ガ
（

ッ
プ
）
に
登
場

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン（

に
登
場
し
た
り
と
、
時
代
と
ジ
ャ

ン
ル
を
超
え
て
様
々
に
語
ら
れ
て

き
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち
の
名
前

で
も
あ
り
ま
し
た
。
プ
ロ
メ
テ
ア

と
は
、
語
ら
れ
る
た
び
に
異
な
る

姿
で
現
れ
る
女
神
の
よ
う
な
存

在
。
主
人
公
ソ
フ
ィ
ー
は
大
学
の

レ
ポ
ー
ト
の
テ
ー
マ
に
こ
の
プ
ロ

メ
テ
ア
を
選
び
、
ア
メ
コ
ミ
の
ヒ

ロ
イ
ン
と
し
て
描
か
れ
た
プ
ロ
メ

テ
ア
に
つ
い
て
取
材
を
始
め
た
と

こ
ろ
、
プ
ロ
メ
テ
ア
に
変
身
す
る

こ
と
に
な
り
、
プ
ロ
メ
テ
ア
を
危

険
視
す
る
「
テ
ン
プ
ル
」
と
い
う

集
団
と
彼
ら
が
召
喚
す
る
悪
魔
た

ち
と
の
戦
い
に
巻
き
込
ま
れ
て
い

き
ま
す
。

パ
ル
プ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
版
の
プ

ロ
メ
テ
ア
は
Ｒ
・
Ｅ
・
ハ
ワ
ー
ド

に
よ
る
ヒ
ロ
イ
ッ
ク
フ
ァ
ン
タ
ジ

ガ
」
の
パ
ロ
デ
ィ
で
す
し
、
コ
ミ

ッ
ク
ス
ト
リ
ッ
プ
版
の
プ
ロ
メ
テ

ア
は
ウ
ィ
ン
ザ
ー
・
マ
ッ
ケ
イ
に

よ
る
傑
作
『
夢
の
国
の
リ
ト
ル
・

ニ
モ
』
を
パ
ロ
デ
ィ
し
た
『
摩
訶

不
思
議
魔
法
の
国
の
リ
ト
ル
・
マ

ー
ジ
ー
』
の
登
場
人
物
。
つ
ま
り

本
作
の
背
後
に
は
ム
ー
ア
が
構
築

し
た
架
空
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
史
が

あ
り
、
プ
ロ
メ
テ
ア
は
そ
の
作
品

群
の
中
で
継
承
さ
れ
て
き
た
存
在

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
と
い
う
言
葉
が
も
と
よ

り
虚
構
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と

か
ら
二
重
表
現
と
な
っ
て
し
ま
う

「
架
空
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
史
」
、

そ
の
な
か
で
継
承
さ
れ
て
き
た
キ

ャ
ラ
ク
タ
ー
に
、
作
中
人
物
で
あ

る
ソ
フ
ィ
ー
が
変
身
す
る
と
い
う

構
図
は
、
劇
中
で「
虚
構
と
現
実
」

れ
ま
す
。
三
部
作
の
一
作
目
で
は

ソ
フ
ィ
ー
が
虚
構
と
現
実
の
壁
を

超
え
、
二
作
目
で
は
プ
ロ
メ
テ
ア

と
な
っ
た
ソ
フ
ィ
ー
が
神
秘
思
想

の
世
界
の
深
奥
を
探
検
し
、
三
作

目
で
は
つ
い
に
読
者
に
語
り
か
け

現
実
世
界
を
変
革
し
よ
う
と
試
み

ま
す
。

実
在
の
大
都
市
の
歴
史
と
神
秘

思
想
と
を
交
錯
さ
せ
た
荒
俣
宏

『
帝
都
物
語
』
の
よ
う
な
『
フ
ロ

ム
・
ヘ
ル
』
で
も
ム
ー
ア
は
現
実

と
虚
構
の
壁
を
超
え
る
試
み
を
し

て
い
ま
し
た
が
、『
プ
ロ
メ
テ
ア
』

は
い
っ
そ
う
直
接
的
に
読
者
を
神

秘
体
験
へ
と
誘
い
ま
す
。
か
つ
て

社
会
学
者
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
近
代

社
会
の
合
理
性
が
、
そ
れ
ま
で
の

宗
教
の
呪
術
性
と
魔
術
性
か
ら
の

解
放
で
あ
る
脱
呪
術
化
、
脱
魔
術

た
。
近
代
化
が
加
速
を
続
け
る
現

代
、
Ｇ
・
リ
ッ
ツ
ァ
、
Ｍ
・
バ
ー

マ
ン
、
Ｎ
・
ボ
ル
ツ
ほ
か
の
論
者

が
、
現
代
社
会
の
合
理
化
が
含
み

も
つ
再
魔
術
化
の
現
象
に
注
目
し

て
き
ま
し
た
。
ま
た
ウ
ェ
ー
バ
ー

が
近
代
社
会
を
論
じ
て
い
た
一
九

世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
の
時

点
で
も
既
に
、
た
と
え
ば
ブ
ラ
ヴ

ァ
ッ
キ
ー
夫
人
ら
の
神
秘
思
想
家

に
よ
る
神
智
学
協
会
の
活
動
が
行

わ
れ
て
い
た
し
、
そ
の
流
れ
を
�

み
「
二
十
世
紀
最
大
の
魔
術
師
」

と
呼
ば
れ
た
ア
レ
イ
ス
タ
ー
・
ク

ロ
ウ
リ
ー
や
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
ガ
ー

ド
ナ
ー
が
第
二
次
世
界
大
戦
後
も

連
綿
と
思
想
を
発
展
さ
せ
て
き
ま

し
た
。

ヒ
ッ
ピ
ー
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
や
パ

ン
ク
・
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
、
ニ

世
紀
後
半
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の

な
か
に
も
ク
ロ
ウ
リ
ー
や
ガ
ー
ド

ナ
ー
の
影
響
は
引
き
継
が
れ
て
お

り
、
ム
ー
ア
も
ま
た
ク
ロ
ウ
リ
ー

と
同
じ
儀
式
魔
術
師
を
名
乗
っ
て

い
ま
す
。
プ
ロ
メ
テ
ア
と
、
本
作

を
読
む
わ
た
し
た
ち
は
、
作
品
の

な
か
で
ク
ロ
ウ
リ
ー
や
ガ
ー
ド
ナ

ー
を
は
じ
め
と
す
る
神
秘
思
想
家

た
ち
の
姿
を
見
か
け
、
と
き
に
は

彼
ら
に
導
か
れ
、
世
界
の
驚
く
べ

き
神
秘
に
触
れ
る
こ
と
に
な
る
で

し
ょ
う
。

ム
ー
ア
は
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
（
作

画
担
当
）
の
Ｊ
・
Ａ
・
ウ
ィ
リ
ア

ム
ズ
三
世
と
と
も
に
、
ソ
フ
ィ
ー

が
「
虚
構
と
現
実
」
の
壁
を
超
え

る
姿
を
描
き
な
が
ら
、
じ
つ
は
ソ

フ
ィ
ー
が
プ
ロ
メ
テ
ア
（
た
ち
）

と
出
会
っ
た
よ
う
に
読
者
が
プ
ロ

し
て
本
作
を
構
築
し
て
い
ま
す
。

本
作
を
読
む
こ
と
で
、
読
者
が

「
虚
構
と
現
実
」
の
壁
を
超
え
ら

れ
る
の
か
ど
う
か
は
読
者
次
第
。

も
っ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
神
秘
体

験
に
興
味
が
な
く
て
も
、
本
作
の

と
り
わ
け
第
二
巻
で
描
か
れ
る
神

秘
思
想
の
多
層
世
界
の
各
階
層
を

そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
カ
ラ
ー
を
基

調
と
し
た
色
味
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の

階
層
ご
と
に
異
な
っ
た
タ
ッ
チ
で

描
き
分
け
る
と
い
う
作
画
の
超
絶

技
巧
、
第
三
巻
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク

ス
で
世
界
が
崩
壊
の
危
機
に
直
面

す
る
様
子
の
壮
大
さ
、
主
人
公
ソ

フ
ィ
ー
と
そ
の
親
友
や
母
親
、
歴

代
プ
ロ
メ
テ
ア
た
ち
と
の
絶
妙
な

関
係
の
描
か
れ
方
な
ど
、
マ
ン
ガ

と
し
て
の
読
み
応
え
も
じ
ゅ
う
ぶ

ん
に
楽
し
め
る
は
ず
で
す
。

呼
び
方
が
、
一
部
の
マ
ン
ガ
を
文

学
的
な
も
の
と
し
て
権
威
づ
け
す

る
側
面
を
も
つ
よ
う
に
、
フ
ラ
ン

ス
で
は
マ
ン
ガ
（
バ
ン
ド
・
デ
シ

ネ
）
を
建
築
、
彫
刻
、
絵
画
、
音

楽
、
文
学
、
演
劇
、
映
画
、
メ
デ

ィ
ア
ア
ー
ト
に
連
な
る
「
第
九
の

芸
術
」
と
し
て
権
威
づ
け
す
る
動

き
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
自
体
で
価

値
を
も
つ
作
品
が
そ
の
よ
う
な
権

威
づ
け
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う

こ
と
は
、
作
品
そ
の
も
の
の
魅
力

が
証
明
し
ま
す
。
文
学
と
し
て
の

マ
ン
ガ
、
芸
術
と
し
て
の
マ
ン
ガ

と
い
っ
た
表
現
に
興
味
が
あ
る
読

者
に
も
、
そ
う
い
っ
た
表
現
に
抵

抗
を
覚
え
る
読
者
に
も
、
ぜ
ひ
と

も
挑
戦
し
て
も
ら
い
た
い
傑
作
で

す
。

（
書
評
家
）

ドルドーニュ地方のラス

コー洞窟から先史時代の人

類による洞窟壁画が発見さ

れたのは、１９４０年９月。発

見はすぐさま「先史時代の

ヴェルサイユ」と評された。

それはフランスがドイツと

屈辱的な休戦協定を調印し

て３か月後のことだった。

当時パリに滞在していた

岡本太郎が、戦況悪化のな

か帰国を決意し、マルセイ

ユから白山丸に乗船したの

は６月１３日。ドイツ軍がパ

リに無血入場する前日のこ

とだった。ラスコー洞窟は

戦後、１９４８年の革命記念日

前日に一般公開され、１９５５

年にはジョルジュ・バタイ

ユが『ラスコーの壁画』を

刊行する。他方、岡本が「４

次元との対話：縄文土器に

ついて」を『みずゑ』に発

表するのが１９５２年２月。そ

の背景には５０年に再来日し

た彫刻家、イサム・ノグチ

との交歓もあった。

戦前のパリでマルセル・

モースの講筵に連なった岡

本は、バタイユとも交流し

ていた。袂を分ったふたり

だが、地球の対蹠点でとも

に先史時代へと遡行し、人

類の記憶の最古層に最新の

造形と未知の創造への指標

を見出していた。Primitiv-
ismと呼ばれる志向である。

岡本は沖縄や陸奥に日本の

古層を探る一方、北米カナ

ダ先住民の石積みイヌクシ

ュックに、完成や保存とは

無縁な、造形と崩壊の無限

円環、輪廻転生の姿を見出

す。終焉が始原に通じる�
�。これは画家ピエール・

スーラージュやアフリカ人

類学を専攻する美術史家ジ

ャン・ロードのラスコー解

釈でもあった。「終焉」と

は原子爆弾の脅威であり、

広島・長崎は人類の「集団

自殺」（カミュ）を予感さ

せていた。

岡本太郎はイヌクシュッ

クに、喪われた祖先の「虚の

気配」を見出す。虚無とい

えばジャン�ポール・サル

トルの『存在と無』（１９４３）。

そこにはドイツの捕虜とな

っていた時代に幡読したハ

イデガーの『存在と時間』

からの影響が顕著だろう。

だがその背景には九鬼周造

がいた。ハイデガーと知己

であり、パリ時代には年少

の高等師範学校生徒サルト

ルを「復習教師」として雇

っていた九鬼男爵は、ポン

ティニーの国際集会で講演

した東洋的時間論（１９２８）

ほかで「無」と「永劫回帰」

を明晰に説いていた。

その九鬼が帰国後京都大

学の哲学教室で同僚となっ

たのが、田辺元。かれもま

たハイデガーと交友があ

り、人間を「死への存在」

Sein zum Todeと見るハイ

デガーに抗して、「決死」

の決意Entscheidungにこそ

死を超克する契機を見出

し、京都帝国大学から学徒

動員の学生を鼓舞して戦場

へと送り出した。

九鬼もその時間論でシシ

ュポスの神話を再解釈し、

未来永劫の反復への決意に

こそ、人間的自由の尊厳が

ある、と議論を倒立させて

いた。脳裏には関東大震災

からの復興を図る母国の帝

都の姿が映じていた。おそ

らくはそれに触発されたの

が、先に触れたアルベール

・カミュの『シシュポスの

神話』（１９４２）。奇しくも日

本へ亡命する直前のカール

・レーヴィットが研究して

いたのも、ニーチェの永劫

回帰の思想だった。

その傍ら、戦中から敗戦

直後のヴェトナムで水面下

の停戦工作に挺身した小松

清は、アンドレ・マルロー

『人間の条件』（１９３３）の

「キヨ」のモデル。その小

説中での切腹自殺を、マル

ローは、信義への忠誠の証

と解釈した。「無」に対峙

する実存が、日仏を横断し

て時代の藝術哲学の符丁を

なしていた。

＊國際シンポジウム「第二

次世界大戦期のフランスを

めぐる藝術の位相」日仏美

術学会（主催）。京都大学、

２０１９年９月２８日に取材し

た。会場での筆者の即興の

コメントを備忘録までにこ

こに略記する。担当の大久

保恭子教授はじめ、当日登

壇された発表者に謝意を表

する。
book

▼
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
シ

ョ
ー
ン
・
グ
リ
ア
著
、

上
岡
伸
雄
訳
『
レ
ス
』

８
・
２５
刊
、
四
六
判
三

二
六
頁
・
本
体
二
六
〇

〇
円
・
早
川
書
房

愛すべき中年男の
ビルドゥングスロマン
パートナーシップという観点でも爽快だ

井口富美子

主
人
公
は
著
者
自
身
を
色
濃
く

反
映
し
た
ゲ
イ
の
売
れ
な
い
作
家

ア
ー
サ
ー
・
レ
ス
。
サ
ン
フ
ラ
ン

シ
ス
コ
在
住
で
、「
レ
ス（L

ess

）」

と
い
う
名
字
が
暗
示
し
て
い
る
よ

う
に
「
何
か
が
足
り
な
い
」
、
自

分
に
自
信
が
持
て
な
い
タ
イ
プ
。

九
年
続
い
た
年
下
の
元
恋
人
か

ら
結
婚
式
の
招
待
状
が
届
き
、
出

席
し
た
く
な
い
一
心
で
あ
ち
こ
ち

か
ら
来
て
い
る
招
待
を
受
け
ま
く

り
、
世
界
一
周
旅
行
に
で
か
け
る

の
だ
と
い
う
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で

の
人
気
作
家
と
の
対
談
（
作
家
は

食
中
毒
で
欠
席
）
を
皮
切
り
に
、

メ
キ
シ
コ
シ
テ
ィ
で
学
会
、
ト
リ

ノ
で
文
学
賞
授
賞
式
（
す
ば
ら
し

い
の
は
自
分
の
作
品
で
は
な
く
翻

訳
な
の
だ
か
ら
翻
訳
者
に
賞
を
あ

げ
て
は
ど
う
か
と
の
た
ま
う
謙
虚

さ
と
自
信
の
な
さ
）
、
ベ
ル
リ
ン

自
由
大
学
で
五
週
間
の
授
業
（
な

ま
じ
ド
イ
ツ
語
が
で
き
る
せ
い
で

話
が
ど
ん
ど
ん
や
や
こ
し
く
な

る
）
、
モ
ロ
ッ
コ
で
知
人
の
誕
生

日
旅
行
、
イ
ン
ド
で
小
説
の
仕
上

げ
、
日
本
で
懐
石
料
理
の
取
材

（
こ
こ
が
ヘ
ン
だ
よ
日
本
食
）。

よ
く
ま
あ
こ
ん
な
奇
妙
な
取
り

合
わ
せ
が
で
き
た
も
の
だ
。
持
っ

て
生
ま
れ
た
引
き
寄
せ
力
だ
ろ
う

か
。
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
で
の
講
義

は
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
イ
ベ
ン
ト
だ

し
、
お
堅
い
ド
イ
ツ
だ
し
、
な
ど

と
思
っ
て
い
る
と
あ
っ
さ
り
裏
切

ら
れ
る
。
特
に
こ
の
章
は
全
編
を

貫
く
ユ
ー
モ
ア
が
、
と
き
に
落
語

か
と
思
う
ほ
ど
の
オ
チ
が
、
高
濃

度
で
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
て
圧
巻

だ
。行

く
さ
き
ざ
き
で
出
会
い
が
あ

り
（
レ
ス
め
、
そ
こ
だ
け
は
抜
け

目
な
く
一
夜
限
り
の
相
手
を
見
つ

け
た
り
す
る
）
、
大
小
さ
ま
ざ
ま

な
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
る
旅
の
途

中
で
、
と
う
と
う
五
十
歳
の
誕
生

日
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
思
い

を
め
ぐ
ら
す
の
は
結
婚
し
て
し
ま

っ
た
元
恋
人
フ
レ
デ
ィ
の
こ
と
、

年
齢
の
こ
と
、
そ
し
て
来
し
方
行

く
末
の
こ
と
だ
。
生
き
方
が
多
様

に
な
っ
て
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
も
見
つ

け
に
く
い
こ
の
時
代
、
ゲ
イ
で
あ

れ
ば
な
お
の
こ
と
、
上
の
世
代
は

多
く
が
エ
イ
ズ
で
亡
く
な
っ
て
い

る
。レ

ス
の
最
初
の
恋
人
は
有
名
な

詩
人
、
ロ
バ
ー
ト
。
そ
の
頃
ま
だ

二
十
代
の
レ
ス
に
と
っ
て
は
ず
い

ぶ
ん
年
上
で
超
え
難
い
大
人
に
見

え
た
。
ロ
バ
ー
ト
か
ら
多
く
を
与

え
ら
れ
、
教
え
ら
れ
、
こ
う
し
て

作
家
に
も
な
っ
た
。
自
分
と
別
れ

た
と
き
ロ
バ
ー
ト
は
何
を
考
え
て

い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
引
き
換

え
今
の
自
分
は
ど
う
だ
。
十
五
ほ

ど
年
下
の
フ
レ
デ
ィ
に
何
を
し
て

や
れ
た
の
か
、
自
分
と
の
九
年
間

は
ど
ん
な
意
味
が
あ
っ
た
の
か
。

衰
え
ゆ
く
身
体
と
見
え
な
い
将

来
。
悩
み
苦
し
む
五
十
歳
の
レ
ス

を
中
心
点
に
、
老
い
た
ロ
バ
ー
ト

と
若
い
フ
レ
デ
ィ
が
対
称
図
形
の

よ
う
に
描
か
れ
て
い
く
。

こ
の
本
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

と
い
う
観
点
で
も
爽
快
だ
。
レ
ス

と
恋
人
（
た
ち
）
の
間
に
は
男
女

間
に
あ
り
が
ち
な
差
別
や
不
平
等

は
な
い
。
彼
ら
の
間
に
違
い
が
あ

る
と
す
れ
ば
年
齢
だ
け
（
そ
の
一

点
で
レ
ス
は
悩
む
わ
け
だ
が
）
。

レ
ス
は
自
信
が
な
い
せ
い
も
あ
り

相
手
を
縛
っ
た
り
支
配
し
た
り
強

要
し
た
り
し
な
い
、
い
わ
ば
「
マ

ッ
チ
ョ
レ
ス
」。
良
性
の
「
レ
ス
」

だ
。
年
下
や
女
と
み
る
と
説
教
し

た
が
る
な
ん
て
こ
と
も
な
け
れ

ば
、
恋
の
相
手
を
ゲ
イ
ジ
ュ
ツ
の

犠
牲
に
す
る
こ
と
も
な
い
。
そ
こ

が
読
ん
で
い
て
心
地
よ
い
。

交
際
当
時
ロ
バ
ー
ト
に
は
妻
が

い
て
、
夫
を
奪
っ
た
自
分
を
恨
ん

で
い
る
に
ち
が
い
な
い
と
長
年
心

配
し
て
い
た
レ
ス
。
だ
が
こ
の
妻

は
夫
の
志
向
を
承
知
し
て
い
て
、

レ
ス
と
の
出
会
い
を
進
ん
で
ア
レ

ン
ジ
し
て
や
っ
た
と
し
か
思
え
な

い
し
、
元
妻
に
な
っ
た
今
も
、
老

い
て
病
に
伏
し
て
い
る
ロ
バ
ー
ト

に
寄
り
添
い
、
看
病
し
て
い
る
。

こ
こ
に
も
ま
た
自
由
で
フ
ラ
ッ
ト

な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
あ
り
方

が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
数
年
で
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
に
対

す
る
世
間
の
見
方
も
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
に
対
す
る
固
定
観
念
も
大

き
く
変
わ
っ
た
よ
う
に
思
う
。「
結

婚
・
出
産
・
四
人
家
族
」
圧
力
が

ま
だ
ま
だ
強
い
日
本
で
さ
え
、
コ

ミ
ッ
ク
『
弟
の
夫
』
（
田
亀
源
五

郎
作
）
が
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
ド
ラ
マ
化
さ

れ
て
好
評
を
博
し
、
テ
レ
ビ
ド
ラ

マ
『
お
っ
さ
ん
ず
ラ
ブ
』
（
テ
レ

ビ
朝
日
）
は
人
気
に
押
さ
れ
て
映

画
化
、
ド
ラ
マ
続
編
も
放
送
さ
れ

る
と
い
う
。
こ
の
現
象
は『
レ
ス
』

の
ピ
ュ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
賞
受
賞
と
地

続
き
だ
、
と
考
え
る
の
は
う
が
ち

過
ぎ
だ
ろ
う
か
。

結
末
、
世
界
一
周
旅
行
を
終
え

た
レ
ス
は
お
気
に
入
り
の
ス
ー
ツ

を
捨
て
去
り
、
文
字
通
り
脱
皮
す

る
。
世
界
旅
行
版
ビ
ル
ド
ゥ
ン
グ

ス
ロ
マ
ン
、
レ
ス
が
レ
ス
を
卒
業

す
る
の
だ
。
読
者
も
心
か
ら
レ
ス

の
幸
せ
を
願
う
だ
ろ
う
。
親
友
の

結
婚
式
に
出
た
時
の
よ
う
に
。

（
ド
イ
ツ
語
翻
訳
家
）
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