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い
ま
、
大
学
図
書
館
が
お
も
し
ろ
い
。

「
お
も
し
ろ
い
」と
い
う
言
葉
が
不
謹
慎
な

ら
、
こ
う
い
い
か
え
て
も
よ
い
。い
ま
、
大

学
図
書
館
は
大
き
く
様
変
わ
り
し
て
い

る
、と
。

　
こ
れ
ま
で
の
過
去
の
知
識
の
収
蔵
庫
と

い
う
、
い
わ
ば「
う
し
ろ
む
き
」の
役
割
か

ら
、文
字
通
り
、「
考
え
な
が
ら
調
べ
、調
べ

な
が
ら
考
え
る
」た
め
に
、
あ
る
い
は「
考

え
た
こ
と
を
伝
え
あ
う
」
た
め
に
、
学
生
、

教
職
員
が
集
っ
て
く
る
「
ラ
ー
ニ
ン
グ
・

コ
モ
ン
ズ
（
学
び
の
共
有
地
）」
へ
の
転
換

で
あ
る
。コ
モ
ン
ズ
と
は
、
誰
に
で
も
開
か

れ
た
自
由
な
空
間
を
意
味
す
る
。

　
私
が
学
生
や
院
生
の
頃
、
大
学
図
書
館

は「
知
の
殿
堂
」や「
大
学
の
心
臓
」な
ど
と

美
辞
麗
句
で
呼
ば
れ
、
気
楽
に
出
入
り
す

る
空
間
で
は
な
か
っ
た
。そ
れ
に
あ
の
頃
、

大
学
図
書
館
は
キ
ャ
ン
パ
ス
の
中
央
に
位

置
し
、
講
義
棟
か
ら
遠
か
っ
た
。と
こ
ろ
が

今
、
多
く
の
図
書
館
は
ア
ク
セ
ス
の
よ
い

場
所
に
お
か
れ
て
い
る
。本
学
の
場
合
は

食
堂
か
ら
の
至
近
距
離
に
あ
る
。

　
こ
う
し
た
大
学
図
書
館
の
変
容
は
、
大

学
そ
れ
自
体
の
機
能
の
変
化
に
対
応
し

て
い
る
。イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
多
く
の
情

報
が
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
、
資
料
を
保
存
し

提
供
す
る
と
い
う
、
図
書
館
の
本
来
の
機

能
は
縮
小
し
つ
つ
あ
る
。そ
れ
に
代
わ
っ

て
大
学
全
入
時
代
の
図
書
館
に
は
、
大
学

の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
や
教
育
目
標
の
達
成
に
む

け
て
、
学
生
の
学
習
支
援
に
ど
れ
だ
け
有

効
に
機
能
で
き
る
か
が
問
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

　
本
学
が
重
視
し
て
い
る
の
は
、
入
学
時

の
偏
差
値
で
は
な
い
。四
年
間
の
学
士
課

程
で
学
生
一
人
ひ
と
り
の
関
心
や
意
欲
、

能
力
を
引
き
出
し
て
伸
ば
し
、
付
加
価
値

を
つ
け
て
社
会
へ
送
り
出
す
、
い
わ
ば
卒

業
成
長
値
を
高
め
る
教
育
で
あ
る
。現
代

社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
生
活
課
題
を
解
決

し
、
新
し
い
生
活
の
提
案
者
を
育
て
る
と

い
う
本
学
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
か
ら
す
る
と
き
、

現
代
生
活
学
部
の
五
学
科
に
共
通
す
る

教
育
の
課
題
は
、
一
つ
に
し
ぼ
る
な
ら
、

「
課
題
探
求
能
力
」の
育
成
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

　
そ
れ
が
含
意
し
て
い
る
の
は
、
大
切
な

の
は
知
識
を
与
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
獲

得
し
た
知
識
を
通
し
て
学
生
自
ら
問
題

を
発
見
し
、
探
索
し
解
き
明
か
し
て
い
く

能
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
。そ
の

た
め
に
必
要
な
の
が
、
学
生
の
自
発
的
な

学
習
意
欲
で
あ
る
。学
習
意
欲
が
あ
れ
ば

知
識
は
獲
得
で
き
る
。そ
こ
か
ら
、学
習
意

欲
を
高
め
る
よ
う
な
、
知
的
に
チ
ャ
レ
ン

ジ
ン
グ
な
、
学
習
環
境
と
し
て
の
図
書
館

の
役
割
が
浮
上
し
て
く
る
。

　
一
人
ひ
と
り
の
学
生
が
多
様
な
メ
デ
ィ

ア
を
通
し
て
得
ら
れ
る
情
報
や
知
識
の

洪
水
の
中
で
、
必
要
な
情
報
を
取
捨
選
択

し
、
何
が
重
要
な
情
報
や
知
識
で
あ
り
そ

こ
か
ら
何
が
分
か
る
の
か
を
、
教
員
と
学

生
、
学
生
同
士
が
議
論
を
交
わ
し
な
が
ら
、

学
び
を
深
め
て
い
く
。

　
大
き
な
変
化
の
時
代
に
は
、
過
去
の
延

長
上
で
問
題
を
解
決
す
る
の
は
む
ず
か

し
い
。新
し
い
状
況
の
理
解
に
、情
報
は
欠

か
せ
な
い
。そ
の
た
め
の
物
理
的
な
場
所

と
人
的
サ
ポ
ー
ト
の
場
と
し
て
の
図
書
館

―
―
。図
書
館
新
時
代
の
教
員
に
は
、
学

生
た
ち
を
学
習
に
誘
引
す
る
の
に
魅
力

的
な
仕
掛
け
を
つ
く
っ
て
ほ
し
い
。学
生

と
の
対
話
を
重
視
す
る
双
方
向
型
授
業

の
過
程
で
課
題
探
索
へ
の
動
機
づ
け
を
与

え
、教
員
と
学
生
、学
生
同
士
の
対
話
型
や

討
論
型
の
場
と
し
て
、
図
書
館
を
フ
ル
活

用
し
て
ほ
し
い
。

　
図
書
館
職
員
に
は
、
学
習
に
必
要
な

「
情
報
の
提
供
」に
安
住
せ
ず
、
学
生
が
必

要
な
情
報
に
適
切
か
つ
効
率
的
に
ア
ク

セ
ス
し
、
そ
れ
ら
を
評
価
し
取
捨
選
択
し

な
が
ら
活
用
す
る「
情
報
を
使
う
力
」を
中

心
に
、「
学
び
の
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
」
を
体

得
し
て
い
く
過
程
に
関
わ
っ
て
い
た
だ
き

た
い
。肝
心
の
学
生
の
み
な
さ
ん
は
、
調
べ

る
こ
と
で
あ
い
ま
い
だ
っ
た
知
識
が
明
確

に
な
り
、
自
分
の
考
え
を
発
表
し
て
質
問

を
受
け
る
こ
と
で
視
野
が
広
が
る
喜
び
を

経
験
し
て
ほ
し
い
。

　
そ
こ
か
ら
大
学
図
書
館
は
、
ラ
ー
ニ
ン

グ
・
コ
モ
ン
ズ
に
生
ま
れ
変
わ
る
。

（
本
学
　
学
長
）

ISSN　1344-5715

平成24年3月8日　第58号

発行者　東京家政学院大学

　　　　附属図書館

〒194-0292  東京都町田市

　　　　相原町2600

電　話　042（782）9815

印刷所　（株）栄文舎印刷所
井上眞弓

井上眞弓・　　　　

乾澄子・鈴木泰恵編

翰林書房

2011年５月刊行

資 料 の 紹 介

　『狭衣物語』とは、源氏物語以降の物語で、白河

朝あたりに成立したと考えられる王朝物語である。

今回紹介する資料は、その『狭衣物語』を中心とし

た平安後期物語文学の研究論文集で、書名に「空間

／移動」とある。平安後期という時代の、王朝文化

を色濃く揺曳しつつも中世に突入してゆく時代変革

の動きを文学を通して捕まえることを目的として編

集された。結果として論集のなかには、さまざまな

移動とその移動したことによって生じる空間の意味

を明らかにする論文が入集され、平安文学を「移動

と空間の交錯する文学」として考える視座を提示し

ている。

　しかしながら、移動は多面的・多義的なことばで

ある。時代や地域によってその意味するところを変

換してきてもいるだろう。2011年３月の東日本大震

災後、移動ということばがいかに社会とリンクした

ことばであるか、身にしみて感じられたものであ

る。この本には、平安時代の文学を通して現代に生

きるわたくしたちにとっての移動や空間の意味を再

検証すべく編んだという側面があることを紹介して

おきたい。はしがきにも同様のことが書かれている

が、文学は現実より先鋭的に世界を語り、世界を解

釈する。

　現実の問題として、本学で授業をしていると、平

安後期物語が語る、誰ともつながれない孤独やここ

ろが通じていないかもしれない不安、わかり合えな

いもどかしさや切なさは、現代の女子大生には生々

しい現実の問題であり、不条理を生きざるを得ない

人間の絶対的孤独の問題を平安後期物語の登場人物

たちと共有できるらしいことがわかってくる。動き

たくなくても何か大きな力によって移動させられて

しまうディアスポラな状況は世界レベルの問題とし

て現代社会が抱えているものだが、平安後期物語に

も「転地」が見いだされ、これにもまた学生は反応

しているのであるから、仮定の話ながら、本書を読

むことを通してさらに思索を深め、生き方に対し慮

る可能性があるやもしれないと密かに思ってみたり

する。また、本書の中には、新出のプラハ国立美術

館蔵「狭衣物語貼交屏風」のカラー写真と研究も入

集されている。この屏風が日本を出国して辿った移

動を想像しながら、平安後期物語の世界へタイムト

リップすることもできようか。

　装丁は林佳恵氏が担当し、江戸時代のきものデザ

イン画ともいうべき雛形をあしらい、また狭衣物語

のなかで詠まれた和歌「まてしばし山の端めぐる月

だにもうき世にひとりとどめざらなむ」をタイポグ

ラフィーとして使っていただいた。きもののデザイ

ナーでもある林さんによると、装丁とは本にきもの

を着せることであると言う。東京家政学院大学附属

図書館では、最近、表紙も残して配架してくれるよ

うになった。書籍は内容が読まれ、調査・研究・批

評に供されるものだが、本の内容を表象する表紙や

見返し、扉などの意匠も、書籍文化を担っている。

図書館が文化資料蓄積の場として表紙デザインも保

全する方針を選択していることは喜ばしい。林さん

渾身のデザインであるこの本と、さらに第一論文集

である『狭衣物語が拓く言語文化の世界』の表紙も

是非見ていただきたい。しおりと背表紙のはしがみ

が同じで、二つの本の体裁を統一してくれているこ

とがわかるだろう。

　また、本学の大江文庫には江戸時代の雛形がたく

さん架蔵されているので、興味のある方は、まず図

書館を訪れて閲覧してみてはいかがであろうか。

（現代家政学科 教授）

『狭衣物語　空間／移動』

ディスプレイメント
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育
苗
的
共
育
実
践
私
記

　
　
　
―
一
冊
の
本
と
の
再
会
か
ら 

―

新 

田
　
義 

則

旅
　
出
会
い
と
別
れ

長 

谷
　
徹

　
『
月
日
は
百
代
の
過
客
に
し
て
、
行
か

ふ
年
も
又
旅
人
也
。
』
と
い
う
こ
と
で
、
学

生
の
頃
か
ら “

旅”

を
生
き
甲
斐
の
一
つ
と

し
て
今
日
ま
で
き
ま
し
た
。

　
学
生
時
代
、
下
北
半
島
を
旅
し
た
と
き
、

そ
の
出
発
点
で
あ
る
野
辺
地
駅
で
ロ
ー
カ

ル
線
に
乗
っ
た
と
き
の
こ
と
で
し
た
。
私
の

目
の
前
に
座
っ
た
お
ば
あ
さ
ん
が
、
何
か

私
に
話
し
か
け
て
き
ま
す
。
何
を
言
っ
て

い
る
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
黙
っ
て
聞
き

逃
す
の
は
失
礼
と
思
い
、
ニ
コ
ニ
コ
し
な
が

ら
お
ば
あ
さ
ん
の
話
を
聞
い
て
い
ま
し
た
。

だ
ん
だ
ん
話
を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
、
同

じ
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
っ
て
き
ま
し
た
。
時
折
「
た
ば
こ
」
と
い

う
言
葉
が
聞
き
と
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
そ
の
う
ち
、
私
の
胸
の
ポ
ケ
ッ
ト
を
指

さ
し
始
め
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
た
ば
こ
が

入
っ
て
い
ま
し
た
。
お
ば
あ
さ
ん
は
「
今
、

私
は
持
ち
合
わ
せ
が
な
い
が
、
あ
ん
ち
ゃ

ん
た
ば
こ
を
一
本
く
れ
な
い
か
」
と
い
う
こ

と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
や
っ

と
わ
か
り
ま
し
た
。
「
ご
め
ん
、
ご
め
ん
」

と
言
っ
て
、
た
ば
こ
に
火
を
つ
け
て
あ
げ

ま
し
た
。
に
こ
っ
と
笑
っ
て
、
お
礼
を
言
っ

て
い
る
の
が
わ
か
り
ま
し
た
。
野
辺
地
を

出
て
三
〇
分
ほ
ど
で
お
ば
あ
さ
ん
は
降
り

て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
間
ず
っ
と
話
し
か

け
て
く
れ
ま
し
た
。
何
と
か
、
東
京
か
ら

来
た
学
生
で
、
こ
れ
か
ら
恐
山
に
行
く
の

だ
と
言
う
こ
と
は
通
じ
た
よ
う
で
し
た
。

後
は
お
ば
あ
さ
ん
が
何
を
お
話
し
し
て
く

れ
て
い
る
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

一
生
懸
命
に
話
し
か
け
て
く
れ
て
い
た
と

い
う
こ
と
は
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。
旅
の

楽
し
さ
の
一
つ
が
、
旅
先
で
そ
の
土
地
の
人

と
出
会
っ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と

れ
る
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
十

分
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
と
れ
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
何
か
心
が
ほ
っ
と
す
る
の
を

感
じ
た
人
と
の
出
会
い
で
し
た
。

　
三
十
歳
の
頃
に
北
海
道
を
旅
し
、
根
室

の
町
の
旅
館
に
一
泊
し
た
と
き
の
こ
と
で

し
た
。
泊
ま
っ
て
い
る
の
が
私
た
ち
だ
け

と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
か
、
食
堂
で
お
酒

を
飲
み
な
が
ら
夕
食
を
い
た
だ
い
て
い
る

と
き
、
女
将
さ
ん
が
脇
に
来
て
、
い
ろ
い
ろ

と
話
し
か
け
て
き
ま
し
た
。
東
京
で
教
師

を
し
て
い
る
こ
と
や
北
海
道
の
旅
の
思
い

出
な
ど
を
語
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
女
将
さ

ん
が
「
実
は
私
は
国
後
の
生
ま
れ
な
ん
で

す
。
」
と
語
り
始
め
ま
し
た
。
国
後
の
村
で

の
生
活
や
自
然
の
様
子
な
ど
、
懐
か
し
そ

う
に
語
っ
て
い
ま
し
た
。
し
ば
ら
く
国
後

さ
い
ま
し
た
。
教
員
と
し
て
の
就
職
が
決

ま
っ
た
と
き
に
は
、
我
が
こ
と
の
よ
う
に

喜
ん
で
く
れ
ま
し
た
。
五
月
に
な
っ
て
、
就

職
の
報
告
に
訪
ね
た
と
き
に
は
お
赤
飯
を

炊
い
て
お
祝
い
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　
教
員
に
な
っ
て
か
ら
も
、
学
生
時
代
ほ

ど
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
お
ば
ち
ゃ
ん
を

訪
ね
て
出
か
け
ま
し
た
。
泊
ま
り
で
は
な

く
、
挨
拶
だ
け
で
す
ぐ
に
京
都
駅
に
戻
っ

た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
あ
る
年

の
夏
休
み
に
、
京
都
市
内
の
会
館
で
道
徳

教
育
の
全
国
大
会
が
あ
っ
た
と
き
に
は
、

三
日
間
、
通
う
に
は
不
便
で
し
た
が
大
原

に
泊
ま
っ
て
全
日
参
加
し
ま
し
た
。
結
婚

す
る
と
き
に
は
、
相
手
を
連
れ
て
お
ば

ち
ゃ
ん
に
会
い
に
出
か
け
ま
し
た
。
こ
の

と
き
も
喜
ん
で
く
れ
ま
し
た
。
「
長
谷
さ

ん
の
い
い
と
こ
ろ
は
人
を
大
切
に
す
る
こ

と
で
す
よ
」
と
妻
に
な
る
予
定
の
相
手
に

お
っ
し
ゃ
っ
た
そ
う
で
す
。
両
親
も
こ
の
家

に
ご
厄
介
に
な
り
ま
し
た
。
私
の
恩
師
も

泊
ま
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
何
と
な
く

親
戚
が
京
都
に
で
き
た
よ
う
な
思
い
で
し

た
。

　
そ
の
う
ち｢

あ
の
な
ぁ
、
民
宿
を
始
め
よ

う
と
思
う
ん
だ
け
ど
、
ど
う
か
ね｣

と
相
談

を
受
け
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
と

き
に
は
、
家
も
改
築
し
部
屋
数
も
多
く

な
っ
て
い
ま
し
た
し
、
ず
い
ぶ
ん
と
人
を

泊
め
て
も
い
ま
し
た
の
で
「
や
っ
て
み
た

ら
。
東
京
か
ら
泊
ま
る
人
を
紹
介
す
る

よ
」
な
ど
と
話
を
し
ま
し
た
。
そ
の
三
年
後

に
民
宿
と
し
て
正
式
に
ス
タ
ー
ト
を
切
り

ま
し
た
。
そ
の
後
も
何
回
か
訪
ね
、
私
だ

け
で
泊
ま
っ
た
り
家
族
連
れ
で
泊
ま
っ
た

り
し
ま
し
た
。
仲
間
を
連
れ
て
泊
ま
り
に

行
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　
四
〇
歳
代
、
仕
事
が
忙
し
く
な
っ
て
き

ま
し
た
。
そ
う
そ
う
京
都
へ
出
か
け
て
行

け
な
く
な
り
ま
し
た
。
時
候
の
挨
拶
を
す

る
だ
け
の
年
も
出
て
き
た
り
し
ま
し
た
。

そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
、
今
か
ら
数
年
前

の
十
二
月
に
「
喪
中
に
つ
き
・
・
・
」
と
い

う
知
ら
せ
が
京
都
か
ら
届
き
ま
し
た
。
お

ば
ち
ゃ
ん
が
亡
く
な
っ
た
と
の
知
ら
せ
で

し
た
。
な
ぜ
か
哀
し
さ
が
こ
み
上
げ
て
き

て
、
涙
が
止
ま
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
覚
え

て
い
ま
す
。
若
い
頃
に
お
世
話
に
な
っ
た

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
ま
し

た
。
人
と
人
と
の
か
か
わ
り
を
大
切
に
さ

れ
て
い
た
お
ば
ち
ゃ
ん
か
ら
多
く
の
こ
と

を
学
び
ま
し
た
。
先
生
に
な
っ
た
こ
と
を

自
分
の
息
子
の
よ
う
に
喜
ん
で
く
だ
さ
い

ま
し
た
。
何
か
人
生
が
ぷ
つ
ん
と
切
れ
た

よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。
去
年
の
春
、
や
っ

と
お
ば
ち
ゃ
ん
の
お
墓
参
り
が
、
息
子
さ

ん
の
案
内
で
で
き
ま
し
た
。
大
原
の
里
は

雨
で
し
た
。

　
旅
を
し
て
様
々
な
土
地
に
出
か
け
、
い

ろ
い
ろ
な
人
と
出
会
い
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と

を
学
び
、
感
じ
、
思
い
を
抱
く
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
旅
は
、
人
間
を
大
き
く
す
る
も

の
だ
と
思
い
ま
す
。
特
に
、
人
と
の
か
か
わ

り
の
中
で
、
心
が
大
き
く
、
豊
か
に
な
っ
て

い
く
よ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も

新
た
な
出
会
い
を
求
め
て
旅
を
積
み
重
ね

て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

（
児
童
学
科
　
教
授
）

の
話
が
続
い
た
あ
と
「
も
う
帰
れ
な
い
ん

で
す
よ
。
」
と
言
っ
て
涙
を
こ
ぼ
し
な
が
ら

国
後
か
ら
離
れ
る
と
き
の
様
子
や
そ
の
後

の
生
活
の
こ
と
な
ど
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

心
の
底
に
ず
し
ん
と
響
く
も
の
が
あ
り
ま

し
た
。
楽
し
い
出
会
い
と
言
う
よ
り
は
、

心
に
重
い
も
の
が
残
っ
た
出
会
い
と
い
う

こ
と
に
で
も
な
り
ま
し
ょ
う
。
今
で
も
、
北

方
領
土
の
こ
と
が
ニ
ュ
ー
ス
等
で
流
れ
る

と
、
あ
の
晩
の
こ
と
が
鮮
明
に
思
い
出
さ

れ
ま
す
。

　
旅
を
す
る
こ
と
に
心
が
ひ
か
れ
る
の

は
、
未
知
の
土
地
の
自
然
や
人
々
の
暮
ら

し
、
社
会
な
ど
に
直
接
触
れ
る
と
い
う
と

こ
ろ
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
で
き
る
限
り

出
か
け
た
土
地
の
人
た
ち
と
会
話
を
す
る

こ
と
を
心
が
け
て
い
ま
す
。
人
間
が
大
き

く
な
っ
て
い
く
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
ま

た
、
何
回
か
訪
れ
た
土
地
で
あ
っ
て
も
、
行

く
た
び
に
新
し
い
発
見
や
出
会
い
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
も
楽
し
み
の
一
つ
で
す
。
ま
た

何
回
か
訪
れ
る
う
ち
に
顔
見
知
り
に
な
っ

て
し
ま
う
と
い
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

知
人
が
増
え
て
く
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り

ま
す
。

　
私
に
と
っ
て
京
都
は
、
何
回
訪
れ
て
も

ま
た
す
ぐ
に
行
き
た
く
な
る
土
地
で
す
。

　
大
学
一
年
生
の
春
休
み
、
数
人
の
友
達

に
誘
わ
れ
て
京
都
に
出
か
け
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
み
ん
な
は
ユ
ー
ス
ホ
ス
テ
ル

の
会
員
で
宿
が
決
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
私

は
「
行
け
ば
何
と
か
な
る
だ
ろ
う
」
と
い

う
ま
っ
た
く
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
な
考
え
を

も
っ
て
出
か
け
ま
し
た
。

　
当
時
走
っ
て
い
た
寝
台
急
行 “

銀
河”

で

東
京
を
発
ち
ま
し
た
。
翌
朝
京
都
に
着
き

ま
す
。
そ
の
日
は
、
京
都
大
原
に
行
こ
う

と
い
う
こ
と
で
し
た
の
で
、
駅
前
か
ら
バ
ス

に
乗
り
大
原
に
向
か
い
ま
し
た
。
三
千
院

を
参
観
し
、
寂
光
院
に
向
か
い
ま
し
た
。

寂
光
院
の
参
拝
も
す
ん
で
市
内
へ
帰
ろ
う

と
寂
光
院
か
ら
バ
ス
停
に
向
か
っ
て
歩
い

て
い
る
と
き
で
し
た
。
同
行
の
仲
間
が
「
あ

そ
こ
の
茶
店
で
少
し
休
ん
で
い
こ
う
」
こ

と
に
な
り
、
茶
店
に
入
り
ま
し
た
。
お
ば

さ
ん
が
一
人
で
店
を
切
り
回
し
て
い
ま
し

た
。
「
こ
れ
は
菜
の
花
漬
け
、
こ
れ
は
有
名

な
し
ば
漬
け
」
と
い
ろ
い
ろ
な
漬
け
物
を

出
し
て
く
れ
ま
し
た
。
会
話
も
弾
み
ま
し

た
。
何
気
な
く
「
私
、
今
夜
の
宿
が
決
ま
っ

て
い
な
い
ん
だ
け
れ
ど
、
こ
の
近
く
で
泊

ま
れ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
せ
ん

か
」
と
聞
い
て
み
ま
し
た
。
お
ば
さ
ん
が

「
店
の
前
の
民
宿
に
聞
い
て
き
て
あ
げ
よ

う
」
と
い
っ
て
小
走
り
に
茶
店
の
前
の
民

宿
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
戻
っ
て
く

る
と
「
残
念
だ
け
ど
今
日
は
予
約
で
い
っ

ぱ
い
だ
そ
う
で
す
よ
」
と
い
う
こ
と
で
し

た
。
や
は
り
宿
を
決
め
ず
に
来
て
し
ま
っ

た
こ
と
は
無
鉄
砲
だ
っ
た
か
と
考
え
て
い

る
と
「
井
上
さ
ん
ち
が
前
に
も
人
を
泊
め

た
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
聞
い
て

み
て
あ
げ
る
」
と
言
っ
て
電
話
を
か
け
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。
し
ば
ら
く
す
る
と

戻
っ
て
き
て｢

大
丈
夫
だ
そ
う
で
す
よ
。

行
っ
て
ご
ら
ん
な
さ
い｣

と
い
う
こ
と
で
、

仲
間
と
別
れ
て
、
そ
の
紹
介
し
て
い
た
だ

い
た
家
を
訪
ね
て
み
ま
し
た
。
訪
ね
て
み

る
と
、
お
ば
ち
ゃ
ん
が
出
て
き
て
「
こ
ん
な

農
家
だ
け
ど
、
こ
こ
で
よ
か
っ
た
ら
ど
う

ぞ
」
と
い
う
こ
と
で
、
自
分
の
こ
と
を
紹
介

し
な
が
ら
、
そ
の
日
泊
め
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

　
居
心
地
が
よ
く
、
結
局
そ
の
と
き
は
三

泊
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
お
風
呂
は
所
謂

“

五
右
衛
門
風
呂”

で
し
た
。
寒
い
と
き

な
ど
、
母
屋
か
ら
い
っ
た
ん
庭
に
出
て
、
お

風
呂
の
あ
る
小
屋
に
向
か
い
ま
す
が
、
す

ぐ
に
は
湯
船
に
つ
か
れ
な
い
の
で
、
結
構

き
つ
か
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
食

事
は
、
家
族
と
一
緒
に
食
べ
ま
し
た
。
お
じ

さ
ん
、
息
子
さ
ん
と
む
す
め
さ
ん
の
四
人

家
族
で
し
た
。
息
子
さ
ん
と
は
歳
も
そ
う

違
わ
な
い
の
で
よ
く
話
を
し
ま
し
た
。
こ

の
日
か
ら
こ
の
お
ば
ち
ゃ
ん
の
家
と
の
お

つ
き
あ
い
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　
休
み
に
は
必
ず
と
言
っ
て
い
い
く
ら
い

京
都
大
原
に
出
か
け
ま
し
た
。
そ
し
て
お

ば
ち
ゃ
ん
の
家
に
泊
ま
ら
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
朝
食
時
に
は
、
生
卵
が
だ
め
な
私

の
た
め
に
、
焼
い
た
り
ゆ
で
た
り
し
て
く
だ

「在宅療養をささえるすべての人へ」

　本書は、筆者が母の介護をしていた2003－2007年の最後の

時期にとりまとめを依頼され、執筆や編集の責任者として関与

し、母のなくなった後に完成したものです。在宅療養に関わっ

た家族として自身のいろいろな思いが込められています。

　一般向けに病気の知識をまとめたものや、専門家向けの

在宅医療のテキストはありますが、実際に、在宅療養をする

場合に頼りとなる家族のために書かれたものは意外と少な

く、また、書かれている介護のあるべき姿が、実際とはかけ

離れていたり、現実の介護の問題を指摘するだけで改善策

につながらないと感じていました。高齢者のケア（数年の長

期にわたる）とガンの療養（終末期は月単位）とでは、療養

生活の課題が基本は同じでも実際は異なったり、支える側

も核家族で家族構成も少ない人が増えています。

　執筆者には、がん・高齢者・認知症･神経難病・障害児等の

在宅療養について専門の医師や開業医と保健・福祉・介

護・看護の専門家に、また末期のスピリチュアルケアを宗教

家（仏教、キリスト教）に、在宅療養の現場を分かりやすく説

明していただくとともに、実際に介護がうまくいった家族

と、そうでない家族にも書いてもらいました。

　当時の私の介護体験は健康福祉政策を考える原点となっ

ています。母の体調が悪くなった2006年に、国の社会保障

の構造改革が始まりました。介護保険の改正、療養病床廃

止、診療報酬・入院基本料の改定等の医療改革、介護難民

が話題に。我が家も例外ではありませんでした。母が住ん

でいる地域の介護担当から突然に、生活援助を打ち切ると

の連絡。それまで16年間、平日は職場・静岡にいて、母は一

人で東京という生活のため、介護保険のヘルパーさんが、

中途失明の母の生活にとって命綱でした。その生活援助サ

ービスを介護保険法の改正（これは「切り捨て」ですね、や

はり）のため、打ち切るというのです。朝、通勤前に路上で

携帯電話から区の担当に電話し

て、何とかならないのか、と大

きな声を思わず出していたのを

覚えています。何度も電話して

交渉する中でサービスの継続が

認められました。声を出せる人

はまだよいのでしょう。他の地

域には介護保険でレンタルの電

動ベットを取り上げられ、泣い

ている老人がいるとのこと。ま

たいつ、サービスを削減される

かもしれないと恐れ、遅れてい

た介護認定を上げる手続きに入り、１年半にわたる、私と母

の最も苦しい介護生活が始まりました。

　在宅ケアは導入期から始まり、支援チームの形成期、在

宅での生を支える療養期、死別期、悲嘆期というステージ

があります。私の母の場合、４年間は、心不全、腎不全、脳

梗塞、左麻痺、大腿骨頸部骨折、認知症と病状がめまぐる

しく変化し、医療と福祉のケアの体制を組み直そうとする

と、制度改革というハードルに足をとられ、死別後も4年間

は悲嘆の中にありました。悲嘆期の困難点は、それまであっ

た在宅ケア（あるいは病院内ケア）の支援チームが突然、い

なくなり、介護者が心理的に一人になることです。その悲嘆

を癒してくれる人々についても考えていかねばなりません。

　病院から「家に帰りたい」「家に帰したい」「家で過ごし

たい」と思っているのなら、その思いを言葉にして、家族や

友人、信頼できる知人やご近所さん、病院の医師や看護師

さんに、勇気を出して自分の思いを伝えてみましょう。あな

たの思いをサポートする方法は必ず見つかります。

（健康栄養学科　教授)

松 田　正 己
本の周辺

(財）在宅医療助成
勇美記念財団監修

健康と良い友だち社 2009年
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育
苗
的
共
育
実
践
私
記

　
　
　
―
一
冊
の
本
と
の
再
会
か
ら 

―

新 

田
　
義 

則

旅
　
出
会
い
と
別
れ

長 

谷
　
徹

　
『
月
日
は
百
代
の
過
客
に
し
て
、
行
か

ふ
年
も
又
旅
人
也
。
』
と
い
う
こ
と
で
、
学

生
の
頃
か
ら “

旅”

を
生
き
甲
斐
の
一
つ
と

し
て
今
日
ま
で
き
ま
し
た
。

　
学
生
時
代
、
下
北
半
島
を
旅
し
た
と
き
、

そ
の
出
発
点
で
あ
る
野
辺
地
駅
で
ロ
ー
カ

ル
線
に
乗
っ
た
と
き
の
こ
と
で
し
た
。
私
の

目
の
前
に
座
っ
た
お
ば
あ
さ
ん
が
、
何
か

私
に
話
し
か
け
て
き
ま
す
。
何
を
言
っ
て

い
る
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
黙
っ
て
聞
き

逃
す
の
は
失
礼
と
思
い
、
ニ
コ
ニ
コ
し
な
が

ら
お
ば
あ
さ
ん
の
話
を
聞
い
て
い
ま
し
た
。

だ
ん
だ
ん
話
を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
、
同

じ
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
っ
て
き
ま
し
た
。
時
折
「
た
ば
こ
」
と
い

う
言
葉
が
聞
き
と
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
そ
の
う
ち
、
私
の
胸
の
ポ
ケ
ッ
ト
を
指

さ
し
始
め
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
た
ば
こ
が

入
っ
て
い
ま
し
た
。
お
ば
あ
さ
ん
は
「
今
、

私
は
持
ち
合
わ
せ
が
な
い
が
、
あ
ん
ち
ゃ

ん
た
ば
こ
を
一
本
く
れ
な
い
か
」
と
い
う
こ

と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
や
っ

と
わ
か
り
ま
し
た
。
「
ご
め
ん
、
ご
め
ん
」

と
言
っ
て
、
た
ば
こ
に
火
を
つ
け
て
あ
げ

ま
し
た
。
に
こ
っ
と
笑
っ
て
、
お
礼
を
言
っ

て
い
る
の
が
わ
か
り
ま
し
た
。
野
辺
地
を

出
て
三
〇
分
ほ
ど
で
お
ば
あ
さ
ん
は
降
り

て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
間
ず
っ
と
話
し
か

け
て
く
れ
ま
し
た
。
何
と
か
、
東
京
か
ら

来
た
学
生
で
、
こ
れ
か
ら
恐
山
に
行
く
の

だ
と
言
う
こ
と
は
通
じ
た
よ
う
で
し
た
。

後
は
お
ば
あ
さ
ん
が
何
を
お
話
し
し
て
く

れ
て
い
る
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

一
生
懸
命
に
話
し
か
け
て
く
れ
て
い
た
と

い
う
こ
と
は
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。
旅
の

楽
し
さ
の
一
つ
が
、
旅
先
で
そ
の
土
地
の
人

と
出
会
っ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と

れ
る
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
十

分
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
と
れ
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
何
か
心
が
ほ
っ
と
す
る
の
を

感
じ
た
人
と
の
出
会
い
で
し
た
。

　
三
十
歳
の
頃
に
北
海
道
を
旅
し
、
根
室

の
町
の
旅
館
に
一
泊
し
た
と
き
の
こ
と
で

し
た
。
泊
ま
っ
て
い
る
の
が
私
た
ち
だ
け

と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
か
、
食
堂
で
お
酒

を
飲
み
な
が
ら
夕
食
を
い
た
だ
い
て
い
る

と
き
、
女
将
さ
ん
が
脇
に
来
て
、
い
ろ
い
ろ

と
話
し
か
け
て
き
ま
し
た
。
東
京
で
教
師

を
し
て
い
る
こ
と
や
北
海
道
の
旅
の
思
い

出
な
ど
を
語
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
女
将
さ

ん
が
「
実
は
私
は
国
後
の
生
ま
れ
な
ん
で

す
。
」
と
語
り
始
め
ま
し
た
。
国
後
の
村
で

の
生
活
や
自
然
の
様
子
な
ど
、
懐
か
し
そ

う
に
語
っ
て
い
ま
し
た
。
し
ば
ら
く
国
後

さ
い
ま
し
た
。
教
員
と
し
て
の
就
職
が
決

ま
っ
た
と
き
に
は
、
我
が
こ
と
の
よ
う
に

喜
ん
で
く
れ
ま
し
た
。
五
月
に
な
っ
て
、
就

職
の
報
告
に
訪
ね
た
と
き
に
は
お
赤
飯
を

炊
い
て
お
祝
い
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　
教
員
に
な
っ
て
か
ら
も
、
学
生
時
代
ほ

ど
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
お
ば
ち
ゃ
ん
を

訪
ね
て
出
か
け
ま
し
た
。
泊
ま
り
で
は
な

く
、
挨
拶
だ
け
で
す
ぐ
に
京
都
駅
に
戻
っ

た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
あ
る
年

の
夏
休
み
に
、
京
都
市
内
の
会
館
で
道
徳

教
育
の
全
国
大
会
が
あ
っ
た
と
き
に
は
、

三
日
間
、
通
う
に
は
不
便
で
し
た
が
大
原

に
泊
ま
っ
て
全
日
参
加
し
ま
し
た
。
結
婚

す
る
と
き
に
は
、
相
手
を
連
れ
て
お
ば

ち
ゃ
ん
に
会
い
に
出
か
け
ま
し
た
。
こ
の

と
き
も
喜
ん
で
く
れ
ま
し
た
。
「
長
谷
さ

ん
の
い
い
と
こ
ろ
は
人
を
大
切
に
す
る
こ

と
で
す
よ
」
と
妻
に
な
る
予
定
の
相
手
に

お
っ
し
ゃ
っ
た
そ
う
で
す
。
両
親
も
こ
の
家

に
ご
厄
介
に
な
り
ま
し
た
。
私
の
恩
師
も

泊
ま
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
何
と
な
く

親
戚
が
京
都
に
で
き
た
よ
う
な
思
い
で
し

た
。

　
そ
の
う
ち｢

あ
の
な
ぁ
、
民
宿
を
始
め
よ

う
と
思
う
ん
だ
け
ど
、
ど
う
か
ね｣

と
相
談

を
受
け
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
と

き
に
は
、
家
も
改
築
し
部
屋
数
も
多
く

な
っ
て
い
ま
し
た
し
、
ず
い
ぶ
ん
と
人
を

泊
め
て
も
い
ま
し
た
の
で
「
や
っ
て
み
た

ら
。
東
京
か
ら
泊
ま
る
人
を
紹
介
す
る

よ
」
な
ど
と
話
を
し
ま
し
た
。
そ
の
三
年
後

に
民
宿
と
し
て
正
式
に
ス
タ
ー
ト
を
切
り

ま
し
た
。
そ
の
後
も
何
回
か
訪
ね
、
私
だ

け
で
泊
ま
っ
た
り
家
族
連
れ
で
泊
ま
っ
た

り
し
ま
し
た
。
仲
間
を
連
れ
て
泊
ま
り
に

行
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　
四
〇
歳
代
、
仕
事
が
忙
し
く
な
っ
て
き

ま
し
た
。
そ
う
そ
う
京
都
へ
出
か
け
て
行

け
な
く
な
り
ま
し
た
。
時
候
の
挨
拶
を
す

る
だ
け
の
年
も
出
て
き
た
り
し
ま
し
た
。

そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
、
今
か
ら
数
年
前

の
十
二
月
に
「
喪
中
に
つ
き
・
・
・
」
と
い

う
知
ら
せ
が
京
都
か
ら
届
き
ま
し
た
。
お

ば
ち
ゃ
ん
が
亡
く
な
っ
た
と
の
知
ら
せ
で

し
た
。
な
ぜ
か
哀
し
さ
が
こ
み
上
げ
て
き

て
、
涙
が
止
ま
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
覚
え

て
い
ま
す
。
若
い
頃
に
お
世
話
に
な
っ
た

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
ま
し

た
。
人
と
人
と
の
か
か
わ
り
を
大
切
に
さ

れ
て
い
た
お
ば
ち
ゃ
ん
か
ら
多
く
の
こ
と

を
学
び
ま
し
た
。
先
生
に
な
っ
た
こ
と
を

自
分
の
息
子
の
よ
う
に
喜
ん
で
く
だ
さ
い

ま
し
た
。
何
か
人
生
が
ぷ
つ
ん
と
切
れ
た

よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。
去
年
の
春
、
や
っ

と
お
ば
ち
ゃ
ん
の
お
墓
参
り
が
、
息
子
さ

ん
の
案
内
で
で
き
ま
し
た
。
大
原
の
里
は

雨
で
し
た
。

　
旅
を
し
て
様
々
な
土
地
に
出
か
け
、
い

ろ
い
ろ
な
人
と
出
会
い
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と

を
学
び
、
感
じ
、
思
い
を
抱
く
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
旅
は
、
人
間
を
大
き
く
す
る
も

の
だ
と
思
い
ま
す
。
特
に
、
人
と
の
か
か
わ

り
の
中
で
、
心
が
大
き
く
、
豊
か
に
な
っ
て

い
く
よ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も

新
た
な
出
会
い
を
求
め
て
旅
を
積
み
重
ね

て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

（
児
童
学
科
　
教
授
）

の
話
が
続
い
た
あ
と
「
も
う
帰
れ
な
い
ん

で
す
よ
。
」
と
言
っ
て
涙
を
こ
ぼ
し
な
が
ら

国
後
か
ら
離
れ
る
と
き
の
様
子
や
そ
の
後

の
生
活
の
こ
と
な
ど
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

心
の
底
に
ず
し
ん
と
響
く
も
の
が
あ
り
ま

し
た
。
楽
し
い
出
会
い
と
言
う
よ
り
は
、

心
に
重
い
も
の
が
残
っ
た
出
会
い
と
い
う

こ
と
に
で
も
な
り
ま
し
ょ
う
。
今
で
も
、
北

方
領
土
の
こ
と
が
ニ
ュ
ー
ス
等
で
流
れ
る

と
、
あ
の
晩
の
こ
と
が
鮮
明
に
思
い
出
さ

れ
ま
す
。

　
旅
を
す
る
こ
と
に
心
が
ひ
か
れ
る
の

は
、
未
知
の
土
地
の
自
然
や
人
々
の
暮
ら

し
、
社
会
な
ど
に
直
接
触
れ
る
と
い
う
と

こ
ろ
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
で
き
る
限
り

出
か
け
た
土
地
の
人
た
ち
と
会
話
を
す
る

こ
と
を
心
が
け
て
い
ま
す
。
人
間
が
大
き

く
な
っ
て
い
く
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
ま

た
、
何
回
か
訪
れ
た
土
地
で
あ
っ
て
も
、
行

く
た
び
に
新
し
い
発
見
や
出
会
い
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
も
楽
し
み
の
一
つ
で
す
。
ま
た

何
回
か
訪
れ
る
う
ち
に
顔
見
知
り
に
な
っ

て
し
ま
う
と
い
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

知
人
が
増
え
て
く
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り

ま
す
。

　
私
に
と
っ
て
京
都
は
、
何
回
訪
れ
て
も

ま
た
す
ぐ
に
行
き
た
く
な
る
土
地
で
す
。

　
大
学
一
年
生
の
春
休
み
、
数
人
の
友
達

に
誘
わ
れ
て
京
都
に
出
か
け
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
み
ん
な
は
ユ
ー
ス
ホ
ス
テ
ル

の
会
員
で
宿
が
決
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
私

は
「
行
け
ば
何
と
か
な
る
だ
ろ
う
」
と
い

う
ま
っ
た
く
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
な
考
え
を

も
っ
て
出
か
け
ま
し
た
。

　
当
時
走
っ
て
い
た
寝
台
急
行 “

銀
河”

で

東
京
を
発
ち
ま
し
た
。
翌
朝
京
都
に
着
き

ま
す
。
そ
の
日
は
、
京
都
大
原
に
行
こ
う

と
い
う
こ
と
で
し
た
の
で
、
駅
前
か
ら
バ
ス

に
乗
り
大
原
に
向
か
い
ま
し
た
。
三
千
院

を
参
観
し
、
寂
光
院
に
向
か
い
ま
し
た
。

寂
光
院
の
参
拝
も
す
ん
で
市
内
へ
帰
ろ
う

と
寂
光
院
か
ら
バ
ス
停
に
向
か
っ
て
歩
い

て
い
る
と
き
で
し
た
。
同
行
の
仲
間
が
「
あ

そ
こ
の
茶
店
で
少
し
休
ん
で
い
こ
う
」
こ

と
に
な
り
、
茶
店
に
入
り
ま
し
た
。
お
ば

さ
ん
が
一
人
で
店
を
切
り
回
し
て
い
ま
し

た
。
「
こ
れ
は
菜
の
花
漬
け
、
こ
れ
は
有
名

な
し
ば
漬
け
」
と
い
ろ
い
ろ
な
漬
け
物
を

出
し
て
く
れ
ま
し
た
。
会
話
も
弾
み
ま
し

た
。
何
気
な
く
「
私
、
今
夜
の
宿
が
決
ま
っ

て
い
な
い
ん
だ
け
れ
ど
、
こ
の
近
く
で
泊

ま
れ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
せ
ん

か
」
と
聞
い
て
み
ま
し
た
。
お
ば
さ
ん
が

「
店
の
前
の
民
宿
に
聞
い
て
き
て
あ
げ
よ

う
」
と
い
っ
て
小
走
り
に
茶
店
の
前
の
民

宿
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
戻
っ
て
く

る
と
「
残
念
だ
け
ど
今
日
は
予
約
で
い
っ

ぱ
い
だ
そ
う
で
す
よ
」
と
い
う
こ
と
で
し

た
。
や
は
り
宿
を
決
め
ず
に
来
て
し
ま
っ

た
こ
と
は
無
鉄
砲
だ
っ
た
か
と
考
え
て
い

る
と
「
井
上
さ
ん
ち
が
前
に
も
人
を
泊
め

た
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
聞
い
て

み
て
あ
げ
る
」
と
言
っ
て
電
話
を
か
け
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。
し
ば
ら
く
す
る
と

戻
っ
て
き
て｢

大
丈
夫
だ
そ
う
で
す
よ
。

行
っ
て
ご
ら
ん
な
さ
い｣

と
い
う
こ
と
で
、

仲
間
と
別
れ
て
、
そ
の
紹
介
し
て
い
た
だ

い
た
家
を
訪
ね
て
み
ま
し
た
。
訪
ね
て
み

る
と
、
お
ば
ち
ゃ
ん
が
出
て
き
て
「
こ
ん
な

農
家
だ
け
ど
、
こ
こ
で
よ
か
っ
た
ら
ど
う

ぞ
」
と
い
う
こ
と
で
、
自
分
の
こ
と
を
紹
介

し
な
が
ら
、
そ
の
日
泊
め
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

　
居
心
地
が
よ
く
、
結
局
そ
の
と
き
は
三

泊
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
お
風
呂
は
所
謂

“

五
右
衛
門
風
呂”

で
し
た
。
寒
い
と
き

な
ど
、
母
屋
か
ら
い
っ
た
ん
庭
に
出
て
、
お

風
呂
の
あ
る
小
屋
に
向
か
い
ま
す
が
、
す

ぐ
に
は
湯
船
に
つ
か
れ
な
い
の
で
、
結
構

き
つ
か
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
食

事
は
、
家
族
と
一
緒
に
食
べ
ま
し
た
。
お
じ

さ
ん
、
息
子
さ
ん
と
む
す
め
さ
ん
の
四
人

家
族
で
し
た
。
息
子
さ
ん
と
は
歳
も
そ
う

違
わ
な
い
の
で
よ
く
話
を
し
ま
し
た
。
こ

の
日
か
ら
こ
の
お
ば
ち
ゃ
ん
の
家
と
の
お

つ
き
あ
い
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　
休
み
に
は
必
ず
と
言
っ
て
い
い
く
ら
い

京
都
大
原
に
出
か
け
ま
し
た
。
そ
し
て
お

ば
ち
ゃ
ん
の
家
に
泊
ま
ら
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
朝
食
時
に
は
、
生
卵
が
だ
め
な
私

の
た
め
に
、
焼
い
た
り
ゆ
で
た
り
し
て
く
だ

「在宅療養をささえるすべての人へ」

　本書は、筆者が母の介護をしていた2003－2007年の最後の

時期にとりまとめを依頼され、執筆や編集の責任者として関与

し、母のなくなった後に完成したものです。在宅療養に関わっ

た家族として自身のいろいろな思いが込められています。

　一般向けに病気の知識をまとめたものや、専門家向けの

在宅医療のテキストはありますが、実際に、在宅療養をする

場合に頼りとなる家族のために書かれたものは意外と少な

く、また、書かれている介護のあるべき姿が、実際とはかけ

離れていたり、現実の介護の問題を指摘するだけで改善策

につながらないと感じていました。高齢者のケア（数年の長

期にわたる）とガンの療養（終末期は月単位）とでは、療養

生活の課題が基本は同じでも実際は異なったり、支える側

も核家族で家族構成も少ない人が増えています。

　執筆者には、がん・高齢者・認知症･神経難病・障害児等の

在宅療養について専門の医師や開業医と保健・福祉・介

護・看護の専門家に、また末期のスピリチュアルケアを宗教

家（仏教、キリスト教）に、在宅療養の現場を分かりやすく説

明していただくとともに、実際に介護がうまくいった家族

と、そうでない家族にも書いてもらいました。

　当時の私の介護体験は健康福祉政策を考える原点となっ

ています。母の体調が悪くなった2006年に、国の社会保障

の構造改革が始まりました。介護保険の改正、療養病床廃

止、診療報酬・入院基本料の改定等の医療改革、介護難民

が話題に。我が家も例外ではありませんでした。母が住ん

でいる地域の介護担当から突然に、生活援助を打ち切ると

の連絡。それまで16年間、平日は職場・静岡にいて、母は一

人で東京という生活のため、介護保険のヘルパーさんが、

中途失明の母の生活にとって命綱でした。その生活援助サ

ービスを介護保険法の改正（これは「切り捨て」ですね、や

はり）のため、打ち切るというのです。朝、通勤前に路上で

携帯電話から区の担当に電話し

て、何とかならないのか、と大

きな声を思わず出していたのを

覚えています。何度も電話して

交渉する中でサービスの継続が

認められました。声を出せる人

はまだよいのでしょう。他の地

域には介護保険でレンタルの電

動ベットを取り上げられ、泣い

ている老人がいるとのこと。ま

たいつ、サービスを削減される

かもしれないと恐れ、遅れてい

た介護認定を上げる手続きに入り、１年半にわたる、私と母

の最も苦しい介護生活が始まりました。

　在宅ケアは導入期から始まり、支援チームの形成期、在

宅での生を支える療養期、死別期、悲嘆期というステージ

があります。私の母の場合、４年間は、心不全、腎不全、脳

梗塞、左麻痺、大腿骨頸部骨折、認知症と病状がめまぐる

しく変化し、医療と福祉のケアの体制を組み直そうとする

と、制度改革というハードルに足をとられ、死別後も4年間

は悲嘆の中にありました。悲嘆期の困難点は、それまであっ

た在宅ケア（あるいは病院内ケア）の支援チームが突然、い

なくなり、介護者が心理的に一人になることです。その悲嘆

を癒してくれる人々についても考えていかねばなりません。

　病院から「家に帰りたい」「家に帰したい」「家で過ごし

たい」と思っているのなら、その思いを言葉にして、家族や

友人、信頼できる知人やご近所さん、病院の医師や看護師

さんに、勇気を出して自分の思いを伝えてみましょう。あな

たの思いをサポートする方法は必ず見つかります。

（健康栄養学科　教授)

松 田　正 己
本の周辺

(財）在宅医療助成
勇美記念財団監修

健康と良い友だち社 2009年
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育
苗
的
共
育
実
践
私
記

　
　
　
―
一
冊
の
本
と
の
再
会
か
ら 

―

新 

田
　
義 

則

日
本
橋
美
人
博
覧
会
に
協
賛
参
加
の
お
話

有 

泉
　
治

　
平
成
二
三
年
四
月
に
、
現
代
家
政
学
科

と
、
健
康
栄
養
学
科
が
、
千
代
田
三
番
町

キ
ャ
ン
パ
ス
に
移
転
し
ま
し
た
。
従
来
か

ら
町
田
キ
ャ
ン
パ
ス
で
は
、
地
域
と
連
携

す
る
活
動
が
積
極
的
に
進
め
ら
れ
、
千
代

田
三
番
町
へ
の
移
転
に
合
わ
せ
千
代
田
区

周
辺
と
の
地
域
連
携
が
望
ま
れ
ま
し
た
。

附
属
図
書
館
と
し
て
は
、
三
番
町
図
書
館

の
千
代
田
区
地
域
公
開
が
、
平
成
二
三
年

度
の
目
標
と
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。

　
平
成
二
三
年
三
月
、
地
域
公
開
の
検

討
が
ま
だ
ス
タ
ー
ト
す
る
前
に
、
中
央

区
の
地
域
振
興
活
動
の
一
つ
で
あ
る
、
日

本
橋
美
人
博
覧
会
に
参
加
の
要
請
が
持

ち
上
り
千
代
田
三
番
町
キ
ャ
ン
パ
ス
移

転
を
ピ
ー
ア
ー
ル
す
る
良
い
チ
ャ
ン
ス
と

捕
ら
え
、
小
瀬
生
活
文
化
博
物
館
長
を

委
員
長
と
す
る
、
企
画
実
行
委
員
会
で
、

大
江
文
庫
の
錦
絵
や
資
料
、
大
江
文
庫

資
料
の
再
現
料
理
標
本
な
ど
の
展
示
会

を
、
三
番
町
キ
ャ
ン
パ
ス
を
サ
テ
ラ
イ
ト

会
場
と
し
て
協
賛
参
加
す
る
計
画
を
立

案
し
ま
し
た
。

　
当
初
三
台
の
小
型
展
示
ケ
ー
ス
に
よ

る
展
示
会
の
企
画
で
し
た
が
、
三
番
町

キ
ャ
ン
パ
ス
玄
関
ロ
ビ
ー
の
ス
ペ
ー
ス
が

広
く
展
示
ケ
ー
ス
を
五
台
に
増
や
し
、

「
江
戸
文
化
の
彩
り
」
の
テ
ー
マ
の
展
示

と
し
、
関
原
元
図
書
館
事
務
部
長
の
ご

尽
力
で
、
先
生
方
の
ご
協
力
い
た
だ
き
、

講
演
会
の
同
時
開
催
に
計
画
を
拡
大
し

ま
し
た
。

　
期
間
は
町
田
キ
ャ
ン
パ
ス
で
開
催
さ

れ
る
学
園
祭
前
の
約
二
週
間
で
、
準
備
が

重
な
り
大
変
で
し
た
が
、
文
化
の
日
を
挟

む
良
い
タ
イ
ミ
ン
グ
と
な
り
ま
し
た
。

　
大
江
文
庫
所
蔵
の
錦
絵
、
江
戸
期
の

染
め
資
料
と
、
大
江
文
庫
の
料
理
書
の

中
か
ら
再
現
し
た
江
戸
料
理
の
復
元
標

本
、
和
更
紗
、
髪
飾
り
、
木
地
玩
具
な

ど
、
生
活
文
化
博
物
館
の
資
料
を
展
示

し
ま
し
た
。

　
喜
多
川
歌
麿
や
国
貞
、
国
芳
の
浮
世

絵
は
江
戸
時
代
の
高
名
な
浮
世
絵
師
の

作
品
で
江
戸
時
代
の
女
性
と
生
活
文
化

を
良
く
表
し
た
作
品
が
選
ば
れ
ま
し
た

　
大
江
文
庫
に
は
、
江
戸
時
代
の
食
生

活
や
、
女
性
の
立
場
や
役
割
な
ど
を
記

述
し
た
、
ま
さ
に
家
政
学
・
生
活
学
・
生

活
文
化
を
学
ぶ
た
め
に
貴
重
な
資
料
が

収
蔵
さ
れ
て
お
り
、
展
示
を
通
し
て
、
千

代
田
三
番
町
キ
ャ
ン
パ
ス
の
本
学
教
職

員
の
皆
さ
ん
と
、
展
示
期
間
中
に
訪
問

さ
れ
た
本
学
関
係
者
の
皆
さ
ん
に
、
歴

史
的
な
資
料
の
背
景
に
基
づ
い
た
教
育

が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
解
い
た
だ
く

良
い
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

　
十
時
三
十
分
　
江
原
名
誉
教
授

　
　
江
戸
の
食
と
再
現
料
理

　
　
　
　
江
戸
エ
コ
行
楽
重

　
十
三
時

　
　
藤
居
生
活
デ
ザ
イ
ン
学
科
教
授

　
　
染
め
・
今
昔

－

天
然
染
料
の
色
合
い

　
ど
ち
ら
の
講
演
も
約
八
十
名
の
方
々

が
熱
心
に
受
講
さ
れ
、
大
変
充
実
し
た

講
演
会
と
な
り
ま
し
た
。

関
連
ペ
ー
ジ
「
大
学
美
人
博
覧
会
」
検
索

　
大
江
文
庫
の
貴
重
書
類
は
町
田
本
館

に
あ
る
貴
重
書
庫
に
厳
重
に
保
管
さ
れ

て
い
ま
す
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
番
組
な
ど
、
テ
レ

ビ
放
送
に
登
場
し
た
り
、
時
々
他
大
学
の

先
生
方
や
学
生
が
収
蔵
書
情
報
を
検
索

し
て
本
学
図
書
館
で
利
用
さ
れ
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
当
然
、
本
学
の
授
業
に
も

活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
江
戸
時
代
の
古
文
書
は
長
時
間
蛍
光

灯
や
日
光
に
当
た
る
と
焼
け
て
し
ま
い
、

扱
い
に
注
意
が
必
要
で
す
。
今
回
の
展
示

で
は
、
ガ
ラ
ス
展
示
ケ
ー
ス
の
中
に
保
存

し
通
常
は
ケ
ー
ス
の
蛍
光
灯
は
消
し
て

展
示
い
た
し
ま
し
た
。
約
２
週
間
の
展
示

で
、
日
光
に
当
た
ら
ぬ
よ
う
日
避
け
の
作

業
も
大
変
で
し
た
。
生
活
文
化
博
物
館

の
資
料
も
博
物
館
で
展
示
す
る
期
間
を

除
い
て
は
日
焼
け
や
カ
ビ
や
虫
が
つ
か

ぬ
よ
う
工
夫
し
て
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

髪
飾
り
は
、
高
価
な
造
り
物
で
、
芸
術
的

な
作
品
で
す
。
値
打
ち
の
分
か
る
方
に

は
、
欲
し
く
な
る
品
物
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
。

　
江
原
名
誉
教
授
が
楠
公
レ
ス
ト
ハ
ウ

ス
と
協
力
さ
れ
作
ら
れ
た
、
江
戸
時
代

の
再
現
料
理
「
江
戸
エ
コ
行
楽
重
」
を
お

弁
当
希
望
者
に
取
寄
せ
八
十
五
名
の
方

が
色
鮮
や
か
な
再
現
料
理
を
召
し
上
が

り
ま
し
た
。
講
演
と
は
別
の
賑
わ
い
で
、

皆
様
楽
し
い
ひ
と
時
と
な
り
ま
し
た
。

　
例
年
行
っ
て
い
る
Ｋ
Ｖ
Ａ
祭
の
大
江

文
庫
展
示
は
、
今
年
度
は
お
休
み
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
附
属
図
書
館
に
は
大
江
文
庫
原
本

と
、
一
部
資
料
は
複
製
本
や
翻
刻
本
が

あ
り
、
気
軽
に
お
読
み
い
た
だ
け
ま
す

（
古
い
文
字
で
難
解
で
す
が
）
、
翻
刻

本
は
貸
出
し
出
来
ま
せ
ん
。
五
十
年
以

上
前
か
ら
先
輩
方
が
集
め
ら
れ
た
、
江

戸
・
明
治
・
大
正
・
昭
和
初
期
迄
の
家

政
学
の
研
究
に
役
立
つ
資
料
が
多
く
の

方
に
知
ら
れ
、
活
用
さ
れ
る
こ
と
を

祈
っ
て
お
り
ま
す
。

(

学
術
情
報
グ
ル
ー
プ
課
長)

『マイ・フェア・レディ』とKVA精神

　映画『マイ・フェア・レディ』（1964）は、オードリ

ー・ヘップバーン主演のミュージカル作品です。劇中歌の

「踊り明かそう」や「君住む街で」などは、誰でも一度は

聞いたことがあるはずです。

　この作品は、イギリスの劇作家バーナード・ショウ

（1856－1950）の戯曲『ピグマリオン』が原作です。ミ

ュージカル『マイ・フェア・レディ』として1956年にブロ

ードウェイで初演され、主演のイライザはジュリー・アン

ドリュースが演じました。舞台の人気を受けてミュージカ

ルが映画化されました。

　しばしば『マイ・フェア・レディ』は「下層階級の女性

が一人の男性によって貴婦人に生まれ変わるシンデレラス

トーリー」と表現されますが、これは大きな勘違いです。

実は、『マイ・フェア・レディ』は東京家政学院大学のモ

ットーであるKVA精神を見事に体現した作品なのです。

　花売り娘のイライザはフラワー・ショップで花を売るレ

ディになりたいと、音声学者のヒギンズ教授に発音を矯正

してもらうことにしました。イギリスは階級社会であり、

発音がその人のいるべき階級を明らかにします。フラワ

ー・ショップで花を売るレディとは、すなわち上流階級の

人々を相手にする職業であり、この時のイライザには全く

手の届かないものだったのです。

　イライザは身なりも言葉遣いも下品そのものでしたが、

ヒギンズは友人のピカリング大佐に「６ヶ月でこの汚らし

い娘を貴婦人にしてみせる」と賭けを持ちかけます。ヒギ

ンズの厳しい特訓の結果、イライザは正しい発音だけでな

く知識、教養、マナーも身につけ、立派なレディに成長し

ました。大使館での舞踏会でデビューしたイライザは人々

の注目を浴び「ハンガリーの王家の血を引く高貴な女性」

とまで噂されました。

　ここまでの展開から「シンデレラストーリー」と誤解さ

れるのですが、物語のハイライトはここからです。

　舞踏会での成功でヒギンズは「賭けに勝った」とご満悦

ですが、イライザは家出をしてしまいます。イライザの家

出に動揺したヒギンズは母親のミセス・ヒギンズのもとを

訪れると、なんとイライザがそこにいます。イライザはヒ

ギンズが彼女を人間として尊重

しなかったことが耐えられな

い、と訴えます。さらに「ピカ

リング大佐の前で私がレディで

いられたのは、大佐が私をレデ

ィとして扱ってくれたからだ。

教授はいつまでたっても私を花

売り娘としか扱ってくれなかった」と言いました。そして

「もう私はあなた（ヒギンズ教授）なしでもやっていけ

る。あなたがすべてだと思っていた私が馬鹿だった。身に

つけた音声学を教えて自立します」と高らかに宣言したの

です。

　イライザはこの時すでに、自己アイデンティティを持

つ、自立した大人の女性に成長していたのです。ヒギンズ

に叩き込まれた知識、教養、正しい発音が、彼女を人間と

して大きく成長させました。これは本学のKVA精神のK

（知）とA（技）に相当します。つまり、KAを身につける

ことで人間は大きく成長し、他人に依存しない生き方を選

択できることを示しています。

　レディと花売り娘の違いは、どう振る舞うかではなくど

う扱われるかであるという彼女の主張は、相手に対する敬

意の大切さを物語っています。これはまさにKVA精神の

V（徳）に含まれることではないでしょうか。

　『マイ・フェア・レディ』という作品は、知識（K）や技

能（A）が私たちを成長させてくれることを示すと同時に、

それだけで頭でっかちになってはならないことも戒めてく

れているのです。知識と技能に徳性（V）が備わって初め

て一人の人間として完成するのです。　 （児童学科 教授)

参考文献

 (1999) Warner Home Video（DVD）

　　　　　　　　　　　　, 50th Anniversary edition
    (2006) Signet Classics

大江麻里子（2005）『マイ・フェア・レディーズ　バー

　ナード・ショーの飼い慣らされないヒロインたち』

　慧文社

畝 部 典 子

本の周辺

展
示
は
十
月
二
一
日
〜

　
　
　
　
　
　
　
十
一
月
五
日
迄

昼
食
に
江
戸
再
現
料
理
を

熱心に観察・思い出話

歌麿の錦絵

江戸エコ行楽重の昼食

本学教員寄贈著書紹介

　平成23年に寄贈を受けた本学教員の著作等を紹介します。ご寄贈いただきまして

ありがとうございました。今後も著作物出版の折にはご寄贈いただければ幸いです。

天野正子

　In Pursuit of the Seikatsusha

  Trans Pacific Press  2011

井上眞弓

　狭衣物語 : 空間 / 移動 翰林書房  2011

江原絢子

　おいしい江戸ごはん  コモンズ　2011

酒井治子

　保育所食育実践集　5 日本保育協会 2011 ほか

西海賢二

　東日本の山岳信仰と講集団 岩田書院  2011 

　古橋家文書目録　第三集ほか　論文多数

吉川晴美

　人間関係 : かかわりあい・育ちあい -- 新訂 

 不昧堂出版  2010

アウトライン注意！

講
演
は
十
月
二
九
日
（
土
）
に
開
催
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育
苗
的
共
育
実
践
私
記

　
　
　
―
一
冊
の
本
と
の
再
会
か
ら 

―

新 

田
　
義 

則

日
本
橋
美
人
博
覧
会
に
協
賛
参
加
の
お
話

有 

泉
　
治

　
平
成
二
三
年
四
月
に
、
現
代
家
政
学
科

と
、
健
康
栄
養
学
科
が
、
千
代
田
三
番
町

キ
ャ
ン
パ
ス
に
移
転
し
ま
し
た
。
従
来
か

ら
町
田
キ
ャ
ン
パ
ス
で
は
、
地
域
と
連
携

す
る
活
動
が
積
極
的
に
進
め
ら
れ
、
千
代

田
三
番
町
へ
の
移
転
に
合
わ
せ
千
代
田
区

周
辺
と
の
地
域
連
携
が
望
ま
れ
ま
し
た
。

附
属
図
書
館
と
し
て
は
、
三
番
町
図
書
館

の
千
代
田
区
地
域
公
開
が
、
平
成
二
三
年

度
の
目
標
と
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。

　
平
成
二
三
年
三
月
、
地
域
公
開
の
検

討
が
ま
だ
ス
タ
ー
ト
す
る
前
に
、
中
央

区
の
地
域
振
興
活
動
の
一
つ
で
あ
る
、
日

本
橋
美
人
博
覧
会
に
参
加
の
要
請
が
持

ち
上
り
千
代
田
三
番
町
キ
ャ
ン
パ
ス
移

転
を
ピ
ー
ア
ー
ル
す
る
良
い
チ
ャ
ン
ス
と

捕
ら
え
、
小
瀬
生
活
文
化
博
物
館
長
を

委
員
長
と
す
る
、
企
画
実
行
委
員
会
で
、

大
江
文
庫
の
錦
絵
や
資
料
、
大
江
文
庫

資
料
の
再
現
料
理
標
本
な
ど
の
展
示
会

を
、
三
番
町
キ
ャ
ン
パ
ス
を
サ
テ
ラ
イ
ト

会
場
と
し
て
協
賛
参
加
す
る
計
画
を
立

案
し
ま
し
た
。

　
当
初
三
台
の
小
型
展
示
ケ
ー
ス
に
よ

る
展
示
会
の
企
画
で
し
た
が
、
三
番
町

キ
ャ
ン
パ
ス
玄
関
ロ
ビ
ー
の
ス
ペ
ー
ス
が

広
く
展
示
ケ
ー
ス
を
五
台
に
増
や
し
、

「
江
戸
文
化
の
彩
り
」
の
テ
ー
マ
の
展
示

と
し
、
関
原
元
図
書
館
事
務
部
長
の
ご

尽
力
で
、
先
生
方
の
ご
協
力
い
た
だ
き
、

講
演
会
の
同
時
開
催
に
計
画
を
拡
大
し

ま
し
た
。

　
期
間
は
町
田
キ
ャ
ン
パ
ス
で
開
催
さ

れ
る
学
園
祭
前
の
約
二
週
間
で
、
準
備
が

重
な
り
大
変
で
し
た
が
、
文
化
の
日
を
挟

む
良
い
タ
イ
ミ
ン
グ
と
な
り
ま
し
た
。

　
大
江
文
庫
所
蔵
の
錦
絵
、
江
戸
期
の

染
め
資
料
と
、
大
江
文
庫
の
料
理
書
の

中
か
ら
再
現
し
た
江
戸
料
理
の
復
元
標

本
、
和
更
紗
、
髪
飾
り
、
木
地
玩
具
な

ど
、
生
活
文
化
博
物
館
の
資
料
を
展
示

し
ま
し
た
。

　
喜
多
川
歌
麿
や
国
貞
、
国
芳
の
浮
世

絵
は
江
戸
時
代
の
高
名
な
浮
世
絵
師
の

作
品
で
江
戸
時
代
の
女
性
と
生
活
文
化

を
良
く
表
し
た
作
品
が
選
ば
れ
ま
し
た

　
大
江
文
庫
に
は
、
江
戸
時
代
の
食
生

活
や
、
女
性
の
立
場
や
役
割
な
ど
を
記

述
し
た
、
ま
さ
に
家
政
学
・
生
活
学
・
生

活
文
化
を
学
ぶ
た
め
に
貴
重
な
資
料
が

収
蔵
さ
れ
て
お
り
、
展
示
を
通
し
て
、
千

代
田
三
番
町
キ
ャ
ン
パ
ス
の
本
学
教
職

員
の
皆
さ
ん
と
、
展
示
期
間
中
に
訪
問

さ
れ
た
本
学
関
係
者
の
皆
さ
ん
に
、
歴

史
的
な
資
料
の
背
景
に
基
づ
い
た
教
育

が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
解
い
た
だ
く

良
い
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

　
十
時
三
十
分
　
江
原
名
誉
教
授

　
　
江
戸
の
食
と
再
現
料
理

　
　
　
　
江
戸
エ
コ
行
楽
重

　
十
三
時

　
　
藤
居
生
活
デ
ザ
イ
ン
学
科
教
授

　
　
染
め
・
今
昔

－

天
然
染
料
の
色
合
い

　
ど
ち
ら
の
講
演
も
約
八
十
名
の
方
々

が
熱
心
に
受
講
さ
れ
、
大
変
充
実
し
た

講
演
会
と
な
り
ま
し
た
。

関
連
ペ
ー
ジ
「
大
学
美
人
博
覧
会
」
検
索

　
大
江
文
庫
の
貴
重
書
類
は
町
田
本
館

に
あ
る
貴
重
書
庫
に
厳
重
に
保
管
さ
れ

て
い
ま
す
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
番
組
な
ど
、
テ
レ

ビ
放
送
に
登
場
し
た
り
、
時
々
他
大
学
の

先
生
方
や
学
生
が
収
蔵
書
情
報
を
検
索

し
て
本
学
図
書
館
で
利
用
さ
れ
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
当
然
、
本
学
の
授
業
に
も

活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
江
戸
時
代
の
古
文
書
は
長
時
間
蛍
光

灯
や
日
光
に
当
た
る
と
焼
け
て
し
ま
い
、

扱
い
に
注
意
が
必
要
で
す
。
今
回
の
展
示

で
は
、
ガ
ラ
ス
展
示
ケ
ー
ス
の
中
に
保
存

し
通
常
は
ケ
ー
ス
の
蛍
光
灯
は
消
し
て

展
示
い
た
し
ま
し
た
。
約
２
週
間
の
展
示

で
、
日
光
に
当
た
ら
ぬ
よ
う
日
避
け
の
作

業
も
大
変
で
し
た
。
生
活
文
化
博
物
館

の
資
料
も
博
物
館
で
展
示
す
る
期
間
を

除
い
て
は
日
焼
け
や
カ
ビ
や
虫
が
つ
か

ぬ
よ
う
工
夫
し
て
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

髪
飾
り
は
、
高
価
な
造
り
物
で
、
芸
術
的

な
作
品
で
す
。
値
打
ち
の
分
か
る
方
に

は
、
欲
し
く
な
る
品
物
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
。

　
江
原
名
誉
教
授
が
楠
公
レ
ス
ト
ハ
ウ

ス
と
協
力
さ
れ
作
ら
れ
た
、
江
戸
時
代

の
再
現
料
理
「
江
戸
エ
コ
行
楽
重
」
を
お

弁
当
希
望
者
に
取
寄
せ
八
十
五
名
の
方

が
色
鮮
や
か
な
再
現
料
理
を
召
し
上
が

り
ま
し
た
。
講
演
と
は
別
の
賑
わ
い
で
、

皆
様
楽
し
い
ひ
と
時
と
な
り
ま
し
た
。

　
例
年
行
っ
て
い
る
Ｋ
Ｖ
Ａ
祭
の
大
江

文
庫
展
示
は
、
今
年
度
は
お
休
み
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
附
属
図
書
館
に
は
大
江
文
庫
原
本

と
、
一
部
資
料
は
複
製
本
や
翻
刻
本
が

あ
り
、
気
軽
に
お
読
み
い
た
だ
け
ま
す

（
古
い
文
字
で
難
解
で
す
が
）
、
翻
刻

本
は
貸
出
し
出
来
ま
せ
ん
。
五
十
年
以

上
前
か
ら
先
輩
方
が
集
め
ら
れ
た
、
江

戸
・
明
治
・
大
正
・
昭
和
初
期
迄
の
家

政
学
の
研
究
に
役
立
つ
資
料
が
多
く
の

方
に
知
ら
れ
、
活
用
さ
れ
る
こ
と
を

祈
っ
て
お
り
ま
す
。

(

学
術
情
報
グ
ル
ー
プ
課
長)

『マイ・フェア・レディ』とKVA精神

　映画『マイ・フェア・レディ』（1964）は、オードリ

ー・ヘップバーン主演のミュージカル作品です。劇中歌の

「踊り明かそう」や「君住む街で」などは、誰でも一度は

聞いたことがあるはずです。

　この作品は、イギリスの劇作家バーナード・ショウ

（1856－1950）の戯曲『ピグマリオン』が原作です。ミ

ュージカル『マイ・フェア・レディ』として1956年にブロ

ードウェイで初演され、主演のイライザはジュリー・アン

ドリュースが演じました。舞台の人気を受けてミュージカ

ルが映画化されました。

　しばしば『マイ・フェア・レディ』は「下層階級の女性

が一人の男性によって貴婦人に生まれ変わるシンデレラス

トーリー」と表現されますが、これは大きな勘違いです。

実は、『マイ・フェア・レディ』は東京家政学院大学のモ

ットーであるKVA精神を見事に体現した作品なのです。

　花売り娘のイライザはフラワー・ショップで花を売るレ

ディになりたいと、音声学者のヒギンズ教授に発音を矯正

してもらうことにしました。イギリスは階級社会であり、

発音がその人のいるべき階級を明らかにします。フラワ

ー・ショップで花を売るレディとは、すなわち上流階級の

人々を相手にする職業であり、この時のイライザには全く

手の届かないものだったのです。

　イライザは身なりも言葉遣いも下品そのものでしたが、

ヒギンズは友人のピカリング大佐に「６ヶ月でこの汚らし

い娘を貴婦人にしてみせる」と賭けを持ちかけます。ヒギ

ンズの厳しい特訓の結果、イライザは正しい発音だけでな

く知識、教養、マナーも身につけ、立派なレディに成長し

ました。大使館での舞踏会でデビューしたイライザは人々

の注目を浴び「ハンガリーの王家の血を引く高貴な女性」

とまで噂されました。

　ここまでの展開から「シンデレラストーリー」と誤解さ

れるのですが、物語のハイライトはここからです。

　舞踏会での成功でヒギンズは「賭けに勝った」とご満悦

ですが、イライザは家出をしてしまいます。イライザの家

出に動揺したヒギンズは母親のミセス・ヒギンズのもとを

訪れると、なんとイライザがそこにいます。イライザはヒ

ギンズが彼女を人間として尊重

しなかったことが耐えられな

い、と訴えます。さらに「ピカ

リング大佐の前で私がレディで

いられたのは、大佐が私をレデ

ィとして扱ってくれたからだ。

教授はいつまでたっても私を花

売り娘としか扱ってくれなかった」と言いました。そして

「もう私はあなた（ヒギンズ教授）なしでもやっていけ

る。あなたがすべてだと思っていた私が馬鹿だった。身に

つけた音声学を教えて自立します」と高らかに宣言したの

です。

　イライザはこの時すでに、自己アイデンティティを持

つ、自立した大人の女性に成長していたのです。ヒギンズ

に叩き込まれた知識、教養、正しい発音が、彼女を人間と

して大きく成長させました。これは本学のKVA精神のK

（知）とA（技）に相当します。つまり、KAを身につける

ことで人間は大きく成長し、他人に依存しない生き方を選

択できることを示しています。

　レディと花売り娘の違いは、どう振る舞うかではなくど

う扱われるかであるという彼女の主張は、相手に対する敬

意の大切さを物語っています。これはまさにKVA精神の

V（徳）に含まれることではないでしょうか。

　『マイ・フェア・レディ』という作品は、知識（K）や技

能（A）が私たちを成長させてくれることを示すと同時に、

それだけで頭でっかちになってはならないことも戒めてく

れているのです。知識と技能に徳性（V）が備わって初め

て一人の人間として完成するのです。　 （児童学科 教授)

参考文献

 (1999) Warner Home Video（DVD）

　　　　　　　　　　　　, 50th Anniversary edition
    (2006) Signet Classics

大江麻里子（2005）『マイ・フェア・レディーズ　バー

　ナード・ショーの飼い慣らされないヒロインたち』

　慧文社

畝 部 典 子

本の周辺

展
示
は
十
月
二
一
日
〜

　
　
　
　
　
　
　
十
一
月
五
日
迄

昼
食
に
江
戸
再
現
料
理
を

熱心に観察・思い出話

歌麿の錦絵

江戸エコ行楽重の昼食

本学教員寄贈著書紹介

　平成23年に寄贈を受けた本学教員の著作等を紹介します。ご寄贈いただきまして

ありがとうございました。今後も著作物出版の折にはご寄贈いただければ幸いです。

天野正子

　In Pursuit of the Seikatsusha

  Trans Pacific Press  2011

井上眞弓

　狭衣物語 : 空間 / 移動 翰林書房  2011

江原絢子

　おいしい江戸ごはん  コモンズ　2011

酒井治子

　保育所食育実践集　5 日本保育協会 2011 ほか

西海賢二

　東日本の山岳信仰と講集団 岩田書院  2011 

　古橋家文書目録　第三集ほか　論文多数

吉川晴美

　人間関係 : かかわりあい・育ちあい -- 新訂 

 不昧堂出版  2010

アウトライン注意！

講
演
は
十
月
二
九
日
（
土
）
に
開
催
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「卒業式に見る人生曼陀羅」

　一般に、年明けには、二種類がある。

　一つは、「明けましておめでとうございます。本年も

よろしく」とあいさつを交わし、カレンダーを新たに貼

りかえる年明けである。もう一つは、カレンダーを一枚

めくるだけの、社会的な活動に区切りをつける「年度」

の年明けである。

　電車の中は、ミニ社会。

　年明けをよく反映するミニ社会の空間である。「年度

の区切り」の３月は、卒業式に向かうはかま姿の女子大

生グループに乗り合わせる。華やかな車内にはどことな

くいい香りが漂ってきて、はずむ会話の方向に視線が引

き寄せられてしまう。そして、カレンダーを一枚めくり

４月に入ると車内は一転する。真っ白いワイシャツが

初々しく、新入社員たちが乗ってくる。緊張した面持ち

の車内は皆が無口になっている。わずか数日前は、車内

をにぎわしていたあの青年たちの、出勤第１日目の社会

人への巣立ちの朝である。年度の区切りは、それぞれの

人生史のスタートである。

　女子大の卒業式の日。桜が吹雪はじめたキャンパスに

さわやかにアナウンスが流れてくる。

　「ご家族の方にご案内申し上げます。・・・・・」

　「ヘ～ェ？　なんで『家族』なの？」と思うが、最近

は「ご父兄」や「保護者」という言葉は使わない。キャ

ンパスの隅々を見わして、「なるほ～ど」納得した。卒

業生１人に、２～３人の付き添が参列する卒業式のキャ

ンパスは「ご家族」が似合っている。会社を休んで来た

であろう父母、卒業生の姉たち・祖父母たち。少子化時

代の卒業式は、家族みんなの行事なのだ。さらに、その

他に自主的に式場に入らない付き添いがいる。式が終わ

るのを校庭で待っているボーイフレンドらしい男性たち

である。そしてさらに、その男の集団からやや離れた桜

の吹雪く木陰に、乳母車が見える。卒業生という母親を

待っている若いパパと赤ちゃんである。

　「なるほど。これでは保護者といっても、誰なのかわ

からないヮ～。」

　学生時代に妊娠・出産

することが珍しくない時

代に入ってきた。実業界

を経験してから大学に

入ってきた学生もいれば、

何かの方法で日本国籍が

欲しい留学生もいるし、

早く子供を産んでおきた

い人生計画の学生もいる

だろう。彼女たちは、夫も義母も実母からも、周辺の理

解と協力を全身に受けて、「ママは学生」をやり切って、

今日の日を迎えることができたのである。少子化の歯止

めに貢献しながら、自分の夢に向かって独立自尊の自己

開発に努める女性たちなのである。

　一方、卒業式に出たくても出られない学生がいる。彼

らが、級友と一緒に卒業祝いで人生を区切れない理由は、

彼ら自身にあるのではない。ある者は出身国の徴兵制度

によって、ある者は深刻な経済不況など社会的事情が家

庭に押し寄せているケースである。

　ある日、男子系大学で講義を終えたとき、一人の学生

がニコニコしながら、教壇の私のところにやって来た。

　「先生！　年末に、徴兵検査を受けるので帰国しなけ

ればならないと相談した者です。おかげさまで甲種合格

しました。卒業試験にも間に合って日本に戻れました。

試験が済んだら、すぐに帰国して２年間の兵役に入りま

す。卒業式にはでられません。」

　「兵役ッテ？　どこでどんな仕事をするの？」

　「僕は韓国人ですので、38度線に行って・・・・。訓

練を受ければ、眠りながら夜間歩行ができるようになり

ます。・・・」

　「兵役がすんだら、社会で思いっきり活躍してくださ

い。くれぐれもお元気で。」

　彼らにとって、卒業は兵役義務延期の期限切れの日な

のである。授業で講義している財政・租税政策的に表現

すれば、徴兵制は、「労役課税」を納税する義務を果た

すことであり、軍役を経験しはじめて一人前の納税義務

を果した男性社会人となるのだから、当たり前のことで

ある。しかし、去り行き際に、学生が言い残して行った

かすかな声が忘れられない。

　「彼女は、待っていてくれるかな？」

　大学もまた「ミニ社会」である。

　ネパール、ベトナム、中国、インド・・・数カ国の留

学生とキャンパスライフを共にして、生活者の目線から

国際社会がよく見えてくる。またそこから日本がよく見

える。キャンパスは、様々な母国の事情を背負って自己

研鑽に励んでいる青年たちの、世相を映す人生曼陀羅で

ある。

　今頃は38度線下で軍役に賦しているあの学生の軍靴に

も、桜は吹雪いているだろうか。

（現代家政学科　教授）

　ＮＨＫ総合で毎月末に放映されている「月刊やさ

い通信」に大江文庫資料が利用された。

　2011年６月にはキュ

ウリについての放映があ

り、江戸時代の料理書

「四季漬物塩嘉言」を基

にテレビ局が当時の漬物

である「渦巻漬」を再現

した。また本学の江原名

誉教授も出演され、日本

でのキュウリの歴史や江

戸時代の使われ方などの

お話があった。

　10月にはカボチャについて放映があり、明治の料

理書「手軽西洋料理法」を基にテレビ局が、勝海舟

が食べたと思われるカボチャのパイを再現した。

　どちらも大江文庫で所蔵している資料が使用され、

そ記述を基に再現料理を作成している。

　撮影では、図書

館内や書庫、資料

を様々な角度から

撮っていた。更に

後日、足りない部

分の追加撮影をす

るなど、実際の放

映では短い時間に

編集されていたが、

その何倍もの量の

撮影を行なっており、ＴＶ番組の裏側、大変さを垣

間見た気がした。

　このように大江文庫では様々な料理書を所蔵して

おり、テレビ局や出版社、研究者等に利用されてい

る。今回のようにＴＶ放映されることもあるので、

図書館から広報を行うので、興味のある方は是非ご

覧いただきたい。

小野塚  久 枝

大江文庫資料の利用について

「月刊やさい通信」

手軽西洋料理法

渦巻漬のレシピ

6



「卒業式に見る人生曼陀羅」

　一般に、年明けには、二種類がある。

　一つは、「明けましておめでとうございます。本年も

よろしく」とあいさつを交わし、カレンダーを新たに貼

りかえる年明けである。もう一つは、カレンダーを一枚

めくるだけの、社会的な活動に区切りをつける「年度」

の年明けである。

　電車の中は、ミニ社会。

　年明けをよく反映するミニ社会の空間である。「年度

の区切り」の３月は、卒業式に向かうはかま姿の女子大

生グループに乗り合わせる。華やかな車内にはどことな

くいい香りが漂ってきて、はずむ会話の方向に視線が引

き寄せられてしまう。そして、カレンダーを一枚めくり

４月に入ると車内は一転する。真っ白いワイシャツが

初々しく、新入社員たちが乗ってくる。緊張した面持ち

の車内は皆が無口になっている。わずか数日前は、車内

をにぎわしていたあの青年たちの、出勤第１日目の社会

人への巣立ちの朝である。年度の区切りは、それぞれの

人生史のスタートである。

　女子大の卒業式の日。桜が吹雪はじめたキャンパスに

さわやかにアナウンスが流れてくる。

　「ご家族の方にご案内申し上げます。・・・・・」

　「ヘ～ェ？　なんで『家族』なの？」と思うが、最近

は「ご父兄」や「保護者」という言葉は使わない。キャ

ンパスの隅々を見わして、「なるほ～ど」納得した。卒

業生１人に、２～３人の付き添が参列する卒業式のキャ

ンパスは「ご家族」が似合っている。会社を休んで来た

であろう父母、卒業生の姉たち・祖父母たち。少子化時

代の卒業式は、家族みんなの行事なのだ。さらに、その

他に自主的に式場に入らない付き添いがいる。式が終わ

るのを校庭で待っているボーイフレンドらしい男性たち

である。そしてさらに、その男の集団からやや離れた桜

の吹雪く木陰に、乳母車が見える。卒業生という母親を

待っている若いパパと赤ちゃんである。

　「なるほど。これでは保護者といっても、誰なのかわ

からないヮ～。」

　学生時代に妊娠・出産

することが珍しくない時

代に入ってきた。実業界

を経験してから大学に

入ってきた学生もいれば、

何かの方法で日本国籍が

欲しい留学生もいるし、

早く子供を産んでおきた

い人生計画の学生もいる

だろう。彼女たちは、夫も義母も実母からも、周辺の理

解と協力を全身に受けて、「ママは学生」をやり切って、

今日の日を迎えることができたのである。少子化の歯止

めに貢献しながら、自分の夢に向かって独立自尊の自己

開発に努める女性たちなのである。

　一方、卒業式に出たくても出られない学生がいる。彼

らが、級友と一緒に卒業祝いで人生を区切れない理由は、

彼ら自身にあるのではない。ある者は出身国の徴兵制度

によって、ある者は深刻な経済不況など社会的事情が家

庭に押し寄せているケースである。

　ある日、男子系大学で講義を終えたとき、一人の学生

がニコニコしながら、教壇の私のところにやって来た。

　「先生！　年末に、徴兵検査を受けるので帰国しなけ

ればならないと相談した者です。おかげさまで甲種合格

しました。卒業試験にも間に合って日本に戻れました。

試験が済んだら、すぐに帰国して２年間の兵役に入りま

す。卒業式にはでられません。」

　「兵役ッテ？　どこでどんな仕事をするの？」

　「僕は韓国人ですので、38度線に行って・・・・。訓

練を受ければ、眠りながら夜間歩行ができるようになり

ます。・・・」

　「兵役がすんだら、社会で思いっきり活躍してくださ

い。くれぐれもお元気で。」

　彼らにとって、卒業は兵役義務延期の期限切れの日な

のである。授業で講義している財政・租税政策的に表現

すれば、徴兵制は、「労役課税」を納税する義務を果た

すことであり、軍役を経験しはじめて一人前の納税義務

を果した男性社会人となるのだから、当たり前のことで

ある。しかし、去り行き際に、学生が言い残して行った

かすかな声が忘れられない。

　「彼女は、待っていてくれるかな？」

　大学もまた「ミニ社会」である。

　ネパール、ベトナム、中国、インド・・・数カ国の留

学生とキャンパスライフを共にして、生活者の目線から

国際社会がよく見えてくる。またそこから日本がよく見

える。キャンパスは、様々な母国の事情を背負って自己

研鑽に励んでいる青年たちの、世相を映す人生曼陀羅で

ある。

　今頃は38度線下で軍役に賦しているあの学生の軍靴に

も、桜は吹雪いているだろうか。

（現代家政学科　教授）

　ＮＨＫ総合で毎月末に放映されている「月刊やさ

い通信」に大江文庫資料が利用された。

　2011年６月にはキュ

ウリについての放映があ

り、江戸時代の料理書

「四季漬物塩嘉言」を基

にテレビ局が当時の漬物

である「渦巻漬」を再現

した。また本学の江原名

誉教授も出演され、日本

でのキュウリの歴史や江

戸時代の使われ方などの

お話があった。

　10月にはカボチャについて放映があり、明治の料

理書「手軽西洋料理法」を基にテレビ局が、勝海舟

が食べたと思われるカボチャのパイを再現した。

　どちらも大江文庫で所蔵している資料が使用され、

そ記述を基に再現料理を作成している。

　撮影では、図書

館内や書庫、資料

を様々な角度から

撮っていた。更に

後日、足りない部

分の追加撮影をす

るなど、実際の放

映では短い時間に

編集されていたが、

その何倍もの量の

撮影を行なっており、ＴＶ番組の裏側、大変さを垣

間見た気がした。

　このように大江文庫では様々な料理書を所蔵して

おり、テレビ局や出版社、研究者等に利用されてい

る。今回のようにＴＶ放映されることもあるので、

図書館から広報を行うので、興味のある方は是非ご

覧いただきたい。

小野塚  久 枝

大江文庫資料の利用について

「月刊やさい通信」

手軽西洋料理法

渦巻漬のレシピ
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い
ま
、
大
学
図
書
館
が
お
も
し
ろ
い
。

「
お
も
し
ろ
い
」と
い
う
言
葉
が
不
謹
慎
な

ら
、
こ
う
い
い
か
え
て
も
よ
い
。い
ま
、
大

学
図
書
館
は
大
き
く
様
変
わ
り
し
て
い

る
、と
。

　
こ
れ
ま
で
の
過
去
の
知
識
の
収
蔵
庫
と

い
う
、
い
わ
ば「
う
し
ろ
む
き
」の
役
割
か

ら
、文
字
通
り
、「
考
え
な
が
ら
調
べ
、調
べ

な
が
ら
考
え
る
」た
め
に
、
あ
る
い
は「
考

え
た
こ
と
を
伝
え
あ
う
」
た
め
に
、
学
生
、

教
職
員
が
集
っ
て
く
る
「
ラ
ー
ニ
ン
グ
・

コ
モ
ン
ズ
（
学
び
の
共
有
地
）」
へ
の
転
換

で
あ
る
。コ
モ
ン
ズ
と
は
、
誰
に
で
も
開
か

れ
た
自
由
な
空
間
を
意
味
す
る
。

　
私
が
学
生
や
院
生
の
頃
、
大
学
図
書
館

は「
知
の
殿
堂
」や「
大
学
の
心
臓
」な
ど
と

美
辞
麗
句
で
呼
ば
れ
、
気
楽
に
出
入
り
す

る
空
間
で
は
な
か
っ
た
。そ
れ
に
あ
の
頃
、

大
学
図
書
館
は
キ
ャ
ン
パ
ス
の
中
央
に
位

置
し
、
講
義
棟
か
ら
遠
か
っ
た
。と
こ
ろ
が

今
、
多
く
の
図
書
館
は
ア
ク
セ
ス
の
よ
い

場
所
に
お
か
れ
て
い
る
。本
学
の
場
合
は

食
堂
か
ら
の
至
近
距
離
に
あ
る
。

　
こ
う
し
た
大
学
図
書
館
の
変
容
は
、
大

学
そ
れ
自
体
の
機
能
の
変
化
に
対
応
し

て
い
る
。イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
多
く
の
情

報
が
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
、
資
料
を
保
存
し

提
供
す
る
と
い
う
、
図
書
館
の
本
来
の
機

能
は
縮
小
し
つ
つ
あ
る
。そ
れ
に
代
わ
っ

て
大
学
全
入
時
代
の
図
書
館
に
は
、
大
学

の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
や
教
育
目
標
の
達
成
に
む

け
て
、
学
生
の
学
習
支
援
に
ど
れ
だ
け
有

効
に
機
能
で
き
る
か
が
問
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

　
本
学
が
重
視
し
て
い
る
の
は
、
入
学
時

の
偏
差
値
で
は
な
い
。四
年
間
の
学
士
課

程
で
学
生
一
人
ひ
と
り
の
関
心
や
意
欲
、

能
力
を
引
き
出
し
て
伸
ば
し
、
付
加
価
値

を
つ
け
て
社
会
へ
送
り
出
す
、
い
わ
ば
卒

業
成
長
値
を
高
め
る
教
育
で
あ
る
。現
代

社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
生
活
課
題
を
解
決

し
、
新
し
い
生
活
の
提
案
者
を
育
て
る
と

い
う
本
学
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
か
ら
す
る
と
き
、

現
代
生
活
学
部
の
五
学
科
に
共
通
す
る

教
育
の
課
題
は
、
一
つ
に
し
ぼ
る
な
ら
、

「
課
題
探
求
能
力
」の
育
成
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

　
そ
れ
が
含
意
し
て
い
る
の
は
、
大
切
な

の
は
知
識
を
与
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
獲

得
し
た
知
識
を
通
し
て
学
生
自
ら
問
題

を
発
見
し
、
探
索
し
解
き
明
か
し
て
い
く

能
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
。そ
の

た
め
に
必
要
な
の
が
、
学
生
の
自
発
的
な

学
習
意
欲
で
あ
る
。学
習
意
欲
が
あ
れ
ば

知
識
は
獲
得
で
き
る
。そ
こ
か
ら
、学
習
意

欲
を
高
め
る
よ
う
な
、
知
的
に
チ
ャ
レ
ン

ジ
ン
グ
な
、
学
習
環
境
と
し
て
の
図
書
館

の
役
割
が
浮
上
し
て
く
る
。

　
一
人
ひ
と
り
の
学
生
が
多
様
な
メ
デ
ィ

ア
を
通
し
て
得
ら
れ
る
情
報
や
知
識
の

洪
水
の
中
で
、
必
要
な
情
報
を
取
捨
選
択

し
、
何
が
重
要
な
情
報
や
知
識
で
あ
り
そ

こ
か
ら
何
が
分
か
る
の
か
を
、
教
員
と
学

生
、
学
生
同
士
が
議
論
を
交
わ
し
な
が
ら
、

学
び
を
深
め
て
い
く
。

　
大
き
な
変
化
の
時
代
に
は
、
過
去
の
延

長
上
で
問
題
を
解
決
す
る
の
は
む
ず
か

し
い
。新
し
い
状
況
の
理
解
に
、情
報
は
欠

か
せ
な
い
。そ
の
た
め
の
物
理
的
な
場
所

と
人
的
サ
ポ
ー
ト
の
場
と
し
て
の
図
書
館

―
―
。図
書
館
新
時
代
の
教
員
に
は
、
学

生
た
ち
を
学
習
に
誘
引
す
る
の
に
魅
力

的
な
仕
掛
け
を
つ
く
っ
て
ほ
し
い
。学
生

と
の
対
話
を
重
視
す
る
双
方
向
型
授
業

の
過
程
で
課
題
探
索
へ
の
動
機
づ
け
を
与

え
、教
員
と
学
生
、学
生
同
士
の
対
話
型
や

討
論
型
の
場
と
し
て
、
図
書
館
を
フ
ル
活

用
し
て
ほ
し
い
。

　
図
書
館
職
員
に
は
、
学
習
に
必
要
な

「
情
報
の
提
供
」に
安
住
せ
ず
、
学
生
が
必

要
な
情
報
に
適
切
か
つ
効
率
的
に
ア
ク

セ
ス
し
、
そ
れ
ら
を
評
価
し
取
捨
選
択
し

な
が
ら
活
用
す
る「
情
報
を
使
う
力
」を
中

心
に
、「
学
び
の
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
」
を
体

得
し
て
い
く
過
程
に
関
わ
っ
て
い
た
だ
き

た
い
。肝
心
の
学
生
の
み
な
さ
ん
は
、
調
べ

る
こ
と
で
あ
い
ま
い
だ
っ
た
知
識
が
明
確

に
な
り
、
自
分
の
考
え
を
発
表
し
て
質
問

を
受
け
る
こ
と
で
視
野
が
広
が
る
喜
び
を

経
験
し
て
ほ
し
い
。

　
そ
こ
か
ら
大
学
図
書
館
は
、
ラ
ー
ニ
ン

グ
・
コ
モ
ン
ズ
に
生
ま
れ
変
わ
る
。

（
本
学
　
学
長
）
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資 料 の 紹 介

　『狭衣物語』とは、源氏物語以降の物語で、白河

朝あたりに成立したと考えられる王朝物語である。

今回紹介する資料は、その『狭衣物語』を中心とし

た平安後期物語文学の研究論文集で、書名に「空間

／移動」とある。平安後期という時代の、王朝文化

を色濃く揺曳しつつも中世に突入してゆく時代変革

の動きを文学を通して捕まえることを目的として編

集された。結果として論集のなかには、さまざまな

移動とその移動したことによって生じる空間の意味

を明らかにする論文が入集され、平安文学を「移動

と空間の交錯する文学」として考える視座を提示し

ている。

　しかしながら、移動は多面的・多義的なことばで

ある。時代や地域によってその意味するところを変

換してきてもいるだろう。2011年３月の東日本大震

災後、移動ということばがいかに社会とリンクした

ことばであるか、身にしみて感じられたものであ

る。この本には、平安時代の文学を通して現代に生

きるわたくしたちにとっての移動や空間の意味を再

検証すべく編んだという側面があることを紹介して

おきたい。はしがきにも同様のことが書かれている

が、文学は現実より先鋭的に世界を語り、世界を解

釈する。

　現実の問題として、本学で授業をしていると、平

安後期物語が語る、誰ともつながれない孤独やここ

ろが通じていないかもしれない不安、わかり合えな

いもどかしさや切なさは、現代の女子大生には生々

しい現実の問題であり、不条理を生きざるを得ない

人間の絶対的孤独の問題を平安後期物語の登場人物

たちと共有できるらしいことがわかってくる。動き

たくなくても何か大きな力によって移動させられて

しまうディアスポラな状況は世界レベルの問題とし

て現代社会が抱えているものだが、平安後期物語に

も「転地」が見いだされ、これにもまた学生は反応

しているのであるから、仮定の話ながら、本書を読

むことを通してさらに思索を深め、生き方に対し慮

る可能性があるやもしれないと密かに思ってみたり

する。また、本書の中には、新出のプラハ国立美術

館蔵「狭衣物語貼交屏風」のカラー写真と研究も入

集されている。この屏風が日本を出国して辿った移

動を想像しながら、平安後期物語の世界へタイムト

リップすることもできようか。

　装丁は林佳恵氏が担当し、江戸時代のきものデザ

イン画ともいうべき雛形をあしらい、また狭衣物語

のなかで詠まれた和歌「まてしばし山の端めぐる月

だにもうき世にひとりとどめざらなむ」をタイポグ

ラフィーとして使っていただいた。きもののデザイ

ナーでもある林さんによると、装丁とは本にきもの

を着せることであると言う。東京家政学院大学附属

図書館では、最近、表紙も残して配架してくれるよ

うになった。書籍は内容が読まれ、調査・研究・批

評に供されるものだが、本の内容を表象する表紙や

見返し、扉などの意匠も、書籍文化を担っている。

図書館が文化資料蓄積の場として表紙デザインも保

全する方針を選択していることは喜ばしい。林さん

渾身のデザインであるこの本と、さらに第一論文集

である『狭衣物語が拓く言語文化の世界』の表紙も

是非見ていただきたい。しおりと背表紙のはしがみ

が同じで、二つの本の体裁を統一してくれているこ

とがわかるだろう。

　また、本学の大江文庫には江戸時代の雛形がたく

さん架蔵されているので、興味のある方は、まず図

書館を訪れて閲覧してみてはいかがであろうか。

（現代家政学科 教授）

『狭衣物語　空間／移動』

ディスプレイメント
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