
ュ
ー
ス
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、「
ま
だ
見
ぬ
た
く

さ
ん
の
テ
テ
」に
2
0
0
0
万
人
が
殺
到
し
て
い

る
わ
け
で
す
。源
氏
物
語
か
ら
少
女
漫
画
ま
で
、

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
か
ら
ポ
ッ
プ
ス
ま
で
、ギ
ャ
ッ
プ

は
常
に
最
強
の
物
語
装
置
で
す
。

　

フ
ァ
ン
心
理
や
ラ
ブ
ス
ト
ー
リ
ー
に
限
ら
ず

と
も
、物
事
を
大
き
く
変
化
さ
せ
動
か
し
て
い

く
の
は
、つ
ね
に
落
差
や
ズ
レ
、矛
盾
や
葛
藤
で

す
。
場
面
に
応
じ
て
「
よ
く
で
き
て
る
自
分
」

「
よ
く
や
れ
て
い
る
私
」だ
け
が
、私
で
な
く
て

い
い
の
で
す
。
覚
束
な
さ
や
心
許
な
さ
、不
甲

斐
な
さ
割
り
切
れ
な
さ
を
抱
え
て
、何
か
を
思

う
自
分
自
身
に
こ
そ
、「
ギ
ャ
ッ
プ
萌
え
」し
て

ほ
し
い
。
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
、「
整
合
性
の
と

れ
た
一
種
類
の
私
」と
い
う
幻
想
か
ら
脱
す
る

こ
と
、そ
し
て「
た
く
さ
ん
の
私
」を
自
由
に
し

て
や
る
こ
と
で
す
。

　

子
ど
も
は「
問
い
」の
天
才
で
す
。「
こ
れ
な

に
？
」「
な
ん
で
？
」と
周
囲
を
質
問
攻
め
に
し
、

時
に
核
心
を
つ
い
た
問
い
で
大
人
た
ち
を
し
ど

ろ
も
ど
ろ
さ
せ
た
時
期
が
誰
に
も
あ
っ
た
こ
と

で
し
ょ
う
。
ま
だ
世
界
と
自
分
が
一
緒
く
た
だ

っ
た
幼
い
こ
ろ
、イ
メ
ー
ジ
の
中
で
は「
私
」は
何

に
で
も
な
れ
ま
し
た
。そ
の
頃
の「
た
く
さ
ん
の

私
」を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、ふ
た
た

び
世
界
は「
問
い
だ
ら
け
」に
な
る
は
ず
。

　

こ
こ
で
言
う
「
た
く
さ
ん
の
私
」は
、言
わ
ず

も
が
な
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の「
裏
垢
／
サ
ブ
垢
」で
便
宜

上
使
い
分
け
る
「
た
く
さ
ん
の
ア
カ
ウ
ン
ト
情

報
」と
は
違
い
ま
す
。
意
図
し
て
演
じ
分
け
る

複
数
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
ば
か
り
で
な
く
、自
分

で
も
つ
か
ま
え
き
れ
て
い
な
い
、何
に
で
も
な
れ

る
「
ま
だ
見
ぬ
た
く
さ
ん
の
私
」が
潜
む
領
域

が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
こ
そ
が
問
い
を
育
む
ゆ

ら
ぎ
の
土
壌
で
す
。
子
ど
も
に
戻
る
こ
と
は
で

き
ず
と
も
、言
葉
の
力
で
そ
の
領
域
に
分
け
入

っ
て
い
け
る
、ち
ょ
っ
と
し
た
遊
び
を
ご
紹
介
し

ま
し
ょ
う
。

　

次
の
ふ
た
つ
の
ス
テ
ッ
プ
で
、「
た
く
さ
ん
の

私
」を
取
り
出
し
て
新
し
い
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
を
複

数
考
え
ま
す
。
意
外
な
自
分
、矛
盾
し
た
私
が

現
れ
て
く
る
ほ
ど
、上
出
来
で
す
。

　

探
究
心
を
駆
り
立
て
る
力
強
い
問
い
も
、も

と
は
小
さ
な
違
和
感
や
ほ
の
か
な
好
奇
心
か

ら
芽
吹
い
て
く
る
も
の
で
す
。
そ
う
し
た
微
か

な
ゆ
ら
ぎ
は
常
に
私
た
ち
の
内
側
で
起
こ
っ
て

い
る
の
で
す
が
、学
校
や
職
場
や
家
庭
で
何
ら

か
の
役
割
に
徹
す
る
う
ち
に
、社
会
的
文
脈
の

膜
に
覆
わ
れ
て
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
整

合
性
の
と
れ
た
一
貫
し
た
自
己
と
し
て
社
会

を
生
き
る
中
で
、自
分
の
内
側
に
あ
る
複
雑
さ

や
意
外
性
が
隠
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。

　

本
来
、意
外
性
や
ギ
ャ
ッ
プ
こ
そ
が
人
々
を

動
か
す
バ
ネ
に
も
な
り
ま
す
。い
ま
や
世
界
を

席
巻
す
る
ア
イ
ド
ル
グ
ル
ー
プ
Ｂ
Ｔ
Ｓ
は
、「
ギ
ャ

ッ
プ
萌
え
」が
押
し
上
げ
た
ス
タ
ー
で
す
。
端
正

な
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
や
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、舞
台
裏
の
お
よ
そ
ス
タ
ー
ら
し
く
な

い
表
情
を
効
果
的
に
配
信
し
て
い
く
プ
ロ
デ
ュ

ー
ス
・
ス
タ
イ
ル
が
、世
界
中
の
フ
ァ
ン
を
熱
狂

さ
せ
ま
し
た
。
Ｂ
Ｔ
Ｓ
メ
ン
バ
ー
の
イ
ン
ス
タ
グ

ラ
ム
の
異
例
な
フ
ォ
ロ
ワ
ー
獲
得
ス
ピ
ー
ド
が
ニ

自
分
に「
ギ
ャッ
プ
萌
え
」し
て
ほ
し
い

「
た
く
さ
ん
の
私
」を
遊
ぼ
う

探
究
活
動
か
ら
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ま
で
、世
代
や
領
域
に
関
わ
ら
ず
今
問
わ
れ
る「
問
う
力
」。

「
答
え
方
」で
は
な
く「
問
い
方
」を
鍛
錬
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
、「『
問
い
』の
編
集
工
学
」の
前
提
と
全
体
像
に
つ
い
て
、

前
回
の
連
載
第
0
回
に
て
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。第
１
回
は
、問
い
の
土
壌
と
な
る「
た
く
さ
ん
の
私
」に
つ
い
て
考
え
て
い
き
ま
す
。
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ま
ず
は
、「
私
」を
多
面
的
に
見
る
こ
と
か
ら

始
め
ま
す
が
、最
初
の
５
〜
10
個
は
た
い
て
い

は
社
会
的
な
属
性
が
出
て
き
ま
す
。「
私
は
真

面
目
な
生
徒
で
あ
る
」「
私
は
付
き
合
い
の
い
い

友
達
で
あ
る
」な
ど
。「
娘
／
息
子
」「
兄
／
姉

／
妹
／
弟
」「
高
校
生
」「
部
員
」「iP

hone

ユ
ー

ザ
ー
」
…
…
。こ
れ
だ
け
で
も
、自
分
が
た
く
さ

ん
の
顔
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
す

が
、大
事
な
の
は
こ
こ
か
ら
。
こ
う
し
た
表
層

的
な
属
性
情
報
を
使
い
き
っ
た
後
は
、自
分
を

何
か
に
た
と
え
て
表
現
す
る「
見
立
て
」や「
メ

タ
フ
ァ
ー
」を
持
ち
出
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
り

ま
す
。こ
う
な
る
と
、だ
ん
だ
ん〝
私
っ
ぽ
さ
〞が

現
れ
て
き
ま
す
。「
私
は
遅
れ
っ
ぱ
な
し
の
腕

時
計
で
あ
る
」「
私
は
な
ん
で
も
入
る
筆
箱
で

あ
る
」な
ど
。
自
分
を
表
現
で
き
そ
う
な
も
の

を
探
し
て
、そ
こ
に
ピ
タ
ッ
と
来
る
修
飾
語
を

つ
け
て
み
ま
す
。も
う
一
歩
進
め
て
、あ
り
え
な

い
組
み
合
わ
せ
の
表
現
を
取
り
入
れ
る
と
、更

に
面
白
く
な
り
ま
す
。「
私
は
水
が
嫌
い
な
魚

で
あ
る
」「
私
は
喋
り
疲
れ
た
宝
石
で
あ
る
」な

ど
な
ど
。
言
葉
に
な
り
に
く
い
、け
れ
ど
ど
こ
か

に
潜
ん
で
い
る「
た
く
さ
ん
の
私
」が
顔
を
出
し

始
め
ま
す
。

　

編
集
工
学
研
究
所
が
運
営
す
る
情
報
編
集

力
の
た
め
の
オ
ン
ラ
イ
ン
・
ス
ク
ー
ル「
イ
シ
ス

編
集
学
校
」（
校
長
：
松
岡
正
剛
）で
は
、こ
の

「
た
く
さ
ん
の
私
」に
早
い
タ
イ
ミ
ン
グ
で
取
り

組
み
ま
す
。
情
報
を
編
集
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

「
私
」を
「
た
く
さ
ん
の
私
」に
し
て
お
く
こ
と

が
、何
を
お
い
て
も
大
切
な
の
で
す
。

　

書
き
出
し
た「
た
く
さ
ん
の
私
」の
セ
ン
テ
ン

ス
の
中
か
ら
、「
キ
ー
ワ
ー
ド
」と
思
え
る
言
葉
に

マ
ル
を
つ
け
ま
す
。「
キ
ー
ワ
ー
ド
」は
、ピ
ン
と
く

る
、好
き
、目
に
留
ま
る
、気
に
な
る
、ど
ん
な
基

準
で
も
い
い
で
す
。マ
ル
を
つ
け
た「
キ
ー
ワ
ー
ド
」

を
取
り
出
し
て
、そ
の
周
り
に
連
想
さ
れ
る
言
葉

「
ホ
ッ
ト
ワ
ー
ド
」を
書
き
出
し
ま
す（
い
く
つ
で

も
）。
こ
う
し
て
出
来
て
い
く「
私
」に
ま
つ
わ
る

「
意
味
の
シ
ソ
ー
ラ
ス
※
」、つ
ま
り
は「
キ
ー
ワ
ー

ド
」と「
ホ
ッ
ト
ワ
ー
ド
」の
組
み
合
わ
せ
か
ら
、「
た

く
さ
ん
の
私
」の
一
部
を
表
現
す
る
よ
う
な
新

し
い
言
葉「
ニュー
ワ
ー
ド
」を
つ
く
り
ま
す
。

　

こ
の「
キ
ー・
ホ
ッ
ト
・ニ
ュ
ー
」の
展
開
は
、編

集
工
学
研
究
所
が
コ
ピ
ー
ワ
ー
ク
を
す
る
際
な

ど
に
よ
く
使
う
方
法
な
の
で
す
が
、こ
れ
を
自

分
自
身
を
素
材
に
や
っ
て
み
ま
す
。
曰
く
言
い

難
い〝
私
ら
し
さ
〞を
つ
か
ま
え
る
の
に
、効
果

的
な
方
法
で
す
。
こ
の
い
く
つ
か
の
ニ
ュ
ー
ワ
ー

ド
を「
俳
号
」や「
ペ
ン
ネ
ー
ム
」の
よ
う
に
し
て
、

授
業
や
活
動
の
中
で
使
い
わ
け
て
み
る
場
面
を

つ
く
る
の
も
い
い
で
し
ょ
う
。
新
し
く
引
き
出
さ

れ
た
ペ
ン
ネ
ー
ム（
ニ
ュ
ー
ワ
ー
ド
）同
士
は
、必

ず
し
も
整
合
性
の
と
れ
た
情
報
で
は
な
い
は
ず

な
の
で
、自
分
の
奥
に
隠
れ
て
い
る
思
わ
ぬ「
ギ

ャッ
プ
」に
も
自
ず
と
出
会
え
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
柔
ら
か
な「
た
く
さ
ん
の
私
」状
態
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の「
問
い
」の
タ
ネ
を
出
し
合
っ
て
み

る
と
い
い
と
思
い
ま
す
。
は
っ
き
り
と
疑
問
に
思

う
こ
と
ば
か
り
で
な
く
、微
か
に
で
も
違
和
感

が
あ
る
こ
と
、思
わ
ず
気
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
、

ど
う
に
も
惹
か
れ
る
こ
と
な
ど
。
自
分
や
仲
間

と
作
り
出
し
た
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
切
り
替
え
な
が

ら
、白
い
紙
に
自
由
に
書
き
出
し
て
い
き
ま
す
。

「
何
年
何
組
氏
名
」と
し
て
考
え
る
こ
と
と
は

違
っ
た
景
色
が
広
が
る
こ
と
で
し
ょ
う
。そ
の
中

に
、や
が
て
自
分
を
突
き
動
か
す
問
い
の
連
鎖
へ

の
兆
し
が
潜
ん
で
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

次
の
ル
ー
ル
で「
た
く
さ
ん
の
私
」を
書
き
出

し
ま
す
。「
私
は
◯
◯
◯
な
×
×
×
で
あ
る
」と

い
う
構
文
を
、最
低
20
個
、で
き
れ
ば
30
個
。

「
×
×
×
」は
名
詞
、「
◯
◯
◯
」は
そ
れ
を
修
飾

す
る
言
葉
。い
ず
れ
も
、同
じ
も
の
を
２
回
使
っ

て
は
い
け
ま
せ
ん
。

1
「
た
く
さ
ん
の
私
」を
取
り
出
す

2
「
キ
ー
ワ
ー
ド
・
ホ
ッ
ト
ワ
ー
ド
・

ニ
ュ
ー
ワ
ー
ド
」で

〝
ら
し
さ
〞を
つ
か
ま
え
る

「
柔
ら
か
い
私
」か
ら

問
い
の
タ
ネ
を
引
き
出
す

安藤昭子
あんどう・あきこ● 編集工学研究所・専務取締
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『江戸とアバター ─私たちの内なるダイバーシティ』
池上英子・田中優子（朝日新書）

自分の「アバター（分身）」を切り替えながら、豊か
な創造性に生きた江戸の人々。絢爛豪華な文化
が花開いた江戸社会の秘密は「内なるダイバーシ
ティ」にあった。NYから日本社会を見る池上英子さ
んと江戸文化研究の泰斗・田中優子さんが、仮想
空間と江戸社会をモデルに「たくさんの私」の創造
力を解き明かす。十人十色の才能に目覚めよう。

『はたらく細胞』
清水 茜（講談社）

「私」の体の中では、60兆個の細胞が休まず仕事を
している。主人公の赤血球が、さまざまな免疫細胞
たちと協力しながら、体内に侵入するウイルスや細
菌との戦いを繰り広げる。アニメにもなった大人気の
「細胞擬人化漫画」。意識にのぼらない細胞レベル
の「たくさんの私」が、いまこの瞬間も自分をつくって
くれているのだ。時には細胞の仕事を思うといい。

『文体練習』
レーモン・クノー／朝比奈弘治（訳）（朝日出版社）

あるひとつの他愛もない出来事が、99の文体で
変幻自在に書き分けられる。『地下鉄のザジ』で知
られるフランスの作家レーモン・クノーの編集力が
唸りをあげる一冊だ。見る角度や描写の仕方で同
じシーンがまったく違う物語になることを、言葉の力
が教えてくれる。どう見るかは自分次第。「たくさん
の私」は、「たくさんの世界」に囲まれているのだ。

※ダウンロードサイト：リクルート進学総研＞＞ 発行メディアのご紹介＞＞ キャリアガイダンス（Vol.441） 542022 FEB. Vol.441
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