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わたしの本棚

﹇
評
者
﹈
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曜
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正
会
員

長
岡
技
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科
学
大
学
環
境
社
会
基
盤
工
学
専
攻
准
教
授

対
話
や
言
葉
へ
の
関
心

研
究
者
は
、
し
ば
し
ば
自
身
の
研
究
分

野
を
一
言
で
説
明
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ

る
。
私
の
場
合
、
相
手
に
応
じ
て「
地
域
防

災
」と
言
っ
た
り
、「
参
加
型
計
画
」と
言
っ

た
り
し
て
繕
っ
て
き
た
の
だ
が
、正
直
な
と

こ
ろ
、
い
ま
だ
に
自
分
自
身
が
し
っ
く
り

く
る
表
現
を
見
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
。し
か

し
、研
究
者
と
し
て
の
歩
み
を
わ
ず
か
ず
つ

で
も
進
め
る
中
で
、最
近
お
ぼ
ろ
げ
に
見
え

て
き
た
の
は
、
博
士
論
文
で「
災
害
リ
ス
ク

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」を
取
り
上
げ
て
以

降
、
土
木（
防
災
）
計
画
と
い
う
行
為
の
中

で
交
わ
さ
れ
る
、
人
々
の「
対
話
」
や「
言

葉
」に
一
貫
し
て
関
心
を
持
ち
続
け
て
き
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
。そ
の
背
景

に
は
、被
災
者
支
援
の
仕
事
で
災
害
に
遭
っ

た
人
々
の
生
の
言
葉
に
繰
り
返
し
接
す
る

経
験
を
し
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。

今
、
私
の
本
棚
を
見
渡
す
と
、
恩
師
で
あ

る
岡
田
憲
夫
先
生
に
は
、既
に
そ
の
こ
と
を

見
透
か
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
と

思
う
。2
0
0
7
年
に
学
位
を
取
っ
た
際
、

先
生
か
ら
贈
ら
れ
た
の
が「
主
語
を
抹
殺
し

た
男
│
評
伝
三
上
章
│
」で
あ
っ
た
。大
学

院
を
出
て
、防
災
N
P
O
の
ス
タ
ッ
フ
と
し

て
デ
ビ
ュ
ー
す
べ
く
意
気
揚
々
と
し
て
い

た
私
に
、な
ぜ
文
法
学
者
の
評
伝
な
の
か
…

全
く
訳
が
分
か
ら
ず
、私
は
そ
の
本
の
最
初

の
数
ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
た
だ
け
で
、放
置
し

て
い
た
。

そ
の
後
、
東
日
本
大
震
災
を
経
て
私
は

大
学
に
籍
を
移
し
、
災
害
復
興
や
防
災
の

取
り
組
み
の
現
場
に
お
け
る「
専
門
家
」
の

役
割
に
つ
い
て
研
究
と
し
て
考
え
る
よ
う

に
な
っ
た
。
と
り
わ
け
、
災
害
支
援
を
行
う

N
P
O
の
仲
間
た
ち
が
、
現
場
で
は「
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
つ
つ
、
明
ら
か

に
専
門
知
を
駆
使
し
て
支
援
に
当
た
っ
て

お
り
、さ
ら
に
被
災
者
と
の
対
話
を
重
ね
な

が
ら
そ
の
専
門
知
を
独
自
に
醸
成
し
て
い

る
こ
と
を
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
か

探
っ
て
い
た
。そ
の
頃
出
会
っ
た
の
が
ド
ナ

ル
ド
・
シ
ョ
ー
ン
の
省
察
的
実
践
家
と
し

て
の
専
門
家
と
い
う
見
立
て
で
あ
る
。「
省

察
的
実
践
」
は
、
伝
統
的
な
専
門
家
が
依
拠

し
た「
技
術
的
合
理
性
」
だ
け
で
は
、
問
題

の
解
決
は
で
き
て
も
新
た
な
問
題
の
設
定

に
は
寄
与
で
き
な
い
と
い
う
限
界
に
気
付

い
た
シ
ョ
ー
ン
が
提
案
し
た
、新
た
な
専
門

家
像
で
あ
る
。
省
察
的
実
践
で
は
、
専
門
家

が
直
面
し
た
状
況
を
見
直
す（
省
察
す
る
）

こ
と
で
自
身
の
知
を
更
新
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
さ
れ
る
。

N
P
O
の
仲
間
た
ち
は
、被
災
者
と
対
話

す
る
こ
と
に
ひ
と
き
わ
価
値
を
置
い
て
い

た
。彼
ら
は
泥
ま
み
れ
の
わ
が
家
を
前
に
し

た
人
の
苦
悩
や
、弱
い
人
ほ
ど
助
け
を
求
め

ら
れ
な
い
避
難
所
の
状
況
か
ら
学
び
、
自

身
の
知
を
見
直
す
こ
と
で
、
浸
水
し
た
家

屋
の
復
旧
や
避
難
所
運
営
、地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
の
復
興
に
い
た
る
ま
で
、今
の
日
本

に
欠
か
せ
な
い「
被
災
地
の〈
わ
ざ
〉」
を

現
在
も
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
さ
せ
て
い
る
。こ
う

し
た〈
わ
ざ
〉
は
、
大
学
や
研
究
機
関
の
中

で
議
論
さ
れ
、パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
式
に
被
災
地

に
降
り
て
く
る
専
門
知
と
は
異
質
の
も
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
、「
対
話
」
や

「
言
葉
」
が
私
の
関
心
事
で
あ
る
と
気
付
い

た
時
、
ふ
と
、
恩
師
か
ら
は
な
む
け
に
贈
ら

れ
た
冒
頭
の
一
冊
が
再
び
目
に
留
ま
っ
た
。

改
め
て
中
を
読
む
と
、
行
為
者
を
表
す

2007年京都大学大学院博士後期課程
修了。NPO法人レスキューストックヤー
ド事務局長、関西学院大学災害復興制
度研究所特任准教授を経て2016年よ
り現職。震災がつなぐ全国ネットワーク
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助
か
ろ
う
と
思
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る
対
話
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導
く

防
災
計
画
の
探
求
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「
主
語
」
に
拘
束
さ
れ
た
現
代
英
語
の
形
式

に
対
し
、
話
者
が
状
況
に
埋
も
れ
て
い
る

と
い
う
言
語
意
識
か
ら
発
展
し
た「
述
語
」

中
心
の
日
本
語
の
構
造
を
体
系
的
に
解
い

た
三
上
文
法
と
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
、
当

時
の
大
学
や
国
語
学
会
の
権
威
に
よ
ら
ず
、

市し
せ
い井

の
人
々
と
の
対
話
や
、新
聞
記
事
な
ど

の
生
き
た
言
葉
の
中
か
ら
導
い
た「
街
の
語

学
者
」三
上
章
の
生
き
ざ
ま
の
両
方
に
心
打

た
れ
た
。
さ
ら
に
、
三
上
文
法
が「
わ
か
り

や
す
く
役
に
立
つ
」と
い
う
理
由
で
言
葉
の

使
い
手
か
ら
評
価
さ
れ
て
い
る
点
も
見
逃

し
て
は
な
ら
な
い
と
思
っ
た
。

対
話
が
社
会
を
豊
か
に
す
る

計
画
は
、そ
れ
が
都
市
計
画
で
あ
れ
防
災

計
画
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
、
防
災
の
文
脈
で

い
え
ば
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
や
避
難
情
報
な

ど
の
ツ
ー
ル
も
、そ
の
制
作
過
程
に
ど
れ
ほ

ど
の
工
学
的
知
見
が
含
ま
れ
よ
う
と
、最
終

的
に
は
市
民
と
共
有
で
き
る
よ
う
に
言
葉

で
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ

プ
は
地
図
と
い
う
表
現
を
借
り
て
い
る
が
、

災
害
か
ら
生
命
を
守
る
と
い
う
使
命
を
果

た
す
に
は
、そ
の
読
み
方
に
関
す
る
説
明
の

言
葉
が
不
可
欠
で
あ
る
。さ
ら
に
緊
急
時
に

は
、避
難
情
報
と
い
う
言
葉
で
市
民
の
避
難

行
動
を
促
す
が
、避
難
勧
告
と
避
難
指
示
の

一
本
化
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、こ
の
言
葉
は

近
年
災
害
の
た
び
に
改
訂
が
繰
り
返
さ
れ

て
い
る
。ま
る
で
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
バ
グ
を
修

正
す
る
か
の
よ
う
な
状
況
が
続
い
て
い
る

が
、
そ
も
そ
も
、
避
難
と
い
う
応
答
を
導
く

対
話
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、生
身

の
人
間
か
ら
学
ぶ
機
会
と
態
度
を
発
信
側

が
あ
ま
り
に
も
欠
い
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
の
が
、現
在
の
私
の
問
題
意
識
で

あ
る
。

最
近
に
な
っ
て
、こ
う
し
た
生
身
の
人
間

同
士
の
対
話
こ
そ
が
社
会
を
動
か
し
、豊
か

に
す
る
源
泉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
再
確

認
さ
せ
て
く
れ
る
一
冊
に
出
会
っ
た
。そ
れ

が
、
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
グ
レ
ー
バ
ー
の「
民
主

主
義
の
非
西
洋
起
源
に
つ
い
て
」
で
あ
る
。

グ
レ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、ア
テ
ネ
が
民
主
主

義
の
起
源
だ
っ
た
と
い
う
の
は
西
洋
人
に

よ
る
後
付
け
の
説
明
で
あ
り
、実
際
に
は
国

家
を
頼
れ
な
い
場
合
に
互
い
に
与
え
る
こ

と
か
ら
始
ま
る
民
主
主
義
的
実
践
は
、
比

較
的
小
規
模
で
水
平
構
造
を
重
視
す
る
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
中
で
即
興
的
に
生
ま
れ

る
も
の
だ
と
い
う
。

三
上
は
文
法
に
お
い
て
、グ
レ
ー
バ
ー
は

民
主
主
義
に
つ
い
て
西
洋
的
論
理
の
常
識

を
疑
う
こ
と
か
ら
、
新
た
な
地
平
を
築
い

た
。
さ
ら
に
、
シ
ョ
ー
ン
の
省
察
的
実
践
も

加
え
た
三
者
に
通
ず
る
の
は
、不
動
で
対
象

を
見
下
ろ
す「
神
の
視
点
」
か
ら
、
対
象
と

場
を
と
も
に
す
る「
虫
の
視
点
」
へ
の
視
座

の
転
換
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

正
確
で
緻
密
な
情
報
の
投
下
に
よ
っ
て
、

人
々
の
避
難
の
意
思
が
固
ま
る
と
い
う
の

は
い
わ
ば
神
の
視
点
を
持
つ
者
の
幻
想
で

あ
っ
て
、実
際
に
は
く
ら
し
の
小
さ
な
単
位

で
呼
び
か
け
合
わ
な
け
れ
ば
、皆
が
逃
げ
て

助
か
ろ
う
と
は
思
わ
な
い
だ
ろ
う
。ハ
ザ
ー

ド
マ
ッ
プ
や
避
難
情
報
は
そ
の
道
具
に
す

ぎ
な
い
の
で
あ
り
、助
か
ろ
う
と
思
え
る
対

話
を
い
か
に
生
み
出
す
か
を
探
求
す
る
方

に
、
防
災
の
、
ま
た
計
画
の
本
質
が
あ
る
の

だ
と
思
う
。（

担
当
編
集
委
員

：

加
藤
秀
樹
）

［連 載］第152回

アナキスト人類学者と称されていたグレーバーが、民主
主義はアテネで生まれたのではなく、人々が互いに秩序
を保つ仕組みとしてそこかしこで生まれたものだと説く
一冊。2020年に急逝した彼もまた、街場の人々から学ぶ
姿勢を貫いた研究者であった。

【常識を覆された一冊】

以文社（2020年4月）

デヴィッド・グレーバー＝著
片岡大右＝訳

民主主義の非西洋起源について
「あいだ」の空間の民主主義

【心の支えとなる一冊】

外国人に日本語を教える著者が、日本語の構文を完全
に説明できる三上の文法にほれ、国語学界の権威から
冷遇されながらも自説を唱え続けた三上自身の生きざま
を取材し描いた評伝。三上は東大建築学科を卒業し数
学を教えながら日本語文法の研究を続けていた。

講談社（2006年12月）

金谷武洋＝著

主語を抹殺した男
評伝三上章

「行為の中の省察」という専門家の探求プロセスについ
て、豊富な事例とともに理論構築を試みた大著。ショー
ンもまた、マサチューセッツ工科大（MIT）の建築・計画
学科で教鞭を執りながら、学習理論について研究を行っ
ていたのは興味深い。

【何度も読み返す一冊】

鳳書房（2007年11月）

ドナルド・A.ショーン＝著
柳沢昌一、三輪建二＝監訳

省察的実践とは何か
─プロフェッショナルの行為と思考




