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書評

八
木
久
美
子
著

『
マ
フ
フ
ー
ズ
・
文
学
・
イ
ス
ラ
ム
─
エ
ジ
プ
ト
知
性
の
閃
き
』

第
三
書
館
　
二
〇
〇
六
年
九
月
二
〇
日

　
本
書
は
、
一
九
八
八
年
に
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
賞
し
、
現
代
ア
ラ
ブ

文
学
を
世
界
文
学
に
押
し
上
げ
た
エ
ジ
プ
ト
の
小
説
家
ナ
ギ
ー
ブ
・
マ
フ

フ
ー
ズ
（
一
九
一
一
─
二
〇
〇
六
）
を
論
じ
た
待
望
の
本
格
的
な
研
究
書

で
あ
る
。

　
ア
ラ
ブ
文
学
に
は
ほ
と
ん
ど
な
じ
み
の
な
い
評
者
に
読
み
通
せ
る
か

ど
う
か
最
初
不
安
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
い
ざ
読
み
始

め
て
み
る
と
引
き
込
ま
れ
る
よ
う
に
し
て
知
的
刺
激
に
満
ち
た
こ
の
書

物
を
一
気
に
読
み
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
本
書
は
、「
あ
と
が
き
」
に
よ
る
と
、
二
〇
〇
一
年
に
ハ
ー
バ
ー
ド
大

学
に
提
出
し
た
博
士
論
文
を
日
本
語
に
翻
訳
し
、
加
筆
訂
正
し
た
も
の
と

の
こ
と
で
、
さ
ら
に
「
ア
ラ
ブ
の
近
代
小
説
、
あ
る
い
は
近
代
思
想
に
親

し
ん
で
い
な
い
読
者
を
想
定
し
、
歴
史
的
な
背
景
や
思
想
的
系
譜
に
つ
い

て
の
説
明
を
増
や
す
一
方
、
本
来
宗
教
学
の
論
文
と
し
て
か
な
り
の
部
分

を
占
め
て
い
た
神
秘
主
義
や
宗
教
と
集
団
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
に
つ

い
て
の
専
門
的
な
議
論
は
削
り
つ
つ
、
マ
フ
フ
ー
ズ
と
い
う
一
人
の
人
間

が
で
き
る
だ
け
浮
き
彫
り
に
な
る
よ
う
体
裁
を
整
え
た
」
と
の
配
慮
が
払

わ
れ
た
上
で
の
刊
行
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
こ
の
気
配
り
の
お
陰
で
、
ア

ラ
ブ
文
学
の
世
界
的
作
家
を
論
じ
た
本
書
を
ア
ラ
ブ
文
学
に
疎
い
評
者

が
知
的
興
奮
を
味
わ
い
つ
つ
読
み
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
幸
運
で

あ
っ
た
。

　
本
書
は
、
序
章
に
続
き
、
本
文
四
章
の
構
成
か
ら
成
る
。

　
序
章
で
は
導
入
と
し
て
、
エ
ジ
プ
ト
が
近
代
化
の
プ
ロ
セ
ス
で
抱
え
た

伝
統
と
近
代
の
統
合
、
イ
ス
ラ
ム
文
明
と
西
洋
文
明
の
相
克
、
近
代
小
説

の
形
成
と
い
っ
た
問
題
が
述
べ
ら
れ
る
。

　
第
一
章
で
は
、「
カ
イ
ロ
っ
子
」
マ
フ
フ
ー
ズ
の
誕
生
か
ら
小
説
家
マ

フ
フ
ー
ズ
の
思
想
形
成
、
創
作
活
動
を
エ
ジ
プ
ト
の
社
会
状
況
、
時
代

背
景
に
目
配
せ
し
つ
つ
論
じ
、
作
品
の
効
果
的
な
引
用
に
よ
り
そ
の
人

物
像
に
迫
る
。
一
九
三
〇
年
代
に
作
家
活
動
を
開
始
す
る
マ
フ
フ
ー
ズ

が
、
自
分
が
生
き
た
カ
イ
ロ
と
い
う
世
界
と
自
ら
が
熟
知
す
る
カ
イ
ロ

の
人
々
を
描
く
こ
と
で
、
作
家
と
し
て
の
才
能
を
開
花
さ
せ
、
初
期
の

「
歴
史
的
作
品
」
を
経
て
、
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
五
七
年
に
か
け
て
の

「
社
会
的
作
品
」、
そ
の
後
の
沈
黙
期
間
を
挟
ん
で
、
一
九
五
九
年
か
ら

一
九
六
六
年
に
か
け
て
の
「
哲
学
的
作
品
」、
さ
ら
に
一
九
七
〇
年
代
か

ら
一
九
八
〇
年
代
に
書
か
れ
る
、著
者
が
敢
え
て
呼
ぶ
「
新
社
会
的
作
品
」

へ
と
続
く
一
連
の
作
品
群
が
生
み
出
さ
れ
る
経
緯
が
手
際
よ
く
紹
介
さ

れ
る
。

　
第
二
章
か
ら
第
四
章
で
こ
れ
ら
の
作
品
群
か
ら
主
に
代
表
作
を
中
心

に
取
り
上
げ
、
見
事
な
手
捌
き
で
の
作
品
引
用
と
解
説
に
よ
り
マ
フ
フ
ー

ズ
の
思
想
の
変
遷
と
文
学
観
の
特
質
が
浮
き
彫
り
に
し
て
示
さ
れ
る
。

第
二
章
で
の
、
生
涯
の
師
で
あ
る
サ
ラ
ー
マ
・
ム
ー
サ
（
一
八
八
八
─

一
九
五
八
）
と
の
出
会
い
、「
こ
の
出
会
い
な
し
に
は
、
小
説
家
と
し
て

の
マ
フ
フ
ー
ズ
も
な
け
れ
ば
、
そ
の
思
想
の
豊
か
さ
も
得
ら
れ
な
か
っ

た
」
と
の
記
述
に
関
心
が
惹
き
付
け
ら
れ
る
。
マ
フ
フ
ー
ズ
は
ム
ー
サ
か
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ら
社
会
主
義
、
科
学
的
精
神
、
寛
容
の
精
神
を
学
び
取
っ
た
と
い
う
。
こ

こ
で
い
う
社
会
主
義
と
は
倫
理
的
な
、
穏
健
な
改
良
主
義
的
な
も
の
を
さ

す
よ
う
で
あ
る
。
第
三
章
で
は
「
哲
学
的
作
品
」
か
ら
『
我
が
町
内
の
子

供
た
ち
』（
一
九
五
九
）
を
は
じ
め
と
し
て
『
ナ
イ
ル
川
で
の
さ
さ
や
き
』

（
一
九
六
六
）
に
い
た
る
間
の
主
要
な
諸
作
品
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
マ

フ
フ
ー
ズ
の
思
想
と
文
学
観
の
深
化
が
語
ら
れ
る
。「
哲
学
的
作
品
」
に

は
「
科
学
に
は
答
え
ら
れ
な
い
問
い
の
答
を
探
し
求
め
る
こ
と
、
人
生
に

一
貫
し
た
意
味
を
与
え
て
く
れ
る
何
か
を
追
い
求
め
る
こ
と
」
が
モ
チ
ー

フ
と
し
て
共
通
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
こ
れ
は
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
思

想
を
基
底
と
す
る
。
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
に
つ
い
て
著
者
は
、「
コ
ー
ラ
ン
を

別
と
す
れ
ば
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
生
ん
だ
も
っ
と
も
豊
か
な
文
学
世
界
が

ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
か
ら
発
生
し
た
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
が

個
人
の
精
神
、
魂
の
自
由
な
飛
翔
を
可
能
に
し
、
そ
れ
を
通
し
て
真
実
性
、

神
に
近
づ
く
と
い
う
道
を
用
意
し
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
文
学

と
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
関
わ
り
を
語
り
か
け
る
。
だ
が
一
方
で
、『
我
が
町

内
の
子
供
た
ち
』
は
反
イ
ス
ラ
ム
的
と
み
な
さ
れ
、
本
書
の
序
章
冒
頭
で

述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
一
九
九
四
年
の
マ
フ
フ
ー
ズ
暗
殺
未
遂
事
件

を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
も
な
る
。
第
四
章
で
は
マ
フ
フ
ー
ズ
の
思
想
的
変

遷
が
到
達
し
た
「
社
会
主
義
的
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
」
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
。

要
点
と
し
て
、
や
や
長
く
な
る
が
著
者
の
言
葉
を
引
用
す
る
。

　
マ
フ
フ
ー
ズ
に
と
っ
て
「
神
を
求
め
る
」
と
い
う
行
為
は
、
決
し
て
世

俗
を
見
お
ろ
し
て
、
世
俗
へ
の
関
心
を
な
く
し
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す

る
の
で
は
な
く
、
神
の
意
志
を
少
し
で
も
正
確
に
理
解
し
、
そ
れ
を
社
会

の
な
か
で
可
能
な
限
り
実
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
有
限

な
る
人
間
が
超
越
者
の
意
志
を
理
解
し
、
実
現
し
よ
う
と
す
る
こ
の
作
業

に
は
終
わ
り
な
ど
あ
ろ
う
は
ず
も
な
く
、
生
き
て
い
る
限
り
永
遠
に
続
け

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
厳
し
い
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
マ
フ

フ
ー
ズ
は
、
す
べ
て
の
人
間
が
こ
の
作
業
に
参
加
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ

て
い
る
と
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
は
理
想
社
会
に
近
づ
く
こ

と
が
で
き
る
と
考
え
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
社
会
主
義
は
イ
ス
ラ
ム

教
徒
の
信
仰
と
結
び
つ
き
、
そ
れ
は
マ
フ
フ
ー
ズ
が
「
社
会
主
義
的
ス
ー

フ
ィ
ズ
ム
」
と
呼
ぶ
も
の
に
な
る
。（
348
）

　
マ
フ
フ
ー
ズ
は
こ
の
思
想
を
「
哲
学
的
作
品
」
お
よ
び
「
新
社
会
的
作

品
」
に
お
い
て
具
体
的
な
形
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
を
実
践
し
た
。

　
マ
フ
フ
ー
ズ
は
大
き
な
文
学
的
足
跡
を
残
し
て
二
〇
〇
六
年
八
月

三
〇
日
に
九
四
歳
の
生
涯
を
閉
じ
た
。
そ
れ
か
ら
ほ
ど
な
く
し
て
上
梓
さ

れ
た
本
書
は
そ
の
明
晰
な
文
体
に
よ
っ
て
、
マ
フ
フ
ー
ズ
の
人
間
像
を

く
っ
き
り
と
浮
き
彫
り
に
し
て
そ
の
足
跡
の
大
き
さ
を
改
め
て
語
り
か

け
て
く
れ
る
。

　
著
者
八
木
氏
の
真
摯
な
探
求
の
結
実
で
あ
る
本
労
作
が
、
日
本
の
ア
ラ

ブ
文
学
研
究
の
さ
ら
な
る
推
進
に
大
き
な
貢
献
を
な
す
も
の
と
確
信
す

る
。

　
ま
た
、
国
際
学
術
交
流
の
点
か
ら
も
、
英
文
の
原
著
博
士
論
文
の
一
日

も
早
い
公
刊
を
待
ち
望
み
た
い
。

（
川
口
健
一
）


