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第５２号 図書だより  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館長 笠 井 聖 二 

 

今回の「図書だより」を見て、「あれっ」と思った方もおられるかもしれません。そうだとすると、私は少し嬉

しいです。実は今年度２回目の発行になります。・・・「なぜ？」 

 

「図書だよりを読んでいますか？」、「図書だよりが出るのを楽しみにしていますか？」という問いに、「はい」

と答えてくれる人は少ないと思います。・・・「残念！」 

 

「読まれないなら、無駄だから止めたら」という声が聞こえてきます。「よし！もっともらしい理屈をつけて止

めてしまえ。これで、面倒な仕事もひとつ減るな！」という私の中の囁きがあります。・・・「甘い誘惑？」 

 

こうして、今年度２回目の「図書だより」の発行となりました。・・・「意味不明？」 

 

今まで、「図書だより」は年１回の発行のため、新任の先生の本の紹介が、年度の終わり近くに出るというよう

なこともありました。また、１年間分の盛り沢山な内容のため、作るのも・読むのも大変ということになってい

ました。そこで、読んだ人が普段の学校活動を思い出し、「図書だより」を身近に感じてもらうために、少しでも

時期にあった内容の季節感ある「図書だより」となるように、今年度は２回に分けてみました。 

 

「図書だより」を読んでもらうための試みは、他にもあります。よくある「読者参加」です。即ち、学生の皆

さんに協力してもらうことです。前号から、表紙の写真を、写真部にお願いして、学生の作品に変更しています。

学生会と連携して実施しているブックハンティングの記事では、文化委員長や副委員長に報告を書いてもらい、

更に、本を選んだ学生のショートコメントも載せるようにしてみました。 

 

これまでも、皆さんにお願いした原稿で「図書だより」はできていましたから、その意味では、少しやり方を

変えたに過ぎないだけかもしれません。それでも、ちょっと新鮮な「図書だより」になったと思います。内容を

楽しむのとあわせ、どんなところに、我々の苦闘の痕が見られるか、探してみて下さい。 

 

 
巻頭文 

 

新鮮な「図書だより」を目指して 

私は、図書館長になり当分の間は、「図書だより」ではなく「図書館だより」だと思っていました。この

名前の違いにより、内容がどれだけ変わるかはわかりませんが、本来、 “違う”はずです。私自身が「図

書だより」のことを、しっかりと考えていなかったのだと反省しています。 

学生寮では、「こげむすび」という寮生会誌を出しています。このような愛称をつけるのもいいかなと思

っています。でも、なぜ「こげむすび」という名前なのでしょうか・・・・・。 
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平成２３年度 校内読書感想文コンクールの表彰式 

 

平成２３年度校内読書感想文コンクールの最優秀賞の表彰式を、校長室でおこないました。最優秀は、以下の

通りです。 

 

１年機械工学科 東 隆成 

１年電気情報工学科 竹嵜 幸之助 

２年電気情報工学科 一瀬 直人 

３年電気情報工学科 森本 大貴 

４年建築学科 中村 和宏 

 

読書感想文コンクールは、毎年図書館主催で実施しており、今年で第８回になります。学生は、 

 

１年生：芥川賞・直木賞 

２年生：本校教員が選定した課題図書 

３年生：ノンフィクションなど政治経済に関する本 

４年生以上：自由 

 

と、指定された本を読み、夏休み中に感想文をまとめて応募します。選考は、本校教職員がおこないますが、学

年によっては、名前を伏せた上で学生の感想を聞くという、学生による評価もおこなっています。 

４年生以上の応募が０件というのが続いていましたが、今年は応募があり、選考が大変でしたが、応募が増え

たことは嬉しい限りです。 

 

校長からは、「これからも、どんどん本を読んで下さい」という言葉もありました。是非、多くの学生に、たく

さんの本を読んでもらいたいと思います。 
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１
年
生
の
部 

       

       

「
ス
テ
ィ
ル
・
ラ
イ
フ
」 

 
 
 
 

―
―
人
生
観
と
物
事
の
捉
え
方
―
― 

 

「
生
き
る
べ
き
か
死
ぬ
べ
き
か
。
そ
れ
が
疑
問
だ
。」
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
残
し
た

格
言
の
中
に
こ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
私
は
最
初
に
こ
の
格
言
を
見
た
と
き
、
こ

の
人
は
な
ん
て
ふ
ざ
け
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
と
疑
問
に
思
っ
た
。
同
時
に
何

故
こ
れ
が
格
言
と
し
て
共
感
を
集
め
て
い
る
の
か
も
不
思
議
に
思
っ
た
。
死
ぬ
べ
き

こ
と
な
ど
無
い
、
生
き
る
の
が
当
た
り
前
だ
と
思
っ
た
か
ら
だ
。
し
か
し
私
は
『
ス

テ
ィ
ル
・
ラ
イ
フ
』
を
読
み
、
哲
学
的
に
だ
が
こ
の
格
言
を
自
分
な
り
に
解
釈
出
来

た
と
思
う
。 

主
人
公
の
「
ぼ
く
」
は
工
場
で
ア
ル
バ
イ
ト
と
し
て
働
い
て
い
て
、
そ
こ
で
佐
々

井
と
い
う
不
思
議
な
男
と
出
会
う
。
佐
々
井
は
世
界
の
全
て
を
悟
っ
て
い
る
よ
う
に

見
え
て
、
ぼ
く
は
段
々
と
佐
々
井
の
話
や
考
え
方
に
引
き
込
ま
れ
て
ゆ
く
。
そ
し
て

佐
々
井
が
ど
こ
か
へ
去
っ
た
あ
と
も
、
ぼ
く
は
佐
々
井
を
ど
こ
か
遠
く
で
光
っ
て
い

る
天
体
の
よ
う
に
感
じ
て
、
忘
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
の
だ
っ
た
…
…
。 

お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
話
で
、
佐
々
井
と
い
う
不
思
議
な
男
に
対
す
る
ぼ
く
の
感
想
や
、
佐
々
井
に
影
響

を
受
け
て
物
事
の
考
え
方
が
変
わ
っ
た
ぼ
く
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
。 

こ
の
本
の
開
始
数
ペ
ー
ジ
目
に
「
大
事
な
の
は
、
山
脈
や
、
人
や
、
染
色
工
場
や
、
セ
ミ
時
雨
か
ら
な

る
外
の
世
界
と
、
き
み
の
中
に
あ
る
広
い
世
界
と
の
間
に
連
絡
を
つ
け
る
こ
と
、
一
歩
の
距
離
を
お
い
て

並
び
立
つ
二
つ
の
世
界
の
呼
応
と
調
和
を
は
か
る
こ
と
だ
。
た
と
え
ば
、
星
を
見
る
と
か
し
て
。」
と
記
述

さ
れ
て
い
る
。
最
初
か
ら
読
者
を
独
特
の
世
界
観
へ
と
誘
う
こ
の
文
章
だ
が
、
こ
の
文
章
か
ら
読
み
取
れ

る
大
事
な
こ
と
は
、
自
分
自
身
と
世
界
と
の
繫
が
り
を
認
識
し
て
、
自
分
と
世
界
の
ど
ち
ら
に
傾
い
た
り

も
せ
ず
に
純
粋
に
物
事
を
受
け
取
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
。
自
分
だ
け
見
て
世
界
を
拒
絶
し
た
り
、
世

界
を
見
て
自
分
を
全
く
見
な
く
な
っ
た
り
し
て
し
ま
う
と
、人
生
は
つ
ま
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

私
は
い
っ
た
い
、
そ
の
よ
う
な
生
き
方
が
出
来
る
の
だ
ろ
う
か
。
自
分
中
心
に
は
な
り
た
く
も
な
い
し
、

社
会
に
あ
わ
せ
て
自
分
を
殺
し
た
い
と
も
思
わ
な
い
が
、
う
ま
く
調
和
の
取
れ
た
人
生
が
送
れ
て
い
る
か

と
い
う
と
、
は
っ
き
り
と
は
答
え
ら
れ
な
い
。 

ま
た
佐
々
井
が
ぼ
く
に
向
け
て
言
っ
た
言
葉
で
「
む
ず
か
し
い
こ
と
じ
ゃ
な
い
ん
だ
よ
、
心
の
一
部
を

軌
道
に
上
げ
て
お
く
の
は
。
誰
だ
っ
て
や
れ
る
。」
と
い
う
の
が
あ
る
。
心
の
一
部
を
軌
道
に
上
げ
る
と
は

お
そ
ら
く
、
自
分
を
ど
こ
か
高
い
と
こ
ろ
か
ら
見
て
み
る
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
自
分
と
世
界
を
客
観

的
に
見
る
こ
と
で
、
物
事
の
真
価
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
今
自
分
が
、
世
界
に
と

っ
て
ど
う
い
う
存
在
で
、
ど
の
よ
う
な
役
割
な
の
か
を
理
解
し
て
し
ま
え
ば
、
ゆ
と
り
を
持
っ
て
生
活
で

き
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。 

こ
こ
で
文
頭
に
戻
る
が
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
「
生
き
る
べ
き
か
死
ぬ
べ
き
か
。
そ
れ
が
疑
問
だ
。」
と

い
う
格
言
が
何
故
多
数
の
人
々
に
支
持
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
こ
の
格
言
に
は
「
自
分
が
生

き
て
い
る
意
味
と
は
い
っ
た
い
な
ん
な
の
だ
ろ
う
か
、
私
は
こ
の
世
界
に
生
き
て
い
る
が
、
世
界
は
私
を

必
要
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。」
と
い
う
不
安
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
う
。
有
名
な
劇
作
家
で
あ
る
シ
ェ

ー
ク
ス
ピ
ア
は
、
そ
の
作
品
で
様
々
な
人
に
感
動
を
与
え
た
が
、
有
名
な
人
で
も
人
並
み
に
不
安
に
な
る

と
い
う
こ
と
に
、
人
々
は
共
感
を
覚
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
ひ
と

り
で
は
成
り
得
な
い
。
人
々
と
の
繫
が
り
の
上
で
、
よ
う
や
く
そ
れ
を
共
感
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、

い
つ
か
は
飽
き
が
来
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
と
き
に
は
、
少
し
休
ん
で
自
分
と
世
界
の
繫
が
り
を
再
確
認
す

れ
ば
い
い
。
た
と
え
ば
、
星
を
見
る
と
か
し
て
だ
。 

『
ス
テ
ィ
ル
・
ラ
イ
フ
』
を
読
ん
で
、
人
生
に
対
す
る
構
え
方
を
変
え
て
み
よ
う
と
思
っ
た
。
人
と
の

繫
が
り
を
忘
れ
ず
、
け
れ
ど
自
分
を
し
っ
か
り
と
持
っ
て
、
生
き
て
い
こ
う
と
思
う
。 

第５２号 図書だより  
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ス
テ
ィ
ル
・
ラ
イ
フ 

池
澤 

夏
樹 

著 
機
械
工
学
科 

東 

隆
成 
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１
年
生
の
部 

       

       

『
容
疑
者
Ｘ
の
献
身
』
を
読
ん
で 

 
 
 
 

―
―
「
思
い
込
み
に
よ
る
盲
点
」
―
― 

 

「
こ
れ
ま
で
に
、
思
い
込
み
で
物
事
を
判
断
し
た
経
験
が
一
度
で
も
あ
り
ま
す
か
。」
こ
の
質
問

を
さ
れ
て
、「
い
い
え
」
と
答
え
ら
れ
る
人
は
ま
ず
い
な
い
だ
ろ
う
。「
絶
対
に
そ
う
だ
」「
そ
う
で

な
け
れ
ば
お
か
し
い
」
な
ど
は
、
自
分
の
意
見
が
正
し
い
と
確
信
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
言
っ
て
し

ま
う
思
い
込
み
の
一
種
な
の
で
あ
る
。 

こ
の
本
は
、
花
岡
靖
子
と
そ
の
娘
・
美
里
が
離
婚
後
も
し
つ
こ
く
つ
き
ま
と
う
元
夫
・
富
樫
慎

二
を
殺
害
し
て
し
ま
う
所
か
ら
始
ま
る
。
そ
の
事
態
に
気
づ
い
た
隣
人
の
石
神
は
靖
子
に
好
意
を

持
っ
て
お
り
、
事
件
の
隠
蔽
に
協
力
す
る
。
刑
事
で
あ
る
草
薙
は
靖
子
の
不
十
分
な
ア
リ
バ
イ
に

疑
問
を
持
つ
が
、
捜
査
を
進
め
る
ほ
ど
靖
子
が
犯
人
で
あ
る
可
能
性
が
低
く
な
っ
て
い
く
。
草
薙

の
友
人
で
あ
る
物
理
学
者
・
湯
川
は
石
神
と
の
旧
友
で
も
あ
り
、
ふ
と
し
た
き
っ
か
け
か
ら
石
神

の
事
件
へ
の
関
与
を
疑
う
。
警
察
が
捜
査
を
進
め
ら
れ
な
い
中
で
、
湯
川
は
た
だ
一
人
真
相
を
見

抜
く
。
事
件
の
背
景
に
は
「
思
い
込
み
に
よ
る
盲
点
」
が
存
在
し
て
い
た
。 

石
神
が
数
学
に
つ
い
て
語
る
場
面
に
、「
間
違
っ
た
ル
ー
ト
を
進
み
、
偽
の
宝
物
に
辿
り
着
い
て

い
る
結
果
に
つ
い
て
、
そ
の
宝
が
偽
物
だ
と
証
明
す
る
の
は
、
時
に
本
物
を
探
す
よ
り
も
難
し
い
場
合
が

あ
る
。」
と
あ
る
。
私
は
テ
ス
ト
を
見
直
す
時
が
こ
れ
に
当
て
は
ま
る
と
考
え
る
。
私
は
ケ
ア
レ
ス
ミ
ス
が

多
い
。
特
に
計
算
間
違
い
が
多
発
す
る
の
は
数
学
、
物
理
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
教
科
の
見
直
し
を
す
る
時
、

宝
探
し
に
喩
え
る
な
ら
「
発
掘
ル
ー
ト
を
な
ぞ
る
」
事
し
か
し
て
い
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
最
初
の
解
き
方

を
上
か
ら
な
ぞ
っ
て
そ
れ
を
「
見
直
し
」
と
し
て
確
認
作
業
を
終
え
て
い
た
。
こ
の
方
法
で
は
、
途
中
で

ミ
ス
を
し
て
い
て
も
気
づ
き
に
く
い
。
そ
の
た
め
、
ケ
ア
レ
ス
ミ
ス
が
な
か
な
か
減
ら
な
か
っ
た
の
だ
。

こ
れ
か
ら
は
「
そ
の
答
え
が
唯
一
の
解
答
だ
と
断
言
で
き
る
」
ま
で
確
認
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
痛
烈
に
思
っ
た
。 

こ
の
小
説
の
骨
子
で
あ
る
「
思
い
込
み
に
よ
る
盲
点
」
は
、
石
神
が
警
察
に
仕
掛
け
た
ト
リ
ッ
ク
そ
の

も
の
だ
っ
た
。
実
は
、
警
察
が
富
樫
慎
二
だ
と
信
じ
て
い
た
死
体
は
全
く
の
別
人
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
湯

川
は
「
殺
さ
れ
た
の
は
富
樫
憲
二
、
怪
し
い
の
は
花
岡
靖
子
、
そ
う
い
う
構
図
を
作
り
上
げ
、
警
察
が
そ

の
固
定
観
念
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
た
」
と
言
っ
て
い
る
。
ま
た
、
草
薙
も
「
警
察
は
彼
女
を
疑

い
続
け
た
。
だ
が
彼
女
を
疑
う
と
い
う
こ
と
は
、
即
ち
、
死
体
が
富
樫
で
あ
る
こ
と
を
疑
わ
な
い
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
靖
子
の
ア
リ
バ
イ
ト
リ
ッ
ク
を
崩
せ
ば
事
件
は
解
決
す
る
、
と
「
思

い
込
ん
で
い
た
」
警
察
の
盲
点
を
つ
い
た
、
見
事
な
ト
リ
ッ
ク
だ
と
驚
嘆
し
た
。
と
同
時
に
、
思
い
込
み

は
恐
ろ
し
い
事
だ
と
改
め
て
痛
感
し
た
。 

こ
の
世
の
中
、
思
い
込
み
で
得
ら
れ
る
も
の
は
自
分
に
対
す
る
自
信
く
ら
い
で
あ
る
。
反
対
に
、
思
い

込
み
に
よ
っ
て
失
う
も
の
は
思
考
力
だ
が
、
こ
の
事
は
重
大
だ
。
な
ぜ
な
ら
「
自
分
は
絶
対
に
事
故
に
遭

わ
な
い
」「
絶
対
に
事
故
を
起
こ
さ
な
い
」
と
思
っ
て
い
る
人
ほ
ど
事
故
に
遭
う
し
、
事
故
を
起
こ
し
て
し

ま
う
か
ら
で
あ
る
。
私
は
そ
の
理
由
を
、
思
い
込
み
が
原
因
で
気
が
緩
み
、
不
注
意
を
引
き
起
こ
す
た
め

だ
と
考
え
る
。 

し
か
し
、
私
も
思
い
込
み
に
よ
る
気
の
緩
み
が
な
い
と
は
言
え
な
い
。
今
は
ま
だ
何
事
も
起
き
て
い
な

い
か
ら
良
い
の
だ
が
、
今
後
何
も
起
こ
ら
ず
平
穏
無
事
に
過
ご
せ
る
保
証
は
全
く
な
い
。
思
い
込
む
事
の

危
険
性
に
気
づ
い
た
今
こ
そ
気
を
引
き
締
め
、
湯
川
の
こ
の
言
葉
を
心
に
留
め
て
日
々
過
ご
し
て
い
く
。 

「
思
い
込
み
は
い
つ
だ
っ
て
敵
だ
。
見
え
る
も
の
も
見
え
な
く
し
て
し
ま
う
か
ら
な
」 
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２
年
生
の
部 

       

       

『
罪
と
罰
』
を
読
ん
で 

 

「
人
類
は
凡
人
と
非
凡
人
に
大
別
さ
れ
る
。
大
多
数
の
人
間
は
凡
人
で
あ
り
、
現
行
秩
序
に
服

従
す
る
こ
と
を
義
務
と
す
る
。
選
ば
れ
た
少
数
の
非
凡
人
は
、
人
類
の
進
歩
の
為
に
新
た
な
秩
序

を
作
る
人
で
あ
り
、
そ
れ
の
実
行
の
た
め
に
は
現
行
の
法
や
秩
序
を
踏
み
越
え
る
権
利
を
持
つ
」 

 

こ
れ
は
こ
の
物
語
の
主
人
公
、
孤
独
な
貧
乏
学
生
で
あ
る
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
理
論
だ
。
こ

の
理
論
に
従
い
、
彼
は
妄
信
す
る
。
「
自
分
は
言
わ
れ
る
ま
ま
に
生
活
し
服
従
す
る
だ
け
の
凡
人

な
の
だ
ろ
う
か
。
い
や
違
う
。
自
分
は
選
ば
れ
た
非
凡
人
、
英
雄
な
の
だ
」
と
。
そ
し
て
ラ
ス
コ

ー
リ
ニ
コ
フ
は
大
義
を
な
す
た
め
の
第
一
歩
と
し
て
強
欲
狡
猾
な
高
利
貸
し
の
老
婆
殺
害
を
実
行

す
る
。
こ
の
事
件
は
多
く
の
偶
然
が
重
な
り
、
ほ
ぼ
完
全
犯
罪
に
近
い
も
の
に
な
る
の
だ
っ
た
。

し
か
し
こ
の
事
件
後
、
彼
は
良
心
に
苛
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
烈
し
い
精
神
錯
乱
状
態
に
陥
る
。

そ
れ
で
も
な
お
彼
は
信
念
を
曲
げ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。 

 

彼
の
理
想
は
、
理
論
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
た
殺
人
で
富
と
権
力
を
獲
得
し
、
そ
の
富
と
権
力

に
よ
っ
て
新
し
い
世
界
を
作
る
こ
と
だ
っ
た
。
そ
ん
な
彼
の
元
へ
ソ
ー
ニ
ャ
と
い
う
娼
婦
が
現
れ

る
。
彼
女
は
他
人
の
た
め
に
自
分
を
殺
し
て
し
ま
う
ほ
ど
の
自
己
犠
牲
精
神
と
、
慈
愛
の
心
を
持

つ
。
そ
ん
な
彼
女
が
無
意
識
に
目
指
し
て
い
た
理
想
は
、
富
も
権
力
も
な
い
兄
弟
愛
の
世
界
だ
っ
た
。 

 

彼
は
彼
女
の
愛
に
負
け
て
罪
を
自
白
す
る
。
さ
ら
に
シ
ベ
リ
ア
の
流
刑
地
に
て
、
つ
い
に
彼
女
の
信
念

に
も
負
け
て
し
ま
う
の
だ
。
し
か
し
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
ソ
ー
ニ
ャ
の
愛
に
よ
っ
て
目
覚
め
、
彼
も
彼

女
を
愛
し
て
い
る
こ
と
を
自
覚
す
る
。
愛
に
よ
っ
て
二
人
は
蘇
り
、
後
生
へ
の
道
を
進
ん
で
い
く
の
だ
っ

た
。 

 

こ
の
物
語
の
名
前
に
も
な
っ
て
い
る
「
罪
と
罰
」
。
何
が
罪
で
何
が
罰
な
の
か
。
そ
も
そ
も
罪
と
は
、

罰
と
は
、
一
体
全
体
ど
う
い
う
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
２
つ
に
つ
い
て
暫
く
考
え
て
み
る
と
、
自
分

の
中
で
様
々
な
意
見
が
も
や
も
や
と
思
い
浮
か
び
、
ぶ
つ
か
り
合
っ
た
が
、
結
局
僕
に
は
上
手
く
結
論
を

出
す
こ
と
が
ど
う
し
て
も
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
本
を
読
ん
だ
こ
と
で
、
人
間
に
つ
い
て
深
く
考

究
す
る
こ
と
が
で
き
た
。 

 

ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
孤
独
だ
っ
た
。
僕
は
、
こ
の
孤
独
が
彼
の
心
を
む
し
ば
ん
で
い
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。
そ
れ
に
加
え
て
彼
は
鋭
敏
な
頭
脳
を
持
っ
て
い
た
た
め
、
あ
の
理
論
に
至
っ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
し
て
究
極
的
に
自
分
が
特
別
な
存
在
で
あ
り
、
英
雄
に
な
り
得
る
非
凡
人
だ
と
妄
信
し
て
し
ま
っ
た
。

彼
の
よ
う
に
、
自
分
が
特
別
で
あ
る
と
考
え
た
こ
と
が
あ
る
人
は
ど
れ
ほ
ど
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
僕
は
そ

う
い
う
存
在
に
な
る
こ
と
に
憧
れ
た
こ
と
が
多
々
あ
る
。
し
か
し
こ
の
物
語
を
読
み
終
え
た
こ
と
で
、
そ

れ
は
間
違
い
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
た
。
人
に
は
そ
れ
ぞ
れ
違
い
は
あ
れ
ど
も
優
劣
は
な
く
、
誰
も
が
平

等
で
生
き
る
権
利
を
持
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
人
が
人
を
傷
つ
け
る
権
利
は
な
い
。
し
か
し
ラ
ス
コ
ー
リ

ニ
コ
フ
の
理
論
で
は
、
英
雄
が
大
義
を
な
る
た
め
に
殺
人
は
正
当
化
さ
れ
る
。
確
か
に
世
界
中
で
戦
争
が

起
き
て
い
た
時
代
で
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
よ
う
な
殺
人
を
犯
し
て
も
偉
業
を
な
し
た
人
た
ち
は
英
雄
と
さ

れ
て
い
た
。
し
か
し
現
代
で
は
違
う
。
た
と
え
微
細
な
罪
悪
で
も
、
罪
を
犯
す
特
別
な
存
在
、
英
雄
は
い

て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
そ
し
て
罪
を
犯
し
た
人
は
罰
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
良
心
に
容
赦
な
く
苛

ま
れ
る
の
だ
。
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
自
分
を
非
凡
人
だ
と
妄
信
す
る
こ
と
で
罪
か
ら
逃
げ
て
い
た
が
、

ソ
ー
ニ
ャ
の
無
償
の
愛
の
お
か
げ
で
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
思
う
。
そ
う
、
つ
ま
り
人
は
人
と

支
え
合
う
こ
と
で
困
難
を
乗
り
越
え
ら
れ
る
の
だ
。 

 
人
類
は
凡
人
に
も
非
凡
人
に
も
分
け
ら
れ
ず
、
皆
平
等
で
あ
る
。
だ
か
ら
僕
は
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
の

理
論
は
間
違
い
だ
と
思
う
。
新
た
な
秩
序
を
作
る
の
も
英
雄
が
な
す
こ
と
で
は
な
く
、
人
々
が
協
力
し
て

な
す
こ
と
な
の
だ
。
そ
の
た
め
に
自
分
は
特
別
で
あ
る
と
い
う
妄
信
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
分
自

身
を
受
け
入
れ
て
生
き
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。 
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 図書だより 第５２号 

 

３年生の部 

なぜ日本の若者は自立できないのか 

岡田 尊司 著 

 

電気情報工学科 森本 大貴 

 

「自立する」ということ 

 

ぼくは、自分の意見を主張するのがあまり得意では

ない。もし、自分がこう言ったら相手はどう思うのか、

嫌われたり、からかわれたりしないか、などいろいろ

と考えてしまうからである。しかしこの本を読んで、

このままでは社会に出てもやっていけないと強く感じ

た。 

現在、日本にはひきこもりと認められる成人が七十

万人いると推測されている。さらに予備軍は百五十万

人以上に上るという。日本がこのようなひきこもり大

国になってしまったのは個人に責任があるとは一概に

は言えない。そうなってしまったのは日本の教育に問

題がある、と著者は言っている。 

ひきこもりになってしまう原因として、対人関係や

コミュニケーションの訓練の場が不足していることが

挙げられる。実際にぼくも人と会話をすることにあま

り慣れていないので、先輩や先生など年上の人と話す

ときは、とても緊張して上手く喋れないことがある。

だが、ぼくと同じような人間は、社会に出ている成人

でもたくさんいるようだ。ではなぜコミュニケーショ

ン能力が充分でない成人が社会に出て野放しにされて

いるのか。それは近年ではマークシート方式のセンタ

ー試験が増えてきているからである。たとえ、センタ

ー試験やペーパーテストの点数が良くても、コミュニ

ケーション能力が養われていなければ社会に出ても上

手くやっていけない。そこで重要になってくるのが、

考えを文章にまとめたり、討論をしたり、チームで学

習を進めたりする作業である。思い返してみれば、小

学校ではよくこのような作業を行っていたが、中学校、

高校と学年が上がるにつれてその機会は減ってきてい

るように感じる。 

このように、日本の若者が自立できない理由は、日

本の教育の仕方に問題がある。ここで、学外の教育の

仕方について考えてみる。 

日本では、同じことをすべての子どもが学ぶことが

平等であるという意識が強い。しかし、そうした教育

を続けている国は、先進国の中では特異で、海外の教

育は、内容においても方法においても、もっと多様な

ものである。ここでは二つの国を例に挙げてみる。 

まずオランダでは、子どもの特性や親の考え方によ

って様々なスタイルの教育を自由に選ぶことができる。

一方、すべての生徒が同じ教育を受けるという原則を

維持しながら、学校の仕組みや授業の方法を工夫する

ことによって、多様な特性や能力に対応しようとして

成功しているのが、フィンランドである。 

詳しく見てみると、オランダでは本人の可能性を最

大限に伸ばせる学校や教育がなされている。成績には

順位をつけず、理解できた子が、まだ理解できていな

い子を教えるという教え合いを教育の根幹として利用

している。ぼくはこれはとても素晴らしいことだと思

う。友達同士の方が質問もしやすいはずだ。またフィ

ンランドでは、四、五単位のグループ学習を取り入れ

た。科目ごとに、得意な子が不得意な子を教えるとい

うやり方にしたのである。 

この二つの国には共通がある。それは、どちらもテ

ストや競争をあまり重視しないということである。そ

れに対して、競争を重視し、一部のエリートを国のリ

ーダーとして育てることに熱心な国もある。こうした

国々は、子どもの間で学力の格差が広がり、落ちこぼ

れが生まれてしまう。 

すなわち、一人ひとりが競争していく世の中ではな

く、みんなで助け合い、意見を出し合うことが自立に

も繫がるのだ。 

一人の子どもに対して、その子のもつ特性が生かさ

れるように日本の教育の仕組みを変えていくことが 

「自立する」ための第一歩なのである。 

そして自分自身で他人と交流する機会を見つけ、積

極的に足を踏み入れていくことが、今の自分には必要

だと思う。 
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第５２号 図書だより  

 

４・５年生の部 

論文はデザインだ！ 

渡邉 研司 著 

 

建築学科 中村 和宏 

 

『論文はデザインだ！』を読んで 

 

建築学科のある大学の多くは、卒業研究として卒業

設計または卒業論文の提出を義務づけています。 

卒業設計は建築学科で学んだ 4 年間の集大成という

こともあって、将来建築家を志願する学生の多くはこ

ちらに挑戦すると思います。卒業生の作品集というか

たちで書籍に掲載や卒業設計日本一を決める卒業設計

の甲子園ともいえるような大会も存在するのです。こ

のように、卒業設計にはいろいろな発表の場が設けら

れているのです。 

一方、卒業論文はどうでしょうか。私は卒業設計に

比べるとどうも地味な感じがしてなりません。もちろ

ん素晴らしい論文を書けば、日本建築学会の優秀卒業

論文賞なるものに応募できるでしょうし、大学によっ

ては、優秀論文賞を設けているところもあります。で

すが、卒業設計に比べると、華やかさに欠けていると

私は思うのです。 

ところが、この本によると一概にはそうといえない

ことがわかるのです。多くの建築家が、自らの建築論

なるものを書いています。建築雑誌などには、その建

築家が影響を受けた建築家の作品を挙げているのをよ

く目にしますが、建築作品というよりは建築家の主張

や建築史家が書いた本に影響を受けたという建築家も

多いのです。例えば、ローマ時代のヴィトルヴィウス

をはじめ、レオン・バティスタ・アルベルティ、アド

ルフ・ロース、ル・コルビュジエ、ロバート・ヴェン

チューリ、磯崎新、黒川紀章などは、建築作品という

よりはむしろ建築論に影響をもったといえる人物だと

挙げられています。 

以上のことから、論理性をもつということに重要性

を感じました。設計することと論文を書くことは全く

違うことであり、脳でも使っているところは全然違う

ところだそうです。ところが、プロセスは同じところ

にあると思うのです。だから「自分は論文を書くのが

苦手だから卒業論文ではなく、卒業後にいろいろと有

利になりそうな卒業設計にしよう」などと思っている

人は間違っているのです。まともな文章を書けない人

は、大した設計もできるわけありませんし、キチンと

物事を考えることができるような社会人にもなれない

と思うのです。 

そもそも論文とは形式を守って書かれた文章ですか

ら、極端な話だと「問題提起→主張→根拠」といった

ような約束さえ守れば誰でも書くことができます。こ

の一連の流れこそが“論理性（ロジック）”なのです。 

例えば、小説の中に登場する探偵が犯罪を立証する

のにもコレは必要ですし、その小説を書く小説家にも、

この論理性（ロジック）は求められるのです。もちろ

ん、このような読書感想文にも。 

このように、論理性（ロジック）というものはここ

に書いたことに限らず、さまざまなところに必要とさ

れているのです。ですからこのようなものが存在する

ということ自体を知ることによって、今後に活かされ

てくると思うのです。今回はそういったモノの存在を

知ることができる良い機会でした。 
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１
年
生
の
部 

        

『
下
町
ロ
ケ
ッ
ト
』
を
読
ん
で 

 
 
 
 

―
―
働
く
と
は
何
か
。
―
― 

 

下
町
ロ
ケ
ッ
ト
は
、
ど
こ
に
で
も
あ
る
一
般
に
中
小
企
業
と
呼
ば
れ
る
小
さ
な
町

工
場
で
の
主
人
公
で
あ
る
社
長
の
佃
と
社
員
た
ち
の
話
で
す
。
佃
は
、
幼
い
頃
か
ら

宇
宙
に
対
す
る
興
味
が
あ
り
ロ
ケ
ッ
ト
工
学
へ
進
む
が
打
ち
上
げ
に
失
敗
し
て
し
ま

い
、
実
家
の
精
密
機
械
造
を
業
種
と
す
る
佃
製
作
所
を
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
そ
れ
か
ら
佃
は
大
学
と
研
究
所
で
得
た
エ
ン
ジ
ン
の
技
術
を
活
か
し
売
り
上

げ
が
三
倍
に
な
っ
た
り
と
社
長
業
で
成
功
を
収
め
ま
す
。
し
か
し
、
主
要
取
引
先
と

取
引
終
了
し
て
し
ま
っ
て
か
ら
佃
製
作
所
は
た
く
さ
ん
の
問
題
を
か
か
え
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
ラ
イ
バ
ル
の
企
業
か
ら
無
実
な
の
に
訴
え
ら
れ
た
り
、
銀
行
か
ら
融
資

が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
、
資
金
の
繰
り
こ
し
難
や
若
手
か
ら
の
反
発
な
ど
を
通
し
、

佃
は
社
長
と
社
員
の
関
係
、
会
社
の
在
り
方
、
仕
事
と
は
何
か
に
つ
い
て
悩
み
、
葛

藤
し
な
が
ら
も
、
一
つ
ず
つ
答
え
を
出
し
て
い
き
ま
す
。 

働
く
、
仕
事
と
い
う
と
お
金
を
稼
ぐ
た
め
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。
で
も
働
く
と
い
う
こ
と
は
本
当
に
お
金
を
稼
ぐ
た
め
だ
け

の
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
誰
の
た
め
に
働
く
の
で
し
ょ
う
か
。 

物
語
の
後
半
は
、
佃
製
作
所
に
水
素
エ
ン
ジ
ン
の
開
発
で
先
を
越
さ
れ
た
帝
国
重

工
と
の
話
で
す
。
帝
国
重
工
は
新
型
エ
ン
ジ
ン
を
搭
載
し
た
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
ち
上
げ

を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
佃
に
特
許
を
売
っ
て
欲
し
い
と
申
し
出
ま
す
。
し
か
し
佃
は

他
社
に
売
る
つ
も
り
で
開
発
し
た
訳
じ
ゃ
な
い
と
断
り
、
特
許
使
用
許
諾
契
約
な
ら

と
提
案
し
ま
す
。
や
む
を
得
ず
帝
国
重
工
は
特
許
使
用
許
可
を
も
ら
い
に
来
ま
す
が
、
佃
は
、
研
究
者
と

し
て
の
挫
折
か
ら
逃
げ
ず
夢
を
か
な
え
る
た
め
に
部
品
供
給
を
し
た
い
と
言
い
ま
す
。
そ
の
佃
の
言
葉
に

若
手
社
員
を
中
心
に
何
人
か
の
社
員
が
会
社
は
社
長
の
私
物
じ
ゃ
な
い
と
反
抗
し
ま
す
。
社
員
の
気
持
ち

が
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
時
、
部
品
供
給
の
た
め
の
帝
国
重
工
に
よ
る
佃
製
作
所
の
テ
ス
ト
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
落
と
す
た
め
の
厳
し
く
理
不
尽
な
テ
ス
ト
に
反
発
し
て
い
た
若
手
社
員
の
プ
ラ
イ
ド
が
傷

つ
け
ら
れ
て
し
ま
い
、
プ
ラ
イ
ド
を
取
り
戻
す
た
め
に
佃
品
質
、
佃
プ
ラ
イ
ド
と
一
致
団
結
し
ま
す
。
そ

し
て
、
一
つ
ず
つ
順
調
に
テ
ス
ト
に
合
格
し
て
い
き
ま
す
が
、
一
番
大
事
な
品
質
テ
ス
ト
で
異
常
値
が
出

て
し
ま
い
ま
す
。そ
れ
は
、不
満
を
持
っ
て
い
た
社
員
の
一
人
が
不
良
品
と
交
換
し
て
い
た
か
ら
で
し
た
。

佃
は
そ
の
社
員
が
不
満
を
抱
え
て
い
る
の
に
気
づ
か
な
か
っ
た
自
分
に
腹
が
立
ち
な
が
ら
も
責
任
を
取
っ

て
辞
め
る
と
い
う
社
員
に
対
し
て
、 

「
お
前
が
辞
め
た
と
こ
ろ
で
な
ん
の
解
決
に
も
な
り
ゃ
し
な
い
。
信
用
っ
て
い
う
の
は
な
、
ガ
ラ
ス
製

品
と
同
じ
で
一
度
割
れ
た
ら
元
に
も
ど
ら
な
い
ん
だ
よ
。
な
ん
で
そ
ん
な
簡
単
に
辞
め
る
っ
て
い
え
る
ん

だ
。
俺
は
な
、
仕
事
っ
て
い
う
の
は
、
二
階
建
て
の
家
み
た
い
な
も
ん
だ
と
思
う
。
一
階
部
分
は
、
飯
を

食
う
た
め
だ
。
必
要
な
金
を
稼
ぎ
、
生
活
し
て
い
く
た
め
に
働
く
。
だ
け
ど
、
そ
れ
だ
け
じ
ゃ
あ
窮
屈
だ
。

だ
か
ら
、
仕
事
に
は
夢
が
な
き
ゃ
な
ら
な
い
と
思
う
。
そ
れ
が
二
階
部
分
だ
。
夢
だ
け
追
っ
か
け
て
も
飯

は
食
っ
て
い
け
な
い
し
、
飯
だ
け
食
え
て
も
夢
が
な
き
ゃ
つ
ま
ら
な
い
。
お
前
だ
っ
て
、
ウ
チ
の
会
社
で

こ
う
し
て
や
ろ
う
と
か
、
そ
ん
な
夢
、
あ
っ
た
は
ず
だ
。
そ
れ
は
ど
こ
行
っ
ち
ま
っ
た
ん
だ
。」 

と
問
い
か
け
ま
す
。 

私
は
、
佃
の
こ
の
言
葉
に
働
く
と
は
何
か
、
誰
の
た
め
に
働
く
の
か
の
答
え
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
お
金
を
稼
ぐ
こ
と
は
重
要
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
仕
事
に
夢
や
プ
ラ
イ
ド
を
持
て
る
よ
う
に

働
く
こ
と
も
ま
た
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
十
年
先
も
二
十
年
先
も
夢
を
持
ち
続
け
、
自
分
の
た
め
に
働
く

こ
と
が
結
局
は
、
家
族
の
た
め
に
お
金
を
稼
ぐ
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

こ
れ
は
今
の
自
分
に
も
言
え
る
こ
と
で
、
夢
を
持
ち
、
単
位
を
取
る
た
め
に
な
ん
と
な
く
勉
強
す
る
の
で

は
な
く
、
自
分
の
た
め
に
勉
強
す
る
こ
と
が
大
切
で
、
そ
れ
が
自
分
の
将
来
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。 
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『
鉄
道
員

ぽ

っ

ぽ

や

』 

 
 
 
 

―
―
最
後
ま
で
鉄
道
員
だ
っ
た
男
―
― 

 

私
は
、
娘
を
亡
く
し
た
日
も
、
妻
を
亡
く
し
た
日
も
、
駅
に
立
ち
続
け
た
乙
松
さ
ん
に
共
感
し

ま
す
。 

乙
松
さ
ん
が
立
っ
て
い
る
駅
に
、
生
ま
れ
て
ふ
た
月
で
死
ん
で
し
ま
っ
た
娘
を
乗
せ
た
気
動
車

が
や
っ
て
来
ま
し
た
が
、
乙
松
さ
ん
は
い
つ
も
通
り
ホ
ー
ム
で
旗
を
振
っ
て
迎
え
ま
し
た
。
そ
れ

か
ら
約
十
五
年
絶
っ
た
あ
る
日
も
、
乙
松
さ
ん
は
、
妻
の
危
篤
の
報
せ
を
何
回
も
聞
い
て
い
た
に

も
関
わ
ら
ず
、
全
て
仕
事
を
終
わ
ら
せ
て
最
終
の
列
車
で
病
院
へ
向
か
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
最

期
を
看
取
る
こ
と
は
で
き
な
く
て
、
薄
情
者
だ
と
言
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。 

け
れ
ど
も
、
も
し
私
が
乙
松
さ
ん
と
同
じ
立
場
に
置
か
れ
た
と
し
て
も
、
同
じ
よ
う
に
し
て
い

た
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
仕
事
は
自
分
に
し
か
で
き
な
く
て
、
だ
か
ら
こ
そ
自
分
の
仕

事
に
最
後
ま
で
責
任
を
も
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
か
ら
で
す
。 

（
俺
は
ポ
ッ
ポ
ヤ
だ
か
ら
） 

と
言
っ
て
決
し
て
涙
を
流
す
こ
と
の
な
か
っ
た
乙
松
さ
ん
は
、
ほ
ん
と
の
「
ポ
ッ
ポ
ヤ
」
で
す
。

だ
け
ど
、
き
っ
と
妻
や
娘
の
死
を
一
番
悲
し
ん
で
い
た
の
は
乙
松
さ
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
旗
を
振

っ
て
死
ん
だ
娘
を
迎
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
き
は
誰
よ
り
も
辛
か
っ
た
と
思
う
し
、
自
分

を
責
め
る
気
持
ち
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

あ
る
日
突
然
見
た
こ
と
の
な
い
小
さ
な
女
の
子
が
乙
松
さ
ん
の
前
に
現
れ
、
そ
の
と
き
か
ら
少

し
ず
つ
大
き
く
な
っ
て
い
く
顔
の
よ
く
似
た
姉
と
思
わ
れ
る
女
の
子
が
た
び
た
び
乙
松
さ
ん
の
元

へ
訪
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
自
分
の
子
も
、
生
き
て
い
た
ら
こ
ん
な
に
成
長
し
て
い
た
の
だ

ろ
う
と
自
分
の
娘
と
重
ね
て
い
た
乙
松
さ
ん
は
、
今
ま
で
見
た
子
供
達
が
成
長
し
て
い
く
自
分
の
娘
だ
っ

た
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。 

「
お
め
え
、
ゆ
う
べ
か
ら
ず
っ
と
、
育
っ
て
く
姿
を
お
と
う
に
見
せ
て
く
れ
た
っ
て
か
い
。」 

「
あ
た
し
も
何
ひ
と
つ
親
孝
行
も
で
き
ず
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
で
し
ょ
。
だ
か
ら
」 

こ
こ
で
乙
松
さ
ん
は
、
た
ま
ら
ず
涙
を
こ
ぼ
し
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
場
面
を
読
ん
だ
と
き
私
は
、
乙

松
さ
ん
が
ず
っ
と
娘
を
大
切
に
思
っ
て
い
た
気
持
ち
は
娘
に
も
伝
わ
っ
て
い
た
ん
だ
と
、
親
子
の
強
い
絆

を
感
じ
ま
し
た
。
誰
も
理
解
し
な
か
っ
た
乙
松
さ
ん
の
旗
を
振
っ
た
と
き
の
気
持
ち
は
、
死
ん
だ
娘
に
は

し
っ
か
り
伝
わ
っ
て
い
た
か
ら
、
成
長
を
見
せ
て
く
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
仕
事
の
た
め
に
大
事
な
娘

を
傷
つ
け
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
、
ず
っ
と
自
分
を
責
め
続
け
て
い
た
乙
松
さ
ん
に
と
っ
て
、
娘

の
成
長
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
き
っ
と
何
よ
り
も
嬉
し
か
っ
た
は
ず
で
す
。 

こ
の
作
品
を
読
み
終
え
た
と
き
、
私
は
あ
る
こ
と
に
気
付
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
大
人
に
な
り
社
会
で

働
い
た
り
、
親
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
責
任
を
負
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
何
か
を
犠

牲
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
乙
松
さ
ん
は
、
仕
事
の
た
め
に
家
族
を
犠

牲
に
し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
、
仕
事
に
対
し
て
の
責
任
感
が
強
い
人
だ
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま

す
。
責
任
を
果
た
す
た
め
、
辛
い
こ
と
を
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
責

任
を
も
つ
と
い
う
言
葉
の
重
さ
を
改
め
て
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

今
、
子
供
を
殺
し
た
り
、
育
児
放
棄
を
す
る
親
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
子
育
て
の
せ
い
で
、
自
分
の
自

由
が
奪
わ
れ
る
の
が
嫌
だ
と
い
う
人
が
い
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
子
供
を
産
ん
で
育
て
る
と

い
う
こ
と
は
責
任
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
自
由
が
犠
牲
に
な
る
こ
と
は
仕
方
の
な
い

こ
と
で
す
。
一
度
決
心
し
た
こ
と
に
は
、
最
後
ま
で
責
任
を
も
た
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。 

乙
松
さ
ん
は
、
家
族
の
死
と
い
う
辛
い
出
来
事
を
乗
り
越
え
、
自
分
が
死
ぬ
日
ま
で
鉄
道
員
と
し
て
の

責
任
を
果
た
し
ま
し
た
。
私
も
乙
松
さ
ん
の
よ
う
に
、
責
任
感
の
強
い
人
に
な
り
た
い
で
す
。 
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「
暗
殺
の
年
輪
」
を
読
ん
で 

 
 
 
 

―
―
人
形
劇
の
よ
う
な
年
輪
―
― 

 

人
生
に
は
た
く
さ
ん
の
年
輪
が
あ
る
。
友
情
の
年
輪
、
家
族
の
年
輪
、
消
し
ゴ
ム
や
本
に
も
年

輪
は
あ
る
。
そ
れ
は
、
思
い
出
や
歴
史
と
も
い
え
る
。 

こ
の
話
は
、
暗
殺
の
年
輪
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
。
友
の
裏
切
り
や
過
去
に
消
え
た
闇
の
正
体

な
ど
、
だ
ん
だ
ん
年
輪
が
増
え
て
い
く
。
そ
し
て
、
最
後
に
一
気
に
そ
の
年
輪
が
深
く
な
る
。 

そ
れ
が
こ
の
話
の
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
だ
と
思
う
。 

そ
の
年
輪
の
な
か
に
、
主
人
公
に
注
が
れ
る
父
の
非
業
な
死
に
よ
る
愍
笑
が
あ
る
。
主
人
公
は

つ
ら
い
思
い
を
し
た
だ
ろ
う
。
自
分
は
な
に
も
し
て
い
な
い
。
な
の
に
、
時
お
り
感
じ
る
嫌
な
視

線
。
さ
ら
に
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
仲
良
か
っ
た
友
達
も
離
れ
て
し
ま
っ
た
。 

私
だ
っ
た
ら
人
が
信
じ
れ
な
く
な
り
、
父
を
う
ら
む
だ
ろ
う
。
ど
こ
か
遠
い
と
こ
ろ
へ
行
っ
て

人
生
を
や
り
直
し
た
い
気
持
ち
に
な
る
と
思
う
。 

で
も
、
そ
の
愍
笑
が
父
の
非
業
な
死
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
母
が
体
を
売
っ
て
主
人
公
の
命

を
守
っ
た
こ
と
に
対
す
る
笑
い
で
あ
っ
た
と
知
る
。 

し
か
も
、
父
の
死
も
母
の
命
乞
い
も
嶺
岡
が
大
き
く
関
係
し
て
い
た
こ
と
を
知
る
の
だ
。 

主
人
公
の
怒
り
や
に
く
し
み
は
相
当
な
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
友
達
が
離
れ
て
い
く
悲
し
み
や

苛
立
ち
、
我
が
子
や
自
分
の
命
の
危
険
に
お
び
え
る
母
、
命
の
た
め
に
我
が
身
を
汚
す
屈
辱
。 

考
え
る
と
悲
し
い
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
主
人
公
が
嶺
岡
を
殺
す
気
持
ち
が
十
分
に
わ
か
る
。
父

も
母
も
嶺
岡
が
殺
し
た
よ
う
な
も
の
だ
。 

そ
し
て
、
主
人
公
は
友
達
の
裏
切
り
を
知
る
。
お
互
い
の
家
に
よ
く
通
い
あ
い
、
風
呂
に
も
入
っ
た
仲

で
あ
る
。
そ
の
友
達
に
裏
切
ら
れ
た
の
だ
。
主
人
公
は
驚
き
悲
し
み
憎
ん
だ
だ
ろ
う
。 

で
も
、
友
達
も
裏
切
り
た
く
て
裏
切
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
思
う
。
昔
か
ら
ず
っ
と
一
緒
に
い
た
の
に

嫌
い
な
わ
け
は
な
い
と
思
う
。
彼
も
や
む
を
え
な
い
事
情
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

た
く
さ
ん
の
被
害
を
だ
さ
な
い
た
め
、
こ
れ
か
ら
の
生
活
の
た
め
。
し
か
た
の
な
い
こ
と
だ
っ
た
の
だ

と
思
う
。
彼
も
苦
し
ん
だ
だ
ろ
う
。
や
り
き
れ
な
い
思
い
で
心
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。 

だ
が
、
果
た
し
て
彼
は
い
つ
か
ら
主
人
公
を
裏
切
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
知
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

彼
は
、
主
人
公
の
父
や
母
の
こ
と
を
聞
か
さ
れ
て
主
人
公
を
軽
蔑
し
離
れ
て
い
っ
た
。 

だ
が
、
離
れ
て
い
っ
た
理
由
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
と
思
う
の
だ
。
き
っ
と
、
彼
は
主
人
公
の
父
や
母

の
こ
と
に
加
え
、
こ
れ
か
ら
何
を
す
る
の
か
も
聞
か
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

そ
し
て
、
最
終
的
に
主
人
公
を
裏
切
る
形
に
な
っ
て
し
ま
う
と
察
し
た
彼
は
つ
ら
い
か
ら
主
人
公
か
ら

離
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
話
は
た
く
さ
ん
の
想
像
を
か
き
た
て
る
。
読
ん
だ
あ
と
、
心
の
中
に
大
き
く
て
深

い
年
輪
を
残
す
の
だ
。 

こ
の
話
の
年
輪
の
で
き
か
た
は
人
形
劇
の
よ
う
だ
。 

ま
ず
時
間
を
か
け
て
シ
ナ
リ
オ
、
人
形
、
装
飾
を
作
っ
て
い
く
。
年
輪
を
増
や
す
作
業
だ
。 

そ
し
て
、
そ
れ
を
演
じ
る
。
た
だ
の
人
形
や
装
飾
だ
と
思
っ
て
い
た
も
の
が
つ
な
が
っ
て
一
つ
に
な
り
、

た
く
さ
ん
の
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
そ
れ
が
年
輪
が
深
ま
る
瞬
間
だ
。 

そ
ん
な
一
つ
の
人
形
劇
を
見
た
か
の
よ
う
な
年
輪
の
で
き
方
が
、
こ
の
本
の
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
だ
と

思
っ
た
。 
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「
水
滴
」
を
読
ん
で 

 
 
 
 

―
―
伝
え
る
こ
と
の
大
切
さ
―
― 

 

小
学
校
の
と
き
の
遠
足
で
の
出
来
事
だ
。
集
合
場
所
ま
で
母
と
一
緒
に
、
と
て
も
ワ
ク
ワ
ク
し

な
が
ら
向
か
っ
て
い
た
。
だ
が
こ
う
い
う
一
大
イ
ベ
ン
ト
の
と
き
、
僕
は
大
体
忘
れ
物
を
す
る
。 

案
の
定
、
確
か
水
筒
を
忘
れ
て
い
た
の
だ
が
集
合
場
所
ま
で
あ
と
す
こ
し
、
と
い
う
と
こ
ろ
で

気
づ
い
た
僕
。
こ
こ
で
引
き
返
す
の
も
な
ん
だ
か
気
が
引
け
る
と
思
い
、
黙
っ
て
気
づ
い
て
な
い

ふ
り
を
し
て
い
た
。 

結
局
、
母
が
そ
の
後
す
ぐ
気
づ
き
問
い
た
だ
さ
れ
た
末
、
僕
は
気
づ
い
て
い
た
こ
と
を
う
ち
あ

け
た
。 

「
な
ん
で
早
く
言
わ
ん
か
っ
た
ん
。」 

と
母
に
言
わ
れ
、
幼
い
な
が
ら
に
考
え
て
い
た
の
だ
が
伝
え
ら
れ
ず
、
あ
と
あ
じ
の
悪
い
感
じ

で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。 

こ
の
と
き
僕
が
ま
だ
幼
か
っ
た
と
い
う
の
も
あ
る
が
、
あ
の
と
き
伝
え
て
い
れ
ば
ま
た
違
っ
た

結
果
に
な
っ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。 

一
概
に
伝
え
る
と
い
っ
て
も
方
法
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
、
ま
た
状
況
に
よ
っ
て
も
変
わ
っ
て
く
る

も
の
だ
ろ
う
。
伝
え
る
と
い
う
こ
と
は
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。 

「
水
滴
」
の
主
人
公
徳
正
は
妻
の
ウ
シ
と
一
緒
に
畑
仕
事
を
し
て
い
た
。
徳
正
は
初
老
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
酒
や
女
遊
び
を
日
々
繰
り
返
し
て
い
た
。 

そ
ん
な
あ
る
日
、
徳
正
は
原
因
不
明
の
病
気
に
な
っ
て
し
ま
う
。
足
が
瓜
の
よ
う
に
パ
ン
パ
ン

に
腫
れ
上
が
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
時
代
は
終
戦
を
迎
え
人
々
は
普
通
に
生
活
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
頃
。 

だ
が
そ
の
原
因
不
明
の
病
気
に
村
の
医
者
は
何
も
で
き
な
か
っ
た
。
徳
正
自
身
は
、
は
っ
き
り
と
意
識

が
あ
る
の
だ
が
体
は
動
か
せ
ず
、
話
す
こ
と
も
、
ま
ば
た
き
す
る
こ
と
す
ら
も
自
由
に
で
き
な
い
。
だ
が

そ
の
不
思
議
な
足
以
外
に
は
、
若
干
の
熱
が
あ
る
だ
け
で
ウ
シ
は
困
り
果
て
る
。 

そ
ん
な
中
、
徳
正
の
足
の
親
指
か
ら
水
滴
が
ポ
ツ
ポ
ツ
と
溢
れ
出
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
村
の
人
が
怖

い
も
の
見
た
さ
で
く
る
中
、
ウ
シ
は
一
生
懸
命
看
病
を
し
続
け
る
。 

徳
正
は
自
分
の
足
の
親
指
か
ら
水
滴
が
出
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
か
ら
、
軍
人
が
自
分
の
足
を
舐
め
に
来

る
と
い
う
悪
夢
を
見
る
よ
う
に
な
る
。気
味
が
悪
く
助
け
を
求
め
る
が
声
も
出
ず
、気
を
失
う
と
い
う
日
々

を
繰
り
返
す
。
だ
が
そ
の
軍
人
が
戦
争
中
、
仲
間
だ
っ
た
人
だ
と
い
う
こ
と
を
思
い
出
す
。 

ウ
シ
は
誰
に
も
頼
ら
ず
、
決
し
て
ま
じ
め
で
は
な
い
夫
の
こ
と
を
看
病
し
続
け
、
つ
い
に
瓜
の
よ
う
だ

っ
た
足
の
腫
れ
が
ひ
い
た
。 

徳
正
の
ほ
う
も
、
軍
人
の
列
の
最
後
尾
ま
で
き
て
い
た
。
そ
こ
に
い
た
の
は
戦
死
し
た
か
つ
て
の
友
達

だ
っ
た
。
自
分
は
生
き
残
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
罪
の
意
識
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
彼
が
徳
正
の

足
を
舐
め
終
わ
っ
た
の
と
同
時
に
徳
正
は
意
識
を
取
り
戻
し
て
い
た
。 

徳
正
の
感
じ
る
恐
怖
と
心
の
揺
れ
が
う
ま
く
描
写
さ
れ
、
ウ
シ
の
普
段
は
気
が
強
い
が
夫
思
い
で
、
一

生
懸
命
看
病
す
る
姿
に
感
動
し
た
。 

「
明
日
か
ら
畑
に
出
で
て
、
働
く
ん
ど
。」 

と
い
う
徳
正
の
言
葉
に
、
ウ
シ
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
と
話
せ
る
こ
と
、
伝
え
ら
れ
る
こ
と
へ
の
喜
び
が

込
め
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
た
。 

ウ
シ
は
徳
正
が
不
安
と
戦
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
徳
正
は
、
ウ
シ
が

自
分
の
こ
と
を
大
切
に
思
っ
て
く
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
わ
か
っ
て
い
た
の
だ
と
思
う
。 

お
互
い
が
口
に
出
し
て
は
い
な
い
が
、
相
手
と
心
が
通
じ
合
っ
て
い
た
と
い
え
る
。 

伝
え
る
手
段
と
い
う
の
は
、
話
す
以
外
に
も
目
、
表
情
、
し
ぐ
さ
な
ど
が
あ
る
。
自
分
の
思
っ
て
い
る

こ
と
を
全
て
伝
え
る
と
い
う
の
は
な
か
な
か
難
し
い
も
の
で
あ
る
。
だ
が
僕
た
ち
に
は
口
が
あ
り
、
思
う

こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
伝
え
る
努
力
を
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。 

思
い
を
形
に
で
き
る
、
そ
れ
が
僕
た
ち
人
間
な
の
だ
と
思
う
。 
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『
ジ
ョ
ン
万
次
郎
漂
流
記
』
を
読
ん
で 

 
 
 
 

―
―
漁
師
か
ら
偉
人
に
変
わ
る
ま
で
―
― 

 

私
が
こ
の
本
を
読
ん
で
み
よ
う
と
思
っ
た
き
っ
か
け
は
、
大
河
ド
ラ
マ
を
見
て
い
た
と
き
、
ジ

ョ
ン
万
次
郎
と
い
う
人
が
出
て
い
た
か
ら
で
す
。
ド
ラ
マ
の
中
の
ジ
ョ
ン
万
次
郎
は
不
思
議
な
人

で
し
た
。
日
本
人
な
の
に
日
本
人
ぽ
く
な
い
雰
囲
気
で
、
考
え
も
武
士
の
時
代
に
し
て
は
開
放
的

で
、面
白
い
ひ
と
だ
な
あ
と
思
い
ま
し
た
。実
在
の
人
物
だ
と
い
う
こ
と
は
知
っ
て
い
ま
し
た
が
、

実
際
に
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
う
い
う
考
え
を
も
っ
た
の
か
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
だ
か
ら
こ

の
作
品
を
選
び
ま
し
た
。 

こ
の
『
ジ
ョ
ン
万
次
郎
漂
流
記
』
は
、
出
漁
中
に
遭
難
し
た
五
人
の
男
性
が
、
ア
メ
リ
カ
の
捕

鯨
船
に
救
わ
れ
渡
米
し
、数
十
年
後
に
日
本
に
帰
国
す
る
実
話
に
基
づ
い
た
話
で
す
。私
は
最
初
、

た
だ
の
伝
記
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
何
故
な
ら
こ
の
作
品
は
、「
～
だ
っ
た
、
～
し
た
」
等
の
様

に
、
淡
々
と
し
た
書
き
方
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
で
も
読
み
進
め
る
う
ち
に
、
登
場
人
物
の
様
々
な

葛
藤
や
、
異
国
の
地
で
の
故
郷
へ
の
思
い
が
詰
ま
っ
た
作
品
だ
と
感
じ
ま
し
た
。 

ま
ず
、
遭
難
し
た
時
の
気
持
ち
は
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
？ 

一
人
だ
っ
た
ら
ど
う
し
て
い
た

だ
ろ
う
？ 

漂
流
し
た
時
点
で
、
も
う
駄
目
だ
と
諦
め
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
万
次
郎
に
は

四
人
の
仲
間
が
い
ま
し
た
。
こ
の
仲
間
が
い
た
か
ら
こ
そ
、
励
ま
し
合
い
、
知
恵
を
絞
り
合
い
、

生
き
て
い
く
為
の
活
力
を
見
出
せ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
極
限
状
態
を
の
り
き
り
、
万

次
郎
ら
は
島
を
見
つ
け
ま
し
た
。
見
つ
け
た
と
き
の
気
持
ち
は
き
っ
と
こ
れ
で
助
か
る
と
い
う
希

望
に
満
ち
た
思
い
で
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
し
か
し
そ
の
島
は
自
分
達
の
思
い
と
は
裏
腹

に
断
崖
絶
壁
の
島
で
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
島
で
生
活
し
、
外
国
の
捕
鯨
船
に
助
け
ら
れ
た
時
、

頑
張
っ
て
き
て
よ
か
っ
た
、と
天
に
も
昇
る
よ
う
な
気
持
ち
だ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。し
か
も
、

助
け
て
く
れ
た
捕
鯨
船
の
ホ
イ
ッ
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
船
長
は
と
て
も
親
切
で
心
の
広
い
人
で
し
た
。
も
し
ホ

イ
ッ
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
船
長
で
な
け
れ
ば
、
万
次
郎
達
は
強
制
労
働
、
も
し
く
は
殺
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
異
国
の
人
に
こ
ん
な
に
優
し
く
し
て
く
れ
る
船
長
は
、
と
て
も
慈
悲
深
い
人
だ
な
と
感
じ
ま
し

た
。
今
の
世
の
中
は
、
人
を
信
じ
る
な
と
い
う
言
葉
が
よ
く
使
わ
れ
ま
す
が
、
悪
い
考
え
の
人
は
ご
く
一

部
だ
と
思
い
ま
す
。
や
っ
ぱ
り
、
人
に
親
切
に
し
て
あ
げ
れ
ば
、
そ
の
人
も
幸
せ
に
な
れ
る
と
思
い
ま
す
。 

そ
し
て
万
次
郎
ら
を
乗
せ
た
捕
鯨
船
は
、ホ
ノ
ル
ル
に
着
き
ま
す
。こ
の
ホ
ノ
ル
ル
で
五
人
の
生
き
方
、

考
え
方
が
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
万
次
郎
を
除
く
四
人
は
、
こ
の
島
で
、
自
分
の
生
き
る
道
を
見
つ
け
よ
う

と
努
力
し
て
い
き
ま
す
。
皆
、
日
本
に
帰
れ
る
日
を
信
じ
て
、
毎
日
生
活
し
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
万
次
郎
は
、
も
っ
と
異
国
の
こ
と
を
知
り
た
い
と
思
い
、
ホ
イ
ッ
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
船
長
ら
と
共
に

ア
メ
リ
カ
に
渡
り
ま
す
。
こ
の
時
代
に
異
国
の
こ
と
を
詳
し
く
知
り
た
い
と
い
う
こ
と
は
珍
し
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
今
の
私
達
は
、
海
外
旅
行
や
、
外
国
人
の
人
が
日
本
に
観
光
・
留
学
な
ど
の

当
た
り
前
の
光
景
が
あ
り
、
外
国
の
人
と
も
触
れ
合
え
る
機
会
が
多
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
だ
け
ど
、
万

次
郎
達
の
時
代
は
今
と
違
っ
て
、
外
国
と
の
関
わ
り
は
少
な
か
っ
た
で
す
。
日
本
と
違
う
文
化
、
産
業
な

ど
を
目
の
当
た
り
に
し
、
日
本
は
小
さ
い
な
あ
と
思
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
異
国
で
の
経
験
に
よ

っ
て
、
視
野
が
広
が
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
魅
力
に
触
れ
な
が
ら
も
、
日
本
へ
帰
り
た
い
と
い
う

思
い
は
捨
て
切
れ
ず
、
数
十
年
か
か
っ
て
も
、
日
本
に
帰
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
あ
の
坂
本
龍
馬
も
万

次
郎
に
出
会
わ
な
か
っ
た
ら
、
龍
馬
の
考
え
も
違
っ
て
い
て
、
今
私
達
の
周
り
も
何
か
が
違
う
結
果
に
な

っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。今
の
日
本
が
あ
る
の
は
万
次
郎
が
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

漂
流
し
、
異
国
の
地
で
暮
ら
し
て
も
、
仲
間
が
い
て
、
素
晴
ら
し
い
人
達
に
出
会
え
た
お
か
げ
で
、
生
き

て
こ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

私
も
仲
間
を
大
切
に
し
、
様
々
な
事
に
挑
戦
し
て
、
自
分
の
世
界
を
広
げ
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
そ
し

て
万
次
郎
の
様
に
、
い
つ
か
世
界
に
出
て
み
た
い
で
す
。 
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２
年
生
の
部 

        

『
変
身
』
を
読
ん
で 

 

あ
る
朝
、
夢
か
ら
覚
め
て
自
分
の
体
を
見
る
と
、
大
き
な
虫
に
な
っ
て
い
た
ら
、
な
ん
て
考
え

た
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
か
？ 

グ
レ
ー
ゴ
ル
・
ザ
ム
ザ
は
働
き
盛
り
の
外
交
販
売
員
。
あ
る
朝
、
悪
い
夢
か
ら
覚
め
て
自
分
の

体
が
一
匹
の
巨
大
な
虫
に
変
わ
っ
て
い
る
の
を
発
見
す
る
。 

「
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
し
た
こ
と
だ
」
と
、
グ
レ
ー
ゴ
ル
は
そ
の
「
変
身
」
に
つ
い
て
深
く

は
考
え
ず
、
む
し
ろ
自
分
の
仕
事
場
で
の
立
場
を
心
配
し
て
あ
れ
こ
れ
と
考
え
て
、
そ
の
「
体
」

で
仕
事
へ
向
か
お
う
と
す
る
。
そ
ん
な
時
、
グ
レ
ー
ゴ
ル
の
「
変
身
」
に
つ
い
て
知
ら
な
い
母
親

や
会
社
の
上
司
が
や
っ
て
き
て
、
あ
れ
こ
れ
と
グ
レ
ー
ゴ
ル
に
問
い
か
け
る
。
グ
レ
ー
ゴ
ル
は
「
変

身
」
に
つ
い
て
特
に
異
常
だ
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
問
い
か
け
に
対
し
自
分
の
部
屋
か

ら
出
て
答
え
る
の
だ
が
、
グ
レ
ー
ゴ
ル
へ
の
家
族
達
の
反
応
は
彼
が
思
っ
た
も
の
と
は
違
っ
て
…

… 

僕
は
こ
の
本
を
手
に
と
り
、
初
め
て
読
ん
だ
と
き
何
だ
か
訳
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
、
と
い
う

か
思
う
こ
と
が
沢
山
あ
っ
て
大
変
だ
っ
た
。
け
れ
ど
第
一
に
、
グ
レ
ー
ゴ
ル
は
な
ん
て
不
憫
な
の

だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
朝
起
き
て
、
自
分
の
体
が
虫
に
な
っ
て
い
る
な
ん
て
あ
ま
り
に
も
酷
い
。
し

か
も
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
同
じ
グ
レ
ー
ゴ
ル
・
ザ
ム
ザ
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
変
身
前
と
変
身

後
で
は
家
族
の
対
応
が
あ
ま
り
に
も
違
う
の
だ
。
そ
ん
な
の
は
自
分
に
は
耐
え
ら
れ
な
い
な
と
思

う
。
だ
が
不
思
議
な
こ
と
に
、
ま
る
で
こ
の
物
語
に
深
い
親
近
感
が
湧
く
の
だ
。
つ
ま
り
そ
れ
は
僕
も
グ

レ
ー
ゴ
ル
と
同
じ
よ
う
な
状
況
に
な
り
、
同
じ
よ
う
に
耐
え
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

「
人
の
痛
み
が
わ
か
る
人
に
な
れ
」
と
は
よ
く
言
っ
た
も
の
だ
。
こ
の
言
葉
を
か
つ
て
の
僕
の
同
級
生

達
が
知
っ
て
い
た
な
ら
、
と
今
で
も
思
う
。
僕
は
中
学
生
の
時
、
と
あ
る
大
き
な
間
違
い
を
犯
し
て
、
ク

ラ
ス
メ
イ
ト
か
ら
の
無
視
、
い
わ
ゆ
る
「
総
ス
カ
ン
」
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
。
イ
ジ
メ
、
と
定
義
す
る

に
は
規
模
が
小
さ
く
、
期
間
も
短
か
っ
た
の
で
、
今
で
は
軽
い
笑
い
話
な
の
だ
が
、
あ
の
時
は
本
当
に
、

変
身
後
の
グ
レ
ー
ゴ
ル
の
よ
う
だ
っ
た
。
誰
も
口
を
き
い
て
く
れ
な
い
、
と
い
う
よ
り
言
葉
が
通
じ
な
い

の
だ
。
広
大
な
競
争
社
会
に
淘
汰
さ
れ
る
よ
う
な
弱
者
の
集
団
心
理
は
な
か
な
か
恐
ろ
し
い
。
無
視
の
対

象
者
を
こ
と
ご
と
く
差
別
し
、
侮
辱
し
、
そ
の
人
を
絶
望
に
追
い
や
る
の
だ
。
こ
れ
は
実
際
に
そ
の
「
対

象
者
」
に
な
ら
な
け
れ
ば
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
と
い
う
よ
り
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
ん
な
こ
と
は

と
に
か
く
、
あ
の
時
は
本
当
に
追
い
込
ま
れ
て
辛
か
っ
た
。
僕
は
グ
レ
ー
ゴ
ル
の
よ
う
に
全
く
別
の
事
を

考
え
る
こ
と
は
で
き
ず
に
、「
人
と
人
と
の
関
わ
り
は
こ
ん
な
に
も
脆
い
も
の
な
の
か
」
と
中
学
生
な
が
ら

思
っ
て
い
た
。
結
局
最
後
は
、
僕
を
無
視
し
よ
う
と
企
て
、
そ
れ
を
実
行
し
、
総
ス
カ
ン
に
ま
で
事
を
大

き
く
し
た
人
間
を
探
し
だ
し
て
然
る
べ
き
報
い
を
与
え
て
、
僕
と
し
て
は
、
こ
の
物
語
の
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン

ド
を
迎
え
た
。
あ
の
時
の
僕
が
グ
レ
ー
ゴ
ル
だ
っ
た
ら
ど
う
し
た
だ
ろ
う
か
？ 

そ
れ
は
今
と
な
っ
て
は

わ
か
ら
な
い
が
、
僕
が
も
し
逆
に
「
変
身
」
の
中
の
グ
レ
ー
ゴ
ル
だ
っ
た
な
ら
、
な
ん
と
か
し
て
自
分
の

意
志
を
家
族
に
伝
え
て
み
る
と
思
う
。
こ
れ
は
今
の
自
分
だ
か
ら
思
え
る
こ
と
で
、
か
つ
て
の
、
中
学
生

の
僕
な
ら
多
分
家
族
に
仕
返
し
を
す
る
と
思
う
。
で
も
そ
れ
は
き
っ
と
無
益
で
バ
カ
な
こ
と
だ
と
こ
の
本

を
読
ん
で
思
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。そ
し
て
ど
う
せ
な
ら
、と
い
う
と
語
弊
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

グ
レ
ー
ゴ
ル
に
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
を
迎
え
て
欲
し
い
（
残
念
な
が
ら
こ
の
本
は
ア
ン
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
）

か
ら
、
家
族
に
し
っ
か
り
意
思
を
伝
え
て
、
平
和
的
な
解
決
が
で
き
た
ら
い
い
の
に
と
思
っ
た
。 

色
々
と
人
生
は
大
変
で
、「
変
身
」
の
よ
う
な
酷
い
と
き
も
あ
る
け
れ
ど
、
僕
は
他
人
に
、
そ
し
て
自
分

に
も
、
自
分
の
意
志
を
し
っ
か
り
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
人
に
「
変
身
」
し
て
生
き
て
い
き
た
い

と
こ
の
「
変
身
」
を
読
ん
で
、
感
想
を
書
い
て
、
色
々
と
ま
と
め
て
み
て
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。 
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『
モ
ッ
キ
ン
ポ
ッ
ト
師
の
後
始
末
』
を
読
ん
で 

 

僕
は
こ
の
物
語
を
読
ん
で
今
の
世
の
中
が
ど
れ
だ
け
豊
か
か
、
ま
た
そ
れ
が
当
た
り
前
に
な
っ

て
い
て
そ
れ
に
感
謝
で
き
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。
こ
の
本
の
内
容
は
主
人
公
の
小

松
青
年
が
、
大
学
生
活
を
送
る
た
め
、
東
北
の
孤
児
院
を
離
れ
て
モ
ッ
キ
ン
ポ
ッ
ト
師
を
訪
れ
、

聖
パ
ウ
ロ
学
生
寮
に
入
寮
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。そ
こ
で
日
野
、土
田
の
両
名
と
知
り
合
い
、

三
人
は
飢
え
を
満
た
す
た
め
の
食
事
の
確
保
に
奮
闘
努
力
す
る
。
本
来
な
ら
笑
い
の
題
材
で
は
な

い
が
、
彼
ら
の
努
力
は
必
ず
悪
い
方
向
へ
向
か
い
、
せ
っ
か
く
つ
か
ん
だ
生
活
の
安
定
を
失
う
こ

と
に
な
り
、
最
後
は
モ
ッ
キ
ン
ポ
ッ
ト
師
に
泣
き
つ
く
と
い
う
繰
り
返
し
で
あ
る
。
例
え
ば
、
出

版
社
の
倉
庫
の
中
の
ベ
ッ
ド
に
寝
る
だ
け
の
バ
イ
ト
で
は
、
窓
か
ら
隣
の
肉
屋
に
干
し
て
あ
る
ジ

ャ
ガ
イ
モ
や
肉
を
レ
ー
ル
棒
を
使
っ
て
盗
ん
で
食
べ
た
り
、
地
下
倉
庫
の
中
で
服
を
仕
分
け
る
バ

イ
ト
で
は
、
贈
り
物
の
服
を
自
分
の
汚
い
服
と
す
り
か
え
た
り
と
必
ず
問
題
を
起
こ
す
の
だ
。
こ

う
い
う
こ
と
が
何
度
も
続
き
、
そ
し
て
最
後
に
師
を
旅
芝
居
の
舞
台
に
ま
で
引
き
出
し
て
、
教
会

の
管
区
長
の
逆
鱗
に
触
れ
、
師
は
フ
ラ
ン
ス
に
帰
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
。
彼
ら
は
悪
い
こ
と
を
し

て
い
る
の
だ
が
、
問
題
が
起
こ
る
度
に
僕
は
爆
笑
し
て
し
ま
い
、
と
て
も
お
も
し
ろ
か
っ
た
の
で

一
気
に
読
ん
で
し
ま
っ
た
。 

こ
の
本
を
読
ん
で
い
る
途
中
、
僕
も
彼
ら
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
同
じ
よ
う
に
少
し
似
た
よ
う
な

こ
と
を
し
た
の
を
思
い
出
し
た
。
そ
れ
は
少
し
前
、
僕
が
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
い
た
と
き
の
こ
と

だ
っ
た
。
ポ
テ
ト
の
注
文
が
入
っ
た
と
き
に
上
司
の
人
に
「
味
見
を
し
な
が
ら
塩
の
量
を
調
節
し

て
」
と
言
わ
れ
、
何
本
か
ポ
テ
ト
を
食
べ
た
。
お
客
さ
ん
に
渡
し
た
後
、
ま
だ
少
し
ポ
テ
ト
が
残
っ
て
い

て
ち
ょ
う
ど
昼
を
過
ぎ
た
あ
た
り
だ
っ
た
の
で
、
と
て
も
腹
が
減
っ
て
い
た
。
僕
は
気
づ
か
れ
な
い
よ
う

「
味
見
、
味
見
」
と
思
い
な
が
ら
作
業
の
合
間
に
二
，
三
本
ず
つ
ポ
テ
ト
を
つ
ま
み
食
い
し
て
い
た
。
こ

れ
を
思
い
出
し
た
と
き
、「
こ
れ
も
絶
対
彼
ら
な
ら
同
じ
こ
と
を
す
る
だ
ろ
う
な
ぁ
」
と
思
っ
た
。
逆
に
、

僕
も
彼
ら
の
う
ち
の
一
人
だ
っ
た
ら
飢
え
に
は
勝
て
な
い
の
で
絶
対
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
る
だ
ろ

う
と
思
っ
た
。
こ
う
い
っ
た
か
ん
じ
で
自
分
と
彼
ら
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
い
く
う
ち
に
自
分
も
彼
ら
と
同

じ
よ
う
な
感
じ
に
思
え
て
き
て
笑
っ
て
し
ま
っ
た
。「
人
は
み
ん
な
飢
え
に
は
勝
て
な
い
の
だ
な
あ
」
と
思

っ
た
。
こ
の
本
の
中
で
一
番
印
象
に
残
っ
た
部
分
は
、「
あ
の
当
時
の
ぼ
く
ら
は
、
な
に
が
な
ん
で
も
喰
っ

て
生
き
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
本
能
の
要
請
は
あ
っ
た
と
は
い
え
、
ど
ん
な
些
細
な
出
来
事
か
ら
で
も
、
熟

練
し
た
魔
術
師
よ
ろ
し
く
飯
の
種
を
取
り
だ
し
て
く
る
こ
と
の
で
き
る
才
能
を
備
え
て
い
た
の
だ
っ
た
」

と
い
う
部
分
だ
。
今
の
時
代
、
物
や
食
べ
物
が
あ
り
す
ぎ
て
、「
何
と
し
て
も
喰
っ
て
生
き
な
け
れ
ば
」
と

い
う
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
豊
か
に
な
り
す
ぎ
た
結
果
、
物
を
大
切
に
し
な
か
っ
た

り
、
食
べ
物
を
平
気
で
残
し
た
り
と
い
っ
た
感
謝
の
気
持
ち
が
な
く
な
っ
て
い
る
人
が
多
く
、
そ
れ
ど
こ

ろ
か
「
あ
れ
が
ほ
し
い
、
こ
れ
が
ほ
し
い
」
と
欲
ば
か
り
を
言
っ
て
い
る
。 

こ
の
本
を
通
し
て
改
め
て
今
、
食
べ
る
こ
と
、
着
る
こ
と
、
勉
強
で
き
る
こ
と
す
べ
て
に
感
謝
す
る
こ

と
が
で
き
て
よ
か
っ
た
。
こ
の
気
持
ち
を
忘
れ
ず
、
大
切
に
し
、
こ
れ
か
ら
も
生
き
て
い
こ
う
と
思
っ
た
。 
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『
人
間
失
格
』
を
読
ん
で 

 

「
恥
の
多
い
生
涯
を
送
っ
て
き
ま
し
た
」 

 

僕
は
こ
の
冒
頭
は
こ
の
本
を
読
む
前
か
ら
知
っ
て
お
り
、
い
つ
か
読
ん
で
み
た
い
と
思
っ
て
い

た
。
今
年
の
夏
、
初
め
て
読
ん
で
み
て
奇
妙
な
充
実
感
に
満
ち
た
。
そ
れ
は
こ
の
本
の
主
人
公
の

葉
蔵
の
生
き
方
が
僕
に
は
ど
う
し
て
も
人
ご
と
の
よ
う
に
思
え
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
思
う
。 

  

葉
蔵
は
人
間
と
い
う
も
の
が
な
ぜ
生
き
て
い
る
の
か
、
何
を
考
え
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
た

め
に
人
間
ほ
ど
怖
い
お
化
け
は
い
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
葉
蔵
は
人
間
を
思
い
き
る
こ
と

は
で
き
ず
、
人
間
と
付
き
合
っ
て
い
く
た
め
に
道
化
を
演
じ
る
。
そ
れ
は
葉
蔵
に
と
っ
て
危
機
一

髪
の
、
脂
汗
流
し
て
の
必
死
の
サ
ー
ビ
ス
で
あ
っ
た
。 

 

僕
は
こ
の
よ
う
な
葉
蔵
の
性
格
と
自
分
の
性
格
と
が
重
な
っ
て
い
る
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
学

校
の
ク
ラ
ス
な
ど
で
は
嫌
わ
れ
な
い
よ
う
に
振
る
舞
お
う
と
自
分
の
黒
く
汚
い
と
思
っ
て
い
る
部

分
を
出
さ
な
い
よ
う
に
意
識
し
て
い
る
し
、
家
族
で
さ
え
も
葉
蔵
の
よ
う
に
推
さ
れ
た
も
の
を
断

れ
な
い
と
ま
で
は
い
か
な
い
が
、
機
嫌
を
損
ね
る
の
が
面
倒
く
さ
く
て
、
本
心
が
ば
れ
な
い
よ
う

に
振
る
舞
っ
て
い
る
。
だ
が
、
僕
は
気
心
の
知
れ
た
よ
う
な
人
に
は
自
分
の
黒
く
汚
い
部
分
を
見

せ
て
い
る
。
葉
蔵
に
も
他
の
人
に
見
せ
ら
れ
な
い
本
心
を
見
せ
る
こ
と
の
で
き
る
竹
一
と
い
う
人

物
が
い
た
。
そ
う
い
う
人
が
い
れ
ば
道
化
を
演
じ
る
必
要
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
共
感
し
て
く
れ
て

楽
に
な
れ
た
と
思
う
。
だ
か
ら
僕
は
葉
蔵
が
他
の
人
に
比
べ
て
極
端
に
変
わ
っ
て
い
る
と
は
思
わ

な
い
。
他
人
を
お
そ
れ
、
本
心
を
隠
し
、
一
生
人
間
に
苦
し
め
ら
れ
る
。
葉
蔵
は
そ
ん
な
人
間
ら

し
い
人
間
な
の
だ
と
思
う
。
人
間
と
は
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。 

 

し
か
し
、
葉
蔵
は
二
十
代
前
半
に
し
て
自
分
自
身
に
「
人
間
失
格
」
と
い
う
刻
印
を
打
っ
た
。
僕
は
こ

の
部
分
を
読
ん
だ
と
き
、
た
だ
、
た
だ
、
と
て
も
不
憫
な
気
持
ち
に
な
っ
た
。
葉
蔵
は
二
度
自
殺
を
試
み

る
が
、
二
回
と
も
生
き
延
び
て
い
る
。
そ
の
後
は
本
当
に
凄
惨
な
不
幸
が
襲
い
か
か
り
、
こ
れ
以
上
生
き

て
い
て
も
恥
の
上
塗
り
を
す
る
だ
け
だ
か
ら
死
に
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
る
。
終
わ
り
の
部
分
で
は
自
分

を
廃
人
と
み
な
し
、
そ
れ
以
降
は
赤
毛
の
老
女
中
を
除
い
て
人
間
と
は
関
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
よ
う
に

お
も
わ
れ
る
。 

 

自
分
を
葉
蔵
に
置
き
換
え
て
考
え
て
み
る
と
ど
う
し
よ
う
も
な
い
気
持
ち
に
な
る
。
本
当
に
「
人
間
失

格
」
の
刻
印
を
消
す
こ
と
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
酒
と
金
と
女
、
そ
し
て
人
間
に
は
忘
れ
よ
う
と
し
た

っ
て
忘
れ
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
恥
を
か
か
さ
れ
た
の
だ
か
ら
絶
対
に
関
わ
り
た
く
な
い
。
関
わ
ら
な
い
た
め

に
は
死
ぬ
か
廃
人
と
し
て
生
き
て
い
く
他
な
い
と
思
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
僕
に
は
ど
う
し
て
も
自
信

を
持
っ
て
可
能
だ
と
は
言
え
な
い
。 

 

と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
葉
蔵
は
「
人
間
失
格
」
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
こ
の
本
に
は
は
っ
き
り
と
ま
と
め

て
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
。
僕
の
意
見
と
し
て
は
人
間
ら
し
く
生
き
な
い
こ
と
が
「
人
間
失
格
」
な
の
だ

と
思
う
。
廃
人
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
葉
蔵
は
も
う
人
間
と
関
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
き
っ
と
、

食
っ
て
、
排
泄
し
て
、
寝
る
、
そ
れ
だ
け
を
し
て
生
き
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
た
だ
、
そ
ん
な
こ

と
は
虫
に
で
も
で
き
る
は
ず
だ
。
人
間
と
関
わ
り
合
っ
て
た
く
さ
ん
の
気
持
ち
に
な
り
、
そ
の
気
持
ち
が

た
く
さ
ん
の
行
動
へ
と
移
す
。
そ
れ
が
人
間
の
特
権
な
の
だ
と
思
う
。
つ
ま
り
は
そ
の
特
権
を
使
う
か
使

わ
な
い
か
、
そ
れ
が
「
人
間
」
と
「
人
間
失
格
」
を
分
け
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。 

僕
は
こ
の
本
に
出
会
え
て
本
当
に
良
か
っ
た
。
人
間
の
本
質
に
近
づ
け
た
気
が
す
る
し
、
こ
れ
か
ら
生

き
て
い
く
先
で
は
何
度
も
こ
の
本
を
読
ん
だ
こ
と
を
思
い
出
す
と
思
う
。
こ
の
本
は
き
っ
と
世
界
の
様
々

な
人
に
も
、
こ
の
先
の
様
々
な
年
代
に
も
影
響
を
与
え
続
け
る
だ
ろ
う
。 

第５２号 図書だより  

人
間
失
格 

太
宰 
治 

著 

電
気
情
報
子
学
科 

溝
口 

聡
一
朗 
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『
博
士
の
愛
し
た
数
式
』
を
読
ん
で 

 

私
は
数
学
が
嫌
い
だ
。
そ
れ
は
、
ず
っ
と
昔
か
ら
で
あ
る
。
な
の
に
な
ぜ
こ
の
本
に
、
こ
の
題

名
に
惹
か
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
今
で
も
不
思
議
で
た
ま
ら
な
い
。 

 

ず
っ
と
数
学
好
き
の
母
と
兄
に
言
わ
れ
続
け
て
い
た
。
「
答
え
は
一
つ
し
か
な
い
」
「
考
え
れ

ば
何
か
発
見
で
き
る
ん
だ
」
。
そ
う
言
わ
れ
て
も
私
は
、
数
学
に
対
し
て
背
を
向
け
て
い
た
。
私

に
と
っ
て
数
学
は
、
頑
固
で
近
寄
り
が
た
く
、
ま
る
で
博
士
の
よ
う
だ
と
思
っ
た
。 

 

こ
れ
は
、
八
十
分
し
か
記
憶
を
保
つ
こ
と
が
で
き
な
い
数
学
博
士
（
博
士
）
と
そ
の
博
士
の
家

に
派
遣
さ
れ
た
家
政
婦
（
私
）
と
そ
の
息
子
（
ル
ー
ト
）
の
物
語
。
こ
の
本
を
読
ん
で
、
数
学
が

好
き
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
数
学
に
対
す
る
見
方
や
考
え
方
が
変
わ
っ
た
。
そ
れ
に
、
こ

の
本
の
中
の
博
士
と
私
と
ル
ー
ト
か
ら
、
深
く
優
し
い
愛
や
絆
を
感
じ
、
心
が
温
か
く
な
っ
た
。 

 

私
は
中
学
の
時
、
バ
ス
ケ
で
足
を
怪
我
し
た
。
足
の
状
態
は
か
な
り
ひ
ど
く
、
治
っ
て
も
軽
く

し
か
バ
ス
ケ
が
で
き
な
い
と
言
わ
れ
た
。
当
時
、
レ
ギ
ュ
ラ
ー
だ
っ
た
私
は
、
も
う
バ
ス
ケ
を
本

気
で
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
と
、チ
ー
ム
の
皆
に
対
す
る
罪
悪
感
で
目
の
前
が
真
っ
暗
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
チ
ー
ム
の
皆
や
家
族
、
た
く
さ
ん
の
人
の
支
え
に
よ
っ
て
、
怪
我
と
向
き
合
う
こ
と
が

で
き
、ま
た
バ
ス
ケ
が
で
き
る
こ
と
を
信
じ
て
リ
ハ
ビ
リ
や
筋
ト
レ
を
が
ん
ば
る
こ
と
も
で
き
た
。

そ
の
お
か
げ
で
、
最
後
の
試
合
に
少
し
だ
け
出
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
私
が
怪
我
を
し
て
落
ち
込
ん

で
、
よ
う
や
く
前
を
向
い
た
と
き
、
私
が
見
つ
け
た
の
は
た
く
さ
ん
の
人
の
支
え
と
優
し
さ
と
絆

だ
っ
た
。
こ
の
本
に
も
、
私
と
ル
ー
ト
が
博
士
と
向
き
合
い
、
博
士
の
愛
し
た
数
学
た
ち
と
向
き

合
う
姿
が
あ
る
。
そ
う
し
た
も
の
と
向
き
合
う
中
で
、
互
い
を
心
配
し
た
り
、
泣
い
た
り
、
相
手
が
シ
ョ

ッ
ク
を
受
け
た
こ
と
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
い
つ
も
は
逆
の
立
場
の
博
士
が
私
に
対

し
、
「
大
丈
夫
」
と
言
っ
て
手
を
さ
す
っ
た
場
面
は
一
番
心
が
温
か
く
な
っ
た
。
そ
の
姿
は
「
私
」
と
よ

く
似
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
。
ま
る
で
「
博
士
」
は
「
私
」
を
知
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
え
た
。
博
士

と
私
と
ル
ー
ト
の
間
に
は
、
限
ら
れ
た
八
十
分
と
い
う
記
憶
な
ん
て
関
係
な
い
と
い
う
ほ
ど
の
深
い
愛
が

あ
る
と
感
じ
た
。
そ
れ
は
相
手
の
気
持
ち
を
理
解
し
よ
う
、
相
手
の
気
持
ち
に
応
え
よ
う
と
い
う
思
い
や

り
以
上
の
や
さ
し
い
愛
だ
。
「
私
」
と
「
ル
ー
ト
」
が
向
き
合
い
、
見
つ
け
た
も
の
は
愛
と
絆
だ
と
思
う
。 

「
そ
う
、
ま
さ
に
発
見
だ
。
発
明
じ
ゃ
な
い
。
自
分
が
生
ま
れ
る
ず
っ
と
以
前
か
ら
、
誰
に
も
気
づ
か

れ
ず
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
定
理
を
、
掘
り
起
こ
す
ん
だ
。
神
の
手
帳
に
だ
け
記
さ
れ
て
い
る
真
理
を
、

一
行
ず
つ
、
書
き
写
し
て
ゆ
く
よ
う
な
も
の
だ
。
そ
の
手
帳
が
ど
こ
に
あ
っ
て
、
い
つ
開
か
れ
て
い
る
の

か
、
誰
に
も
分
か
ら
な
い
」
。
私
が
最
も
印
象
に
残
っ
た
言
葉
だ
。
こ
の
言
葉
は
数
学
だ
け
で
な
く
世
界

に
あ
る
た
く
さ
ん
の
も
の
に
当
て
は
ま
る
と
思
う
。 

 

私
は
数
学
が
嫌
い
だ
。
そ
れ
は
、
ず
っ
と
昔
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
背
を
向
け
て
は
だ
め
だ
。

真
剣
に
向
き
合
っ
て
は
じ
め
て
、
何
か
が
見
え
て
く
る
。
だ
か
ら
私
は
、
数
学
で
も
何
で
も
ち
ゃ
ん
と
向

き
合
う
こ
と
か
ら
は
じ
め
て
い
こ
う
と
思
う
。 

 

こ
の
小
説
は
こ
の
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
気
が
す
る
。 

 図書だより 第５２号 

博
士
の
愛
し
た
数
式 

小
川 
洋
子 

著 

建
築
学
科 

清
水 

千
夏
子 
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第５２号 図書だより  

 

 

３年生の部 

息子への手紙 

中田 武仁 著 

機械工学科 横部 健 

 

『息子への手紙』を読んで 

 

僕はいつも読書感想文のために読む本は、いい加減

に流し読みして適当に感想を書いてしまう。自分から

読みたいという気持ちになった本でないとあまり読む

気がしないからだ。しかしこの本は違った。一度いい

加減に流して読んだ後、もう一度しっかり読まなけれ

ばならないという気持ちになった。そしてもう一度最

初から読み直した。この本で、著者が読んでいる人に

伝えたいメッセージはとても重い。この著者は、ボラ

ンティアでカンボジアに行っていた息子を殺された父

親である。この人に降りかかった不幸はあまりに大き

すぎる。僕には想像できないレベルである。そんな人

が訴えるメッセージに特に大きな不幸を味わったこと

が無い僕が軽々しく共感して良いのかと思った。 

この本は著者である中田武仁さんの息子である厚

仁さんが亡くなったという知らせが来たところから始

まる。そこからは淡々と息子が生まれたところから大

人になってカンボジアへボランティアに行くところま

で過去を振り返って書いている。父がとても息子を大

切に育ててきたことが文章の一つ一つから伝わってく

る。読んでいると、僕もこんな風に大切に育てられた

のかなと思った。武仁さんはとても真面目な人で、厚

仁さんはとても真っ直ぐに育ったけれども、僕は親の

願った通りに育っているのかなと思った。少なくとも

僕は誰かのためにボランティアをしたりすることはで

きない。他人のために自分を犠牲にするという心を持

っている時点で、僕はこの人達にかなわないと思う。 

厚仁さんは生前、「カンボジアに行こうとしたとき

はカンボジアの平和のために役に立ちたいと思ってた

けど、実際にはカンボジアの人から学ぶことの方がず

っと多いんだ。」という言葉を残している。この言葉は

とても印象に残った。発展途上国へボランティアに行

くとき、見下すほどまではいかないかもしれないが、

助けてあげるという風に少し上から目線で考えている

人は結構いるのではないかと思う。しかし厚仁さんは

完全に対等に接し、むしろカンボジアの人たちから学

ぶことがあると言っている。治安の良い先進国は逆に

失っている物もあるという意味で言ったのではないか、

と思った。真意は分からないが、とても考えさせられ

る一言だった。 

厚仁さんが亡くなったという知らせが届いたとき、

父の武仁さんは絶望したという。頭の中が空っぽにな

り、数分間声が出なかったらしい。しかしまだ特定さ

れていない厚仁さんを殺害した犯人捜しだけはやらな

かった。厚仁さんがそれを望んでいないと思ったから

だという。当時カンボジアで敵対していたポル・ポト

軍とプノンペン政府軍のどちらの肩も持ちたくなかっ

たのだそうだ。戦いに正義も味方もない。ここを読ん

だとき、僕は武仁さんの器の大きさにびっくりした。

僕はこんな冷静なことは言えないと思う。自分の知っ

ている人が殺されたりしたら、とにかく犯人捜しをし

て憎むだろう。しかし武仁さんはそれをしなかった。

厚仁さんの信念を貫くために。 

僕はこの本を二回読んだ。しかし、武仁さんの伝え

たいメッセージを１００％読みとることはできなかっ

た。だけどこの人達の人間的な器の大きさは十分に分

かった。僕はこれから生きていく上で、自分の感情だ

けで動かず、周りの状況をよく見て判断できるような

りたいと思う。 
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 図書だより 第５２号 

 

 

何でも見てやろう 

小田 実 著 

電気情報工学科 川口 竜弥 

 

『何でも見てやろう』 

 

筆者の小田実氏は、世界を「何でも見てやろう」と

いう題名のとおり何でも見ることで、自分の故郷の日

本を知ることができたそうだ。その一つに、ある予備

校の英語のテストで、日本人は手先が器用で、模倣の

才が素晴らしく、勤勉なので、短い年数で西欧に追い

つくことができたということなど、とにかく日本人を

えらく賞讃した文章が英文で書かれていて、それを要

約しなさいという問題があった。その英文は難し過ぎ

たが、日本のことが書かれていることは理解できたの

で、学生の半数は、自分の中にある〝日本〟の常識に

従って要約をしていた。「日本人は、手先が器用なだけ

で、物真似がうまいばかりで駄目です」とか、「日本人

は働くことだけして、西洋人のように生活を楽しまな

いから駄目です」など。学生たちの〝日本〟から日本

を知る一つの出来事となった。 

予備校生の感じていた日本の良くないと思うとこ

ろは、外国人にも良くないと思われているのか。筆者

は各国の人々から日本の印象を聞いている。「ニホン人

はとても親切だ」「ニッポンの製品は出来がいい」「ニ

ホン人は忙しくても、真面目に勤勉に働いて素晴らし

い」「急速に成長して、西洋に追いついたニホンはアジ

アの誇りだ」と、外国人の中でのニホンは実に好評価

であった。外国人の視点は我々と随分違っている。 

その違いは単に価値観や国民性から生まれたもの

だけでなく、我々が「ニホン」に自信を持てていない

からではないのか。それがあの〝日本〟を作らせたの

ではないかと思うのだ。僕が小学生の時、学校から親

に大事な書類を入れて渡すための茶封筒を先生に返し

そびれてしまったことがあった。怖がりの僕は先生に

渡す自信がなくて、茶封筒を見るたび憂鬱になったが、

母に「こんなことで先生は怒らない。早く渡して来な

さい。」と言われて次の日、先生に茶封筒を渡したら、

先生はただただそれを受け取った。その時の呆気にと

られた気持ちは、僕と同じ〝日本〟の常識を持った筆

者も外国人に日本の印象を聞いたとき感じていた。 

筆者はさらに日本人の自信のなさの原因をもう一

つの日本らしさとともに伝えていた。筆者が帰国した

時（五十年前）に、日本が島国であることをひしひし

と感じたようであった。島国だと文化や人々、経済や

政治などの交流が少ないので、常に内向きの考え方に

なってしまうらしいということだ。予備校生の答案だ

ってその内向きな考え方のみの〝日本〟の常識が影響

していた。外国の人たちは国境が陸続きで、色々な人

種、言葉、文化と接することが日常的なので、考え方

も柔軟性があり寛容であるように思う。筆者が何でも

見てやろうと世界に飛び出したのも日本人の一人とし

て、外からの視点を体験したかったからである。母が

あの時言った一言も外からの視点で大事なアドバイス

だった。その一言で勇気が出せて行動できた。筆者が

世界を見回った経験は、予備校生たちと考え方が変わ

らなかった出発前の自分をたくましくさせたのだった。 

まだまだ未熟な僕には「何でも見てやろう」の精神

が必要である。何でも見ることは、自分の中で 

〝日本〟の常識を打ち破った筆者のように自分の選択

肢を自らが増やすきっかけになるからだ。 
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第５２号 図書だより  

 

 

センス・オブ・ワンダー 

レイチェル・カーソン 著 

環境都市工学科 菅 聡司 

 

『センス・オブ・ワンダー』 

 

この本に出てくるレイチェル・カーソンは地球の素

晴らしさは生命の輝きにあると信じている。そしてそ

の素晴らしさを甥と共に深く見つめていくという内容

である。 

私は自然や生物などまだまだ未知なるものが多い

といったことに興味があり、今まで様々な書物や映像

に触れてきた。しかし、この『センス・オブ・ワンダ

ー』ほど自然の魅力や神秘さを生々しくよみがえらせ

てくれたものは未だかつてなかったように思える。そ

れほどまでにこの本は私を驚嘆させた。 

私も子供のころはレイチェルのように、大人達が気

にもとめず見落としていた自然の中の小さな美しさに

関心を持っていたはずだ。私に限らず誰しも幼き頃持

っていた豊かな感受性をどこで失ってしまったのか。

何故レイチェルのような感性を持ち続けられなかった

のだろうか。その理由は紛れもなく今まで私が生まれ

てきた中で出会った人、周りの環境によるものだとい

える。レイチェルの甥のように、幼少時代から自然と

ともに過ごし、自分と同じようにその魅力を感じとっ

てくれる存在がいれば、物事を様々な角度から見るこ

とのできる感性を磨くことができたかもしれない。だ

から私は次の世代の子供達には、地球上のあらゆる神

秘に興味を持ってもらいたい。そしてそれを守ってい

こうという思いを、自発的に持ってもらいたい。現代

の若者のように環境問題や、その他の社会問題に非協

力的な人間にはなってほしくない。私自身そのような

人間でないとは言えないので、これから少しずつ修正

していくつもりである。 

レイチェルはこの作品中で人間を超えた存在を認

識し、おそれ、驚嘆する感性をはぐくみ強めていくこ

との意義についてこう語っている。 

「地球の美しさについて深く思いをめぐらせる人

は、生命の終わりの瞬間まで、生き生きとした精神力

を保ち続けるでしょう。」 

この言葉は私には理解できない。おそらくそのような

思いを持ちながら生きてきた人間でない限り、この言

葉の真の意味は捉えられないのだろう。 

結局、私がこの本を読み感じたことは、後悔に尽き

るように思える。幼少時代にこの本を読んでいれば…

…。いや、読めなくとも本の題意を伝えてくれる人が

身近に存在していれば、もっと違う人生になっていた

のではなかろうか。そして、自らがそのような幼少時

代を過ごしていれば、次世代の子供にも、上手に伝え

る能力が発達していただろう。 

しかし、後悔ばかりもしていられない。今私にでき

ることは何か。少しでも多くの人に、自然の素晴らし

さ、恐ろしさ、奥深さ、そして環境問題の深刻さを伝

えていかなければならないのではないか。そのために

は、私は自分の命も惜しまない。それが、この『セン

ス・オブ・ワンダー』を読んだ私に課せられた試練な

のである。 
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 図書だより 第５２号 

 

 

裁判官はなぜ誤るのか 

秋山 賢三 著 

建築学科 山田 萌子 

 

『裁判官はなぜ誤るのか』 

 

裁判官は、言わば法律のプロ。その裁判官が誤るこ

とがあるのか。もちろん、裁判官も人間であるから、

誤ることはあると思うが、冤罪というものは、ほとん

どないものだと思っていた。しかし、実際は自分が思

っていた以上にあるものだった。それなら、なぜ裁判

員制度が導入されたのかが分からない。プロである裁

判官が誤る裁判を、一般市民がともにすることで、冤

罪を増やしてしまうことにならないだろうか。 

この本では、裁判官と弁護士、二つの立場で事件に

向き合ってきた経験を持つ著者が、関わってきた事件

を含めながら、冤罪の原因を探り、「冤罪を生まない裁

判所」にするための提言がなされている。 

具体的な事件として、徳島ラジオ商殺し事件や袴田

事件が挙げられている。読んでいて初めて、冤罪の恐

ろしさを理解した。どちらも証拠や状況を読んでいる

限り、私でも無罪と思う事件だったが、有罪と判決さ

れた。徳島ラジオ商殺し事件で犯人とされた、冨士茂

子さんは、無罪を主張し続けたが、なかなか認めても

らえず、最終的に無罪を言い渡されたのは、茂子さん

が亡くなった後だった。茂子さんは、夫を殺された被

害者であったのに、夫を殺したとして、有罪判決を受

け、結局、死ぬまで夫を殺した罪を着せられたままだ

ったのだ。袴田事件の袴田さんも、未だに東京拘置所

で、死刑執行に対する恐怖をかかえ、拘禁症精神障害

を患いながらも、無罪を主張し続けている。 

このように、冤罪はその人の人生を狂わせてしまう。

また、その家族にも悲惨な人生を歩ませてしまう、あ

ってはならないことである。冤罪を生みだす原因とし

ては、私でも耳にしたことのある、「疑わしきは被告人

の利益に」が実践されなかったことや、キャリア裁判

官の経験則不足などがある。裁判官の経験則というも

のは、裁判官の生活にも問題がある。裁判官は転勤人

生であり、その多くは官舎などで固まって居住してい

るため、閉鎖的な世界であり、裁判官の市民の実生活

上の経験則を不足させている。このことなどが、一般

市民とともに裁判を行う、裁判員制度が導入された一

つの理由である。市民は「現実」に立脚しながら「生

活」というものと闘っている、つまり、被告人と同じ

位置に立っているから、「実生活」と比べながら判断で

きるのである。 

私は今まで、法律のプロがいるのに、わざわざ市民

が裁判をする理由が、裁判員制度を導入する理由が、

分からなかった。裁判をするということは、やはり人

の人生を左右することになる。それに、裁判員制度で

扱うのは、重大な犯罪である。その中に、死刑判決を

言い渡すこともあるだろう。もし、私が裁判員裁判に

参加することになった時に、死刑判決を言い渡すこと

になったら、私はずっと罪悪感に悩まされると思う。

その人がどんなに悪いことをしていたとしても、人の

死を決めてしまうのだ、多少なりとも罪悪感は生まれ

るだろうと、私は思っていたので、裁判員制度に否定

的だった。しかし、この本を読むことで、ニュースや

ドラマでしか見たことのなかった裁判について、以前

よりも理解することができたし、裁判員制度が導入さ

れた理由についても知ることができたので、前よりは

否定的な考えではなくなったと思う。 

冤罪を生みださないために、実生活は大切なことだ

と分かったので、これからの日常生活で物事を誤らな

いためにも、いろいろな経験を積み、様々な角度から

物事を見ることができる人間になりたい。 
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第５２号 図書だより  

 

 

４・５年生の部 

格差社会の居住貧困 

日本住宅会議 編 

建築学科 横山 貴史 

 

『格差社会の居住貧困』を読んで 

 

今、日本は国規模で考えなくてはならない程の居住

貧困である。かつて所得格差が小さく、一億総中流と

いわれる、中間層が多くを占める平等社会であると内

外ともに認識されていたこともあって、にわかに信じ

難い話であると誰もが考えることだろう。 

現に私もそうである。裕福な暮らしではないものの、

毎日の苦もなく生活している。住居空間に視点を置い

てみるとより顕著になる。 

起床し、朝食を食卓で囲む。帰宅し、浴室で一日の

疲れを癒す。寝床で明日へ備えて休眠する。当然のこ

とと捉える人もいるだろう。 

しかし、その最低限の生活を保障されてない住宅困

窮者が、近年日本で増加しているのは紛れもない事実

なのである。その背景には、国民の所得低下に対する

住宅供給の増加の他に、低所得者向けの公営住宅の需

要が増加しているにも関わらず、維持管理費等の問題

から募集戸数が減少していることも挙げられる。 

こうした住宅困窮者の増加、つまり所得格差の拡大

 

は、ネットカフェ難民や路上生活者問題など、住宅の

面でさまざまな問題を引き起こしている。また、これ

らだけでなく、大都市郊外部での高齢化、それに伴う

老人の孤独死問題、片親世帯・障がい者・外国人の居

住問題など、日本は多くの問題を抱えている。 

では、これらの住宅問題をどのようにして解決して

いくのか。 

この本の、「住宅は生活するうえで欠かすことのでき

ないもので、社会保障、福祉政策の重要な一つの分野

として位置づけることが必要である」という部分から

もわかるように、国の政策と一体となって住宅問題に

取り組むべきであると、私は考える。 

空き家となっている民間借家を借り上げて元ホーム

レスに提供する、持家のリスクが高い低所得者向けに

賃貸住宅政策の拡充をするといった政策を進めること 

で、住宅困窮者を減らし、日本の抱える住宅事情を少

しでも解消していくことを目標とすべきであるといえ

る。 

もちろんこれは容易なことではない。膨大な財政赤

字を抱えている日本は、住宅政策に大きな財産配分を

求めることができない。そのためにも、市民がさまざ

まな工夫をしながら住宅問題に取り組んでいくべきで

ある。私達が、居住の権利を日本国民の基本的な権利

の一つとしてしっかりと定着させ、格差のない、安心

して暮らすことのできる住居を持てる社会を目指して

いくべきだと私は思った。 

22



 

 図書だより 第５２号 

 

 

夜は短し歩けよ乙女 

森見 登美彦 著 

機械工学科 安田 祥隆 

 

『夜は短し歩けよ乙女』を読んで 

 

「路傍の石に甘んじるのか。」私は、なんども出てく

るこの台詞が印象に残った。 

物語には、二人の主人公がいる。一人は偏屈で自尊

心旺盛な「私」。もう一人は常に心を躍らせて前へ進む

「黒髪の乙女」。この二人の視点で話は展開する。「私」

は「黒髪の乙女」に一目ぼれし、いかに恋仲になるか

を画策するのである。 

この本を読んだなら、ほぼすべての人が「黒髪の乙

女」のようになりたいと思うだろう。いつも、自覚な

しに物語の中心にいる彼女はとても楽しそうだ。一方

の「私」はいつも物語の端で「黒髪の乙女」にかかわ

ろうと必死に画策しては、変な事件に巻き込まれ、不

愉快そうにしている。 

さて、前述の台詞はもちろん「私」のものである。

彼が行動を起こすとき、そう自分に問いかけるのであ

る。彼の行動は一貫している。「黒髪の乙女」と恋仲に

なりたいという意志の元に行動するのだ。自分は、こ

こで終わっていいのか。自分は路傍の石なのかと、自

問自答しながら。 

物語の人物が主人公になるには何が必要なのか。そ

れは、「黒髪の乙女」が持つ、常に心躍らせ前にずんず

んと進む力でもあるだろう。しかし、「私」が持つ、状

況を不愉快に感じながらも、それに抗い物語の中心で

あろうとする意思でもあると思うのだ。その意思が、

「路傍の石に甘んじるのか」という台詞から読み取れ

る。 

現実において、物語の主人公になるとはどういうこ

とか。本になるような成功を収めることなのか、私は

違うと思う。物語の主人公になるということは、自分

の思い描く未来に到達することなのだ。それは、将来

の夢なのか、恋愛なのか、人それぞれだろう。しかし、

そこに存在するのはひたむきな努力であることに間違

いはない。たとえ、少しズルいと思われることでも、

真っ当にがんばることでも未来を思い描いてそこへ向

かうことなのである。 

私は今年、就職活動をした。自分が希望した会社に

就職するために、志望動機を考え、履歴書を書き、面

接練習をして挑み、合格できた。受かったときは、素

直にうれしかったのと同時に、自分の物語で主人公に

近づいたのだと思えた。 

これからも、私は自分が「路傍の石」にならぬよう

に、努力を重ねて主人公を目指したいと思う。 

 

 

 

 

 

 

【表紙】  灰ヶ峰からみた呉市の夜景 

 

写真は灰ケ峰（標高 737ｍ）の山頂から南側の呉湾を 2011年 12月に撮影したものです。灰

ヶ峰からみた呉市の夜景は、広島県を代表する夜景スポットの一つです。皆さんもぜひ一度訪

れてみてください。 

 

（撮影：呉高専建築学科 １年 石井拓也） 
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第５２号 図書だより  

 

私の推薦図書 

 

「しがらみ」を科学する（高校生からの社会心理学入門） 

山岸俊男 著 

筑摩書房 

 

中国化する日本（日中「文明の衝突」一千年史） 

與那覇潤 著 

文藝春秋 
 

自然科学系分野  林 和彦 

 

学生の学校での価値観は、クラスやクラブの他人の

価値観に影響を受けてしまう。他人から影響を受ける

ことは、人としては当然なことであるが、インターネ

ットによって瞬時に多様な価値観を共有できる現在に

おいて、また学生からの学校や教員への信頼が低下し

ている現在において、学生がクラスから受ける影響は

相対的に低下しているだろうと勝手に思い込んでいた。

つまり、クラスを無視して、自分の価値観で自分勝手

に振舞う学生が多くなっていると思い込んでいた。し

かし、現実はどうもその逆であるようだ。 

学生は無自覚にクラスの価値観を信頼し、自分の言

動を決めてしまう傾向がある。それは、なぜだろうか？

社会心理学からの答えの1つが、「しがらみ」である。

本書によると、社会を「そこで生きている人にとって、

あるしかたで行動をせざるをえないようにしている

「しがらみ」の集まり」と説明している。これは、山

本七平氏によって指摘された「空気」と同じ考えであ

る。「場の空気を読む」などと使われる「空気」のこと

である。なるほど、クラスという社会では、そのクラ

スの場に適用される「しがらみ」が形成されていると

言うことである。これはどのような社会でも言えるこ

とで、学生特有の現象ではない。 

場の「空気」によって価値観が決まってしまう傾向

は、「村社会」で生きてきた日本人には根強く残ってい

ると言われている。それでは、そのような日本人の傾

向は、いつごろから形成されてきたのだろうか？「中

国化する日本」では、江戸時代に村社会システムが完

成したと説明されている。つまり、日本人の村社会根

性は、400 年以上の伝統があるのである。学生が、こ

の400年間の伝統に基づいたクラスと言う村社会で生

きていけば、自然とクラスの「しがらみ」の中で言動

を決めてしまうのは道理である。また、村社会では、

現状の安定の維持に力が注がれるので、細かい文句を

言う者はいても、原理原則を覆すような言動を取る者

はいない。いたとしても、そう言う者は村から疎外さ

れてしまう。このような傾向も、学生に見受けられる。

インターネットによって、ネット上に仮想村を想定し

て価値を共有できる環境にあっても、学生は現実の村

社会を容易には抜け出すことはできない。 

この「しがらみ」や「村社会」自体は、一方的に批

判される事柄ではない。社会のありようの1つなので、

良い面もあれば悪い面もある。問題は、学生が無自覚

に肯定しまうクラスの価値観が、学生の人生を考える

とき、往々にして学生の不利益になっていることが多

いことである。これを解決するには、この2書では不

十分で、行動学や心理学の手助けが必要となる。それ

は今後の自分への宿題である。 
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プログラムはなぜ動くのか ●知っておきたいプログラミングの基礎知識● 

矢沢久雄 著 

日経BP社 

 

機械工学分野  山田 祐士 

 

この本はこれからプログラミングを始めたい人や、

スキルアップを目指す初級プログラマ、中級のパソコ

ンユーザ向けに、どのようにしてプログラムが動作し

ているかを解説したものですが、情報処理などの授業

でコンピュータやプログラムの勉強をした本校の学生

であれば、十分に内容を理解できると思います。プロ

グラムがメモリにロードされ、CPU によって解釈・実

行される仕組みが、多数の図を使って、順序だてて解

説されており、パソコンの中身がイメージできるよう

になります。この本を読み終えたとき、これまでにい

ろいろな授業などでバラバラに習った知識がパソコン

の中身を通して、つながるような感覚を得られる人も

いるのではないでしょうか。 

前半は、最初にCPUの解説があり、その内部にある

レジスタや制御装置、演算装置がプログラムに対応し

てどのように動作するのかという説明から始まります。

そして2進数による四則演算、論理演算の説明、小数

計算における問題点、またメモリやメモリとディスク

の関係等が、ハードウェアと関連付けられて解説され

ています。授業などで習った知識がコンピュータの中

でプログラムの動作する仕組みを理解する上で必要で

あったことに気がつくと思います。 

後半は、プログラムが動く環境や、OSとアプリケー

ションの関係など、日頃Windowsを使っていて疑問に

思っていたOSの違い等について触れた後、少し内容が

難しくなり、アセンブリ言語やハードウェア制御の方

法など、ハードウェアの話になります。このような流

れで解説が進みますので、Windows に対する素朴な疑

問が解消される一方で後半のアセンブリの章などでは、

内容がすこし難しく感じられます。プログラムを本格

的に作ろうという人でなければ軽く読み飛ばしておい

てもよいでしょう。 

流れとは別に前半と後半の途中にあるデータ圧縮

のしくみや最後にある人工知能について触れる章やコ

ラムなども、ソフトウエアの素朴な疑問が解消されて

楽しめると思います。また、むずかしいと感じる個所

もありますが、全体的にはサクサク読み進めることが

でき、親しみやすく感じられると思います。 

このような本を読み、情報処理の授業にこれまで以

上に興味を持ってもらえるとよいと思っています。ま

た、将来はプログラマになりたい人には勿論ですが、

パソコンの中身をブラックボックスのままにしたまま

にせず、きちんと理解したい人には特にお薦めします。 
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第５２号 図書だより  

 

歴史小説、ミステリー、自己啓発書など 

 

環境都市工学分野  山岡 俊一 

「絶対に読んでほしい」という本はない。というよ

り、私自身がそのような本にまだ出会っていないと思

う。紹介する本を1冊に絞り込めないため、今までに

読んで面白かった本、参考になった本などをいくつか

紹介したい。 

大学生のころによく読んだのは司馬遼太郎の歴史小

説である。中でも、新撰組の土方歳三を描いた「燃え

よ剣」、斎藤道三と織田信長が主人公の「国盗り物語」、

黒田官兵衛の生涯を描いた「播磨灘物語」が面白かっ

た。内容の面白さに加え、“地理”の面白さもある。私

の出身は愛知県名古屋市であり、この地域は織田信長、

豊臣秀吉、徳川家康など多くの戦国武将が活躍した土

地である。そのため、私にとっての身近な地名が作品

の中に登場するのである。例えば「国盗り物語」では、

織田信長が今川義元との決戦の地である桶狭間に向か

う途中、熱田神宮で戦勝祈願をする。その時、“春敲門

をくぐり”、“井戸田村を通って”というような記述が

あり、“井戸田”という名古屋市民でもほとんど知らな

い実家のすぐそばの地名が出てきて感動した覚えがあ

る。また、私の実家の住所は名古屋市瑞穂区春敲町●

丁目○番地で、“春敲町”と“春敲門”には何か関係が

あるのか調べたら、やはり“春敲町”は熱田神宮の“春

敲門”から付けた町名だった。このような楽しみ方も

ある。学生の皆さんも地元の武将の小説を読んでみて

はいかがだろうか。 

一時、森博嗣のS&Mシリーズ（「冷たい密室と博士た

ち」や「夏のレプリカ」など）やGシリーズ（「τにな

るまで待って」や「θは遊んでくれたよ」）なども良く

読んだ。森博嗣はN大学工学部の建築の研究者でもあ

る。さらに作品の中で、N大学（N市にある旧帝大？）、

N工大（N市にある国立の工業大学？）、C大学（N市の

お隣の春日井市にある大学？）など私にとって身近な

大学が事件現場になったり、これらの大学の学生や先

生が主人公であったり重要な人物として登場する。私

にとって分野や地域が身近であることからも楽しく読

んだ。これらは工学を学ぶ学生にお薦めな推理小説で

ある。 

呉高専に来てからは新幹線等での出張が多く、移動

中はいろいろな本を読んで時間をつぶす。研究関連の

書籍を読むことが多いが、疲れている時はさらっと読

めて楽しめる山田悠介（「特別法第001条 DUST」や「ド

ア D」など）の作品をよく読んだ。読書が苦手な人に

お薦めである。 

また、就職してからは自己啓発書もよく読む。例え

ば、ジャーナリスト田原総一朗の「田原式つい本音を

言わせてしまう技術」、勝間和代の「断る力」、落合博

満（前中日ドラゴンズ監督）の「采配」などはいろい

ろ考えさせられるものがあった。学生が読むには向い

ていないかもしれない。しかし、人生経験豊富な方が

書かれた本には、生き方に悩んだ時や仕事の参考にな

ることが多いので自分に合った自己啓発書もたまには

読んでもらいたい。 

私にとって、本は楽しむもの、時間つぶしの道具、

幸せな人生を追求するためのヒントを得るものであり、

いろいろな役割を担ってくれる便利な存在である。学

生の皆さんにも、本をうまく活用してもらいたい。 

 

＜紹介した図書一覧＞ 

燃えよ剣 司馬遼太郎著 新潮社 

国盗り物語 司馬遼太郎著 新潮社 

播磨灘物語 司馬遼太郎著 講談社 

冷たい密室と博士たち 森博嗣著 講談社 

夏のレプリカ 森博嗣著 講談社 

τになるまで待って 森博嗣著 講談社 

θは遊んでくれたよ 森博嗣著 講談社 

特別法第001条 DUST 山田悠介 文芸社 

ドアD 山田悠介 幻冬舎 

田原式つい本音を言わせてしまう技術 田原総一朗著 

幻冬舎 

断る力 勝間和代 文藝春秋 

采配 落合博満 ダイヤモンド社 
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行事報告 平成２３年度第２回ブックハンティング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年、12 月 2 日にブックハンティングへ行ってきまし

た。前期は 4・5 年生が行き、後期には 1～3 年生が行く

事になっているので、今回は1～3年生の各クラスの代表

2人と一緒に広島駅前のジュンク堂書店へ向かいました。 

ブックハンティングに参加する学生は読書好きの人も

いれば、たまたま行く事になった人もいたりするので、

学生間の参加意欲が異なっている事が多々あります。し

かし、実際に書店へ行き、売り場に入るとその雰囲気は

一転し、みんな真剣に、そしてとても楽しそうに本を物

色し始めます。この企画では普段は高価で手が出ない、

専門分野の参考書や作品集などを含めた本を 1人 1万円

まで選ぶことができます。そのため、参加している学生

それぞれの好みや趣味が色濃く反映された本が選ばれて

きます。選んだ本は先生方にチェックしていただいてか

ら実際に購入するかどうかが決まるのですが、中でも専

門書の購入の許可・不許可は毎回、紛糾します。専門教

科をマンガで解説した本や、実用的な資料集のようなも

のなどが選ばれてきますが、中には先生方の許可を得ら

れないものもあり、学生と先生の小さなバトルが繰り広

げられることもあります。しかしブックハンティング終

了時刻には選ばれた大半の本が許可され、それらを選ん

できた学生の満ち足りた表情が見られます。 

ブックハンティングは放課後にある企画なので、学生の

目には”面倒な企画”として映ってしまうこともあると思

います。しかし、「1 万円分の”専門書”を含めた本」を自

分の好きなように選んで読む事が出来るという機会は、

そんなにあるものではありません。それに、大きな本棚

に自分の習っている分野の専門書が、ずらりと並んでい

る――そんな光景を目の当たりにしたら思わずわくわく

してしまうのではないでしょうか?? 

来年度のブックハンティング。是非、みなさん参加して

みてください。 

 

ブックハンティング図書紹介 

 

13歳からはじめる ゼロからのC言語ゲームプログラミ

ング教室 初級編 

Ｎ・Ｔ 

題名の通り､13歳からプログラミングができるように書

かれた本です｡諸事情により､入門編だけが図書館に入る

事になりましたが､プログラミングに興味がある方にオ

ススメです｡ 

 

レイテ沖海戦（上巻） 

Ｍ・Ｓ 

真珠湾攻撃から破竹の勢い猛攻を続けた日本軍だったが､

ミツドウェイ海戦での大敗で状況は一変し､しだいに敗

色が濃くなる｡レイテ沖海戦は､戦史に残る日米最後の大

海戦である｡愛する人を守るため､死んでいった若者達の

魂がここにある。 

 

またたび 

Ｄ・Ｃ 

いまや国民的アニメとなっている“ちびまるこちゃん”

の作者、さくらももこさんのエッセイです。ほのぼのと

した気分に心が癒されます。 

 

シャーロック･ホームズの大冒険（上・下） 

Ｏ・Ｔ 

僕がこの本を選んだ理由は､前にこの本を読んだことが

あって､まるでホームズや助手のワトソンと共に事件を

調査するように読むことが出来て､とても面白かったか

らです｡ 

 

ジェノサイド 

Ｈ・Ｙ 

息子の為に命を懸けて戦う男と不治の病に苦しむ子供達

を救うために命を懸けて戦う青年の物語｡作者が綿密な

取材をして､描いているからか､実際に起こったのではな

いか､というくらいリアリティがあって読みごたえがあ

りました｡ 

 

源氏物語 千年の謎 

Ｎ・Ｋ 

１２月１０日（土）に公開された映画だが、どんな内容

か気になったので本を読んでみようと思った。ちょうど

古典でも、藤原氏一族の話が出てきた時に、紫式部も出

てきたので少し興味があった。 

 

学生会 文化副委員長 

 

麻村晶子 

27



 

第５２号 図書だより  

 

Perl CPANモジュールガイド 

Ｆ・Ｙ 

Perlがある程度書けるようになった人向けのプログラム

本です。Perlモジュールを紹介している本ですが、サン

プルコードも豊富でとても参考になります。 

 

妖怪アパートの幽雅な日常（１～６） 

Ｓ・Ｈ 

この作品は講談社YA!ENTERTAINMENTから刊行されている

作品が文庫化されたもので､産経児童出版文化賞、フジテ

レビ賞を受賞しています｡とても読みやすい作品なので

読んでみてはいかがでしょうか? 

 

骨から見る生物の進化 EVOLUTION 

Ｏ・Ｎ 

この本を見た時、自分に一番身近にあって一番知らない

ものは骨なのではないか？と思いこの本を選択しました。 

 

新しい住宅デザインの教科書 

Ｙ・Ｎ 

建築学科では２年生で、住宅設計をするが、基本的な住

宅デザインがわかりづらく、初めて設計するのに見当が

つかなかったから、これから学ぶ人に役立ててほしい。 

 

先輩絵師に学ぶ作画テクニック ILLUST STUDIO公式メイ

キング講座 

Ｓ・Ｔ 

高専ではあまり芸術的な授業がなく、基本的に朝から晩

まで理系の授業ばかりです。なので私は皆さんに芸術的

な方面にも興味をもってもらいたくてこの本を選びまし

た。ぜひ皆さんも絵を趣味にしてみてください。 

 

空の上で本当にあった心温まる物語（１・２） 

Ｎ・Ｔ 

飛行機の中で本当にあった心温まる出来事を紹介してい

る本です。飛行機の中という決して広くない空間に色々

な人々が乗っているせいか、色々な出来事が起きます。

その出来事の中でも特に感動できるものを紹介していて、

涙なしには読めないような本です。ぜひ、読んでみてく

ださい。 

 

新理系の化学＜上＞、＜下＞ 

Ｓ・Ｔ 

高校生向けの本ですが､難関大学志望の高校生が使う本

なのでレベルはかなり高い本です｡ 

化学を暗記に頼らず理論をきちんと理解したい人にオス

スメです｡ 

 

年をとったワニの話－ショヴォー氏とルノー君のお話集

＜１＞ 

Ｏ・Ｓ 

実は選んだ本人も、この本自体は読んだことがなかった

のですが、映画化されていることだけは知っていました。

その映画というのは「頭山」や、「おかあさんといっし

ょ」で昔放送されていた「パクシ」シリーズを生み出し

た山村浩二さんの監督作品「年をとった鰐」なのです。

「年をとった鰐」は２００６年の夏に公開された１３分

間のアニメーション映画で、世界中の様々な映画祭で最

優秀賞を授与されています。この本を読んで、アニメー

ションの方にも興味を持っていただけたら幸いです。 

 

黒い兄弟＜上＞、＜下＞ 

Ｏ・Ｓ 

昔のヨーロッパでは、貧しい家の子が煙突掃除夫として

売られることがよくあったそうです。この物語の主人公

もそうしてスイスの村からミラノへ売られてしまいます。

「黒い兄弟」の黒は煙突の煤のことで、黒い兄弟という

のは主人公の少年がミラノで出会った同じ境遇の少年た

ちのことです。テーマはズバリ、勇気と友情です。この

物語を読んで、皆さんの内に何か温かいものが残れば、

と思います。 

 

危ないデザイン 

Ａ・Ａ 

建築学科では製図の時間に自分で建物を設計する課題が

ある｡しかし､建築概論や建築計画で学習した内容だけで

は分からないこともあるし、内容を忘れてしまっている

ことも多々ある｡ 

だからイラスト入りでわかりやすい､手軽に分からない

ことを調べられる資料として使えると考えて選んだ｡ 

 

 

 

編集後記 

「図書だより第５２号」はいかがでしたか？今まであまり図書館を利用していなかった人が「図書だより」を読ん

で図書館に興味を持ち、図書館の常連さんになってくれることを願いながら編集しました。図書館は皆さんに利用

されてこそ価値があるものです。図書館に対するリクエストがあれば遠慮せずにお知らせください。 

最後に、今号の発刊にあたりご多忙にも関わらず原稿を執筆していただきました方々に心からお礼申し上げます。 
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