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第５７号 図書だより 

 

平成２６年度 校内読書感想文コンクールの表彰式 

 

平成２６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年電気情報工学科 藤原 椋柊 

２年環境都市工学科 山下 すみれ 

３年機械工学科 宮原 聖 

 

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11回になります。学生は、 

 

 

1年生：芥川賞・直木賞受賞作等の課題図書 

2年生：教員の指定した課題図書 

3年生：ノンフィクション作品や評論など現代社会に関する本 

4年生以上：小説、評論、ノンフィクション、エッセイ等問わない 

 

 

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、本校教員が行いますが、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、学生による評価も行っています。 

最優秀賞の受賞は、前回は男子学生だけでしたが、今回は、男子学生２名、女子学生１名という結果になりま

した。次回もたくさんの作品の応募があることを期待しています。 

 

 



 

１
年
生
の
部 

      

電
気
情
報
工
学
科 

 

藤
原 

椋
柊 

  

「
下
町
ロ
ケ
ッ
ト
」
を
読
ん
で 

 
 
 
 

― 

主
人
公
の
夢
を
諦
め
な
い
姿
勢
に
触
れ
て 

― 

 

「
仕
事
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
、
生
活
費
を
稼
ぐ
た
め
に
行
う
こ

と
だ
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、「
下
町
ロ
ケ
ッ
ト
」
を
読
ん
で
か
ら
は
、「
仕
事
」

の
印
象
が
が
ら
り
と
変
わ
っ
た
。 

 

な
ぜ
「
下
町
ロ
ケ
ッ
ト
」
を
読
ん
だ
か
と
い
う
と
、
ド
ラ
マ
の
「
半
沢
直
樹
」
が

好
き
だ
っ
た
か
ら
だ
。
こ
の
原
作
本
を
書
い
た
の
が
、
池
井
戸
潤
さ
ん
だ
。
そ
れ
か

ら
、
池
井
戸
潤
さ
ん
の
本
を
読
み
た
い
と
思
い
、
こ
の
本
を
読
ん
だ
。 

 

主
人
公
の
佃
航
平
は
、
宇
宙
科
学
開
発
機
構
の
研
究
者
だ
。
物
語
は
、
佃
が
開
発

し
た
エ
ン
ジ
ン
を
搭
載
し
た
ロ
ケ
ッ
ト
を
打
ち
あ
げ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
し
か

し
、
エ
ン
ジ
ン
の
異
常
に
よ
り
、
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
ち
上
げ
は
失
敗
す
る
。
佃
は
責
任

を
と
っ
て
、
研
究
者
の
道
を
諦
め
た
。
そ
し
て
、
家
業
の
町
工
場
・
佃
製
作
所
を
継

い
だ
。
最
初
は
、
製
品
開
発
で
業
績
を
伸
ば
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
様
々
な
こ
と

が
起
こ
り
、
佃
製
作
所
は
創
業
以
来
の
ピ
ン
チ
に
陥
る
。
そ
の
ピ
ン
チ
を
社
員
全
体

で
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
物
語
で
あ
る
。 

 

こ
の
本
の
中
で
印
象
に
残
っ
た
の
は
、
佃
製
作
所
が
様
々
な
ピ
ン
チ
を
乗
り
越
え

て
い
く
場
面
だ
。
ま
ず
最
初
に
起
き
た
の
は
、
京
浜
マ
シ
ナ
リ
ー
と
い
う
会
社
の
キ

ー
デ
バ
イ
ス
の
内
製
化
方
針
だ
。
こ
れ
に
よ
り
、
佃
製
作
所
と
の
取
引
を
打
ち
切
ら

れ
、
赤
字
を
避
け
ら
れ
な
い
状
態
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
せ
い
で
、
資
金
繰
り
に

も
苦
し
む
。
プ
ロ
ロ
ー
グ
の
後
こ
こ
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
、
私
は
驚
い
た
。
こ
の
苦
し
い
状
況
の
佃
製

作
所
に
、
さ
ら
な
る
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
、
大
企
業
の
ナ
カ
シ
マ
工
業
が
特
許
侵
害
で
訴
え
て

く
る
。
ナ
カ
シ
マ
工
業
は
、
法
定
戦
略
を
使
っ
て
、
佃
製
作
所
を
買
収
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
の
場

面
を
読
ん
だ
と
き
、
私
は
、
大
企
業
と
い
う
こ
と
を
使
っ
て
、
中
小
企
業
を
潰
そ
う
と
し
た
ナ
カ
シ
マ

工
業
に
す
ご
く
腹
が
立
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
れ
が
企
業
の
現
実
な
ん
だ
な
と
少
し
シ
ョ
ッ
ク
を

受
け
た
。
こ
の
辺
り
か
ら
、
段
々
と
佃
に
感
情
移
入
し
て
い
き
、
気
づ
け
ば
佃
製
作
所
を
応
援
し
て
い

た
。
訴
え
ら
れ
た
佃
製
作
所
は
、
元
ナ
カ
シ
マ
工
業
顧
問
弁
護
士
の
神
谷
弁
護
士
を
雇
っ
た
。
そ
し
て
、

ナ
カ
シ
マ
工
業
を
別
の
製
品
の
特
許
侵
害
で
訴
え
返
し
た
。
こ
う
し
て
、
見
事
に
訴
訟
に
勝
ち
、
和
解

金
を
獲
得
し
て
ピ
ン
チ
を
脱
し
た
。
こ
の
場
面
が
一
番
印
象
に
残
っ
て
い
る
。
私
は
こ
の
場
面
か
ら
、

仕
事
の
厳
し
さ
を
知
っ
た
。
で
も
、
仕
事
仲
間
の
あ
り
が
た
み
を
感
じ
る
こ
と
が
出
来
た
。 

 

物
語
は
こ
こ
で
終
わ
ら
な
か
っ
た
。
佃
製
作
所
は
、
長
年
か
け
て
、
水
素
エ
ン
ジ
ン
を
開
発
し
て
い

た
。
そ
の
特
許
を
使
用
さ
せ
て
く
れ
と
、
大
企
業
の
帝
国
重
工
が
交
渉
に
来
た
。
帝
国
重
工
は
、
ロ
ケ

ッ
ト
を
飛
ば
す
た
め
の
エ
ン
ジ
ン
と
し
て
水
素
エ
ン
ジ
ン
を
開
発
し
た
。
し
か
し
、
佃
に
先
を
越
さ
れ

て
し
ま
っ
た
。
だ
か
ら
交
渉
す
る
し
か
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
も
、
仕
事
の
厳
し
さ
を
痛
感
し
た
。
ど
れ

だ
け
す
ご
い
も
の
を
作
っ
て
も
、
違
う
人
に
少
し
で
も
先
に
作
ら
れ
て
し
ま
う
と
、
後
の
人
は
全
く
評

価
さ
れ
な
い
。
そ
の
厳
し
さ
を
深
く
知
っ
た
。
結
局
佃
は
、
自
分
の
作
っ
た
エ
ン
ジ
ン
で
ロ
ケ
ッ
ト
を

飛
ば
す
と
い
う
夢
の
た
め
に
、
あ
え
て
リ
ス
ク
の
高
い
部
品
供
給
を
選
ん
だ
。
こ
の
場
面
を
読
ん
で
私

は
、
仕
事
と
い
う
の
は
、
単
に
金
を
稼
ぐ
た
め
で
は
な
く
、
自
分
の
夢
を
叶
え
る
た
め
に
あ
る
お
金
に

換
え
ら
れ
な
い
も
の
だ
と
思
っ
た
。 

私
は
、
今
ま
で
一
度
も
は
っ
き
り
と
し
た
夢
を
持
っ
た
こ
と
が
無
い
。
や
り
た
い
こ
と
は
ぼ
ん
や
り

と
あ
る
が
、そ
れ
を
明
確
に
出
来
て
い
な
い
。だ
か
ら
こ
れ
か
ら
ど
う
し
た
ら
い
い
か
も
分
か
ら
な
い
。

そ
ん
な
私
を
変
え
て
く
れ
た
の
が
「
下
町
ロ
ケ
ッ
ト
」
だ
。
こ
の
本
は
、
私
の
仕
事
に
対
す
る
印
象
を

が
ら
り
と
変
え
て
く
れ
た
。
さ
ら
に
、
夢
に
向
か
っ
て
諦
め
ず
に
努
力
を
続
け
る
こ
と
の
素
晴
ら
し
さ

を
教
え
て
く
れ
た
。
だ
か
ら
私
は
、
こ
の
呉
高
専
で
の
５
年
間
で
や
り
た
い
事
を
明
確
に
し
た
い
。
そ

し
て
、
そ
れ
に
向
か
っ
て
し
っ
か
り
と
努
力
を
続
け
た
い
。 
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第５７号 図書だより  

 

２年生の部 

 

デミアン 

ヘルマン・ヘッセ 著 

環境都市工学科 山下 すみれ 

 

「デミアン」を読んで 

― 嘘を通して強くなる人 － 

 

 嘘をついてしまった。きっと今生きているほとんど

の人が経験した、後悔の一つにあるだろう。例え、そ

れが人の人生を狂わせるような大きな嘘であっても、

「冗談」と言う言葉で片付けられるような小さな嘘で

あっても。 

 この本に出てくる十歳の主人公、シンクレール。彼

もその一人、小さな嘘をついたはずだった。そもそも、

彼がその嘘を付いたのには理由がある。 

 彼は、裕福な家庭、愛と厳格ある父母の元で育った。

ある日、父親が酒飲みで、貧乏な家庭で育った強く荒々

しい十三歳の少年、クローマーが、彼の仲間に加わっ

た。クローマーは、武勇伝やいたずらを自慢し大言壮

語し、友人らはおっぴらにクローマーの味方をした。 

 自分の身なりやしつけが、彼らの反感をそそってい

ると感じたシンクレールは、おおげさな泥棒の話を考

え出し、自分自身をその主人公にし、彼らに語った。

それを警察に訴えてやるとクローマーに脅されたこと

から、彼はクローマーへの恐怖心と、嘘をついてしま

ったことの罪悪感と家族への後ろめたい気持ちからの

苦しみを味わう。 

 私も嘘をついてしまった時、シンクレールと同じよ

うに、一人でいる時間より最愛の家族といる時間や、

その家族に慰められた時にありがたさを感じて、逆に

罪悪感で苦しくなったことがある。 

  

この本が伝えたいことは、自分で自分を許してあげ

ること、そして「自分」を持つこと、この二つだと私

は思う。嘘をつく時、それはその場や状況から逃れた

い時、見栄を張らないといけない時、そして誰かを守

る時だ。シンクレールには前二つが当てはまるだろう。

人には一生のうちどうしても、嘘をついてしまう事が

あるはずだ。しかし、それが人の為であっても自分の

為であっても、必ず後悔と苦痛が付き物だ。自分の嘘

に押し潰される前に、後悔し、後ろめたさと苦しみを

しっかり味わった後は、自分で自分を許してあげるこ

と。そして、見栄で自分を守る為の嘘を付かなくて良

いように、自分は「自分」と思えるようになること。

「自分を見つけ、自分を生きる」ことが、この本から

読み取れる最大のメッセージだと思う。 

 私は小学生の頃、一人で行動することを恐れ、自分

の気持ちより同調することを強く大切にしていた。当

然、友人からは私が何を考えているのか分からないと

言われたこともあった。中学生になり、私はある人と

の出会いで自分の意思を伝える事とその伝え方を知っ

た。高校生になって、ようやく不器用ながらに、自分

の意思が言えるようになった私がこの本を読んだ。過

去の自分の経験と重ねて苦しい気持ちにもなったが、

自分の意思が伝えられるようになったことにうれしさ

も感じた。そしてまだ人の意見に合わさないと恐いと

思う私もいることに気付いた。これからの学校生活、

友人や部活動での経験を通して「新しい自分」を見つ

け、自分は「自分」と思える強さを身に付けたいと思

う。そして、私が社会に出て、自分の意見を問われた

時には、「自分」の意思を迷わず伝えられる、私であり

たい。 

 



 

 図書だより 第５７号 

 

３年生の部 

 

中学生の満州敗戦日記 

今井 和也 著 

機械工学科 宮原 聖 

 

「中学生の満州敗戦日記」を読んで ― 

 

 私はこの本を読んで、満州で過ごした作者の幼い頃

の経験に衝撃を受けた。 

 私は平成生まれのため、もちろん戦争に参加したこ

とはないし知らない。たとえ起きたとしても、それは

世界のどこかであり、テレビの画面の向こう側のでき

事だ。平和な日本からは程遠い存在である。だからこ

そかつて日本が戦争をしていた頃の実体験をもとに書

かれたこの本は非常に興味深かった。 

 あらすじを簡単に述べると、今から六十年近く前、

満州国で暮らしていた当時中学生の作者が、日本の敗

戦によって国の本当の姿があらわになる中で生きてい

く話である。 

 作者のありのままの体験談なので、教科書で知る「第

二次世界大戦」やその後の「日本降伏」という単なる

言葉ではなく、その言葉の裏で、必死に生きようとし

ていた人々の姿が見えてきた。さらに戦争が終わった

後も、作者のように満州に住んでいる日本人は母国に

帰るべく、ソ連軍や中国人の略奪や暴力にたえながら、

数少ない衣服や家具を売り、「引き上げ金」を稼いでい

たのだという。戦争が終わってもその傷はすぐに癒え

ず、時間がかかったようだ。 

 この本を読んでいて特に印象的だったのは親の子ど

もに対する思いだ。息子を死の危険にさらしてしまっ 

 

 

 

 

たことに責任を感じ切腹しようとした父親がおり、娘

を守るためにソ連兵の銃口の前に立ちふさがった母親

がいた。ノンフィクションだからこそ感じさせられる

ことは多かった。 

 この本には「民族的ＤＮＡなどは存在しない」とあ

り、その通りだと思った。敗戦後満州にいる日本人へ

の虐待は凄まじいものだったと聞いたことがある。し

かし、作者は本文で、そういった人々を「民族」や人

種でひとくくりにしてはいけない、国家政策や社会体

制が非難されるものであり、そこで生きる個人とは区

別する必要がある、と。実際に敗戦後の混乱を目にし

ていながらこのような考えを持てるのは、その例外に

あたるやさしい人々を知っていた作者だからこそ、偏

見に溺れなかったのだと思うし、素晴らしいことだと

思う。 

 今日、日本は近隣の国と絶えずもめあっている。こ

こで相手の国の全体を否定してはいけないのを分かっ

ていながらも、どこがで非難してしまう自分がいる。

「一つの民族の中にも多様な種類の人間がいるという

発想の欠如が、無用、不毛の流血を生む」という本文

の言葉を思いだしつつも、マスコミやテレビにすぐ流

されてしまう自分自身に少し悲しくなった。 

 私は本を読みすすめ、最後の一文に目を止めた。『「満

州国」の経営に無残な失敗をした指導者たちの名を、

ふたたび、私たちは戦後の日本国経営の指導者たちの

中に見出すことになる。』私なりの解釈とすれば、二度

目のあやまちを今の日本がおこしつつあることを暗示

しているのではないかと思う。 

 戦争の悲惨さとともに、これからの日本のありかた

についても考えさせられる本だった。

 



 

１
年
生
の
部 

      

機
械
工
学
科 

元
木 

太
河 

 

「
地
獄
変
」
を
読
ん
で 

 

 
 
 
 
 

― 

娘
の
不
条
理
な
人
生
に
触
れ
て 

― 

 

こ
の
物
語
は
、
堀
川
の
大
殿
が
絵
師
で
あ
る
良
秀
に
地
獄
変
の
屏
風
を
描
く
よ
う

に
命
じ
た
、
そ
の
後
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
堀
川
の
大
殿
は
、
大
威
徳
明
王
の
御
姿
が

御
母
君
の
夢
ま
く
ら
に
お
立
ち
に
な
っ
た
、
な
ど
様
々
に
尊
ま
れ
る
存
在
で
、
対
し

て
良
秀
は
絵
筆
を
と
ら
せ
れ
ば
右
に
出
る
も
の
は
な
い
が
、
人
が
ら
は
い
た
っ
て
卑

し
く
、
気
味
悪
が
ら
れ
る
存
在
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
地
獄
変
に
も
う
一
人
重
要
な
人

物
が
い
ま
す
。
良
秀
の
娘
で
す
。
私
は
良
秀
の
娘
の
不
条
理
な
人
生
を
書
き
た
い
と

思
い
ま
す
。 

 

良
秀
の
娘
は
美
人
で
大
変
器
量
も
良
く
、
さ
ら
に
賢
い
人
で
し
た
。
良
秀
の
娘
の

不
運
の
始
ま
り
は
大
殿
に
声
を
か
け
ら
れ
、
小
女
房
と
し
て
上
げ
ら
れ
た
こ
と
で
し

ょ
う
。
語
り
手
は
、
娘
の
美
し
い
の
に
お
心
を
ひ
か
れ
て
、
と
い
う
の
は
う
そ
、
と

言
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
こ
そ
う
そ
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
良
秀
の
娘
の
不
運

の
二
つ
目
は
良
秀
が
地
獄
変
の
屏
風
を
描
く
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
良
秀

の
娘
は
ま
さ
に
大
殿
と
良
秀
の
軌
轢
に
は
さ
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ほ
ど
に
居
心
地

が
悪
い
こ
と
も
な
い
で
し
ょ
う
。 

 

そ
し
て
、
三
つ
目
。
あ
る
夜
に
誰
か
に
迫
ら
れ
た
こ
と
。
あ
の
時
に
猿
の
良
秀
が

―
良
秀
の
娘
が
可
愛
が
っ
た
あ
の
猿
が
―
い
な
け
れ
ば
、
事
は
も
っ
と
大
き
く
な
っ

て
い
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
良
秀
の
娘
に
迫
っ
た
誰
か
、
と
は
大
殿
の
こ
と
で
し
ょ

う
。
語
り
手
は
た
だ
の
う
わ
さ
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
色
好
み
の
女
好
き
、
こ
れ
が
大
殿
の
正
し
い
姿

で
し
ょ
う
。
良
秀
の
娘
が
頬
を
紅
く
し
、
乱
れ
た
服
を
着
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
か
ら
も
そ
れ
が
分
か

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
加
え
て
大
殿
は
自
分
の
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
も
の
を
嫌
う
人
が
ら
と

見
え
ま
す
。
自
分
の
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
良
秀
の
娘
が
何
か
罰
を
受
け
さ
せ
ら
れ
て
も
、
仕
方
の
な

い
こ
と
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

良
秀
の
娘
が
牛
車
と
と
も
に
火
に
か
け
ら
れ
た
こ
と
が
娘
の
最
期
の
不
運
で
し
ょ
う
。
良
秀
が
地
獄

変
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
大
殿
が
準
備
し
た
牛
車
、
地
獄
を
再
現
す
る
た
め
に
火
を
放
つ
牛
車
に
良
秀

の
驚
き
た
る
や
、
そ
れ
は
大
き
い
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
同
じ
く
ら
い
に
良
秀
の
娘
の
絶
望
も
深

か
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
自
ら
が
火
に
舐
め
ら
れ
て
い
く
の
を
、
自
分
を
可
愛
が
っ
て
く
れ
た
良

秀
が
見
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
ほ
ど
に
不
条
理
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
こ
れ
が
、
自
分
に

従
わ
な
い
良
秀
の
娘
に
対
す
る
大
殿
の
仕
打
ち
な
の
だ
と
し
た
ら
、
自
分
に
靡
か
な
か
っ
た
娘
へ
の
腹

い
せ
だ
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
こ
う
も
不
条
理
、
い
え
理
不
尽
な
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
お
か

げ
で
良
秀
が
地
獄
変
を
描
き
上
げ
る
こ
と
が
出
来
た
と
い
う
な
ら
、
も
う
あ
る
種
の
皮
肉
め
い
た
も
の

を
感
じ
ま
す
。 

 

娘
が
火
に
か
け
ら
れ
て
い
た
時
、
良
秀
は
言
い
よ
う
の
な
い
輝
き
と
恍
惚
と
し
た
表
情
を
浮
か
べ
て

い
ま
し
た
。
絶
望
の
中
で
見
た
地
獄
が
あ
ま
り
に
も
美
し
か
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
自
分
が
描
き
た
い

と
思
っ
た
地
獄
が
目
の
前
に
表
れ
た
ら
、
誰
し
も
あ
の
よ
う
な
顔
に
な
る
の
で
し
ょ
う
。
一
つ
の
芸
術

作
品
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
た
と
す
る
な
ら
、
娘
の
不
条
理
も
少
し
は
報
わ
れ
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。 

「
地
獄
変
」
を
読
ん
で
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
は
絶
対
に
あ
る
と
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
責
め
た
て

ら
れ
る
時
、
自
分
に
は
非
も
な
け
れ
ば
、
問
題
を
解
決
す
る
方
法
す
ら
な
い
と
い
う
状
況
を
想
像
し
て

身
震
い
し
ま
し
た
。
私
は
そ
の
絶
望
し
た
く
な
る
状
況
に
娘
の
よ
う
に
耐
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し

ょ
う
。
袋
小
路
に
追
い
つ
め
ら
れ
た
鼠
は
自
ら
命
を
絶
つ
か
、
狩
ら
れ
る
し
か
な
い
の
で
す
か
ら
。
し

か
し
、
私
は
人
間
で
す
。
鼠
の
よ
う
に
た
だ
狩
ら
れ
る
訳
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
終
わ
る
そ
の
時
ま
で
足

掻
き
続
け
る
で
し
ょ
う
。
た
と
え
、
大
き
な
力
に
か
ら
れ
る
と
し
て
も
最
後
ま
で
足
掻
く
で
し
ょ
う
。

本
と
違
っ
て
現
実
は
先
が
見
え
ま
せ
ん
。解
決
す
る
方
法
は
な
く
と
も
何
か
変
わ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

足
掻
け
ば
誰
か
の
目
に
は
止
ま
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
い
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
死
ん
で
、
墓

が
苔
蒸
し
て
も
、
誰
か
は
き
っ
と
覚
え
て
い
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
か
ら
。 
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「
ス
テ
ィ
ル
・
ラ
イ
フ
」
を
読
ん
で 

 
 
 
 

― 

自
分
の
中
の
世
界
に
つ
い
て
考
え
る 
― 

 

こ
の
物
語
は
、「
こ
の
世
界
が
き
み
の
た
め
に
存
在
す
る
と
思
っ
て
は
い
け
な
い
。
世
界
は
き

み
を
入
れ
る
容
器
で
は
な
い
。」
で
始
ま
る
。
そ
の
後
に
「
大
事
な
の
は
、
山
脈
や
、
人
や
、
染

色
工
場
や
、
セ
ミ
時
雨
な
ど
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
書
い
て
あ
る
。 

 

私
の
世
界
、
私
の
中
の
世
界
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
小
学
生
の
頃
は
、「
友
達
と
遊
ぶ
」

「
先
生
の
話
を
聞
く
」
と
い
う
よ
う
な
事
を
思
っ
て
過
ご
し
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
中
学
生
に

な
り
、
委
員
会
な
ど
の
経
験
か
ら
責
任
感
や
仲
間
と
や
り
と
げ
る
事
の
喜
び
、
将
来
へ
の
目
標

な
ど
に
つ
い
て
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
進
学
も
、
自
分
で
考
え
目
標
に
近
づ
き
た
い
と
い
う

思
い
で
、
今
の
学
校
を
選
ん
だ
。 

 

私
の
世
界
は
「
少
し
ず
つ
だ
が
確
実
に
広
が
っ
て
い
る
」
と
思
っ
て
い
た
。 

 

こ
の
話
の
主
人
公
「
ぼ
く
」
は
、
ア
ル
バ
イ
ト
先
の
染
色
工
場
で
、
宇
宙
の
微
粒
子
と
水
の

原
子
核
に
よ
る
チ
ェ
レ
ン
コ
フ
光
の
話
や
、
星
の
爆
発
、
毎
秒
一
兆
地
球
に
落
ち
る
粒
子
の
事

な
ど
を
話
す
佐
々
井
と
い
う
男
に
出
会
う
。
話
を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
、「
ぼ
く
」
は
自
分
が
世

界
そ
の
も
の
の
大
き
さ
に
ま
で
拡
大
さ
れ
広
大
に
な
っ
た
自
分
を
は
る
か
高
い
と
こ
ろ
か
ら
見

下
ろ
し
て
い
る
と
考
え
る
。
そ
の
時
の
「
ぼ
く
」
は
、
佐
々
井
を
と
て
も
大
き
な
存
在
に
感
じ
、

憧
れ
の
よ
う
な
感
情
を
持
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

 

染
色
工
場
で
も
、応
用
化
学
を
勉
強
し
染
色
の
専
門
家
に
な
る
と
い
う
目
標
を
持
つ
が
、佐
々

井
に
星
や
天
使
に
例
え
ら
れ
、
目
標
を
失
い
、
佐
々
井
は
も
う
、「
ぼ
く
」
が
探
し
て
い
る
も
の
を
見
つ

け
世
界
の
全
体
を
見
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
。 

 

私
は
、
小
さ
い
頃
に
海
面
上
昇
で
沈
む
ツ
バ
ル
と
い
う
国
を
知
り
「
環
境
の
仕
事
が
出
来
た
ら
」
と

な
ん
と
な
く
考
え
て
い
た
。小
学
校
六
年
生
の
時
に
、ツ
バ
ル
に
何
度
も
行
っ
て
い
る
先
生
と
出
会
い
、

色
々
な
話
を
聞
か
せ
て
く
れ
、
環
境
の
仕
事
を
す
る
事
を
応
援
し
て
く
れ
た
。
い
つ
か
ツ
バ
ル
に
行
こ

う
と
考
え
始
め
た
の
も
そ
の
頃
だ
っ
た
。
先
生
が
と
て
も
大
き
く
見
え
た
。
私
は
、
さ
ら
に
佐
々
井
の

存
在
を
大
き
く
感
じ
、
自
分
の
小
さ
さ
を
痛
感
し
た
で
あ
ろ
う
「
ぼ
く
」
に
少
し
共
感
し
た
。 

 

あ
る
時
「
ぼ
く
」
は
、
佐
々
井
に
頼
ま
れ
株
の
運
用
を
手
伝
う
。
そ
こ
で
も
、
カ
ナ
ダ
に
行
っ
た
伯

父
か
ら
預
か
っ
た
五
百
坪
で
部
屋
が
二
十
以
上
も
あ
る
家
で
相
当
な
額
の
現
金
を
動
か
す
と
い
う
佐
々

井
の
大
き
さ
が
見
え
る
。
し
か
し
実
は
、
前
の
会
社
で
横
領
を
し
、
時
効
ま
で
の
五
年
間
ア
ル
バ
イ
ト

を
し
な
が
ら
逃
げ
ま
わ
り
、
時
効
の
直
前
に
こ
っ
そ
り
と
横
領
し
た
金
を
全
額
返
す
為
に
株
を
や
っ
て

い
た
。
金
を
返
し
た
時
「
ぼ
く
」
が
「
こ
れ
で
自
由
の
身
か
い
？
」「
解
放
さ
れ
た
っ
て
感
じ
る
？
」
と

聞
き
、
佐
々
井
は
「
い
や
、
あ
ま
り
感
じ
な
い
。」
と
答
え
て
い
る
。 

 

広
い
世
界
で
自
由
に
生
き
る
よ
う
に
見
え
た
佐
々
井
が
、
本
当
は
一
番
不
自
由
で
自
分
の
世
界
の
中

だ
け
で
生
き
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
今
も
気
ま
ま
に
宇
宙
や
世
界
の
中
で
生
き
て
い
る
と
は

思
え
な
い
。 

 

で
も
そ
れ
を
受
け
入
れ
、
佐
々
井
が
自
分
の
中
の
新
し
い
世
界
を
つ
く
っ
て
い
く
の
も
ま
た
宇
宙
や

世
界
な
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

私
は
、「
ぼ
く
」
が
こ
れ
か
ら
ま
た
染
色
工
場
で
ア
ル
バ
イ
ト
を
す
る
日
常
に
戻
り
、
自
分
の
中
の
何

か
を
見
つ
け
て
い
く
と
思
う
。 

 

人
と
の
出
会
い
は
、
良
い
影
響
も
悪
い
影
響
も
与
え
る
と
思
う
。「
ぼ
く
」
と
、
私
と
先
生
と
の
出
会

い
の
結
末
は
違
う
が
、
私
も
小
さ
な
世
界
に
い
る
と
思
っ
た
。
世
界
、
環
境
、
世
の
中
、
ま
だ
ま
だ
何

も
分
か
ら
な
い
。
家
族
や
友
達
や
先
生
、
多
く
の
人
と
出
会
い
、
影
響
を
受
け
、
学
ば
せ
て
も
ら
っ
て

い
る
。 

最
初
に
書
い
た
二
つ
の
文
の
意
味
が
、
い
つ
か
理
解
で
き
る
日
が
く
る
の
か
分
か
ら
な
い
が
、
今
は

自
分
自
身
の
世
界
の
中
で
、
周
り
に
目
を
向
け
精
一
杯
生
き
て
行
こ
う
と
思
う
。 
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「
螢
川
」
を
読
ん
で 

 

 
 
 
 
 

― 

螢
の
「
生
」
と
身
近
な
「
死
」
― 

 

「
風
が
や
み
、
再
び
静
寂
の
戻
っ
た
窪
地
の
底
に
、
蛍
の
綾
な
す
妖
光
が
人
間
の
形
で
立
っ
て

い
た
。」
こ
れ
は
、
こ
の
物
語
最
後
の
一
文
で
あ
る
。
全
く
予
想
も
し
て
い
な
い
突
然
の
出
来
事

に
、
私
は
驚
か
さ
れ
た
。
筆
者
は
何
故
、
こ
の
一
文
で
物
語
を
終
わ
ら
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

主
人
公
で
あ
る
竜
夫
は
、
貧
え
に
加
え
父
の
死
、
友
人
の
死
、
そ
の
友
人
の
父
の
気
狂
い
、

淡
い
思
い
を
抱
い
て
い
る
英
子
を
残
し
て
意
に
そ
ぐ
わ
な
い
大
阪
行
き
の
話
―
。
ま
だ
十
四
歳

で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
厳
し
い
冬
か
ら
初
夏
に
か
け
て
様
々
な
重
苦
し
い
出
来
事
に
直
面
す
る
。

さ
ら
に
、
父
と
母
の
そ
れ
ぞ
れ
の
過
去
、
祖
父
で
あ
る
銀
蔵
の
息
子
の
死
、
そ
の
婚
約
者
の
妊

娠
中
絶
な
ど
も
淡
々
と
描
か
れ
て
い
る
。 

 

私
は
、
十
四
歳
と
い
う
自
分
よ
り
も
年
下
で
あ
る
少
年
が
、
こ
の
よ
う
な
苦
し
い
経
験
を
し

て
耐
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
驚
い
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
竜
夫
は
悲
し
み
を
乗
り
越
え
ら
れ
る

強
い
人
間
な
の
だ
と
思
っ
た
。 

 

悲
し
み
を
乗
り
越
え
ら
れ
る
、
と
前
に
書
い
た
が
、
こ
の
物
語
に
は
「
悲
し
い
」
と
い
う
よ

う
な
竜
夫
の
感
情
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
人
物
の
思
い
や
感
情
の
は
っ
き
り
描
か
れ
て
い
る
と

こ
ろ
が
一
切
な
い
の
だ
。
少
し
描
か
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
私
の
中
で
印
象
深
い
も
の
が
二
つ

あ
る
。
一
つ
目
は
、
父
の
友
人
で
あ
る
大
森
と
い
う
男
に
、
お
金
と
父
の
手
形
を
代
え
て
も
ら

い
に
行
っ
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
大
森
は
手
形
は
い
ら
な
い
か
ら
、
お
金
は
竜
夫
に
貸
す
と
言
い
出

し
た
の
だ
。
貸
し
た
お
金
は
大
人
に
な
っ
た
と
き
返
し
て
く
れ
れ
ば
い
い
、
も
し
自
分
が
死
ん
で
い
た

ら
返
さ
な
く
て
い
い
、
と
。
竜
夫
は
、「
涙
が
溢
れ
て
き
た
。
嬉
し
い
の
で
は
な
か
っ
た
。
と
い
っ
て
悲

し
い
の
で
も
な
か
っ
た
。」
こ
の
と
き
竜
夫
が
ど
う
思
っ
た
の
か
は
、
は
っ
き
り
と
は
分
か
ら
な
い
。
で

も
私
は
、
竜
夫
は
嬉
し
い
、
悲
し
い
気
持
ち
よ
り
、
や
る
せ
な
い
気
持
ち
で
涙
が
溢
れ
た
の
だ
と
思
う
。

お
金
の
こ
と
は
自
分
も
、
家
族
も
も
う
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
大
森
は
父
で
も
母
で
も
な
く
、

自
分
に
お
金
を
貸
す
と
言
っ
て
く
れ
た
。
子
供
で
ど
う
し
よ
う
も
で
き
な
い
自
分
に
背
負
わ
せ
て
く
れ

た
の
だ
。
私
は
こ
の
場
面
を
読
ん
だ
と
き
自
然
と
涙
が
溢
れ
た
。
二
つ
目
は
、
完
全
に
寝
た
き
り
と
な

り
、
言
葉
を
失
い
語
れ
ぬ
父
の
見
舞
い
に
行
っ
た
と
き
の
こ
と
だ
。
竜
夫
は
大
森
に
会
い
に
行
っ
た
こ

と
、
銀
蔵
た
ち
と
螢
の
大
群
を
見
に
行
く
こ
と
を
告
げ
る
。
す
る
と
父
は
、
泣
き
笑
い
の
ま
ま
い
つ
ま

で
も
同
じ
単
語
を
く
り
返
し
た
。
そ
し
て
泣
き
だ
し
た
父
は
竜
夫
に
し
が
み
つ
き
子
供
の
よ
う
に
顔
を

こ
す
り
つ
け
た
。
竜
夫
は
、「
恐
か
っ
た
。
…
父
か
ら
、
一
時
も
早
く
逃
げ
て
い
き
た
か
っ
た
。」
こ
こ

で
も
や
は
り
、
竜
夫
が
ど
う
思
っ
て
い
た
の
が
は
っ
き
り
と
描
か
れ
て
い
な
い
。
私
は
、
竜
夫
は
自
分

の
父
が
弱
り
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
こ
ん
な
父
は
見
た
く
な
い
、
こ
う
も
人
は
変

わ
っ
て
し
ま
う
の
か
と
い
う
思
い
だ
っ
た
の
だ
と
思
う
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
物
語
に
は
人
物
の
思
い
や
感
情
を
は
っ
き
り
と
描
い
て
い
な
い
。
描
か
な
い
こ

と
で
私
は
、人
物
に
共
感
す
る
と
い
う
よ
り
、そ
の
人
に
な
っ
た
よ
う
に
読
み
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
。 

そ
し
て
最
後
の
一
文
に
戻
る
。
こ
の
文
は
、
銀
蔵
、
母
、
英
子
と
四
人
で
螢
を
見
に
行
っ
た
と
き
の

文
で
あ
る
。
目
当
て
の
蛍
は
、
四
月
に
大
雪
が
降
っ
た
と
き
に
の
み
見
ら
れ
る
螢
の
大
群
だ
。
こ
こ
で

の
情
景
描
写
は
な
ん
と
も
言
え
な
い
。
無
数
の
螢
が
舞
う
美
し
さ
。
英
子
と
竜
夫
に
降
り
注
ぐ
光
の
波

し
ぶ
き
。
だ
が
螢
は
た
だ
華
麗
な
お
と
ぎ
絵
で
は
な
く
、
も
っ
と
生
々
し
く
て
命
を
必
死
で
つ
な
ぐ
よ

う
に
、
余
裕
な
く
懸
命
に
舞
っ
て
い
る
の
だ
。
私
は
最
後
の
シ
ー
ン
に
描
か
れ
る
な
ん
と
も
言
え
な
い

情
景
描
写
を
そ
の
よ
う
に
感
じ
た
。
こ
れ
ま
で
重
苦
し
く
描
か
れ
て
き
た
「
死
」
は
、
必
死
に
つ
な
ぐ

螢
の
「
生
」
と
対
比
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
た
。
最
後
の
一
文
。
そ
れ
は
き
っ
と
、
蛍
で
あ
り
人

で
あ
り
、
命
そ
の
も
の
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
は
こ
の
物
語
か
ら
今
ま
で
考
え
た

こ
と
の
な
い
「
生
」
と
「
死
」
に
つ
い
て
、
深
く
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
。 
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「
さ
ぶ
」
を
読
ん
で 

 
 
 
 
 

― 

周
囲
の
人
の
あ
り
が
た
さ 

― 

 

「
タ
イ
ト
ル
、『
さ
ぶ
』
よ
り
『
栄
二
』
の
方
が
よ
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
。」 

物
語
の
中
盤
、
栄
二
を
中
心
に
進
ん
で
い
く
物
語
を
読
み
な
が
ら
、
私
は
そ
う
思
っ
た
。 

 

経
師
屋
に
住
み
込
み
で
働
く
職
人
、
さ
ぶ
と
栄
二
が
主
な
登
場
人
物
で
あ
る
。
物
語
は
二
人

が
お
得
意
先
の
綿
文
に
仕
事
に
出
か
け
た
と
こ
ろ
か
ら
急
展
開
す
る
。
栄
二
が
盗
み
を
働
い
た

と
い
う
無
実
の
罪
に
問
わ
れ
、
寄
場
に
送
り
こ
ま
れ
る
の
だ
。 

 

栄
二
は
最
初
、
寄
場
を
出
た
ら
必
ず
復
讐
を
す
る
と
言
っ
て
い
た
。
そ
う
言
っ
た
と
き
の
栄

二
は
、
賢
く
て
優
し
か
っ
た
も
と
の
彼
と
は
違
っ
て
い
た
。
物
語
を
読
ん
で
い
て
怖
い
な
と
感

じ
た
場
面
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
の
だ
が
、
私
が
一
番
怖
か
っ
た
の
は
、
栄
二
の
中
に
あ
る
復
讐

し
て
や
ろ
う
と
い
う
気
持
ち
だ
っ
た
。
も
と
は
頭
が
良
く
て
優
し
い
青
年
だ
っ
た
の
に
、
ケ
ン

カ
っ
早
く
て
人
を
寄
せ
つ
け
な
い
男
に
な
っ
て
し
ま
う
。
栄
二
の
人
の
変
わ
り
よ
う
に
驚
い
た

と
と
も
に
、
も
し
自
分
の
ま
わ
り
の
人
が
こ
ん
な
風
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
っ
た
ら
と

想
像
す
る
と
、
と
て
も
怖
く
な
っ
た
。 

 

し
か
し
、
そ
ん
な
栄
二
も
結
果
的
に
は
、
罪
を
き
せ
た
犯
人
が
わ
か
っ
て
も
復
讐
を
す
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
彼
は
寄
場
で
生
き
た
こ
と
は
た
め
に
な
っ
た
と
、
人
生
を

狂
わ
さ
れ
た
こ
と
を
前
向
き
に
と
ら
え
る
の
だ
。
人
間
一
度
き
り
の
人
生
を
他
人
に
狂
わ
さ
れ

て
、
許
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
普
通
、
そ
の
答
え
は
否
だ
と
思
う
。
け
れ
ど
も
栄
二
が

そ
ん
な
風
に
思
う
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
寄
場
に
い
る
彼
を
気
に
と
め
て
く
れ
る
存
在
が
あ
っ

て
、
寄
場
で
得
た
経
験
を
生
か
せ
る
場
所
が
用
意
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。
も
し
も
寄
場
を

出
て
、
誰
も
受
け
入
れ
て
く
れ
る
人
が
い
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
寄
場
で
過
ご
し
た
期
間
は
、
彼
に
と

っ
て
た
だ
の
人
生
の
無
駄
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
思
う
。
そ
し
て
、
一
番
大
き
か
っ
た
の
は
、
や
は
り
さ

ぶ
の
存
在
だ
と
私
は
考
え
る
。
彼
は
自
分
の
こ
と
を
お
い
て
で
も
栄
二
の
こ
と
を
心
配
し
、
栄
二
に
尽

く
し
た
。
仮
に
私
が
何
か
無
実
の
罪
に
問
わ
れ
た
と
し
て
自
分
の
家
族
や
友
人
は
そ
ん
な
に
も
尽
力
し

て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
。
私
な
ら
で
き
な
い
と
思
う
。
同
情
し
た
り
、
無
罪
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
こ
と

は
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
さ
ぶ
の
よ
う
に
友
人
を
罪
か
ら
守
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と

自
分
を
責
め
る
ほ
ど
、
他
人
を
思
う
こ
と
は
で
き
な
い
気
が
す
る
。
さ
ぶ
の
栄
二
を
思
う
心
の
ま
っ
す

ぐ
さ
に
感
心
し
た
。 

「
…
能
あ
る
一
人
の
人
間
が
そ
の
能
を
生
か
す
た
め
に
は
能
の
な
い
幾
十
人
と
い
う
人
間
が
、
眼
に
見

え
な
い
力
を
貸
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
て
ほ
し
い
。」
こ
れ
は
与
平
の
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
に
は

と
て
も
ド
キ
ッ
と
さ
せ
ら
れ
た
。
自
分
が
能
あ
る
人
間
か
ど
う
か
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
自
分

が
何
か
を
す
る
時
に
は
必
ず
誰
か
の
お
か
げ
で
そ
れ
が
で
き
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
い

け
な
い
と
思
っ
た
。 

 

私
の
中
で
最
も
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、「
人
間
の
す
る
こ
と
に
い
ち
い
ち
わ
け
が
な
く
っ
ち
ゃ
な

ら
な
い
っ
て
こ
と
は
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
…
。」
と
い
う
さ
ぶ
の
言
葉
だ
。
そ
れ
ま
で
ず
っ
と
、
さ
ぶ

が
栄
二
に
尽
く
す
理
由
を
探
し
て
い
た
私
だ
っ
た
が
、
こ
の
一
言
を
読
ん
で
納
得
が
い
っ
た
。
私
も
家

族
や
友
人
が
元
気
が
な
い
と
励
ま
し
た
く
な
る
。
そ
し
て
、
励
ま
し
た
く
な
る
こ
と
に
特
に
理
由
は
な

い
の
だ
。
す
る
こ
と
に
対
し
て
理
由
は
な
く
て
も
い
い
と
い
う
の
は
当
た
り
前
の
こ
と
な
の
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、
今
回
改
め
て
そ
れ
に
気
づ
か
さ
れ
、
確
か
に
そ
う
だ
と
と
て
も
納
得
さ
せ
ら
れ
た
。 

私
は
最
初
に
『
栄
二
』
の
方
が
良
い
と
思
う
と
書
い
た
。
し
か
し
物
語
を
読
み
終
え
て
、
や
は
り
こ

の
本
は
『
さ
ぶ
』
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
栄
二
の
人
生
が
物
語
の
よ
う
な
展
開
に
な
っ
た
の

は
、
さ
ぶ
が
い
た
か
ら
こ
そ
な
の
だ
。
栄
二
だ
け
が
頼
り
な
ん
だ
と
言
っ
て
い
た
さ
ぶ
だ
が
、
本
当
は

栄
二
の
方
が
さ
ぶ
に
支
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
私
は
思
う
。
自
分
の
こ
と
を
気
に
か
け
て
く
れ
る
人
が

い
る
と
い
う
こ
と
は
本
当
に
幸
せ
な
こ
と
だ
と
改
め
て
感
じ
た
。 
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２年生の部 

 

海と毒薬 

遠藤 周作 著 

電気情報工学科 田北 人士 

 

「海と毒薬」を読んで 

― 時代の経過と思考の変化 ― 

 

 この物語は、戦時中に米軍捕虜の生体解剖事件、そ

れを行った医者や看護婦の心境などを描いたものであ

る。主な登場人物である勝呂医師の他に、同僚の戸田

医師達複数の人間の考え方が物語や手記の形で書いて

あった。 

 自分の考え方はどの人物にも当てはまらない物だっ

たし、友人達に聞いても登場人物達と同じような考え

方をする人は少ないと思う。それは時代の流れによっ

て変わってしまった考え方だと言える。同じ物事だっ

たとしても今と昔ではそもそも考え方が違うのだから。

ましてや戦争末期だ、医師たちの言う通り空襲によっ

て人の死が日常的なものとなっているからこそ、人々

にとっての命というものが軽くなってしまっているの

だ。医学の発展の為と言われれば、その恩恵を受けて

いる我々には何も言えない。かといってそんなことを

肯定していいものなのだろうか。読んでいる最中にず

っと考えていたことだ。 

 逆に本の人物の思考に合わせて考えてみる。実験に

肯定的だった戸田医師は、これも時代だからと、医学

の進歩だと分りきっていた。確かにそうかもしれない。

先程述べた通り、医学の発展に貢献していることは事

実だし、命が軽いその時だからこその考えだ。でも、

人の命が軽い時代だからといって生体解剖なんてやっ 

ていいのか。そう考える人物もいたのだ。勝呂医師の 

 

 

考え方こそが、自分がその場に居た時にするであろう 

考え方に最も近かった。彼は実験に参加するのを承諾

してしまう。しかし、実験に直接は手出しをしなかっ

た。ギリギリのところで彼は迷っていたからなのだろ

う。彼のこの行動に関して、様々な意見があるのだろ

う。迷うくらいなら最初から断ればいいだとか、参加

を承諾するぐらいなら迷うなだとか。自分が感じたこ

の本の伝えたいことはこれなんじゃないかと思った。

時代による考え方の変化は確かにあるけれど、勝呂医

師は最後で踏みとどまっていた。これが現在と過去の

考え方を繋ぐ物だと自分は考えた。そういう時代だか

らしかたがないと言う同僚の言葉に最後だけでも抗っ

ていた勝呂医師。自分も参加の誘いを断わることはで

きなかったと思う。けれど、必ず実験には参加しない

だろうと断言できる。実験が行われてから時間がたち、

改めて患者に実験に参加したという事実を突きつけら

れた時に、彼は同じような場面になっても自分は断れ

ないと言った。断り切ることができないと。それが彼

の弱さなのだと理解すると同時に、共感することので

きた自分の弱さだと思った。一つ違うのは、自分の言

う実験に手を借さないというのはどこまでいっても現

代の考え方だということだ。勝呂医師の様に、その時

代の人間が踏み留まるのとはわけが違う。彼の方が自

分なんかよりも何倍もすごいのだ。 

人々にとっての当たり前の思考。それは時代の流れ

によって変わるものであると最初に書いた。しかし、

それが全てではないということがこの本を通してよく

わかった。当たり前が全てではなく、自分が今まで培

ってきた価値観や経験を照らし合わせることで当たり

前に疑問を持つことを学んだ。時代の流れに関して大

きな違いがこれからなくとも、自分が学んだりしてき

たことで自らの意見を形づくる。これが、自分にとっ

ての一つの課題なのだと思う。 
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雪国 

川端 康成 著 

環境都市工学科 大室 ひな 

 

「雪国」を読んで 

― 日本文学の美しさとは ― 

 

私がこの本を取り上げた理由は、日本文学を代表す

る名作といわれるものを、日本人として一度は読むべ

きだという単純なものである。というのも、先日、洋

書の翻訳されたものを読んでいて、作中でイギリス人

女性の登場人物が、川端康成の「雪国」を読めば日本

文化や文学の美しさがよくわかるなどと話す場面があ

ったのだ。そこで、今回はこの小説の美しさはどこに

あるのか探してゆきたいと思う。 

 まず、最初に私が抱いた疑問は、この作品のストー

リーははたして美しいというものかということである。

主人公の島村は妻子を持ちながらも遠い雪国に住む芸

者、駒子と毎年冬を共に過ごすのである。島村の行為

は妻に対しては不誠実といえるものである。また、話

の中にはあいまいではっきりしないことも多くある。

例えば、島村という人物は、妻子を置いて長期間温泉

地に滞在したり、その職業も西洋舞踊の本などを趣味

程度に翻訳したりと、その実態がよくつかめないので

ある。他にも、葉子という女性が重要な人物なのだが、

島村と駒子と彼女の関係も謎のまま最後は運命にほん

ろうされて死をとげてしまうのである。 

 ここで、私はこれらとは非常に対称的な要をいくつ

か見つけたのである。 

 まず、二人の女性の純愛である。駒子は、非常に健

気な、女の子らしい性格で、ただひたすらに島村のこ

とを好く。よく、島村に、帰れと言ったり、やっぱり

帰るなと言ったりと、とてもかわいらしい女性である。

また、一方葉子も、病気で亡くなってしまう一人の男

性のことを、ずっと看病し、亡くなってしまった後も

毎に墓参りをする。本当に一途なのである。彼女は、

看護婦になりたいと昔思っていたと島村に打ち明ける

が、もう看護婦にはならないと言う。その理由を尋ね

ると、「だって、私は一人の人しか看病しないんです。」

ということだった。たった一人の男性をここまで愛し

抜く激しさに私は驚かされた。 

 この二人のはっきりとした真っすぐな恋が、島村の

あいまいさによって、よりひきたつように私は感じた。 

 その他にも、作中に多用されているいくつかのキー

ワードがある。駒子には、“清潔”という言葉が実にた

くさんの数使われている。どんな状況にあっても、彼

女の印象は非常に清潔なものなのである。葉子には、

“澄み通った声”の持ち主であるという説明がしばし

ばみられる。これらの言葉が作中に何度も出てくるこ

とで、作品全体にクリアで美しさを感じると私は感じ

た。 

 最後に、私の疑問を解くかぎになると思われるキー

ワードがある。それは、“素直”だ。駒子が、島村に、

「ねえ、あんた素直な人ね。」と言い、島村も自分のこ

とを、“そうだ、自分ほど素直な人間はいないのだ”と

思う場面がある。私は、なるほどな、と思った。この

作品の中の登場人物はみな素直で、自分の気持ちに正

直なのだと。だから、あいまいだと思ったストーリー

も、非常に自然に、そして美しささえも感じられると

思ったのである。 

 この作品を読んで、日本ならではの恋の世界観に触

れることができてよかったと思う。 



 

第５７号 図書だより  

 

 

天平の甍 

井上 靖 著 

建築学科 難波 宗功 

 

「天平の甍」を読んで 

― 信念を貫いた一人の僧侶 ― 

 

二十年という長い年月にわたる僧侶の労苦が、私の心

をしっかりと捉えた。自分の故郷でない他の国に、ど

うして、そこまで仏法を伝えようとしたのだろうか。

「自分」のため、「周りの人」のために何かをしようと

は、当たり前のように私は思う。しかし、何度も失敗

すれば、容易にあきらめてしまうかもしれない。 

 私がもし、鑑真であったなら、五度失敗しても、盲

目になっても、あきらめない自信がない。日本が鑑真

にとっての「故郷」なら、何度失敗しても帰りたいと

思うのは当然である。しかし、日本は鑑真に何のつな

がりもない。ただ、日本の留学僧に頼まれただけのこ

と。 

 五度渡航に失敗、そして失明したにもかかわらず、

あきらめなかった彼の心の奥には何があったのだろう

か。 

 そこには、全て縁によって成り立っているという仏

教の教えが深く根ざしているのではないか。高僧と尊

敬された鑑真だからこそ持っているものである。もし

も彼が、仏の道を修業し始めてから少しの年月しか経

ていない者だったなら、その教えは学んでいても、深

く根ざしておらず、渡日を失敗した時点であきらめて

しまうかもしれない。長い年月を経て、色々なことを

体験した鑑真だからこそ、何度も失敗してもあきらめ

なかったのだろう。 

 「夢」に関して、私達高校生や中学生は、よく「決

してあきらめない」等と書く。しかし、いざとなった

らどうだろう。人生体験が豊富でない私達高校生や中

学生は、どんな失敗があろうと、どんなに文句を言わ

れようとあきらめずにいられるだろうか。口で言うの

は容易だ。しかし、実際にそういう時が来ないと、そ

の苦しみは分からない。だが、「決してあきらめない」

という意志は強く持った方がよい。強く持った方が良

いと、人生体験のない私が言うのも変な話であるが、

人生体験が豊かであるほど意志を強く持てるのだと思

う。 

 鑑真が来日したときには、すでに盲目であったが、

その時の心情はいかなるものであっただろうか。五度

の渡航失敗に、唐の役人の妨害、重なる災難の末に成

功した彼の心情は、計り知れないものがあったのでは

ないか。 

 試練に耐えた鑑真の度量の大きさは計り知れない。

日本の為に、仏法を伝えるために、命懸けで、どんな

ことが起ころうと信念を貫いた。 

 何かの目標を持ち、それを目指す私達にとって、信

念を貫いた鑑真は手本であると思う。又、どんなこと

が起ころうと、それを中断すれば、最初からそれに向

かって何もしなかったのと同じことだと思う。だから

こそ、信念を貫くのは、私達にとって大事なのだ。 

 将来どんなことが起こるか分からない。それに負け

ず、信念を貫き通す姿勢また強い意志を持ちたい。又、

体験したことを学びとして生かし、よりその意志を強

くしていきたい。 

 あせらず、挫折せず、成長していく。私は、決めた。 



 

 図書だより 第５７号 

 

 

鉄道員 

浅田 次郎 著 

建築学科 前本 将志 

 

「鉄道員」を読んで 

― 全て捧げてこそなれるもの ― 

 

乙松は死んだ妻と娘のために一人、駅のホームに立

ち続けたのだと思う。 

 乙松が四十五年間立ち続けてきた幌舞駅は一日に三

度だけ一両だけの気動車がやって来る。乗客はほとん

どいない。それでもホームに立ち、一人気動車の誘導

をするのだ。そんな中乙松も定年の齢となり、唯一の

幌舞行きも廃線が決まった 

 四十五年間ポッポヤとして生きてきた乙松は何が起

こっても決して泣くことはなかった。遅くしてやっと

産まれた娘の雪子がまだ２才の時、乙松は妻と雪子を

ホームから送り出し、雪子が冷たくなって帰って来て

も、ホームに立ち旗を振りながら迎えた。涙は流さな

かった。妻が危篤という報せを受けても、ポッポヤと

しての仕事を終えるまで、病院には向かわなかった。 

 妻と雪子を亡くし、幌舞駅も活気が無くなった中で、

何故一人ホームに立ち続けられたのだろうか。もし僕

なら辛すぎて他の仕事や生き方を探しそちらに逃げて

しまうと思う。乙松の言う「ポッポヤ」はそこまで家

族や自分自身を抑えつけなければいけないのだろうか。

しかしそれは単純に、ポッポヤに誇りがあり、愛して

いるからなのだと思う。集団就職のために多くの若者

が都会に出ていってしまったが、それでもその人たち

を送り出せるのは乙松自身しかいない。だから一年中

ホームに立つのだと思う。一日に三度だけ気動車の誘

導をするのがポッポヤと言われると楽な気がするが、

実は雪が吹ぶく中でも乗客がいなくても都会へと出て

いった人たちの郷、誰かが帰ってくるかもしれない場

所である幌舞駅を守っていくのが本物のポッポヤなと

だと思った。だから雪子が冷たくなって帰って来た時

も、ポッポヤとして迎えたのだと思う。だから半端な

気持ちでポッポヤはしないんだと涙をこらえたのだと

思う。その気持ちが家族がいなくなって辛い時の乙松

をホームに立たせたのだろう。 

 

 

 

僕は乙松みたいに一つの大きな信念を持って生き

ていきたいと感じた。乙松は死んでしまう前日に夢の

中で成長した雪子と再会し、ポッポヤだからと家族に

対して上手に接せなかったことを謝ると雪子は気にし

ていないと優しく許していた。それは、雪子が産まれ

て、死んでしまった後もずっとポッポヤとしてホーム

に立ち続けたからだと思う。全てを抑えこんで一生懸

命やってきたことだから、雪子や、鉄道員達に愛され

たのだ。僕は建築家になるという夢に向けて頑張って

いる。もしも建築家になれたのなら、全力で励みたい

と思う。そうやっているうちに立派な建築家として周

りから親しまれ、全力でやってきて良かったと思える

ようにしたい。この『鉄道員』を通して、泣きたいく

らいの辛いことがあったとしてもそれまでやってきた

事から逃げずにその後も全てささげていくうちに幸せ

と思えることが待っているんだなと思った。 



 

第５７号 図書だより  

 

 

富士山頂 

新田 次郎 著 

建築学科 松本 華澄 

 

「富士山頂」を読んで 

― 挑戦する勇気、成し遂げる力 ― 

 

なぜこの本を選んだかというと、私は以前富士山に

登ったことがあり、この本のタイトルを見た時に興味

を引かれたからだ。日本人にとって偉大な存在である

富士山についてどのようなことが書かれているのか、

また自分自身が感じた富士山と比較しながら読みたい

と思った。 

 この本には、標高三七七四メートルの富士山頂にレ

ーダーを取り付けることに情熱を燃やす、三菱電気技

術部員の梅原と、気象庁測器課長である葛木を中心と

した男たちの姿が描かれている。 

 私は、この小説の中の細かな描写が印象に残った。

作者の新田次郎は富士山測候所に勤務してから五年間

にわたり通算四〇〇日を富士山頂で過ごしていたそう

だ。つまり、富士山頂を自分の体をもってして体験し

ているのである。このような体験を作者自身がしてい

るからこそこんな文章が書けるのだ、と思った。 

 私はこの本を読んで、主に二つの事について思った

ことがある。一つ目は、「この男たちの熱き挑戦はなん

て素晴らしいのだろう」ということだ。富士山は過酷

な自然環境で、天気はいつも不安定。また空気が薄い

ので、高山病に悩まされ、頭が割れるように痛んだり

吐き気がして食欲もなくなったりする。実際に私が富

士山に登った時も、まともに食事はできず、普段の生

活行為ですらとても辛く感じた。そんな環境の中、夏

の２ヶ月という限られた作業期間でレーダーを富士山

頂に設置しようとする男の姿は、とても勇ましく思え

た。二つ目は、「なぜそこまで富士山頂に気象レーダー

を取り付けることに専念できたのか」ということだ。

一つのことに向かいひたすら努力する事は普段私たち

が生活している中でも難しいことだ。また、ある障害

にぶつかった時、どうすればいいのか分からず先を見

失ってしまった時も決して諦めないという心はとても

重要なことだと感じられた。したがって、そのような

男たちの姿はこの本を読んでいく中で非常に感動させ

られる部分だった。 

 

           

私はこの本を読んで、どんな環境の中でも、自分が

掲げた目標や夢に向かってひたすら努力する大切さと

いうものを教えられた気がする。「富士山頂」というこ

の話はまさに大自然と人間との戦いの物語であった。

台風から自分たちを守る為に、知力・体力・時の運、

そしてやり遂げようとする意志で気象レーダーをどう

にか取り付けようと努力していた。このように一つの

ことに必死に向かう姿が、私に「頑張ろう」という気

持ちを持たせてくれた。 

今まで私は、何か失敗するとその理由を周りや環境

のせいにして、本当の原因から逃げてしまうところが

あった。しかしこれからはきちんと自分と向き合い、

今ある夢や目標を実現させるための努力を最大限にし

ていきたいと思う。例え泥まみれになっても、何回失

敗を重ねても、その都度成長していきたい。また、ま

だ踏み出したことのない場所に足を踏み入れ、自分が

興味を持ったことには積極的に参加していきたい。こ

の本は、そんな一つのことを成し遂げる力や、色んな

ことに挑戦していく勇気を与えてくれるような話だっ

た。 

 



 

  図書だより 第５７号 

 

３年生の部 

 

日本を捨てた男たち 

水谷 竹秀 著 

機械工学科 三浦 純 

 

「日本を捨てた男たち」を読んで 

 

この本を読んで、日本という国について考えさせら

れた。豊かな故郷を捨て、フィリピンに渡りいわゆる

「困窮邦人」、外国から来てホームレスになった人々の

実態が描かれていた。困窮邦人になった人々は皆、「何

か」を求めてフィリピンに渡っていた。 

 日本は今、個人に多少の差はあれど、多くの人が世

界的にみても衣食住の揃った裕福な生活をすることが

できている。私もその中で学校に行ったり友達と遊ん

だりして毎日を生きている。未だ紛争などのある世界

の中で、このような平和な生活を享受しているという

ことは、とても幸運なことであると私は思っていた。

そして、フィリピンに渡り困窮邦人になった人々にも、

この生活はあった。それなのに何故、日本を出て、決

して裕福であるとはいえないフィリピンに、家族も友

人も職も放り出して向かう人々がいるのはどういうこ

となのだろうか。 

 吉田正孝（仮名）という男性は、フィリピンクラブ

で出会った女性を追いかけてフィリピンへ渡ったそう

だ。職もあり家もあったが、家族や友人との関係は寂

しいものだった。そんな中で出会ったフィリピン人女

性の、自分に向けられた笑顔に男としての自尊心をく

すぐられ、四十八歳という年齢でフィリピンに向かっ

たのだ。そこまでの強い感情を抱くものなのかという

ことが、私には分からなかった。フィリピンに着いて

しばらくは、女性や女性の家族とも仲良くやっていた

が、やがて持っていったお金も少なくなり、遂には帰

りの飛行機分のお金も女性に貸してしまう。そこから

関係は悪化していき、そして家を追い出され、男性は 

 

 

 

困窮邦人になってしまった。異国の地で裏切られ、困

窮邦人になるなんて、私の想像を絶するものだろうと

思った。そして、日本人は金を持っている、程度にし

か思われていなかったのかということが、私は悲しか

った。 

しかし、フィリピンの人々には、温かい人も多かっ

た。「困っている人は助けるもの。」という考えが、フ

ィリピン人の多くの人に根付いているそうだ。それは

ホームレスに対しても変わりはなかった。フィリピン

には困窮邦人が沢山いるが、その理由の一つが、この

考えが根付いていることだった。日本では、ホームレ

スと話すことはおろか、近づくことにすら抵抗を持っ

ている人の方が多いだろう。私も、その内の一人であ

る。思いやりの心を持つことは大切だと改めて思いし

らされた。 

 困窮邦人への対処については、フィリピンでも大き

な問題になっている。日本に帰してあげることができ

れば一番なのだが、金銭面の問題を解決するためにフ

ィリピン政府が税金を使うことは難しい。となれば、

家族や親戚の送金を頼りにするしかないのだが、それ

らを放り出してフィリピンに行った者に、わざわざお

金を出してくれる人もそうそういないというのが現実

である。私だって、そう簡単には送らないと思う。「自

己責任だろう。」ということを、本を読みながらも考え

ていた。 

しかし、「このような考えが、人々をフィリピンに

向かわせたのではないか？」とも考えた。フィリピン

の人達に比べれば、家族愛や親戚同士の絆、地域社会

のつながりが、昨今の日本では希薄になっているので

はないだろうか。これこそが、平和な日本での問題な

のではないか。フィリピンに向かった人達が「幸せ」

を求めて向かったのであれば、必ずしも裕福であると

いうことが幸せであるということではないのではない

かと、この本を読んで深く考えさせられた。 

 

 

 

 

 

 



 

第５７号 図書だより  

 

 

社会の真実の見付け方 

堤未果 著 

電気情報工学科 由良 和大 

 

「社会の真実の見付け方」を読んで 

 

私がこの本を読んで感じたことは、私達はメディア

や政府、友達や家族その他大勢が発信している情報に

知らない間にコントロールされてしまっている可能性

があるということだ。 

「アメリカ同時多発テロ」この文字を見ると直ぐに航

空機がタワーに衝突する映像が思い浮かぶ。当時アメ

リカの高校生だったレイモンドはこの事件がきっかけ

で軍に入隊した。端的に他人へ伝えるならこうなるだ

ろう。テロリストのテロ行為によってレイモンドは軍

に入隊したと。しかしこの情報は九割足りていない。

当時高校生だった彼に入隊という選択肢を選ばせた重

要なファクターは他にある。本文にはこうある。「相手

は理屈など通じない悪魔だ、やられる前にこちらから

攻撃するしかない」 

 大統領がテレビの中からそう言って団結を呼びかけ

る。 

 アメリカに新しい「掟」が生まれた瞬間だった。 

 たちまち街じゅうに星条旗がかかげられ、国歌が流

れ、この戦いに勝利することがそれ以外のあらゆるも

のにとってかわった。邪悪な敵が銃口をこちらに向け

ているときに、教育や医療、病人や障害者や女性やゲ

イやホームレスの権利にかまけている暇がどこにあ

る？」 

これを見るとまるでアメリカ国民全てがテロリストと

の戦いを望んでいるようである。当時高校生だった彼

もそう感じただろう。先程から「当時高校生だった」

を多用しているが彼は当時高校生だったのだ。今まで

生きてきた中で一番大きな人の流れ、情報量、生の熱

量だったに違いない。抗うのは難しい。これらが彼を

入隊へと導びいた九割の要因であると感じた。 

 レイモンドは八年後のインタビューにこう答えてい

る 

  

 

 

 

 

 

 

「いま振り返ると、八年前に守ろうとしたものさえ正

直言ってわからない」 

 ぞっとするような言葉だ。よく分からないまま他人

の流す情報に動かされて戦場に行き人を殺していたと

いうことだ。そこには自分の意志や考えがあるようで、

実は誰かが発信して巨大になった波に飲み込まれただ

けだったと。 

 ぞっとしたのは、私も波に飲み込まれてしまうと感

じたからだ。なぜなら、アメリカ国民がやったことは

私を含めたアメリカ側の人間から見ると間違っている

とは思えない、アメリカ側の情報しか見ていないから。

日本でも直ぐに頭に浮かぶほど何度も放送された、あ

の映像を見てアメリカが悪いと言う人はいないであろ

う。そう、私たちは与えられた情報の中でしか善と悪

を判断できない。例え間違った情報であっても、人の

流れさえできてしまえば疑うことはできなくなる。そ

して、その情報で得た善と悪の盲目的な判断によって

人殺しさえもしてしまう可能性があるのだ。 

 日本は今、戦争が出来ない国だが他国に攻撃され何

万人も殺されたときに止まることができるのだろうか。

私はそのときに発信される情報、テレビだけではない

ネットの動画、ブログ、Twitter への書き込み、全て

重要になってくると思う。今の時代は一般人でさえ強

力な情報の発信源であるということを知っておかなけ

ればいけない。自分が感じたことを不用意に吟味もせ

ず発信してしまえば、それらは間違いなく大きな波と

なって、その情報を見た人を動かしていくだろう。人

は情報によってコントロールされるのだから。日本に

は、九条がある。一つのムーブメントを起こしうる象

徴の一つだ。情報にコントロール、支配された人達を

元に戻すことは難しいだろう。その情報が説得力をも

った真実ならなおさらだ。波を打ち消すには波しかな

い。 

 だが、その情報が正当性を持っていて、国民の大多

数が情報に気付かぬうちにコントロールされてしまえ

ば、その流れを止めるのは到底不可能なのかもしれな

い。 



 

 図書だより 第５７号 

 

 

世界の国 1位と最下位 

――国際情勢の基礎を知ろう 

眞 淳平 著 

環境都市工学科 三浦 佑輝 

 

「世界の国 1位と最下位 

――国際情勢の基礎を知ろう」を読んで 

― 日本は本当に豊かな国といえるだろうか ― 

 

もしも、「今の悩みは何ですか。」と聞かれたとし

たら、「進路をどうしようかと悩んでいる。」と答え

るだろうか。しかし、世界に目を向けてみると、現

在も、国民の大半が貧困に苦しんでいる国が三八か

国もあるというのが現状だ。例えばコンゴ民主共和

国では国民の三人にひとりが「文字を読む」という

行為ができないでいる。日常生活の多くの時間を生

きていくために必要な水を運ぶために費やさざる

を得ないからだ。 

 やはり、今私は幸せである。豊かな日本に生まれ、

多少の不満を抱えながらも、不自由無く暮らしてい

る。将来にそれほど大きな危機感など無いと考えて

いる。確かに、集団的自衛権、ＴＰＰ、デング熱、

中東の社会不安、地震や土砂災害、中国や韓国との

領土問題など、毎日報道されるニュースには不安な

事が多い。しかし、日常生活の中ですぐに危機感を

持つことは無い、と考えていたのだ。 

 しかし、それは間違っていたと気付かされた。繰

り返し耳にしていた「少子高齢化」という言葉。実

は、日本は、世界一の高齢者大国なのだ。人類がこ

れまで一度も経験をしたことのない超々高齢化社

会を世界に先駆けてこれから体験していくことに

なるのだ。近い将来、国民の三人にひとりが高齢者

という人口構成になるのだ。事実、私の家族構成を

考えてみると、両親には、それぞれ兄と姉がいるが、

ふたりとも独身である。私の祖父母は、四人共健在

だ。しかし、私はひとりっ子なので、同居はしてい

ないが、十代の私がひとりで、八人の大人を支えて

いるという構成になり得るのだ。このまま若年層が

増えていかなければ、将来、働き手が不足するのは

必至だ。労働力が減少するのに、高齢者が増えて、

社会福祉は増加していく一方であれば、経済も破綻

してしまうだろう。少しくらいの増税では、間に合

わなくなるのも当然だろう。 

 更に、日本という国は、先進国一の累積債務を抱

えているのが現状だ。数年前、政府が破産してしま

う危険性があると、世界を驚かせたギリシャ以上の

債務を抱えているのだ。 

 日本はこのままで大丈夫なのだろうか。すでに人

口のピークが過ぎて、今後は少しずつ人口が減って

いき、高齢者の割合が増えていく、という社会にな

ってしまうのだ。 

 現在、将来発展していくだろうといわれているの

は、「ＢＲＩＣｓ」とか「ネクスト・イレブン」と

呼ばれている国々で、これらは、どの国も、人口や

資源だけでなく、そのほかの産業基盤など、さまざ

まな要素がそろっている。もともと資源がない日本

が、このまま人口が減少していったとしたら、ます

ます、弱体化してしまうだろう。かつて、「小さな

島国」にもかかわらず、経済的な繁栄を勝ち取った

「奇跡」のような国とまでいわれた日本。いつまで

も、豊かな経済力を維持し続け、今後も発展し続け

ていける国であってほしいのはいうまでもないこ

とだ。 

 私の住むこの国が将来に渡って、不安なく繁栄

していくためには、やはり、少子高齢化は、何とし

ても、改善していかなければならない問題であると

考えさせられた。今の日本は決して豊かな国ではな

いということを認識した上で、今後、私たちはどう

すべきなのか広く世界を見渡して、さまざまな考え

方を開き、ひとりひとりが行動をしていくことが、

求められていると痛感した。 
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透明な建築 

二川 幸夫 著 

建築学科 茂木 友寛 

 

「透明な建築」 

― 妹島和世十西沢立衛読本2013 ― 

 

 透明な建築空間に入った時、私は新しい時空を感

じた。 

 ＳＡＮＡＡと聞けば建築を知らない人でも聞い

たことがある。日本を代表する建築ユニット。なぜ

この二人の建築は私を含めたたくさんの人々を新

しい時空空間へと誘い、感動させるのだろうか。 

 日本人建築家の妹島和世と西沢立衛が建築空間

をつくるときの思想やベクトルを細かに記した本。 

 作中は二人の建築家が近年設計した作品がどの

ように生み出されたのかを多くのインタビューを

行い紡ぎ出させれている。「特殊建築家」と世間か

ら呼ばれる二人は「普遍性」と「特殊性」の両極端

な言葉を持ち出し「思想としては普遍性を目指して

いるけれど、建築物単位としては、複製再現出来る

もの、誰でも出来るものなどに興味がない」と日本

人の弱いとされる独自性が必要と語りながらも、

「バランスがなければあまり、意味がない」と調和

がなければ建築は形にならないと実際のイメージ

から現実へのアクセス方法が書かれていた。このセ

ンスは今後私にも必要になるスキルだと思う。 

 僕はＳＡＮＡＡが設計した「海の駅直島」香川県

直島にこの本を読んだ後見に行った。日本の多くの

建築は摩天楼のように立ち上がり、家々は塀で囲ま

れ、プライバシーの固まりが小道に迫っているよう

に僕は今の建築を感じている。町を歩いていていい

気分にはなれないところがある日本の町並み。 

 しかし、この海の駅はフェリーの港施設や観光案

内所、バスターミナルなどの複合施設がとけ込み合

い一つの空間として建ち利用する人々も普段より

明るく感じる空間だった。 

  

 

 

 

 

 

 

私が建築の道を進もうと思った大きな出来事が

ある。デンマークのコペンハーゲンを訪れたとき。

コペンハーゲンの町並みは古い石造りの建物の中

に王立図書館、スカンジナビアホテルなどの開放感

があり、透き通った新建築が融合していた。パブリ

ックとプライバシーが見事な調和をしていた。私は

この町を見て日本でもこのような町並みで人々の

新しい交流が生まれる建物を作りたいと思い建築

に興味がわいた。 

 作中でＳＡＮＡＡが町を変化させて地域のラウ

ンドスケープとなった「豊島美術館」が紹介されて

いた。この美術館は地域をたった一つの建築で変化

を生みだせれると信じる僕にとって刺激となった。

かつて豊島美術館のある豊島は高齢化が進み、学校

も児童数が少なくなり閉鎖された、瀬戸内海に浮か

ぶ小さな島だった。「構造でしかないような建物を

つくっておきながら、人はあんまり構造を感じない

と思います。」内か外か分からない豊島美術館が生

まれたことで豊島には観光客が増加し多くの人が

豊島の自然に惚れ込み、移住者も現れ学校も再開し

島がにぎやかになった。西沢さんの話を読んでいく

うちに自分でも地域を動かせる建物を建てたいと

さらに思うことが出来た。 

 建築の本を読むことで建築空間は言葉に表すこ

とが可能で、私にとっては刺激的な建築との接し方

になった。建築家が想像して作り上げた空間の捉え

方を文章で感じ、実際に見たことで、より特殊建築

家ＳＡＮＡＡを少しであるがメッセージを受け取

ることができたと思う。 

 今後僕が建築をつくるときがくれば、この夏深く

読み進めたこの本の言葉とセンスが助けになって

くれるだろう。 
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４年生以上の部 

 

百億の昼と千億の夜 

光瀬龍 著 

環境都市工学科 吉本 海 

 

「百億の昼と千億の夜」を読んで 

 

三原市の北西部、ぐねぐねとした山道を登っていっ

た先に佛通寺というお寺がある。禅宗の一派、臨済宗

系のお寺だ。この夏僕はそこへ納涼ついでに行き、獅

子や象に乗った文殊菩薩像、普賢菩薩像などを見て回

った。仏教に関して殆ど無知な僕は、だらだらと歩く

だけではつまらないので、沸通寺の奥にある昇雲の滝

にも足を運んでみることにした。道中は連日の雨で足

場が泥濘んでいる上、山の独特な湿気で体中が矢鱈汗

ばむ。昇雲の滝に到着した頃にはシャツが重くなって

いたが、それでも轟々と流れ落ちる水を、壮大な滝を

見ることができた。然し、僕の心に残ったのはその側

にひっそりと佇む、成長する樹に食べられた山火事注

意の金属看板だった。 

 さて、この本はおおまかに言えば『世界破滅の因を

探求し冒険した偉人たちの物語』である。序章を除く

最初の四章は、それぞれに違う時代を生きた偉人、若

しくはその目撃者の目から、滅亡因子による衰亡の予

兆が描かれている。それは例えば広大な平原の、遠く

靄の向こうをゆく巨大な山脈であり、それは例えば仏

教における六欲天の、虚数空間に走るひずみや四億年

にも及ぶ梵天王と阿修羅王の破滅へ至る争いなどであ

る。そして、そうした世界から時は数えるすべもなく

流れ、シッタータ、あしゅらおう、おりおなえの三人

が荒廃した未来に集まった時、彼らの物語は一つにな

って動き出す。彼らはかの偉人たちの記憶や人格を緻

密にインプットされた人型機械であり、銀河系とアン

ドロメダ星雲の衝突を意図した何者かを追って、惑星

を越え、時空間を越え、敵との戦闘を経ながら進んで

いく。終末に向かう多くの世界を垣間見ながら、外宇

宙に存在する滅亡と創成の無限の繰り返しを目の当た 

  

 

とにかく時空間的に壮大なだけでなく、匂い立つよう

な時代の描写や次々と書き出される目の眩むような光

と色の奔流に圧倒される。まるで、自分の胸の中心に

内燃機関が埋め込まれているように錯覚させられるの

である。然し、そのまた中心には仏教で云う『空』、つ

まり量子力学の『ディラックの海』と凡そ等しい空間

がぽっかりと創られてしまっているのだ。空即是色、

つまり万物を包含する無でもある、その虚無的空間が。 

 物語の最後、仲間を虚数空間に喪ったあしゅらおう

が、世界の傍観者であり続けた転輪王と会話する部分

がある。そこに、転輪王があしゅらおうに世界の果を

問う場面がある。あしゅらおうは『宇宙の膨張が光速

に達した限界であり、宇宙全体の質量で空間は閉ざさ

れ一個の球の内部を構成する』と答えるのだが、転輪

王は『閉ざされた内部は無限の外の広がりの一部を構

成しているに過ぎない』と言い、『時もまた、無限の外

と広がりを構成する超時間の一片にすぎない』と諭す

一幕がある。 

 これは認識を絶する無常観だ。そして同時に、仏教

の刹那滅にも通じるところがある。万物は生じると共

に滅し、またそれを因とし生ずる。極限を取っていく

と空となり、積分すればあたかも存在しているように

見えるというものだ。それは僕に、途方も無い歳月を

かけて金属看板をその一部とした、あの樹のことを思

い出させた。 

刹那を生きる僕達にとって、永遠という概念は恐ろ

しく、また尊いものだ。あしゅらおうは最後、自我に

ブラフマンを見てはげしい喪失感に襲われる。還る道

もなくたった一人、幾千億の昼夜が寂寞と前方に広が

っているのだ。寂しくないわけがない、と思う。ただ

僕は、その無常に喜びを感じてもいいのではないかと

も、また思う。なぜなら、これから社会に出ていく僕

の未来を靄のように覆う不安は、可能性の広がりの裏

返しであり。その転回の連続を『生』への歓びに変え

ることもまた、人生の楽しみ方だと信じているからだ。 

 

りにするのである。 
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のぼうの城 

和田 竜 著 

専攻科 機械電気工学 都田 智大 

 

「のぼうの城」 

 

『忍城水責石田失策の事』――豊臣秀吉による小田原

征伐の様子を記した史料に、必ずといってもいいほど

登場するこの話は、何度も歴史ものの小説の題材とし

て取り上げられているが、中でも最も有名なのは、野

村萬斎氏が主演を務めた、和田竜氏が書いた『のぼう

の城』であろう。しかし、舞台となった忍城は武蔵国

北部(現在の埼玉県北部)に位置する、本城の小田原城

から遠く離れた、後北条氏家臣の成田氏が支配する支

城の一つにすぎなかった。ではなぜ、この城が現代に

おいて注目されるようになったのか。 

 そもそも、この忍城は沼地に点在する島に橋を渡す

形で築かれた城であり、攻めにくく守りやすい城であ

ったとされている。過去にも北条氏政や上杉謙信など

に攻められたことがあったが、いずれもこれを退けて

いる。 

そして時は一五九〇年(天正十八年)、惣無事令違反

を名目に後北条氏征伐を決行、石田三成に館林城及び

忍城を攻めるよう命令した。しかし、三成が二万三千

もの兵を率いて忍城を攻めたが、守る城側は小田原城

に北条方として参陣した城主・成田氏長に代わり、従

兄弟の長親を城代とし、家臣と農民ら合わせて三千人

でこれに対抗、ついに忍城は落城せず、先に小田原城

が落城したことによる開城となった。このようにして、

忍城は元々攻めにくい城ではあったが、小田原征伐の

際、最後まで落城しなかった城として、現代まで語り

継がれることとなったのである。 

この忍城攻めに関して特に注目されているのが、日

本三大水攻めの一つとされ、三成の戦下手を印象付け

ることとなった、総延長二十八kmに及ぶ石田堤による

水攻めである。この水攻めに関して本書では、三成が

秀吉の高松城攻めを真似て行ったものとされているが、

実際は秀吉からの命令といわれており、三成自身はこ

の水攻めに対して批判的であったとされている。 

 

 

 

 

 

 

それはさておき、忍城水攻めが失敗した理由として

、水攻めに利用した利根川の水量が貧弱だったことや、

その後の増水により堤が決壊したこと、堤防の建築に

携わった農民の中に忍城方の息がかかった者が参加し

ていたことなどが挙げられるが、本書では、農民から

親しまれていた「のぼう様」こと長親が撃たれたこと

や、耕していた水田を台無しにされたことなどが、城

に入らず城外で堤作りに雇われていた百姓の逆鱗に触

れたことが理由とされている。 

ではなぜ長親はここまで領民に慕われていたのか。

理由は二つある。一つは彼自身が何もできないこと。

運動は滅法苦手で、馬にさえ乗れず、とても不器用な

ため、自分たちがいなければのぼう様は何もできない

という一種の義俠心が百姓たちを突き動かす要因とな

っていた。もう一つはとても誇り高い人物であったこ

と。民百姓とも分け隔てなく接することのできる度量

の広い人物でもあり、このため百姓・足軽等、身分の

低い者たちからは非常に慕われていたのだ。これは、

長親の幼馴染でもある正木丹波守利英をはじめとする

家臣たちにも同様に言えたことで、これにより三成が

率いる大軍から城を守り切ったのである。なお、実際

に長親が無能であったとする史料は、私が知る限りで

はどこにもないことを記しておく。 

成功する人は、それだけ特別な能力を持っているこ

とが多いかもしれないが、たとえその様なものがなく

ても、誰かから慕われるだけでも十分強くなれること

がこの本から学んだことである。この先どのような人

生を歩むか、その指標の一つになったと、そう思うよ

うになった。 

最後に、当時の面影を残すものは、三成の本陣から

伸びる石田堤の一部のみである。 
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行事報告 平成２６年度ブックハンティング 

 

 

 

 

 

 今年度の第２回目のブックハンティングが、１１

月２６日に（水）に開催されました。 

後期中間試験の最終日の実施でした。最終日の実施

で参加してくれた人からは疲れを感じました。参加

してくれたのは１～３年生で、真剣に本を選んでい

ました。 

高専での授業で役に立つ専門書を選ぶ人、気にな

る本を選ぶ人などさまざまでした。 

学科が違うと受けている教科も違い購入してい

る参考書をみても内容の分からないものがたくさ

んありました。 

予算は１人１万円でしたが専門書には高価なもの

が多く、どの本を買うかとても迷いました。また他

の人と協力して高価な専門書を購入している人も

いました。 

なかなか普段買えない本を買うことができる機会

なのでぜひ楽しみにしてほしいと思います。 

なお、ブックハンティングに必要な経費は後援会か

ら支援していただいています。 

ありがとうございました。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブックハンティング図書紹介 

 

－第１回５月２８日― 

 

 

年間日本SF傑作選 量子回廊 

                    K.N. 

 新しいジャンルを読むとき、知らない作家の作品

を読むとき、手っ取り早いのは短編集を読むことで

す。合うかどうかはすぐにわかり、何度も挑戦でき

るからです。これは日本SFの「傑作選」。ぜひ読ん

でみてください。 

 

 

 

 

 

 

７つの習慣最優先事項 

                                         K.K. 

時間の有効な使い方を考え直したいと思い、この

本を選択しました。本書では、人間の活動は緊急性

と重要性から大きく分けて、４パターンに分類され、

それに応じ亜優先順位を建て、行動することが重要

だということについて、説明されています。詳細に

ついては本を読んでみてください。 

 

 

 

学生会 文化環境委員長 

 

 渡邊優樹 
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RePUBLIC―公共空間のリノベーション 

                      Y.U. 

 学校や公園などの公共空間をより楽しく、使いやす

くするために理論・実践・アイデアの目線から見てい

きます。公共空間を新しい目線で見ることが出来ると

思います。 

 

橋のディティール図鑑 

Y.S. 

教科書には載っていない、見たこともないようなヨ

ーロッパの構造の橋が載っているところに興味を持っ

た。 

 

あなたが生きる今日が素晴らしい 

 

「自分のまわりや自分の中であたりまえにあるも

のほど大切なものはないんやな。」幸せは何気ない毎日

や普段そばにいる人との間にある、そんなことを気づ

かせてくれる一冊。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－第２回１１月２６日― 

 

素粒子について 

                                            G.S.  

 物理学会や化学学会で陽子や中性子をつくっている

もの、いわゆる素粒子についての研究が近年急速に発

展しています。  

 まだこの素粒子には謎と未知なる発見があると思い、

又、将来こういった研究職につきたいので、この本を

購入させていただきました。 

 

コンテナ物語 

                                           Y.I. 

 この本はMicrosoft社創業者ビル・ゲイツ氏が薦めて

いた本です。 

ビルゲイツ氏が言うには「この本によって地味なコン

テナへの見方が、180 度変わった」ということに興味

が惹かれ選びました。 

 

 

 

校庭の昆虫 

H.O. 

幼少の頃から昆虫観察が好きで、同様の趣味を持つ

方の情報源になればと思い、選びました。また、本書

は非常に身近な環境に生息する種を掲載しているので、

今日の無い方でも、その多様性を理解して頂けると思

います。 

 

BeagleBone Blackで遊べるサーバを作ろう！ 

K.N. 

Linux ボートは RasberryPi が有名ですが、この

BeagleBoneBlackはRasberryPiより高性能な二番手と

して存在しています。こちらも試してみましょう。 

 

高周波技術の基本と仕組み 

K.N. 

この本はこれから自分が高周波の分野の理論の習得と

研究を進めていく上で、最低限理解しなければならな

いことが簡単に分かりやすく書かれてあったため選び

ました。 

 

数学ガール 

Y.F. 

普段見ない数学から数学の美しさに触れることが出来

る。 

 

 

 

 

 

ヘんな毒すごい毒 

                                        Y.Y. 

 毒というのは人類にとって危険なものでもあり、

逆に薬のような効果をもたらすものもあります。そ

のような身近にある毒について知りたいと思いこ

の本を選びました。この本では様々な毒に関係する

事柄などを科学的にやさしく紹介しています。 

 

広島県の歴史散歩 

                     R.S. 

 この本は、広島県内すべての地域の歴史について書

かれています。新たな発見があると思います。1 度読

んでみてくたさい。 

 

 

 

 



 

 図書だより 第５７号 

 

 

オシロスコープ 入門 

                      Y.N 

電気情報工学科の実験ではオシロスコープを使

う機会が多く、最初はその使い方に苦労しました。

この本はオシロスコープの基本的な操作方法やそ

の仕組み、さらにはリサジュー図形などの応用の分

野まで解説しており、役に立つ一冊です。 

 

ZigBee/Wi-Fi/Bluetooth 無線用 Arduino プログラ

ム全集 

                    T.K. 

 貰ったArduinoを使って何か面白いことができな

いかと考えていたためこの本を選びました。家に帰

ったら部屋の灯りをつけるという例があったので、

スマートハウスのようなものを自作できたら面白

いかと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すべてがFになる 

                                      T.S. 

 「理系頭脳」をもつ女子大生・西之園萌絵と、工学

部建築学科准教授・犀川創平が、密室・猟奇殺人の謎

に挑む理系ミステリーです。 

文系のためではない、"理系エリート（自称）"のため

の推理小説です。 

 

アンブロークンアロー戦闘妖精･雪風                             

T.M. 

 戦闘妖精雪風の続編です。謎の異性体ジャムとの

戦闘により生まれた戦術電子偵察部隊。そこに所属

する人の心を失った彼とそこに在る完全自立制御

が可能な戦闘機スーパーシルフ。機械とは何かを考

えさせられる作品です。 

 

 



第５７号 図書だより  

 

お知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

順位 題　　　　名 著　　　者 回数
※ 1 Vol. １；TOEICテスト新公式問題集 Educational Testing Service 15

2 Vol. 4；ＴＯＥＩＣテスト新公式問題集 Educational Testing Service 13
3 Vol. 5；TOEICテスト新公式問題集 Educational Testing Service 12
4 ［本編］；死ぬまでに行きたい!世界の絶景 詩歩 9
5 光センサとその使い方 : 種類・特徴・回路技術 谷腰欣司 8
5 日本編；死ぬまでに行きたい!世界の絶景 詩歩 8
5 本当に旨いサンドウィッチの作り方100 ホテルニューオータニ監修 8
8 4；ラヴクラフト全集 H.P.ラヴクラフト 7
8 6；ラヴクラフト全集 H.P.ラヴクラフト 7

8
新TOEIC TEST英文法出るとこだけ! : 直前5日間で
100点差がつく27の鉄則

小石裕子 7

8 TOEICテスト究極の模試600問 ヒロ前田 7
8 おとなの教養:私たちはどこから来て、どこへ行くのか? 池上彰 7
8 明日の子供たち 有川浩 7

順位 題　　　　名 Ｎｏ 回数
※ 1 アナと雪の女王 630 4

2 風立ちぬ 599 3

2 シュレック　2 234 3

4 もののけ姫 536 2

4 千と千尋の神隠し 104 2

4 ナイトミュージアム（1＆2パック） 518 2

4 チャーリーとチョコレート工場 305 2

4 シュレック 112 2

4 プロジェクトＸⅡー5　町工場　世界へ翔ぶ 85 2

10 テルマエ・ロマエ 586 1

編集後記 

第57号がやっと出ました。前号に続いて、読書感想文特集号です。併せて、ブックハンティング（2回分）

の様子もお伝えします。これからも、たくさんの本との出会いを応援します。 
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