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第５９号 図書だより  

 

巻頭文 

 

 

 

 

 

 

図書館長 笠 井 聖 二 

 

 図書だよりの巻頭言を書くのは何回目でしょうか。その中で電子書籍やデジタル図書館の話を何度も書いてき

ました。図書館として新しい流れを感じ、それに対応していきたいという気持ちから、書いてきたのだと思いま

す。前回の巻頭言は「本棚を持ち歩く」ということで、電子書籍の話をしました。何度も口に出していると、実

現するものです。遂に、図書館として「図書館に電子書籍を導入する」ことになりました。 

 

 図書館で電子書籍を購入する場合の一番の気がかりは、「価格」です。皆さんは、「電子書籍なのになぜ？」と

思うかもしれません。Kindleなどの個人利用の電子書籍では、普通の本より電子書籍の価格が安くなるのが一般

的ですが、図書館で購入する電子書籍では高くなります。紙の書籍の2倍程度というのも普通です。それで、こ

れまで購入を躊躇してきましたが、電子書籍の特徴を活かせる本なら購入する意味があると考え、購入を決断し

ました。電子書籍ならではということで、「一般に禁帯出になる図書や持ち運びしにくい大型本はどうか。逆に借

りるほどではないが気軽に読みたい本もよいのではないか。学びの場を広げるということで、勉強中にちょっと

使いたい参考書や資格・検定本なら利用が多いのではないか」などと考えています。その中で、「旅行ガイドブッ

ク」も挙がってきました。「旅行ガイドブック」は図書館でも利用が多いのですが、情報が古くなると役立たない

ので買い替えのタイミングも難しい本のひとつです。そこで期限付きの電子書籍だと、購入・更新もやりやすい

のではないかと考えています。更に、旅先で急に必要になったときに、電子書籍なら直ぐに借り出してその場で

利用することも可能です。このように、電子書籍により、新たな価値やサービスを生み出すことを考えながら、

今、本を選んでいるところです。本のジャンルが決まっても、総ての本が電子書籍になっているわけではないの

で、本を選ぶのもなかなか大変です。書籍リストから内容を予想し、webで検索して趣旨に合った本かどうかを1

冊ずつ確認しています。初めての電子書籍の購入なのでそれほど多くの本ではありませんが、新年度から図書館

に電子書籍がお目見えします。楽しみにしておいてください。そして、私たちも、皆さんが電子書籍ならではの

新しい使い方を見つけ出してくれるのではないかと、楽しみにしています。 

 

図書館も決断しました 
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 図書だより 第５９号 

 

平成２８年度 校内読書感想文コンクールの表彰式 

 

平成２８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 建築学科 宮﨑 梨花 

２年 環境都市工学科 荒谷 純怜 

２年 建築学科 田中 歩希 

３年 機械工学科 本多 陽敬 

 

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１３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：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、本校教員が行います。 

 今回は、自由応募である4年生以上の部にも応募があり、見事優秀賞を受賞しました。次回もたくさんの応募

があることを期待します。 
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１
年
生
の
部 

      

建
築
学
科
一
年 

宮
﨑 

梨
花 

 

「
砂
の
女
」
を
読
ん
で 

―
― 
逃
避
の
先
の
罰
と
自
由
―
― 

 

  

そ
の
タ
イ
ト
ル
を
見
て
思
い
浮
か
べ
た
も
の
は
、人
に
砂
を
振
り
掛
け
る
妖
怪「
砂

か
け
婆
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
友
人
に
話
す
と
、
小
説
の
あ
ら
す
じ
を
簡
単
に
説
明

し
て
く
れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
興
味
を
持
っ
た
私
は
『
砂
の
女
』
を
読
ん

で
み
る
こ
と
に
し
た
。 

 

物
語
は
、一
人
の
男
が
行
方
不
明
に
な
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。教
師
の
男
は
、

新
種
の
昆
虫
を
採
集
す
る
た
め
に
あ
る
部
落
の
砂
丘
を
訪
れ
る
。
そ
の
村
に
滞
在
す

る
た
め
、
村
民
に
一
軒
の
民
家
を
紹
介
さ
れ
た
の
だ
が
、
そ
こ
は
蟻
地
獄
の
よ
う
な

砂
の
穴
の
底
に
あ
り
、
男
は
閉
じ
込
め
ら
れ
て
し
ま
う
。
家
に
住
ん
で
い
た
一
人
の

女
と
奇
妙
な
生
活
を
共
に
し
な
が
ら
、男
は
試
行
錯
誤
し
て
脱
出
を
試
み
る
の
だ
が
、

い
つ
で
も
逃
げ
る
こ
と
が
で
き
る
状
況
に
な
っ
た
と
き
、「
逃
げ
る
手
立
て
は
、
ま
た

そ
の
翌
日
に
で
も
考
え
れ
ば
い
い
こ
と
で
あ
る
」
と
男
が
思
っ
た
と
こ
ろ
で
物
語
が

終
わ
る
。 

 

読
ん
で
い
る
と
き
、
私
は
不
思
議
に
思
っ
た
。
男
は
昆
虫
採
集
と
い
う
目
的
を
持

っ
て
い
た
が
、
砂
丘
に
来
た
理
由
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
日
常
の
反
復
を
打
破
す

る
た
め
で
も
あ
っ
た
。
時
間
と
共
に
変
化
し
流
れ
て
ゆ
く
生
徒
と
、
そ
の
流
れ
に
取

り
残
さ
れ
る
教
師
。
そ
の
教
師
で
あ
る
自
分
の
世
界
は
灰
色
で
あ
り
、「
静
止
」
し
て

い
る
と
男
は
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
、「
流
動
」
す
る
砂
に
魅
か
れ
、
砂
丘
に
訪
れ
た

の
だ
。「
流
動
」
す
る
砂
は
自
由
で
あ
る
。
男
は
自
由
を
求
め
て
い
た
。
し
か
し
砂
の
穴
に
閉
じ
込
め
ら

れ
た
と
き
、
必
死
に
元
居
た
「
静
止
」
し
て
い
る
日
常
へ
逃
げ
よ
う
と
し
た
。
男
は
日
常
か
ら
逃
げ
て

来
た
と
い
う
の
に
、
な
ぜ
戻
ろ
う
と
す
る
の
か
、
そ
れ
が
不
思
議
で
あ
っ
た
。
こ
の
作
品
に
は
、「
罰
が

な
け
れ
ば
、
逃
げ
る
楽
し
み
も
な
い
」
と
い
う
題
辞
が
あ
る
。「
罰
」
が
「
男
を
し
ば
る
も
の
」
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
男
は
し
ば
る
も
の
か
ら
逃
げ
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
逆
に
、

男
を
し
ば
る
も
の
が
無
け
れ
ば
、
逃
げ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
。
物
語
の
最
後
、
男
は
逃
げ
る
こ
と
を
や

め
る
。
し
か
し
そ
れ
は
彼
を
し
ば
る
も
の
が
無
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
穴
の
中
に
い
れ
ば
、
砂
搔

き
と
い
う
労
働
を
強
い
ら
れ
る
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
砂
に
埋
ま
っ
て
し
ま
う
上
に
、
水
の
配
給
を
止
め

ら
れ
て
し
ま
う
。
男
が
逃
げ
る
こ
と
を
や
め
た
の
は
、「
溜
水
装
置
」
と
い
う
一
つ
の
自
由
を
手
に
入
れ

た
か
ら
だ
。
溜
水
装
置
を
作
っ
た
こ
と
で
、
水
の
配
給
を
止
め
ら
れ
て
困
る
心
配
が
無
く
な
り
、
男
を

し
ば
る
も
の
の
一
つ
が
無
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

人
は
自
由
を
求
め
る
。
そ
れ
は
そ
の
人
を
「
し
ば
る
も
の
」
が
あ
る
か
ら
だ
。
し
か
し
あ
る
人
に
と

っ
て
は
そ
れ
が
「
し
ば
る
も
の
」
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
で
は
「
自
由
」
と
は
何
な
の
か
。
余
白

を
自
由
と
す
る
の
な
ら
、
自
由
を
手
に
し
た
と
き
、
人
は
何
を
思
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
こ
と
を
考

え
さ
せ
ら
れ
る
作
品
で
あ
っ
た
。
私
た
ち
が
社
会
で
生
き
て
い
く
中
で
、
逃
げ
た
く
な
る
と
き
も
あ
る

だ
ろ
う
。
そ
の
時
必
要
な
の
は
、
非
現
実
的
な
世
界
で
は
な
く
自
由
な
心
だ
と
、
私
は
考
え
る
。
ヒ
ー

ロ
ー
の
よ
う
に
空
を
飛
び
た
い
と
夢
見
る
少
年
の
よ
う
な
柔
軟
な
心
と
強
い
意
志
が
あ
れ
ば
、
自
由
を

求
め
て
逃
げ
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。 

 

と
こ
ろ
で
、
逃
げ
た
先
に
あ
る
の
は
、
果
た
し
て
自
由
な
の
だ
ろ
う
か
。 
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砂
の
女 

安
部 

公
房 

著 
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２
年
生
の
部

      

環
境
都
市
工
学
科
二
年 

 

荒
谷 

純
怜  

「
き
よ
し
こ
」
を
読
ん
で 

―
―
自
分
の
口
で
伝
え
る
こ
と
の
大
切
さ
―
― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

こ
の
本
を
読
ん
で
、
一
番
感
じ
た
の
は
吃
音
は
自
分
が
思
っ
て
い
た
何
倍
も
辛
い
も
の
だ
と

い
う
こ
と
だ
。
私
が
小
学
生
の
時
、
話
す
時
ど
も
っ
て
し
ま
う
友
達
が
い
た
。
私
は
そ
の
友
達

が
言
え
る
ま
で
待
つ
の
が
一
番
良
い
対
応
だ
と
思
っ
て
い
た
た
め
、止
ま
っ
て
も
聞
き
続
け
た
。

で
も
止
ま
っ
て
し
ま
う
と
頑
張
れ
、
と
思
っ
て
し
ま
う
た
め
表
情
に
出
て
い
た
だ
ろ
う
。
こ
の

本
の
主
人
公
も
サ
行
と
タ
行
が
ど
も
っ
て
し
ま
う
。
小
学
生
の
頃
は
笑
わ
れ
て
い
た
が
、
中
学

生
に
な
る
と
み
ん
な
申
し
訳
な
さ
そ
う
な
顔
を
し
た
と
い
う
。
そ
の
事
に
つ
い
て
辛
か
っ
た
と

は
か
い
て
い
な
か
っ
た
が
、
き
っ
と
逆
に
申
し
訳
な
く
な
り
も
っ
と
気
に
し
た
と
思
う
。
私
は

小
学
生
の
時
の
友
達
を
思
い
出
し
た
。
私
の
そ
の
表
情
を
み
て
ど
う
思
っ
た
だ
ろ
う
か
。
ど
ん

な
対
応
が
一
番
良
か
っ
た
か
考
え
た
。
だ
が
分
か
ら
な
か
っ
た
。
で
も
分
か
ら
な
い
ま
ま
で
も

い
い
の
で
は
な
い
か
と
も
思
っ
た
。
相
手
の
事
を
ち
ゃ
ん
と
考
え
た
の
な
ら
。
な
ぜ
そ
う
思
っ

た
か
と
い
う
と
作
者
は
最
後
に「
そ
れ
が
ほ
ん
と
う
に
伝
え
た
い
こ
と
だ
っ
た
ら･･･

伝
わ
る
よ
、

き
っ
と
」と
き
よ
し
こ
の
言
葉
を
残
し
た
。ど
も
り
な
が
ら
も
諦
め
ず
伝
え
よ
う
と
す
る
相
手
、

そ
れ
を
最
後
ま
で
聞
こ
う
と
す
る
自
分
。相
手
の
そ
の
一
生
懸
命
さ
が
私
に
伝
わ
っ
た
の
な
ら
、

き
っ
と
相
手
に
も
自
分
の
気
持
ち
が
伝
わ
っ
た
と
思
う
。
私
は
吃
音
に
悩
ま
さ
れ
た
こ
と
は
な

い
が
、
自
分
の
意
見
を
主
張
す
る
の
が
苦
手
だ
。
し
か
し
、
吃
音
に
悩
ま
さ
れ
な
が
ら
も
自
分

の
意
見
を
言
う
、
間
違
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
っ
て
い
る
と
言
う
、
自
分
が
ど
ん
な
立
場
に
な

ろ
う
と
そ
れ
に
関
係
な
く
友
達
を
守
ろ
う
と
す
る
。
そ
ん
な
主
人
公
き
よ
し
が
い
る
の
な
ら
、

こ
ん
な
甘
い
こ
と
言
っ
て
い
て
は
だ
め
だ
と
思
っ
た
。
人
に
は
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
あ
る
、
私
に
も
あ

る
。
そ
れ
を
気
に
し
な
い
な
ん
て
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
そ
れ
の
せ
い
で
何
も
出
来
な
く
な
る
の
は
悔

し
い
。
気
に
な
る
の
は
仕
方
な
い
。
だ
が
そ
れ
か
ら
逃
げ
る
の
で
は
な
く
進
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
う
。 

そ
し
て
こ
の
本
を
読
み
進
め
れ
ば
読
み
進
め
る
ほ
ど
重
な
る
人
物
が
い
た
。
そ
れ
は
年
を
追
う
ご
と

に
吃
音
が
き
つ
く
な
っ
て
い
る
私
の
祖
父
の
こ
と
だ
。
祖
父
は
も
う
ど
も
ら
ず
に
言
え
た
方
が
驚
く
ほ

ど
き
つ
く
な
っ
て
い
る
。
主
人
公
は
ど
も
る
サ
行
と
タ
行
の
言
葉
を
使
わ
な
い
よ
う
他
の
言
葉
を
繰
り

出
し
ど
も
ら
な
い
よ
う
工
夫
し
て
い
た
。
だ
が
祖
父
は
出
来
な
い
。
祖
父
が
ど
も
っ
て
し
ま
う
と
祖
母

は
「
何
を
よ
う
る
ん
ね
」
と
話
を
聞
こ
う
と
し
な
い
。
祖
父
は
話
を
続
け
た
そ
う
に
い
つ
も
悲
し
い
顔

を
す
る
。
祖
父
に
そ
ん
な
顔
を
し
て
欲
し
く
な
か
っ
た
の
で
、
何
を
言
い
た
い
の
か
予
測
し
て
聞
き
返

す
よ
う
に
し
た
。
今
で
は
す
ぐ
聞
き
返
し
話
が
ス
ラ
ス
ラ
と
続
く
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
主
人
公
に
も

そ
う
し
て
く
れ
る
彼
女
が
い
た
。
だ
が
誤
っ
て
予
測
す
る
こ
と
も
あ
り
、
主
人
公
が
気
持
ち
を
押
し
殺

す
場
面
が
何
回
か
あ
っ
た
。
祖
父
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
私
が
誤
っ
た
予
測
を
し
た
ら
ど
も
り
続
け
て
伝

え
よ
う
と
す
る
。
で
も
ど
こ
か
で
も
し
諦
め
て
い
た
ら
、
と
心
配
に
な
る
。
良
か
れ
と
思
っ
て
や
っ
て

い
た
こ
と
も
、
も
し
か
し
た
ら
祖
父
を
閉
じ
込
め
て
い
た
ら
。
難
し
い
、
と
て
も
難
し
い
。
で
も
祖
父

は
私
と
話
し
て
い
る
と
い
つ
も
笑
顔
で
楽
し
そ
う
だ
。
だ
か
ら
分
か
っ
て
も
予
測
し
な
い
言
葉
を
決
め

た
。「
あ
り
が
と
の
」「
じ
ゃ
あ
の
」「
頑
張
れ
の
」
な
ど
多
分
自
分
の
口
か
ら
言
い
た
い
で
あ
ろ
う
こ
れ

ら
の
言
葉
は
待
つ
こ
と
に
し
た
。
こ
の
本
を
読
ん
で
、
伝
え
た
い
と
思
っ
た
こ
と
は
や
っ
ぱ
り
自
分
の

口
で
伝
え
る
こ
と
が
一
番
大
切
な
ん
だ
と
改
め
て
実
感
し
た
。
作
中
の
父
親
も
彼
女
も
そ
う
だ
。
派
手

に
ど
も
っ
て
も
待
つ
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
主
人
公
の
意
志
だ
か
ら
。
祖
父
の
は
そ
ん
な
に
大
き
な
も
の

で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
き
っ
と
自
分
で
言
い
た
い
で
あ
ろ
う
。
一
番
良
い
対
応
は
、
と
考
え

る
よ
り
も
、
相
手
の
事
を
し
っ
か
り
考
え
た
う
え
で
行
動
す
る
。
こ
れ
が
一
番
良
い
対
応
に
な
っ
て
い

る
は
ず
だ
。
こ
れ
は
吃
音
だ
け
で
な
い
、
他
の
事
で
も
、
格
好
か
ら
考
え
る
の
で
な
く
中
身
を
き
っ
ち

り
す
る
べ
き
だ
。
そ
う
し
た
ら
き
っ
と
格
好
も
良
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
、
と
思
う
。 
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２
年
生
の
部

      

建
築
学
科
二
年 

 

田
中 

歩
希  

「
夜
の
ピ
ク
ニ
ッ
ク
」
を
読
ん
で 

―
―
自
分
に
足
り
な
い
物
は
何
か
―
― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

た
だ
歩
く
。
そ
れ
だ
け
を
書
い
た
小
説
な
の
に
、
こ
の
本
は
私
に
な
ん
と
も
言
い
表
せ
な
い

感
動
を
与
え
ま
し
た
。 

 

『
み
ん
な
で
、
夜
歩
く
。
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
が
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
特
別
な
ん
だ
ろ
う
。』 

 

こ
の
小
説
の
中
で
、
特
に
私
の
中
で
印
象
に
残
っ
て
い
る
一
節
で
す
。
私
も
同
じ
よ
う
に
感

じ
た
こ
と
が
何
度
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
食
事
を
す
る
と
き
。
ひ
と
り
で
食
べ
る
よ
り
、
誰
か

と
食
べ
た
方
が
何
倍
も
楽
し
く
感
じ
ま
す
。
ど
こ
か
に
旅
行
に
行
っ
た
と
き
。
家
族
と
行
く
だ

け
で
も
十
分
特
別
に
感
じ
ま
す
が
、
同
じ
所
で
も
、
修
学
旅
行
で
友
だ
ち
と
行
っ
た
と
き
の
方

が
、
よ
り
強
く
思
い
出
に
残
っ
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
お
話
で
は
、
そ
ん
な
特
別
な
修
学
旅
行
が
な
い
学
校
の
、
修
学
旅
行
が
わ
り
に
行
わ
れ

る
学
校
行
事
、『
歩
行
祭
』
が
舞
台
と
な
っ
て
い
ま
す
。
歩
行
祭
と
は
年
に
一
度
、
全
校
生
徒
を

対
象
に
行
わ
れ
、
約
八
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
道
の
り
を
二
日
か
け
て
歩
く
と
い
う
、
と
て
も
過

酷
な
行
事
で
す
。 

 

主
人
公
の
貴
子
は
も
う
一
人
の
主
人
公
で
あ
る
融
と
腹
違
い
の
兄
弟
で
、
今
ま
で
お
互
い
を

避
け
て
生
活
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
高
校
生
活
も
最
後
。
貴
子
は
自
分
自
身
と
、
歩
行
祭
中

に
融
に
話
し
か
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
話
し
か
け
ら
れ
た
ら
勝
ち
、
で
き
な
か
っ
た
ら
負
け
、

と
い
う
賭
け
を
し
ま
す
。
ま
た
、
彼
女
た
ち
の
友
だ
ち
も
そ
れ
ぞ
れ
、
い
ろ
ん
な
思
い
や
覚
悟

を
胸
に
抱
い
て
、
最
後
の
歩
行
祭
に
挑
み
ま
す
。 

 

私
は
こ
れ
を
読
ん
で
い
く
う
ち
に
い
つ
の
間
に
か
貴
子
に
自
分
自
身
を
重
ね
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ

き
ま
し
た
。
貴
子
は
マ
イ
ペ
ー
ス
で
気
だ
る
い
性
格
を
し
て
い
て
、
め
ん
ど
く
さ
い
こ
と
が
嫌
い
。
私

に
は
誰
か
と
腹
違
い
の
兄
弟
な
ど
と
い
う
複
雑
な
事
情
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
が
、
小
さ
い
頃
か
ら
、
マ
イ

ペ
ー
ス
だ
と
か
め
ん
ど
く
さ
が
り
だ
と
か
、
悪
く
言
え
ば
自
分
勝
手
だ
と
か
気
分
屋
だ
と
言
わ
れ
て
き

ま
し
た
。
私
に
は
そ
ん
な
つ
も
り
は
こ
れ
っ
ぽ
っ
ち
も
無
か
っ
た
し
、
自
分
な
り
に
人
に
気
を
遣
っ
て

い
る
つ
も
り
だ
っ
た
の
で
、
と
て
も
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
友
だ
ち
を
作
る
の
は

元
々
か
ら
苦
手
で
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
交
友
関
係
は
浅
く
狭
く
、
と
い
う
感
じ
で
し
た
。
仲
の
良
い

人
が
少
し
で
も
い
れ
ば
十
分
楽
し
か
っ
た
し
、
必
要
以
上
に
友
だ
ち
を
作
っ
て
、
い
つ
か
自
分
の
嫌
な

部
分
を
見
ら
れ
る
の
が
嫌
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
ず
っ
と
小
さ
な
輪
の
中
で
生
活
し
て
い
け
る

は
ず
も
な
く
、
自
分
の
学
年
が
上
が
る
に
つ
れ
、
当
然
の
よ
う
に
多
く
の
人
と
関
わ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
ま
た
自
分
勝
手
だ
と
か
言
わ
れ
る
の
が
嫌
で
、
少
し
遠
慮
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
誰
か
に
気
づ
か

れ
な
い
よ
う
に
す
ご
す
毎
日
は
、
と
て
も
疲
れ
る
も
の
で
し
た
。
そ
ん
な
私
の
考
え
を
変
え
た
の
は
、

仲
の
良
い
友
達
の
言
葉
で
し
た
。 

『
自
分
勝
手
な
の
は
、
お
前
の
長
所
だ
ろ
。』 

 

私
は
そ
の
日
か
ら
、
自
分
の
短
所
が
長
所
に
な
る
よ
う
に
、
足
り
な
い
物
を
探
し
て
き
ま
し
た
。
そ

し
て
こ
の
本
を
読
ん
で
、そ
れ
を
見
つ
け
た
気
が
し
ま
し
た
。貴
子
は
た
し
か
に
マ
イ
ペ
ー
ス
で
す
が
、

自
分
勝
手
な
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
で
ち
ゃ
ん
と
状
況
を
見
極
め
て
、
自
分
が
今
す
べ
き
こ
と

を
こ
な
し
て
い
ま
す
。
私
に
は
そ
ん
な
貴
子
の
器
用
さ
が
足
り
な
い
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。 

 

貴
子
に
は
、
貴
子
を
思
っ
て
く
れ
る
た
く
さ
ん
の
友
だ
ち
が
い
ま
す
。
そ
の
お
か
げ
で
貴
子
は
賭
け

に
勝
ち
、
融
と
話
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
友
だ
ち
の
あ
り
が
た
み
を
し
っ
か
り
と
噛
み
し
め

ま
す
。 

 

今
の
私
に
は
、
貴
子
に
負
け
な
い
く
ら
い
素
晴
ら
し
い
友
だ
ち
が
い
ま
す
。『
夜
の
ピ
ク
ニ
ッ
ク
』
は

た
だ
歩
く
、
そ
れ
だ
け
の
二
日
間
を
描
い
た
小
説
で
す
。
し
か
し
、
友
だ
ち
の
大
切
さ
を
再
確
認
し
、

自
分
自
身
を
振
り
返
る
き
っ
か
け
を
く
れ
た
こ
の
本
は
、
宝
物
の
よ
う
な
一
冊
に
な
り
ま
し
た
。 
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 図書だより 第５９号 

 

３年生の部 

 

ナツコ 沖縄密貿易の女王 

奥野 修司 著 

機械工学科３年 本多 陽敬 

 

 第二次世界大戦終戦後の沖縄は激しい戦闘で破壊さ

れつくした。その中でたくましくしたたかに生き抜き

戦後の沖縄の復興を支えた沖縄の人々と密貿易、そし

て密貿易の中心的な存在であった金城夏子についてこ

の本は書かれている。夏子が沖縄密貿易の女王となっ

た理由を考えた。 

 終戦直後、米軍の上陸作戦により沖縄は隅々まで破

壊されていた。食料や服などの生活品は軍のわずかな

配給に頼るしかなかった。そこで密貿易が生まれた。

沖縄の米軍基地に働きに出て、スクラップ置き場や倉

庫から薬きょうや油などを盗み、台湾に運び金を持っ

て帰る。もちろん違法行為である。しかし沖縄では密

貿易が島ぐるみで行われていた。米軍の取り締まりが

ある時は島の巡査が事前に密貿易人たちに知らせに来

た。生きていくためには仕方がないと誰もが感じてい

た。夏子はいち早く密貿易に参入し何が一番売れるか

を見極め、巧みに物資を売りさばいていった。やがて

夏子は密貿易人なら知らない者はいないほどの実力者

になった。 

 ここで私が注目したのは島ぐるみで公然と盗みが行

われていたことだ。生きるためなら仕方がないという

気持ちが法律、警察を無意味なものとしている。戦後、

かたくなに闇市で食料を買おうとせず配給のみで生活

し餓死した判事がいたそうだ。食糧難の中で、配給を

待っていては餓死してしまう。法律に従っていては生

きていけないような状況では法律はその効力を持たな

い。夏子は警察が機能せず法律の効力がないことを知

っていたから堂々と密貿易ができたのだろうと思う。 

現状を冷静に分析できる能力が彼女は高かった。 

 

 

 

 

 

 また情報力も夏子の武器だった。華僑の林癸や台湾

の商人などから何が不足しているかの話を聞き、すぐ

に物資を仕入れ大量に売りさばくことで利益を伸ばし

た。林癸をはじめとする華僑のグループとの人脈を大

切にして、台湾情勢を知り次に売れるものは何かを予

測していた。得た情報を分析し、将来を見通す力を持

っていたのだ。 

 カリスマ性も彼女にはあった。夏子の話をするとき

は皆、目を輝かせいきいきと当時を振り返ったそうだ。

彼女は困っている人がいると借金をしてまでその人を

助けた。そんな情の厚さが彼女の人望を高めたのだと

思う。実際に、警察に追われていた時も夏子をかくま

う人はたくさんいたそうだ。 

 広い情報網から得た情報を冷静に分析し、そこから

何が必要になるかを見通す力。また、困っている人を

放っておかない温かさ。それが沖縄密貿易の女王、金

城夏子の姿であり彼女が女王となった理由なのだろう。

彼女はみんなから尊敬され、慕われた女王であった。

現代にもし彼女が生きていれば世界を相手に戦ってい

たことだろう。 

 夏子と沖縄の人々の生き様は私に他の人と助け合う

ことの大切さを教えてくれた。いくら知識や分析力が

あっても信用や人望が無ければ思ったことを実現でき

ないだろう。夏子は自分が得た利益を独占せず困って

いる人に渡していた。その時助けた人たちが後に、夏

子を助けることになった。情けは人のためならず、と

いう言葉を思い出した。 

 高専での学生生活も残り半分となってしまった。学

校という場所は知識を吸収するだけではなく、一緒に

学ぶ人から人間関係を学ぶことができる。知識や分析

力だけでなく人間関係も社会人には必要になる。この

本を読んだ今、私は夏子のように他の人を思いやれて

いるかどうかを今一度考えたい。 
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１
年
生
の
部

     

電
気
情
報
工
学
科
一
年 

長
橋 

朋
也 

 

「
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
記
」
を
読
ん
で 

 
 

―
―
彼
の
死
か
ら
考
え
る
自
分
の
人
生
―
― 

 

  

「
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
記
」
は
、
そ
の
題
名
の
通
り
、
主
人
公
の
ブ
ド
リ
の
一

生
を
描
い
た
物
語
で
あ
る
。
幼
い
頃
か
ら
苦
し
い
環
境
下
で
生
き
て
き
た
彼
は
、
勉

学
に
励
ん
で
火
山
局
の
技
師
に
な
り
活
躍
す
る
の
だ
が
、
飢
饉
を
防
ぐ
べ
く
自
ら
犠

牲
に
な
る
こ
と
を
選
ぶ
。 

 

こ
の
物
語
を
読
ん
で
最
初
に
思
っ
た
の
は
、
自
分
に
は
決
し
て
彼
の
よ
う
な
生
き

方
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
、
も
し
自
分
が
ブ
ド
リ
の
立
場
だ
っ
た

ら
、
と
考
え
た
の
だ
が
、
こ
こ
で
思
考
が
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
最
初
の

自
分
の
感
想
と
は
少
し
別
の
考
え
が
生
ま
れ
た
。
そ
れ
は
、
彼
の
よ
う
な
生
き
方
は

で
き
な
い
と
思
い
な
が
ら
も
、
自
分
も
彼
と
同
じ
道
を
歩
ま
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
こ
の
ま
ま
飢
饉
を
迎
え
て
し
ま
え
ば
、
ブ
ド
リ
と

そ
の
妹
の
た
め
に
森
に
行
っ
た
ま
ま
帰
っ
て
来
な
か
っ
た
ブ
ド
リ
の
父
母
の
よ
う
な

人
が
何
人
も
出
て
し
ま
う
。
一
人
の
犠
牲
で
そ
れ
を
回
避
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
そ
の

方
が
ま
だ
良
い
方
だ
と
自
分
な
ら
思
う
は
ず
だ
。
そ
し
て
そ
の
犠
牲
に
な
る
者
の
候

補
の
中
で
自
分
が
最
適
な
人
物
だ
っ
た
場
合
、
最
終
的
に
犠
牲
に
な
る
道
を
選
ん
で

し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
分
の
命
を
尊
重
し
、
飢
饉
を
迎
え
る
と
い
う
選

択
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
同
じ
歴
史
が
繰
り
返
さ
れ
て
し
ま
う
。
い

つ
か
誰
か
が
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
自
分
が
ブ

ド
リ
と
同
じ
境
遇
の
人
の
立
場
に
あ
り
続
け
る
限
り
、
い
つ
か
は
、
犠
牲
に
な
る
こ
と
を
選
ぶ
の
だ
。 

 

自
分
は
ブ
ド
リ
の
よ
う
に
生
き
ら
れ
な
い
と
思
っ
た
の
だ
が
、
自
分
が
ブ
ド
リ
の
立
場
で
あ
れ
ば
、

自
分
も
ブ
ド
リ
と
同
じ
人
生
を
歩
ん
で
し
ま
う
の
だ
と
、
こ
の
時
気
付
い
た
。
で
は
な
ぜ
ブ
ド
リ
の
よ

う
に
は
生
き
ら
れ
な
い
と
思
っ
た
の
か
。
そ
う
考
え
た
時
、
自
分
と
ブ
ド
リ
の
違
い
が
見
え
て
き
た
。

そ
れ
は
、
行
動
で
は
な
く
、
考
え
方
の
違
い
だ
っ
た
。
ブ
ド
リ
は
こ
う
言
っ
た
。 

「
私
の
よ
う
な
も
の
は
、
こ
れ
か
ら
た
く
さ
ん
で
き
ま
す
。
私
よ
り
も
も
っ
と
も
っ
と
な
ん
で
も
で
き

る
人
が
、私
よ
り
も
っ
と
立
派
に
も
っ
と
美
し
く
、仕
事
を
し
た
り
笑
っ
た
り
し
て
行
く
の
で
す
か
ら
。」 

 

こ
の
言
葉
は
自
分
に
は
出
な
い
、
と
思
っ
た
。
嫌
々
犠
牲
に
な
る
か
ら
だ
。
し
か
し
ブ
ド
リ
は
、
未

来
の
こ
と
を
考
え
て
自
ら
犠
牲
に
な
っ
た
。
犠
牲
に
な
る
理
由
、
犠
牲
に
な
る
こ
と
へ
の
思
い
、
そ
う

い
っ
た
部
分
が
違
っ
て
い
た
の
だ
。 

 

自
分
と
し
て
は
、
ブ
ド
リ
の
よ
う
に
自
ら
犠
牲
に
な
る
こ
と
自
体
が
正
し
い
と
は
思
わ
な
い
。
ブ
ド

リ
の
行
い
か
ら
自
分
が
学
ん
だ
の
は
そ
こ
で
は
な
く
、
自
分
が
死
ぬ
瞬
間
ど
う
あ
り
た
い
か
、
と
い
う

こ
と
だ
。
ブ
ド
リ
は
死
の
間
際
、
喜
び
で
あ
っ
た
り
、
誇
り
で
あ
っ
た
り
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
感
じ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
分
が
ブ
ド
リ
の
立
場
な
ら
、
自
ら
の
運
命
を
呪
い
な
が
ら
死
ん
で
い
っ

た
は
ず
だ
。
ど
ち
ら
が
良
い
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
ブ
ド
リ
の
死
に
方
だ
と
自
分
は
答

え
る
だ
ろ
う
。
自
己
犠
牲
の
考
え
方
に
は
物
語
を
読
み
終
え
た
今
で
も
共
感
し
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
以

外
の
点
に
お
い
て
ブ
ド
リ
の
最
期
は
理
想
的
に
も
思
え
た
。
勉
学
に
励
み
、
自
ら
の
使
命
を
果
た
し
て

人
生
の
幕
を
閉
じ
る
。
自
分
も
最
期
は
き
ち
ん
と
自
分
が
満
足
し
た
状
態
で
迎
え
た
い
も
の
だ
。
そ
の

た
め
に
今
で
き
る
こ
と
は
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
、
い
ろ
い
ろ
な
人
と
関
わ
る
こ
と
、
他
に

も
た
く
さ
ん
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
忘
れ
ず
に
生
き
て
い
き
た
い
と
思
っ
た
。 

第５９号 図書だより  
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電
気
情
報
工
学
科
一
年 

 

水
本 

直
希 

 

「
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
」
を
読
ん
で 
―
―
〝
淡
々
〟
の
な
か
に
あ
っ
た
面
白
さ
―
― 

   

私
が
小
川
洋
子
と
い
う
作
家
と
出
会
っ
た
の
は
、
中
学
二
年
生
の
と
き
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

「
博
士
の
愛
し
た
数
式
」そ
の
タ
イ
ト
ル
に
惹
か
れ
て
手
に
と
っ
た
本
。内
容
は
最
高
だ
っ
た
。

印
象
と
し
て
は
、「
静
か
、
冷
た
い
。
し
か
し
と
て
も
温
か
い
」
と
い
っ
た
感
じ
で
、
私
の
中
で

じ
ん
わ
り
と
そ
の
温
も
り
と
感
動
が
染
み
わ
た
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
良
く
覚
え
て
い
る
。
そ
し

て
今
回
は
「
妊
娠
カ
レ
ン
ダ
ー
」
と
い
う
題
名
。
―
―
き
っ
と
本
作
も
私
に
ほ
の
ぼ
の
と
し
た

感
動
を
与
え
て
く
れ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
期
待
を
胸
に
ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
た
。
が
、
そ
の
期

待
は
こ
と
ご
と
く
破
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。 

 

な
ん
だ
ろ
う
、
こ
の
感
じ
は
。
話
を
す
べ
て
読
み
終
え
、
一
言
、 

「
冷
た
い
。」 

そ
う
私
は
吐
い
た
。
確
か
に
「
博
士
の
愛
し
た
数
式
」
で
も
「
冷
た
い
」
と
い
う
印
象
は
あ
っ

た
。
し
か
し
今
回
は
冷
た
さ
の
種
類
が
違
っ
た
の
だ
。
淡
々
と
、
と
に
か
く
淡
々
と
。
そ
し
て

無
機
質
。
例
え
る
な
ら
ば
「
醤
油
の
一
切
な
い
冷
や
奴
」
と
か
で
あ
ろ
う
か
。
文
自
体
は
読
み

や
す
く
、
す
っ
と
喉
を
通
る
。
し
か
し
食
べ
て
も
食
べ
て
も
、
味
と
い
う
味
が
せ
ず
、
た
だ
た

だ
、
白
く
冷
た
い
も
の
が
通
っ
て
い
く
だ
け
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
だ
。 

 

さ
て
、
私
が
こ
の
作
品
を
読
み
、
こ
こ
に
特
筆
し
た
い
こ
と
が
二
つ
あ
る
。 

 

一
つ
目
は
、
妊
娠
に
対
し
て
の
感
情
、
と
い
う
こ
と
だ
。
本
作
品
で
は
、「
妊
娠
」
か
ら
イ
メ

ー
ジ
す
る
い
わ
ゆ
る
「
喜
び
」「
幸
せ
」「
お
め
で
た
さ
」
と
い
う
よ
う
な
感
情
が
ほ
と
ん
ど
と

言
っ
て
良
い
ほ
ど
感
じ
ら
れ
な
い
。
か
つ
て
私
の
担
任
の
先
生
に
子
ど
も
が
で
き
た
と
き
も
、

理
科
の
先
生
に
で
き
た
と
き
も
、
私
た
ち
は
ど
ち
ら
と
も
、
お
め
で
た
く
そ
れ
を
祝
福
し
、
本
人
た
ち

も
、
と
て
も
嬉
々
と
し
た
表
情
を
浮
か
べ
て
い
た
。
そ
れ
が
当
然
の
は
ず
だ
。
し
か
し
、
本
作
品
で
は
、

そ
れ
が
な
く
、
む
し
ろ
望
ん
で
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
も
思
え
る
。
こ
の
物
語
は
「
妊
娠
し
た
姉
」

の
「
妹
」
の
視
点
で
描
か
れ
る
が
、
こ
の
妹
は
姉
に
で
き
た
子
ど
も
を
再
々
「
染
色
体
」
だ
の
と
言
う
。

全
く
も
っ
て
子
ど
も
の
可
愛
ら
し
さ
や
そ
う
い
っ
た
も
の
が
感
じ
ら
れ
な
い
表
現
だ
。
ま
た
、
理
系
の

私
で
も
分
か
る
ほ
ど
、
冷
た
く
マ
イ
ナ
ス
な
言
葉
や
比
喩
が
多
く
使
わ
れ
る
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
―
―
。

し
か
し
こ
の
「
冷
た
さ
」
と
い
う
の
が
「
二
つ
目
」
で
語
る
こ
と
と
相
混
じ
い
る
こ
と
で
こ
の
物
語
に

文
学
作
品
と
し
て
の
面
白
さ
と
い
う
の
を
私
な
り
に
感
じ
た
。 

 

で
は
、
二
つ
目
。
そ
れ
は
や
は
り
ラ
ス
ト
。「
わ
た
し
は
、
破
壊
さ
れ
た
姉
の
赤
ん
坊
に
会
う
た
め
に
、

新
生
児
室
に
向
か
っ
て
歩
き
出
し
た
」
に
つ
い
て
だ
。
こ
の
物
語
で
は
終
盤
、
妹
が
姉
に
ア
メ
リ
カ
産

の
グ
レ
ー
プ
フ
ル
ー
ツ
で
作
っ
た
ジ
ャ
ム
を
食
べ
さ
せ
る
。
な
ぜ
、
わ
ざ
わ
ざ
ア
メ
リ
カ
産
か
と
言
う

と
、
ア
メ
リ
カ
産
の
グ
レ
ー
プ
フ
ル
ー
ツ
に
は
毒
が
含
ま
れ
る
と
い
う
か
ら
だ
。
し
か
し
私
が
調
べ
た

限
り
で
は
、「
染
色
体
を
破
壊
す
る
！
」
な
ど
と
い
う
ほ
ど
の
毒
性
は
な
い
よ
う
だ
し
、
実
際
に
は
妹
も

心
の
底
か
ら
信
じ
て
い
る
よ
う
に
は
感
じ
な
か
っ
た
。
し
か
し
は
っ
き
り
と
最
後
に
は
、
あ
あ
書
か
れ

て
い
る
。
狂
気
と
い
え
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
、
最
後
に
な
っ
て
淡
々
と
し
、
こ
の
作
品
に
そ
れ
が
加
わ

る
の
だ
か
ら
、
私
は
ひ
ど
く
怖
さ
、
恐
ろ
し
さ
を
感
じ
た
。「
な
ぜ
こ
ん
な
―
―
。」
ま
だ
は
っ
き
り
と

し
た
そ
の
答
え
は
見
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
そ
こ
が
一
番
お
も
し
ろ
い
シ
ー
ン
で
あ
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
。 

 

今
ま
で
私
は
読
書
感
想
文
と
い
う
と
「
僕
も
し
っ
か
り
と
頑
張
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
」「
友
だ
ち
を
大

切
に
し
よ
う
と
思
い
ま
し
た
」
な
ど
と
締
め
て
い
た
が
今
回
は
、
そ
ん
な
感
想
が
浮
か
ぶ
作
品
で
は
な

か
っ
た
。
し
か
し
私
は
初
め
て
、「
文
学
作
品
と
し
て
の
面
白
さ
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
だ
と
分
か
っ

た
。
感
動
が
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
も
な
く
、
人
生
に
つ
い
て
の
命
題
が
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
も
な
く
、

し
か
し
面
白
い
。
と
に
か
く
面
白
い
。
も
っ
と
本
を
読
み
た
い
、
た
く
さ
ん
の
作
品
に
触
れ
た
い
。
そ

ん
な
こ
と
を
思
わ
せ
て
く
れ
た
。 

 図書だより 第５９号 
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環
境
都
市
工
学
科
一
年 

笠
井 

梨
瑚  

「
砂
の
女
」
を
読
ん
で 

―
―
物
語
の
余
韻
を
考
え
る
―
― 

 

 

私
は
、
圧
倒
的
な
非
日
常
な
光
景
で
あ
り
な
が
ら
も
、
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
に
通
じ
る
登

場
人
物
の
心
境
や
、
人
間
の
醜
さ
を
あ
り
あ
り
と
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
の
作
品
に
と
て
も
強

い
共
感
と
恐
怖
を
覚
え
ま
し
た
。 

 

主
人
公
は
旅
行
で
趣
味
の
昆
虫
採
集
を
行
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
一
泊
さ
せ
て
く
れ
る
と
言

う
村
人
の
嘘
に
騙
さ
れ
、
砂
の
壁
に
囲
ま
れ
た
脱
出
不
可
能
な
家
に
村
人
の
女
と
と
も
に
監
禁

さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
最
初
は
、
探
し
て
い
る
昆
虫
の
こ
と
で
頭
が
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
は
ず
な

の
に
次
第
に
主
人
公
の
心
は
ど
う
や
っ
て
脱
出
す
る
か
、
と
い
っ
た
内
容
や
、
自
分
を
騙
し
た

村
人
へ
の
強
い
憎
し
み
、焦
り
で
満
た
さ
れ
て
い
き
、口
調
も
次
第
に
荒
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
に
、
簡
単
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
人
間
の
心
と
言
う
も
の
を
見
た
よ
う
に
感

じ
ま
し
た
。 

 

さ
ら
に
、
砂
の
壁
に
囲
ま
れ
、
よ
じ
登
ろ
う
と
し
て
も
、
ず
る
ず
る
と
す
べ
っ
て
逃
げ
出
せ

な
い
、
ま
さ
に
人
間
用
の
蟻
地
獄
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
非
日
常
の
光
景
と
、
監
禁
さ
れ
ど
ん
な

に
喚
い
て
も
、
警
察
を
呼
ぶ
、
と
脅
し
て
も
顔
色
一
つ
変
え
な
い
村
人
の
女
の
非
日
常
さ
。
そ

う
い
っ
た
も
の
が
相
ま
っ
て
、
ま
る
で
読
み
手
の
恐
怖
や
不
安
感
を
あ
お
る
よ
う
で
読
ん
で
い

た
私
は
自
分
自
身
が
砂
の
壁
に
捕
ら
わ
れ
、
無
法
地
帯
に
放
り
出
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
感
じ
、

背
筋
が
寒
く
な
り
ま
し
た
。 

 

し
か
し
、
こ
の
蟻
地
獄
の
よ
う
な
風
景
を
愛
し
て
や
ま
な
い
人
も
い
ま
す
。
こ
の
村
で
は
砂

の
壁
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
砂
ば
か
り
で
す
。
毎
日
、
砂
嵐
が
吹
き
荒
れ
、
屋
根
に
積
も
っ
た

砂
を
雪
か
き
の
よ
う
に
掃
除
し
な
い
と
家
は
二
日
で
つ
ぶ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、
主
人
公
が
監

禁
さ
れ
て
い
る
家
に
住
む
女
は
こ
ん
な
ひ
ど
い
環
境
の
村
を
愛
し
、
自
ら
望
ん
で
住
ん
で
い
ま
す
。
監

禁
さ
れ
た
主
人
公
は
、
村
人
と
共
に
自
分
を
罠
に
か
け
た
女
を
憎
ん
で
い
ま
し
た
が
、
次
第
に
こ
の
村

を
愛
す
る
女
に
打
ち
解
け
、
好
意
的
な
面
を
見
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
、
つ
い
に
は
子
ど
も
を
作
っ

て
し
ま
い
ま
す
。 

 

こ
う
い
っ
た
、
人
間
の
憎
し
み
や
恐
怖
の
中
に
、
対
極
と
も
い
え
る
人
間
の
愛
と
い
う
感
情
が
物
語

の
各
所
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
作
品
に
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
的
な
深
み
と
面
白
さ
を
感
じ

さ
せ
て
く
れ
ま
す
。 

 

物
語
の
ラ
ス
ト
、
主
人
公
は
砂
だ
ら
け
の
村
で
は
不
足
す
る
で
あ
ろ
う
水
の
入
手
技
術
を
確
立
し
ま

す
。
こ
う
し
て
主
人
公
は
、
村
人
に
対
し
て
穴
か
ら
、
そ
し
て
村
か
ら
出
し
て
も
ら
う
た
め
の
交
渉
の

カ
ー
ド
を
手
に
し
ま
す
。 

 

普
通
の
物
語
で
あ
れ
ば
、
村
人
た
ち
に
こ
の
交
渉
カ
ー
ド
を
突
き
つ
け
、
爽
快
に
勝
ち
誇
り
村
か
ら

出
て
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
と
な
る
も
よ
し
、
再
び
村
人
の
策
略
に
は
ま
り
、
こ
こ
か
ら
ど
う
な
る
の
だ
ろ

う
か
と
続
き
を
期
待
さ
せ
る
も
よ
し
、
と
続
く
は
ず
で
す
が
、
こ
の
物
語
は
こ
こ
で
終
わ
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
主
人
公
は
同
居
し
て
い
た
女
と
そ
の
お
な
か
に
い
る
子
ど
も
、
そ
し
て
監
禁
さ
れ
る
ま
で
の
暮

ら
し
の
ど
ち
ら
も
選
ぶ
こ
と
な
く
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
う
し
て
私
た
ち
読
者
は
、
そ
の
後
の
主

人
公
の
心
境
選
択
を
知
る
こ
と
な
く
物
語
を
読
み
終
え
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。 

 

私
は
、
主
人
公
が
こ
の
後
ど
う
い
う
選
択
を
す
る
の
か
全
く
分
か
り
ま
せ
ん
。
こ
の
先
の
全
く
読
め

な
い
余
韻
や
、
こ
の
余
韻
ま
で
に
つ
な
が
る
登
場
人
物
の
心
境
な
ど
が
、
物
語
を
よ
り
い
っ
そ
う
引
き

立
て
て
い
る
と
感
じ
、
本
当
に
素
晴
ら
し
い
作
品
だ
と
感
じ
ま
し
た
。 

第５９号 図書だより  
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環
境
都
市
工
学
科
一
年 

内
藤 

千
晴 

 

「
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
記
」
を
読
ん
で 
―
―
ブ
ド
リ
た
ち
の
苦
難
―
― 

 

  

自
然
災
害
は
、
な
ん
て
恐
ろ
し
い
も
の
だ
ろ
う
。 

 

こ
の
物
語
の
中
で
は
、
多
く
の
自
然
災
害
が
起
き
、
主
人
公
で
あ
る
ブ
ド
リ
は
、
そ
の
苦
難

を
多
く
の
人
々
に
助
け
ら
れ
な
が
ら
乗
り
越
え
、
成
長
し
て
い
く
。
そ
し
て
最
後
に
は
自
分
の

命
を
犠
牲
に
し
て
、
人
々
を
自
然
災
害
か
ら
助
け
た
。 

 

ブ
ド
リ
が
住
ん
で
い
る
村
は
冷
害
の
影
響
で
飢
饉
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
父
と
母
は
森
に
行
っ

た
き
り
帰
っ
て
来
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
妹
も
さ
ら
わ
れ
、
ブ
ド
リ
一
人
に
な
っ
た
。
私
な
ら

母
と
父
が
居
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
考
え
る
だ
け
で
怖
い
。
そ
の
上
、
大
切
な
兄
弟
が
自
分
の

目
の
前
か
ら
居
な
く
な
る
と
思
う
と
、
考
え
た
く
な
い
く
ら
い
悲
し
く
て
不
安
な
気
持
ち
に
な

る
と
思
う
。 

 

そ
の
後
、ブ
ド
リ
は
優
し
い
人
々
に
助
け
て
も
ら
い
な
が
ら
成
長
し
て
い
っ
た
。ブ
ド
リ
は
、

そ
ん
な
人
々
に
出
会
う
事
が
で
き
、
良
か
っ
た
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
様
々
な
自
然
災
害
が
起

き
る
中
、
優
し
い
人
々
に
出
会
え
た
こ
と
で
ブ
ド
リ
は
生
き
延
び
る
こ
と
が
出
来
た
と
考
え
る

か
ら
だ
。 

 

ブ
ド
リ
は
、
火
山
局
技
師
の
ペ
ン
ネ
ン
老
技
師
に
出
会
い
、
そ
こ
で
働
い
た
。
火
山
の
噴
火

を
止
め
た
り
、
窒
素
肥
料
を
雨
と
一
緒
に
降
ら
せ
た
り
、
人
の
た
め
に
仕
事
を
し
て
い
た
。
そ

う
し
て
最
後
の
仕
事
と
な
っ
た
、
ブ
ド
リ
の
父
と
母
を
奪
っ
た
冷
害
が
再
び
来
て
、
そ
の
冷
害

か
ら
み
ん
な
を
守
る
た
め
自
分
の
命
と
引
き
換
え
に
し
て
火
山
を
噴
火
さ
せ
た
。
私
は
、
こ
の

結
末
に
衝
撃
を
受
け
た
。人
の
役
に
立
ち
た
い
と
い
う
優
し
い
気
持
ち
は
誰
で
も
持
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
ブ
ド
リ
は
自
分
の
命
を
失
う
と
分
か
っ
て
人
々
を
助
け
る
と
い
う
誰
に
で
も
持
て
る
も
の
で

な
い
大
き
さ
の
優
し
さ
の
持
ち
主
だ
と
考
え
る
。
私
は
ブ
ド
リ
の
行
動
に
感
動
し
た
。
ブ
ド
リ
の
立
場

な
ら
私
は
き
っ
と
同
じ
事
は
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。 

 

こ
の
物
語
の
作
者
で
あ
る
宮
沢
賢
治
さ
ん
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
、
作
者
自
身
も
飢
饉
を
経
験
し

て
い
た
。
ま
た
、
作
者
も
ブ
ド
リ
と
同
じ
よ
う
に
「
自
分
よ
り
他
の
人
の
た
め
に
」
と
大
変
優
し
い
人

だ
っ
た
ら
し
い
。
私
は
、
こ
の
事
を
知
り
ブ
ド
リ
は
宮
沢
賢
治
さ
ん
の
よ
う
な
人
だ
と
思
っ
た
。 

 

作
者
は
、
私
た
ち
に
こ
の
物
語
を
通
じ
て
何
を
伝
え
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

 

私
は
、
自
然
災
害
に
つ
い
て
伝
え
た
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
の
物
語
が
作
ら
れ
た
時
代
と

比
べ
る
と
、
技
術
も
経
済
も
成
長
し
た
。
し
か
し
、
自
然
災
害
は
今
も
発
生
し
、
人
々
を
苦
し
め
て
い

る
。
自
然
災
害
は
、
無
く
な
る
こ
と
は
な
く
、
人
に
生
と
死
と
い
う
大
切
な
、
悲
し
く
苦
し
い
こ
と
を

教
え
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
作
者
は
私
た
ち
に
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
伝
え
た
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
た
。 

 

ま
た
、「
ブ
ド
リ
や
ブ
ド
リ
を
助
け
た
優
し
い
人
に
な
り
ま
し
ょ
う
」
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
も

し
た
。
私
も
、
優
し
い
心
を
持
ち
た
い
と
思
っ
た
。 

 

こ
の
物
語
を
読
ん
で
、
物
語
の
中
に
は
優
し
さ
が
溢
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
。
私
も
ブ
ド
リ
た
ち

の
よ
う
に
、
勇
気
を
持
っ
て
、
困
っ
て
い
る
人
に
親
切
に
し
た
い
。
た
だ
自
分
の
中
で
「
大
丈
夫
だ
ろ

う
か
」
や
「
手
伝
っ
た
方
が
い
い
だ
ろ
う
か
」
と
思
う
だ
け
で
な
く
、
行
動
に
移
す
こ
と
が
重
要
だ
と

感
じ
た
。 

 

ま
た
、
日
本
も
今
自
然
災
害
が
多
く
起
き
て
お
り
、
多
く
の
方
々
が
命
を
落
と
し
て
い
る
。
だ
か
ら

私
も
ブ
ド
リ
の
よ
う
に
、
将
来
自
然
災
害
か
ら
町
を
、
人
々
を
、
動
物
た
ち
を
守
り
た
い
と
思
っ
た
。 

 

こ
の
物
語
に
出
会
い
、
本
当
の
優
し
さ
と
は
何
か
を
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
私
は
、
こ
の
物
語

に
出
会
う
こ
と
が
で
き
て
良
か
っ
た
。
私
も
、
ブ
ド
リ
や
ブ
ド
リ
を
助
け
た
人
々
の
よ
う
に
自
分
が
大

変
で
も
人
の
為
に
何
か
す
る
よ
う
な
、
優
し
い
心
の
持
ち
主
に
な
り
た
い
。 

 図書だより 第５９号 

グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
記 

宮
沢 

賢
治 

著 
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建
築
学
科
一
年 

玉
川 

千
怜 

 

「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
を
読
ん
で 
―
―
桜
は
な
ぜ
美
し
い
の
か
―
― 

 

  

「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」。こ
の
題
を
聞
い
て
ま
ず
頭
に
浮
か
ん
だ
の
は
、美
し
く
咲
き
誇
る
、

桜
の
花
た
ち
だ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
物
語
を
読
み
始
め
た
直
後
に
は
、
そ
の
情
景
は
薄
気
味

悪
く
、
暗
闇
の
中
に
ぼ
う
っ
と
浮
か
ぶ
青
白
い
桜
の
木
に
変
わ
っ
た
。 

 

ま
ず
、
冒
頭
か
ら
、
桜
の
花
が
咲
い
た
こ
と
で
、
絶
景
だ
の
春
ラ
ン
マ
ン
な
ど
と
陽
気
に
な

る
が
、
そ
れ
は
嘘
だ
、
と
今
ま
で
の
桜
の
イ
メ
ー
ジ
を
い
き
な
り
覆
え
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の

後
に
描
か
れ
た
物
語
は
実
に
怪
奇
的
な
も
の
だ
っ
た
。こ
の
物
語
の
主
人
公
は
一
人
の
山
賊
だ
。

い
つ
も
の
よ
う
に
旅
人
を
襲
お
う
と
し
た
。
旅
人
は
美
し
い
女
を
連
れ
て
お
り
、
男
は
そ
の
美

し
さ
に
旅
人
を
殺
し
、
女
を
奪
っ
た
。
女
は
男
に
色
々
な
要
求
を
す
る
。
男
の
家
に
い
た
七
人

の
女
を
器
量
の
一
番
悪
い
女
だ
け
を
残
し
て
殺
せ
と
言
う
。次
に
女
は
都
に
行
き
た
い
と
言
い
、

三
人
で
都
に
移
り
住
む
。
都
で
も
女
は
や
り
た
い
放
題
で
、
男
に
毎
晩
人
を
殺
し
、
そ
の
首
を

持
ち
帰
ら
せ
、
そ
の
首
で
「
首
遊
び
」
を
す
る
の
だ
っ
た
。
そ
ん
な
生
活
に
男
は
む
な
し
く
な

り
、
山
に
帰
り
た
い
と
言
い
だ
し
た
。
は
じ
め
こ
そ
反
対
し
た
女
だ
が
、
男
と
一
緒
に
帰
る
こ

と
に
決
め
る
。
男
と
女
は
器
量
の
悪
い
女
を
の
こ
し
て
山
へ
二
人
で
帰
る
。
男
は
出
会
っ
た
時

と
同
じ
よ
う
に
女
を
背
負
い
山
を
登
る
。
そ
し
て
山
の
中
の
満
開
の
桜
の
下
に
さ
し
か
か
っ
た

と
き
女
が
鬼
で
あ
る
事
に
気
付
く
。
男
は
鬼
を
し
め
殺
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
絞
め
殺
し
た

の
は
鬼
で
は
な
く
美
し
い
女
だ
っ
た
。
男
は
泣
き
わ
め
き
、
女
と
男
は
消
え
て
な
く
な
っ
た
。 

 

読
み
終
わ
っ
た
後
、
頭
に
浮
か
ん
だ
桜
は
華
や
か
な
桜
で
も
、
気
味
の
悪
い
桜
で
も
な
く
、

風
に
ふ
か
れ
て
美
し
く
、
さ
び
し
く
散
っ
て
い
く
美
し
く
も
悲
し
い
桜
の
姿
だ
っ
た
。
私
は
そ

の
桜
が
、
男
と
女
の
悲
し
い
愛
の
形
に
感
じ
ら
れ
た
。 

 

前
に
書
い
た
よ
う
に
、
女
は
男
に
女
た
ち
を
殺
す
よ
う
に
言
っ
た
り
、
首
を
取
っ
て
く
る
よ
う
に
命

じ
た
り
し
た
。
普
通
の
人
な
ら
ま
ず
、
断
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
男
は
女
の
要
求
を
全
て
聞
い
て
い
る
。

そ
れ
は
や
は
り
、
男
が
女
の
こ
と
を
愛
し
て
い
た
証
し
だ
と
思
う
。
愛
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
女
に
嫌

わ
れ
た
く
な
い
と
い
う
思
い
か
ら
女
の
わ
が
ま
ま
を
全
て
受
け
入
れ
た
の
だ
と
私
は
思
う
。 

 

そ
し
て
、
女
も
ま
た
男
を
愛
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
思
う
。
女
は
は
じ
め
、
男
の
言
う
こ
と
な

ど
聞
か
ず
、
自
分
勝
手
に
し
て
い
た
。
し
か
し
、
男
が
山
へ
帰
り
た
い
と
言
っ
た
と
き
、
女
は
「
お
前

と
一
緒
な
ら
ど
こ
で
も
暮
ら
せ
る
」
と
男
に
言
っ
て
山
へ
帰
る
こ
と
を
決
意
し
て
い
る
。 

 

確
か
に
、
二
人
の
愛
の
形
は
世
間
か
ら
見
た
ら
お
か
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
二
人
の
間
に

存
在
し
た
の
は
純
粋
な
愛
だ
と
私
は
思
う
。
最
後
の
場
面
で
男
が
女
を
手
に
か
け
た
時
、
男
は
こ
れ
ま

で
に
な
い
ほ
ど
泣
い
て
い
る
。
か
け
が
え
の
な
い
人
を
自
分
の
手
で
な
く
し
て
し
ま
っ
た
、
そ
ん
な
気

持
ち
か
ら
男
は
泣
い
た
の
だ
と
思
う
。 

 

で
は
な
ぜ
、
女
は
鬼
へ
と
変
わ
っ
た
の
か
。
私
は
女
は
鬼
へ
と
変
わ
っ
た
の
で
は
な
く
、
男
が
桜
の

木
に
持
つ
イ
メ
ー
ジ
、
す
な
わ
ち
「
恐
怖
」
が
、
女
の
姿
を
鬼
に
見
せ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
思
う
。
そ

し
て
恐
ら
く
、
男
も
そ
の
こ
と
に
気
が
つ
い
た
の
だ
ろ
う
。
己
の
弱
さ
の
せ
い
で
大
切
な
人
を
失
っ
て

し
ま
っ
た
の
だ
と
。
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
男
は
女
を
愛
し
て
い
た
の
だ
と
私
は
思
う
。 

 

怖
ろ
し
さ
と
美
し
さ
、
は
か
な
さ
を
持
ち
、
悲
し
い
愛
の
形
を
い
く
つ
も
見
て
き
た
か
ら
こ
そ
、
現

代
に
生
き
る
桜
の
木
々
は
、
あ
ん
な
に
も
美
し
く
見
え
る
。
こ
の
作
品
を
読
ん
で
桜
が
な
ぜ
あ
ん
な
に

も
美
し
い
の
か
が
分
か
っ
た
気
が
す
る
。 

第５９号 図書だより  

桜
の
森
の
満
開
の
下 

坂
口 

安
吾 

著 
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２
年
生
の
部 

      

電
気
情
報
工
学
科
二
年 

宮
崎 

俊
輔 

 

「
老
人
と
海
」
を
読
ん
で 

―
―
老
人
の
覚
悟
―
― 

   

課
題
図
書
の
書
名
を
見
て
も
ど
の
本
が
面
白
い
か
は
わ
か
ら
な
い
。
一
覧
を
見
て
ふ
と
目
に

留
ま
っ
た
の
が
、
今
回
読
ん
だ
図
書
だ
。
老
人
と
海
っ
て
何
の
関
係
が
あ
る
の
か
、
と
て
も
気

に
な
っ
た
。
読
ん
で
す
ぐ
に
、
漁
師
の
話
だ
と
分
か
っ
た
。
意
外
と
簡
単
な
答
え
だ
っ
た
た
め
、

別
の
図
書
に
変
え
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
続
き
を
少
し
読
む
と
そ
の
先
ど
う
な
る
の
か
気
に

な
っ
て
し
ま
い
、
気
づ
い
た
ら
こ
の
図
書
の
魅
力
に
心
が
ひ
き
つ
け
ら
れ
て
い
た
。 

 

こ
の
本
の
魅
力
、
そ
れ
は
「
老
人
の
覚
悟
」
だ
と
考
え
る
。 

 

老
人
は
あ
る
日
、
遠
出
を
し
た
。
二
匹
の
小
さ
な
鮪
を
餌
に
、
大
物
を
ね
ら
っ
て
。
そ
し
て

餌
に
食
ら
い
つ
い
た
の
が
巨
大
な
カ
ジ
キ
。
そ
の
と
き
、
老
人
は
ま
だ
そ
の
正
体
を
拝
ん
で
お

ら
ず
、
拝
ん
だ
時
に
は
舟
よ
り
も
大
き
か
っ
た
魚
に
呆
然
と
し
た
。
四
日
に
わ
た
っ
た
老
人
と

魚
の
闘
い
が
終
わ
っ
た
。
舟
に
乗
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
魚
。
仕
方
な
く
、
舟
べ
り
に
縛
り
つ

け
て
帰
る
の
だ
が
、
鮫
が
寄
っ
て
き
て
、
港
に
帰
っ
た
と
き
に
は
魚
の
肉
は
ほ
と
ん
ど
食
い
つ

く
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。 

 

前
述
の
話
は
、
こ
の
図
書
の
「
老
人
の
覚
悟
」
が
見
え
た
部
分
だ
。
そ
し
て
そ
の
「
覚
悟
」

は
二
つ
あ
る
。 

 

一
つ
は
「
魚
を
殺
す
覚
悟
」。
老
人
は
魚
と
闘
っ
た
四
日
間
で
、
怪
我
を
し
て
、
め
ま
い
な
ど

の
体
調
不
良
を
起
こ
し
た
。
そ
ん
な
状
態
で
も
、
魚
も
自
分
と
同
じ
く
苦
し
ん
で
い
る
、
諦
め

た
ら
申
し
訳
な
い
と
考
え
、最
後
ま
で
闘
い
抜
こ
う
と
す
る
姿
勢
に
感
動
し
た
。老
人
は
魚
を
、

友
達
だ
と
言
っ
た
。
兄
弟
分
だ
と
も
言
っ
た
。
お
そ
ら
く
魚
も
同
じ
こ
と
を
思
っ
た
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な

ら
、
四
日
間
も
人
間
と
過
ご
す
の
は
初
め
て
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
ら
。
老
人
と
魚
は
互
い
に
忘
れ
る
こ
と

の
で
き
な
い
存
在
で
、
そ
れ
は
、
死
ん
で
も
変
わ
ら
な
い
こ
と
だ
。
老
人
と
、
老
人
よ
り
も
は
る
か
に

大
き
い
魚
は
網
で
つ
な
が
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
心
で
も
つ
な
が
っ
て
い
る
と
感
じ
た
。 

 

も
う
一
つ
は
「
魚
を
守
る
覚
悟
」
で
あ
る
。
舟
に
乗
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
魚
は
、
海
に
血
を
流
し

て
し
ま
っ
た
た
め
に
鮫
が
何
匹
も
寄
っ
て
く
る
。
鮫
に
魚
の
肉
を
持
っ
て
い
か
れ
る
が
、
ナ
イ
フ
な
ど

舟
に
あ
る
も
の
で
闘
っ
た
。
そ
ん
な
、
必
死
に
な
っ
て
魚
を
守
ろ
う
と
し
た
姿
勢
に
感
動
し
た
。
こ
の

大
き
な
魚
が
一
体
ど
れ
く
ら
い
の
値
段
で
売
れ
る
の
か
、
周
り
の
人
が
見
た
ら
ど
う
思
う
の
か
、
気
に

な
っ
た
か
ら
魚
を
ね
ら
う
鮫
を
殺
そ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
や
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
友
達

で
あ
り
、
兄
弟
分
で
も
あ
る
魚
が
、
鮫
に
や
ら
れ
っ
ぱ
な
し
な
の
が
我
慢
で
き
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

だ
か
ら
必
死
に
な
っ
て
守
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

 

こ
の
図
書
を
読
ん
で
、「
覚
悟
」
を
持
つ
こ
と
の
大
切
さ
を
学
ん
だ
。「
覚
悟
」
と
は
、
あ
る
事
に
対

し
て
嫌
に
な
っ
て
も
途
中
で
投
げ
出
さ
な
い
こ
と
だ
と
思
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
老
人
は
負
け
な
か
っ
た
か

ら
。
今
ま
で
見
た
こ
と
の
な
い
巨
大
な
カ
ジ
キ
に
、
海
の
王
者
の
鮫
に
対
し
て
も
。
命
の
あ
る
限
り
、

下
を
向
か
ず
、
前
を
見
て
闘
っ
た
。 

 

こ
れ
か
ら
人
生
の
中
で
色
々
な
困
難
が
あ
る
と
思
う
が
、
こ
の
図
書
で
学
ん
だ
「
覚
悟
」
で
乗
り
越

え
て
い
き
た
い
。
老
人
の
よ
う
に
、
前
を
向
い
た
姿
勢
で
。 

 図書だより 第５９号 

老
人
と
海 

ア
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環
境
都
市
工
学
科
二
年 

小
山 

寛
実 

 

「
人
間
失
格
」
を
読
ん
で 

―
―
辛
さ
の
裏
返
し
―
― 

 
 

 

  

私
は
、『
人
間
失
格
』
を
読
ん
で
、
共
感
す
る
文
を
見
つ
け
ま
し
た
。
そ
れ
は
前
半
部
分
に
あ

る
、「
自
分
は
、
い
っ
た
い
幸
福
な
の
で
し
ょ
う
か
。」
以
降
の
部
分
で
す
。
こ
こ
か
ら
始
ま
り
、

そ
の
段
落
の
最
後
ま
で
の
部
分
、「
実
に
し
ば
し
ば
、
仕
合
せ
者
だ
と
人
に
言
わ
れ
て
来
ま
し
た

が
、
自
分
で
は
い
つ
も
地
獄
の
思
い
で
、
か
え
っ
て
、
自
分
を
仕
合
せ
者
だ
と
言
っ
た
ひ
と
た

ち
の
ほ
う
が
、
比
較
に
も
何
も
な
ら
ぬ
く
ら
い
ず
っ
と
ず
っ
と
安
楽
な
よ
う
に
自
分
に
は
見
え

る
の
で
す
。」
と
あ
り
ま
し
た
。
私
は
こ
の
文
に
大
き
く
心
を
持
っ
て
い
か
れ
ま
し
た
。 

 

私
は
今
、
は
っ
き
り
言
っ
て
、
辛
い
で
す
。
そ
れ
は
、
人
間
関
係
、
学
業
、
孤
独
、
自
己
嫌

悪
、
様
々
な
場
面
か
ら
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
私
は
、
学
生
寮
に
入
っ
て
お
り
、
そ
こ
で

生
活
を
し
、
学
校
に
行
き
、
そ
し
て
ま
た
帰
寮
、
と
、
一
年
間
の
ほ
と
ん
ど
を
実
家
か
ら
離
れ

た
場
所
で
過
ご
し
て
い
ま
す
。 

 

学
業
に
専
念
す
る
事
、
自
立
心
が
育
つ
事
、
様
々
な
人
達
と
四
六
時
中
居
れ
る
事
、
と
て
も

恵
ま
れ
て
い
て
良
い
環
境
で
は
な
い
か
、
幸
せ
者
で
は
な
い
か
、
自
分
で
も
そ
う
思
う
し
、
他

人
や
家
族
か
ら
も
言
わ
れ
ま
す
が
、
そ
ん
な
の
上
辺
だ
け
で
し
か
言
え
な
い
事
で
す
。 

 

そ
れ
ら
の
中
身
を
見
て
い
け
ば
、た
と
え
ば
自
分
を
叱
っ
て
く
れ
る
人
な
ど
居
ま
せ
ん
か
ら
、

学
業
で
だ
ら
け
て
し
ま
う
時
は
と
こ
と
ん
だ
ら
け
て
し
ま
い
ま
す
。
友
達
と
呼
べ
る
人
な
ど
一

人
も
居
ま
せ
ん
。
価
値
観
の
違
い
、
日
常
の
過
ご
し
方
、
私
と
は
か
け
離
れ
た
人
達
ば
か
り
で

す
。
仲
良
く
し
た
い
と
も
思
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
ゆ
え
に
孤
独
感
、
大
好
き
な
家
族
と
、
地

元
に
居
る
沢
山
の
友
達
と
離
れ
ば
な
れ
に
な
る
恐
怖
感
、
不
安
、
さ
み
し
さ
、
挙
げ
れ
ば
切
り
が
な
い

「
辛
い
」
を
日
常
的
な
一
つ
一
つ
の
出
来
事
の
タ
イ
ト
ル
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

そ
れ
を
周
り
の
人
達
は
幸
せ
だ
と
言
い
ま
す
。け
れ
ど
、逆
に
私
が
他
の
人
か
ら
○
○
が
辛
い
ん
だ
、

と
言
わ
れ
て
も
、
励
ま
し
た
り
、
同
情
す
る
事
し
か
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
れ
は
、
め
ん
ど
う
く
さ

い
と
か
、
聞
き
苦
し
い
と
か
で
は
な
く
、
や
は
り
、
個
人
の
辛
さ
は
そ
の
人
に
し
か
分
か
ら
な
い
事
だ

し
、
辛
い
事
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
人
は
忍
耐
力
を
つ
け
な
が
ら
多
く
を
学
ん
で
い
く
と
思
い
ま
す
。 

 

そ
う
考
え
直
し
て
、
私
の
辛
い
事
を
裏
返
し
て
い
く
と
、
自
分
一
人
で
学
業
へ
の
意
志
が
低
下
し
て

し
ま
う
な
ら
、
も
っ
と
自
分
に
厳
し
く
す
る
事
も
で
き
る
し
、
友
達
が
い
な
い
な
ら
、
仲
良
く
し
た
く

な
い
と
い
う
気
持
ち
を
捨
て
、
相
手
を
尊
重
す
る
気
持
ち
を
持
て
ば
よ
い
し
、
家
族
や
地
元
の
友
達
と

離
れ
ば
な
れ
で
苦
し
い
の
な
ら
、
連
絡
を
ま
め
に
と
り
、
会
え
る
日
に
は
思
い
っ
き
り
甘
え
て
、
幸
せ

を
充
電
す
れ
ば
良
い
。 

 

こ
う
や
っ
て
辛
い
事
を
裏
返
せ
ば
幸
せ
へ
の
道
が
開
け
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。最
後
の
、

家
族
や
地
元
の
友
達
と
会
え
な
い
辛
さ
は
、
心
が
満
た
さ
れ
る
よ
う
な
改
善
策
は
自
分
と
人
と
の
物
理

的
な
距
離
が
原
因
な
の
で
、
ど
う
に
も
で
き
ま
せ
ん
が
、
幸
せ
に
近
い
も
の
を
探
し
出
す
だ
け
で
も
気

持
ち
が
違
い
ま
す
。
そ
の
他
の
、
自
分
の
心
の
持
ち
よ
う
で
改
善
で
き
る
事
は
、
裏
返
し
て
客
観
的
に

考
え
れ
ば
解
決
す
る
と
思
い
ま
す
。辛
さ
は
他
人
に
ど
う
こ
う
言
う
も
の
で
は
な
い
と
発
見
し
ま
し
た
。

そ
れ
は
た
だ
の
自
分
の
満
足
す
る
た
め
の
言
い
訳
な
の
で
す
か
ら
。
し
か
し
、
発
散
す
る
事
も
大
切
で

す
か
ら
、
時
に
は
甘
え
も
必
要
で
す
。 

 

こ
ん
な
事
を
考
え
る
と
、
こ
の
本
の
文
章
の
よ
う
に
、
辛
さ
は
人
間
の
感
情
の
中
で
も
そ
の
人
自
身

の
嫌
な
事
で
あ
り
、
逃
げ
た
い
と
思
う
事
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
辛
さ
は
自
分
の
中
で
常
に
一
番

で
す
。
そ
う
す
る
と
、
自
分
は
地
獄
の
よ
う
な
思
い
の
時
に
励
ま
し
の
言
葉
を
く
れ
る
人
達
の
方
が
ず

っ
と
辛
く
な
い
と
思
う
の
は
自
然
な
事
で
す
。 

 

辛
さ
、
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
す
が
、
そ
の
人
そ
の
人
に
合
っ
た
も
の
で
、
時
に
は
自
分
を
苦
し
め
る
け

れ
ど
も
、
そ
れ
を
の
り
切
る
た
め
の
思
考
力
、
判
断
力
、
経
験
、
長
い
苦
し
み
で
も
軽
く
考
え
れ
ば
、

結
局
は
自
分
の
た
め
に
な
る
と
、
共
感
だ
け
で
な
く
勇
気
づ
け
ら
れ
も
し
た
文
章
で
し
た
。 
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「
博
士
の
愛
し
た
数
式
」
を
読
ん
で 
―
―
博
士
が
愛
し
た
も
の
―
― 

 

 

  

こ
の
物
語
に
は
、
登
場
人
物
た
ち
が
お
互
い
の
こ
と
を
思
い
や
る
あ
た
た
か
い
心
が
描
か
れ

て
い
る
。 

 

あ
る
日
、
主
人
公
で
あ
る
家
政
婦
が
博
士
（
六
四
歳
、
数
学
専
門
の
元
大
学
教
師
）
の
家
へ

派
遣
さ
れ
る
。博
士
は
一
九
七
五
年
に
事
故
に
遭
い
、彼
の
記
憶
は
そ
の
年
で
止
ま
っ
て
い
る
。

そ
し
て
今
の
博
士
は
記
憶
が
八
〇
分
し
か
も
た
な
い
。
そ
の
た
め
毎
朝
初
対
面
で
あ
る
か
の
よ

う
に
、
博
士
の
「
君
の
靴
の
サ
イ
ズ
は
い
く
つ
か
ね
」
と
い
う
同
じ
挨
拶
か
ら
一
日
が
始
ま
る
。

ど
ち
ら
も
お
互
い
に
気
を
遣
っ
て
い
た
た
め
会
話
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
時
々
話
す
こ
と
が
あ
れ

ば
い
つ
も
「
数
」
が
関
係
す
る
内
容
だ
っ
た
。
し
か
し
、
博
士
が
家
政
婦
の
息
子
で
あ
る
ル
ー

ト
（√

）
と
会
っ
て
か
ら
は
変
わ
っ
た
。
ル
ー
ト
が
学
校
か
ら
博
士
の
家
に
帰
っ
て
く
る
と
い

つ
も
歓
迎
し
、
家
政
婦
と
は
数
学
の
話
ば
か
り
で
も
、
ル
ー
ト
に
は
博
士
の
方
か
ら
「
今
日
の

給
食
は
何
だ
っ
た
？
」
と
か
「
将
来
は
何
に
な
る
ん
だ
い
？
」
な
ど
と
質
問
し
た
。
で
も
や
は

り
数
学
が
好
き
な
博
士
は
、書
斎
の
仕
事
机
や
食
卓
で
様
々
な
数
学
の
話
を
聞
か
せ
て
く
れ
た
。

三
人
で
過
ご
す
日
々
の
中
で
い
ろ
ん
な
出
来
事
が
あ
り
な
が
ら
、
だ
ん
だ
ん
と
友
情
が
芽
生
え

て
く
る
。
も
し
か
し
た
ら
、
数
学
の
お
か
げ
で
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

わ
た
し
は
数
学
が
得
意
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
本
を
読
ん
で
か
ら
、
数
学
に
対
す
る
イ
メ

ー
ジ
も
変
わ
っ
た
。
特
に
博
士
の
「
問
題
を
作
っ
た
人
に
は
、
答
え
が
分
か
っ
て
い
る
。
必
ず

答
え
が
あ
る
と
保
証
さ
れ
た
問
題
を
解
く
の
は
、
そ
こ
に
見
え
て
い
る
頂
上
へ
向
か
っ
て
、
ガ

イ
ド
付
き
の
登
山
道
ハ
イ
キ
ン
グ
す
る
よ
う
な
も
の
だ
よ
。」と
い
う
言
葉
に
は
そ
の
通
り
だ
と
思
わ
さ

れ
た
。
そ
し
て
こ
の
本
の
中
で
初
め
て
聞
い
た
言
葉
「
友
愛
数
」。
２
２
０
の
約
数
の
和
は
２
８
４
、
２

８
４
の
約
数
の
和
は
２
２
０
。
数
学
を
勉
強
し
て
き
た
中
で
、
こ
ん
な
に
も
「
面
白
い
」
と
感
じ
た
の

は
初
め
て
だ
っ
た
。
家
政
婦
や
ル
ー
ト
が
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、
わ
た
し
も
博
士
に
よ
っ
て
数
学
の
世

界
に
引
き
込
ま
れ
た
。 

 

こ
の
物
語
の
登
場
人
物
た
ち
が
お
互
い
の
こ
と
を
大
切
に
思
い
あ
え
る
の
は
と
て
も
素
敵
な
関
係
だ

と
私
は
感
じ
た
。
博
士
に
贈
る
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
「
喜
ば
せ
た
い
」
と
い
う
純
粋
な
気
持
ち
だ
け
で
必
死

に
探
す
ル
ー
ト
や
、
ル
ー
ト
か
ら
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
も
ら
っ
た
博
士
が
素
直
に
喜
ぶ
様
子
は
心
が
と
て
も

あ
た
た
か
く
な
っ
た
。
ま
た
、
博
士
は
い
つ
も
ル
ー
ト
の
こ
と
を
守
っ
た
。
野
球
観
戦
で
ル
ー
ト
に
フ

ァ
ー
ル
ボ
ー
ル
が
直
撃
し
そ
う
に
な
っ
た
と
き
、
ル
ー
ト
が
包
丁
で
怪
我
を
し
た
時
。
ま
る
で
自
分
の

孫
、
い
や
、
息
子
で
あ
る
か
の
よ
う
に
ル
ー
ト
に
接
し
て
い
た
。
つ
ま
り
数
学
を
愛
す
る
の
と
同
じ
よ

う
に
ル
ー
ト
の
こ
と
を
愛
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
毎
回
ル
ー
ト
の
こ
と
を
歓
迎
す
る
様
子
や
、
自
ら
話

し
か
け
よ
う
と
す
る
様
子
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
。な
ぜ
な
ら
、家
政
婦
に
は
絶
対
し
な
か
っ
た
か
ら
だ
。 

 

そ
し
て
も
う
一
人
、
博
士
が
愛
し
て
い
た
の
が
、
未
亡
人
（
博
士
の
義
姉
）
だ
と
思
う
。
未
亡
人
は

家
政
婦
の
雇
い
主
で
も
あ
り
、博
士
の
住
ん
で
い
る
離
れ
と
同
じ
敷
地
内
に
な
る
母
屋
に
住
ん
で
い
る
。

そ
れ
だ
け
近
く
に
い
る
の
に
二
人
は
お
互
い
に
会
お
う
と
し
な
か
っ
た
。
実
は
、
未
亡
人
は
事
故
の
際

博
士
の
車
に
同
乗
し
て
い
た
。
そ
し
て
事
故
に
遭
う
前
、
二
人
は
愛
し
合
っ
て
い
た
。
事
故
の
後
、
博

士
は
未
亡
人
の
こ
と
を
ど
う
思
っ
て
い
た
の
か
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
で
も
、
事
故
に
遭
っ
た
年

で
記
憶
が
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
だ
け
で
、
そ
の
思
い
は
消
え
て
は
い
な
い
は
ず
だ
。
未
亡
人
も
事
故
の

時
、
足
を
負
傷
し
た
が
気
持
ち
は
消
え
て
い
な
い
と
思
う
。
だ
か
ら
こ
そ
未
亡
人
が
博
士
の
兄
と
一
緒

に
な
っ
た
こ
と
が
引
っ
掛
か
る
と
こ
ろ
だ
が
、
兄
が
他
界
し
た
後
、
近
く
で
博
士
を
見
守
っ
て
い
た
こ

と
に
間
違
い
な
い
と
思
う
。
も
し
か
し
た
ら
二
人
は
心
で
通
じ
あ
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

博
士
の
よ
う
に
不
器
用
な
り
に
ま
っ
す
ぐ
何
か
を
愛
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
素
敵
な
こ
と
だ
。 
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建
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「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
を
読
ん
で 

―
―
言
葉
に
よ
る
想
像
の
可
能
性
―
― 

 

 

  

私
は
、
今
回
こ
の
小
説
を
初
め
て
読
ん
だ
。
私
が
こ
の
小
説
を
選
ん
だ
き
っ
か
け
は
二
つ
あ

る
。
一
つ
目
は
、
以
前
か
ら
こ
の
小
説
の
作
者
で
あ
る
宮
沢
賢
治
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
か
ら

だ
。
中
学
の
と
き
宮
沢
賢
治
に
つ
い
て
習
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
か
ら
、
宮
沢
賢
治

の
書
く
物
語
を
い
つ
か
読
ん
で
み
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
二
つ
目
は
、
小
説
の
題
名
に
惹
か
れ

た
か
ら
だ
。
私
は
月
や
星
、
流
星
群
な
ど
宇
宙
に
関
す
る
こ
と
・
も
の
が
大
好
き
だ
。
だ
か
ら

こ
の
小
説
の
題
名
の
「
銀
河
」
と
い
う
言
葉
に
強
く
惹
か
れ
、
是
非
こ
の
機
会
に
読
ん
で
み
よ

う
と
思
っ
た
。 

 

こ
の
小
説
の
中
で
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
銀
河
の
旅
の
最
後
に
突
然
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
が

消
え
て
し
ま
っ
た
場
面
で
あ
る
。
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
と
は
、
こ
の
物
語
の
主
人
公
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の

親
友
だ
と
思
わ
れ
る
登
場
人
物
だ
。
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
は
消
え
る
前
に
、
列
車
の
窓
か
ら
見
え
る

遠
く
の
き
れ
い
な
野
原
を
指
し
、 

「
あ
あ
、
あ
す
こ
の
野
原
は
な
ん
て
き
れ
い
だ
ろ
う
。
み
ん
な
集
っ
て
い
る
ね
え
。
あ
す
こ
が

ほ
ん
と
う
の
天
上
な
ん
だ
。
あ
っ
あ
す
こ
に
い
る
の
ぼ
く
の
お
か
あ
さ
ん
だ
よ
。」 

と
叫
ん
だ
、
と
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
に
は
ぼ
ん
や
り
と
白
く
け
む
っ
て
見

え
る
だ
け
で
、
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
の
言
っ
た
よ
う
に
は
見
え
な
か
っ
た
と
続
け
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
会
話
に
出
て
く
る
き
れ
い
な
野
原
は
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
に
し
か
見
え
て
い
な
い
の

だ
ろ
う
と
考
え
た
。
さ
ら
に
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
が
指
し
た
方
向
を
「
ほ
ん
と
う
の
天
上
」
と
言
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
点
で
既
に
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
に
は
天
上
、
つ
ま
り
死
後
の
世
界
が
見
え
て
い

た
の
だ
と
考
え
た
。
ま
た
、
こ
の
場
面
が
あ
る
第
九
章
の
冒
頭
で
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
身
に
覚
え
の
な
い
、

切
符
と
し
て
扱
わ
れ
る
「
い
ち
め
ん
黒
い
唐
草
の
よ
う
な
模
様
の
中
に
、
お
か
し
な
十
ば
か
り
の
字
を

印
刷
し
た
も
の
」
を
持
っ
て
い
た
。
同
じ
列
車
に
乗
っ
て
い
た
鳥
捕
り
は
そ
の
紙
切
れ
を
見
て
「
ど
こ

で
も
勝
手
に
あ
る
け
る
通
行
券
」
と
言
っ
た
。
ま
た
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
た
ち
の
と
こ
ろ
へ
来
た
車
掌
や
燈

台
看
守
の
態
度
も
、
ど
こ
か
丁
寧
に
な
っ
た
り
珍
し
い
も
の
を
見
た
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
。
こ
の
二

つ
の
こ
と
か
ら
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
持
っ
て
い
た
切
符
は
な
に
か
と
て
も
特
別
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
た
。 

 

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
が
乗
っ
た
の
は
天
上
の
世
界
へ
つ
な
が
る
列
車
で
、
一
緒
に

乗
っ
て
い
た
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
も
含
め
ジ
ョ
バ
ン
ニ
以
外
の
乗
客
は
も
う
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
人
た
ち

だ
と
い
う
こ
と
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
特
別
な
切
符
を
持
っ
て
い
た
の
で
天
上
の
世
界
へ
は
行
か
ず
現
実
の

世
界
へ
戻
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
場
面
と
の
つ
な
が
り
で
あ
っ
た
と
推
測
し
た
。
こ
の
小
説
の
大

部
分
を
占
め
る
銀
河
の
旅
の
終
わ
り
が
衝
撃
的
で
、読
み
進
め
る
中
で
想
像
し
な
か
っ
た
結
末
だ
っ
た
。 

 

ま
た
、
表
現
す
る
言
葉
の
美
し
さ
も
こ
の
小
説
に
引
き
込
ま
れ
た
一
つ
の
要
素
だ
と
思
う
。
例
え
ば

ア
ル
ビ
レ
オ
と
い
う
星
に
つ
い
て
。
こ
の
星
は
、
は
く
ち
ょ
う
座
に
見
ら
れ
る
青
と
オ
レ
ン
ジ
の
二
つ

の
星
か
ら
成
る
珍
し
い
星
だ
。
本
文
で
は
「
眼
も
さ
め
る
よ
う
な
、
青
宝
玉
と
黄
玉
の
大
き
な
二
つ
の

す
き
と
お
っ
た
球
」
と
表
現
さ
れ
て
あ
り
、
読
み
な
が
ら
情
景
を
鮮
明
に
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

他
に
も
波
や
鶴
の
鳴
き
声
な
ど
、
小
説
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
宮
沢
賢
治
の
綺
麗
な
表
現
が
ち
り
ば
め
ら

れ
て
い
て
、
読
み
進
め
る
度
に
感
動
し
た
。 

 

こ
の
小
説
の
中
に
は
、
明
確
に
名
称
が
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
言
葉
に
よ
る
表
現
の
み
で
書
か
れ
て
い

る
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
読
み
手
そ
れ
ぞ
れ
の
想
像
・
と
ら
え
方
に
よ
っ
て
自
分
だ
け
の
『
銀

河
鉄
道
の
夜
』
の
世
界
が
頭
の
中
で
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
て
い
く
の
だ
ろ
う
と
感
じ
た
。
ま
た
、
そ
の
世

界
を
作
り
上
げ
て
い
く
感
覚
が
今
ま
で
味
わ
っ
た
こ
と
の
な
い
も
の
で
、
こ
の
本
は
私
に
と
っ
て
言
葉

に
よ
る
想
像
の
可
能
性
を
大
き
く
広
げ
て
く
れ
た
大
切
な
一
冊
と
な
っ
た
。 

第５９号 図書だより  

銀
河
鉄
道
の
夜 

宮
沢 

賢
治 

著 
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 図書だより 第５９号 

 

3年生の部 

科学技術のゆくえ 

加藤尚武, 松山壽一 編 

機械工学科３年 西村 貴輝 

 

 もしロボットが自分で自分のスイッチを入れ、与え

られたプログラムを書き換え、本来の目的と異なる動

作をしたらどうなるのだろう。この本を読んで、今ま

で考えたことのない疑問が頭に浮かんだ。 

 ロボットには通常、ある目的を達成するためのプロ

グラムが存在し、ロボットはそのプログラム以外の動

作はできない。これを自然主義とすると、私は当然自

然主義者となると思っていた。しかし、反自然主義も

理論上は存在する。これはロボットが与えられたプロ

グラムを書き換えることができることを意味する。言

うなればロボットが意志を持つのである。 

 私は最初、反自然主義はロボットが人間に近づく考

え方をしており、いつかはロボットを家族の一員とし

てみられるのではないかと感じた。しかし、「反自然主

義が可能であるとすると、技術が目的設定について外

部からどのような制約も受けることはなくなるので、

技術自体がどこに向かっていくか、まったく分からな

いということになる」という言葉から、一瞬にして恐

怖に陥ってしまった。今の私に限らず、多くのロボッ

ト製作者は反自然主義者なのだと思った。この言葉を

知らずしてロボットは作れないからこそ、今の私が目

指していること、やろうとしていることの重みが分か

る。 

 日々技術が進歩していく中で、自然主義の復活はで

きないかと私は考えたが、今の技術は原子核や遺伝子

でさえ操ってしまう。そんな技術に向かって「自然へ

帰れ」などと言っても無意味だと主張され、どうしよ

うもない気持ちになった。新しい技術を求めるが故に

反自然主義になってしまい、自分の技術によりできた

ロボットに対して、技術的に何もすることができなく

なってしまう未来が、自分にも来るのではないかと思

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このような未来へ進んでゆく私や技術者達は、もっ

と視野を広げる必要があると思う。ロボットができた

数十年先の未来を想像し、自分の技術によってどんな

問題が起こるかを見通すことで、今の自分がどうある

べきかを考えることができると思う。自然主義が復活

できなくても、自然らしさを設計できる技術者である

べきだと思う。 

 具体的な例として「二〇四五年問題」がある。二〇

四五年にコンピューターの人工知能の能力が人類を越

え、人工知能が支配するのではないかと予測されてい

る。技術者として一番の課題である。便利さを求める

が故に、コンピューターも進化し、最終的に自分達に

はどうすることもできなくなるのは、反自然主義の末

路なのだと思う。この本を読み、この問題について考

えると、自分が今まで作ってきたものは何のためにあ

るのだろうと思う。ただし、言い換えると今までよく

考えなかった問題について真剣に取り組むようになっ

た。これからどうなるか、答えが分かりそうになくて

も、考えること自体が大切なのだと思う。 

 だから私は考える。今まで考えもしなかったことを。

そして一つの考えが浮かんできた。反自然主義にして

も、二〇四五年問題にしても、自分達と共存できるロ

ボットが作れたとしたら、互いに支配し合わずに生き

てゆけるのではないかと思う。この理想の実現のため、

必要な知識を授業や本など、様々な場で吸収していこ

うと思う。そしてこの考え方を世の中に発信し、共感

する人達と共に研究していこうと考えた。まだまだ歪

んで甘い考えかもしれないが、この思考を持つこと自

体、この本を読んだ大きな意味となった。これからの

科学／技術を担う自分の責務の大きさを感じ、自分の

ため、未来のために自分の技術を磨いてゆき、自ら問

題解決に取り組もうと思う。 
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第５９号 図書だより  

 

 

置かれた場所で咲きなさい 

渡辺 和子 著 

電気情報工学科３年 徳広 怜二 

 

私は渡辺和子さんの「置かれた場所で咲きなさい」

を読みました。この本は、自分にとって嫌な環境に対

しての考え方や、新しい自分の見つけ方が書いてあり

ました。その中でも、私が一番勉強になったのは、自

分の中にいるのに自分ではない自分がいるという考え

方です。 

 その自分は、善い行いをすべきか悪い行いをすべき

か迷ったとき、善い行いをするよう背中を押してくれ

る存在だといいます。私はそのようなことを考えもし

ていませんでした。作者は、ある詩集からこの考え方

を得たそうですが、私はかなりひねくれている人なの

で他人の考えをすんなりと、受け入れることができま

せん。作者の心の広さが私と全く違うことがよく分か

ります。 

 他にも、くれない族だった作者を変えた詩には、自

分から動くからこそ幸せを得られるといったことが書

かれていました。これも、いつも受け身でいる自分と

は程遠いと思います。作者はこの様な経験や考えを出

会いから得ています。私は出会いはあまりないので、

うらやましく思います。 

 ここで私と作者は、人として根本的な違いが二つあ

ります。それは、人を信じることができるということ

と、他人の声にいつも耳を傾けているということです。

この違いは作者が人間としていかにレベルが高いか、

私が人として愚かであるかを表しています。 

 まず信じることは、人と関わっていく中でもっとも

重要なことだと思います。私は、少年時代に友達とい

える友達がいなかったので、誰かに何かを頼むことも

できず過ごしてきました。そして今では、人を頼ると

きにどうしても信用しきれません。いつも疑ってしま

い、相手を傷つけることもあったと思います。経験を

言い訳にしていると言われることも承知しています。

作者の、相手の成功をほめて相手の失敗は自分が被る、

というほど覚悟と信頼をもって人を頼るといった姿勢

をもつことは、私が見習うところです。 

 

 

 

 

 

 

 また作者は相手だけでなく、神様も信じています。

修道院に通っていたこともありますが、並の人ができ

る信頼ではありません。直感や夢までも、神の仕業で

あると信じて従うのです。私であれば、直感は夢に対

しては怯えることしかできません。私は人としての差

を知らされました。 

 そしてもう一つ、他人の声に耳を傾けるということ

に関しては、信頼と類しますが例を紹介します。作者

は他人の声を聞くことだけでなく、その意味について

も考えることができるのです。これは私には到底でき

ないと思っています。詩を読み、その表現について考

え、意味を知り、自分の行動に移すのです。例えば、

求めれば与えられるという言葉があります。私は努力

をすれば、何でも手に入るという解釈をしました。し

かし作者は、本当に欲しいものであれば、相手に与え

られるようになるという解釈をしました。比べずとも

差が分かります。私が傲慢で、作者が謙虚です。なの

で私も素直に、謙虚に受け入れることが必要です。 

 これが自身の中の自身でない自身の違いなのです。

自分自身を信じ、相手を信じ、神を信じて生きる。そ

んな作者とは対照的な私のすべきことは、私ではない

未知の存在を受け入れ信じることです。私はこの本を

読んで、自身の精神的未熟を痛感させられました。「置

かれた場所で咲きなさい」に込められた想いを知った

今、自分自身が変われるように努力をし、いずれは作

者のような人になりたいです。そして作者の書くよう

な、人を変えられる本を私も書けるようになりたいで

す。  
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 図書だより 第５９号 

 

 

しんがり 

清武 英利 著 

環境都市工学科３年 岸本 誠矢 

 

 しんがりは、一九九七年十一月、当時四大証券と呼

ばれた山一證券が日本経済新聞の朝刊一面に「山一證

券自主廃業へ。負債三兆円、戦後最大」と見出しが出

たところから始まった。大企業が一夜にして、自主廃

業となって社員達には混乱が広がった。将来安泰だと

思って入った大企業で、突然給与が出なくなるという

ことだったから。そんな、ほとんどの社員が再就職に

忙しい中、会社に踏み留まろうとする社員がいた。会

社に踏み留まって経営破綻の原因を追究し、清算作業

をした社員がいた。真相を究明するために、最後まで

会社に留まったしんがり社員たちの懸命な闘いを描い

た実話である。しんがりとは、戦に敗れて退くとき、

軍列の最後尾に踏みとどまって戦う兵士のこと。多く

の兵は逃れて再起を期す。金ももらえないのに、最後

まで会社に残り真相究明するのである。何故最後まで

筋を通そうとしたのでしょうか。山一が消えた後の元

山一社員は不幸ではなかったと言います。会社の破綻

は人生の通過点に過ぎない。潰れたって、何とかなる

んだ。一生懸命生きていれば誰かが見てくれている、

むくわれる時がくると信じていることは、リスク多き

時代を生きる人に励ましになる。しんがりをする人達、

自主廃業する人達は、三つしなければならないことが

あった。一つ目は、営業を停止し、本支店を閉鎖する

こと。二つ目は顧客から預かった二十四兆円の株券や

資産を早急、かつ正確に返還すること。三つ目が債務

隠しの真相を暴く社内調査である。社内調査委員会を

組織し、破綻原因を究明する組長の嘉本と、パソコン

に強い横山、業務管理課長の印出、調査報告書作成を

手助けした長澤など嘉本の周りには、頼れる仲間がた

くさんいました。山一で働いていたからこそ、最後ま

で苦難を乗り越えれた仲間ができたんだと思います。

嘉本は、元社長や、経営部長などヒアリングを何回も

行いました。清算業務と約二千六百億円の債務を究明

するためです。会社に対する執念と、努力で証拠とな

る書類や、証言を獲得していった人だと思います。 

 

 

 

 

 

 

 学校生活の部活動でも同じ様なことが言えるだろう。

学年や、学科が違う人が集まるから全員が集まるのは

難しいし、統制がなかなかとれない。僕が所属してい

るラグビー部は特に団体競技なので、チームの問題は

多く起こる。試合の時は、特にチームでのルールと一

人一人の責任が大きくなっていく。一丸とならないと

守れないし、一人が逃げるとチームメイト全体に迷惑

がかかる。信用関係も必要だ。これはまかせる、まか

せろでないと、試合が成り立たない。相手を尊敬して

本気でぶつからないと、試合として成り立たないし、

失礼である。それらを育むために、日々の練習は必要

である。日々を毎日頑張って練習する人は、周りから

の評価もいいし、信頼される。味方の人の得意、不得

意が分かれば互いをカバーし合える。一年生から、五

年生の役割もしっかりしている。一年生は、先輩から

学ばないといけない。先輩がしっかりしなければチー

ムとしては成り立たなくなる。互いのことを理解し、

日々からの行いで信頼関係もあるから試合などの本番

で、チームとして一つの大きな力で立ち向かえる。苦

しい練習を乗り越えての、仲間である。苦難を乗り越

えた仲間は一生ものなのだと思いました。 

 内部のチェックや批判を許さない部門をつくってし

まい、暴走を止められずに歯止めがきかなくなり、暴

走を許すトップに何の意見も言えない下っ端の人達の

苦悩を描いた本でした。元山一社員は再就職に困らな

かったというデータがある。社内調査をしっかり行い

責任の所在をはっきりさせて、社員はしっかりしてい

たことがしっかり証明されていたからである。最後ま

で自分が働いてきた会社のためにつくそうとする心意

気はすごかった。会社が倒産しても次のステップが大

事である。 
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第５９号 図書だより  

 

 

みんなでつくるバリアフリー 

光野 有次 著 

建築学科３年 古田 花那 

 

「バリアフリーって何だろう。」私がこの本を手

に取って初めに思った印象だ。最近、私たちは日常

生活で「バリアフリー」という言葉を耳にする。私

がこの本を読む前に思っていたバリアフリーは、床

にある段差をなくすものというイメージだった。も

っとバリアフリーについて詳しく知りたいと思い

この本を選んだ。 

 この本の内容としては、筆者が体験したバリアフ

リー住宅についてのことや、日常生活におけるバリ

アフリーの道具や施設についてのことが筆者の感

想も交えながら書かれてあった。車いすに乗る人や

目の不自由な人、高齢者など誰もが活動しやすい家

や街になっている。誰もが暮らしやすいようにとつ

くられたバリアフリーの例として挙げられていた

のは、地下鉄の乗換案内やホームから転落してしま

わないための柵、超低床バスや電車などがあった。

地下鉄の乗換案内図には、何両目に階段があるかが

示されているので、下車するときに一番近い階段が

ある場所が分かり、その車両に乗車することができ

る。これは歩くのに支障がある人や体の弱い高齢者

にとってとても助かる。超低床バスは待っている歩

道とバスの床の高さの差があまりないため、車いす

に乗る人や小さな子供、高齢者などの負担が解消さ

れる。私は以前車いすに乗っている人がバスに乗車

しているのを見たことがある。そのバスは段差があ

り、人の手を借りて乗車していた。乗るのに時間も

手間もかかっていて大変そうだった。そして何も手

伝うことができない自分にとても腹が立った。でも、

段差のないバスがもっと普及していけば一人で楽

に乗車できるのでもっと増えればいいなと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この本のさまざまなバリアフリーの話を読んで、

中でも一番印象に残ったのは家についての内容だ。

この内容は筆者がバリアフリーの住宅に訪れた時、

この住宅の設計は車いすを使う人を中心に考えら

れたものであったということが書かれていた。私の

家も最近バリアフリーの住宅になったのでこの話

にとても興味を持ったからだ。 

 私は小さい頃から祖父母と一緒に暮らしている。

祖母は私が小学生の時くらいから足腰が悪くなり、

歩くとき片足を引きずるようにして歩いている。そ

のため、リビングと廊下の間にあるわずかな段差で

もまたぐのが大変そうだった。しかも、祖父母の部

屋は二階にあったため、毎日傾斜が急な階段を上り

下りするのも大変そうだった。数年前、リビングの

床がきしんで危なくなったので、リフォームをする

ことになった。すでにある床の上に新しい床を敷き、

廊下にも同じように板を敷くことで、リビングと廊

下の段差をなくすことができた。ついでに他の部屋

も手すりを付けたり、段差をなくすリフォームをし、

バリアフリーの家になった。その時に、祖父母の部

屋を一階に移動させ、祖父母たちにとって前より住

みやすい家になった。 

 この本を通してバリアフリーに対する気持ちが

大きく変わり、自分が今まで気に留めてなかったこ

とでも、体や目が不自由な人にとってはとても大き

な障害であることが分かったので、困っている人が

いれば小さなことでも手伝うようにしようと思う

ようになった。私は今学校で建築を専攻している。

授業で住宅の設計をするにあたり、自分の感覚に合

わせて設計していた。だが、これからはどの世代で

も快適に、不自由のない暮らしができるような住宅

の設計をするように心がけていきたい。 
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４年生以上の部 

冥土めぐり 

鹿島田 真希 著 

機械工学科４年 市川 将 

 

 人間は何かに囚われて生きていくものなのだろ

う。過去、現在そして未来――。それらは何かしら

の感情を持って、「記憶」として私たちを拘束する。

それらが今の幸せを、今の、これからの自分を作っ

ているのだとしたら、それは良いことなのかもしれ

ない。 

 この作品には二つの対極する時間軸が存在する

と感じた。「今」という時間軸と、「過去」という時

間軸。お互いに干渉し合っているのに、身をもって

感じることのできないもの。しかしそれらは確実に

自らを記憶という形で縛りつけている。 

 具体的に何が対極なのかというと、主人公の奈津

子と旦那の太一の夫婦と、奈津子の母と弟の二組の

存在だ。奈津子らは「今」を、母親らは「過去」を

生きていると感じた。 

 彼女は夫の療養のため、とある古いホテルへやっ

てきた。そこは昔母親が祖父母と行ったことがあり、

また彼女も訪れたことのあるホテルだった。あんな

高級ホテルが、今じゃたったの五千円で泊まれてし

まうだなんて、なんて落ちぶれようだろうか。彼女

は療養と同時に、「過去」を振り切ろうと考えてこ

こへやってきた。しかし思い出すほどに心は辛くな

ってゆく。それと同時に過去を顧みたとき感じるの

は、今こうして彼と一緒に居る、彼のために何かし

てあげたいと思うことが今の幸せなのかもしれな

い、と感じていた。それは彼女が「今」という時間

軸を生きているからではないだろうか。 

 母は元スチュワーデス、弟は酒癖は悪く、金遣い

が荒い男だ。彼女らは煌びやかだった過去にとらわ

れたままで、「今」を見ようとはしない。 

 人間誰しも過去の栄光に縋りたがるものだ。それ

が自身の最高点であるが故のことだが、そこから前

に進めないとなると、大変な重症だ。所詮過去は過

去でしかなく、それが今に少しでも影響すると考え

たなら、多少は前へ進めるのではないだろうか。自

分を大きく見せることは必要かもしれないが、いつ

までも過去の栄光に縋っていては、小さいままなの

ではないかと、読みながら考えた。 

 

 

 

 私自身に重ねたとき、どちらかというと奈津子に

近いと感じた。思い出されるのはあまりよくない思

い出ばかり、しかしそれでもふとしたときに幸せを

感じる。そんな生活を送っているからだ。逆に考え

ると、縋る程の栄光や成果を残していないからとい

うこともある。 

 平凡で、持っているものが少ないからこそ、何か

（幸せのようなもの）を見つけ出すという力は人一

倍あるのかもしれない。生きてくと言うことは、そ

ういうことの連続なのかもしれない。というのは、

最初から恵まれた人など稀で、好都合なことばかり

ではない。嫌々ながらもその中にやりがいや、幸せ

を見つけ出していく、そういうものなのではないか。 

 「過去」も「今」も確実に現在の自分、そして未

来の自分を形作っている。それはきっと感じること

のできない程、早く、静かに形成していく。そして

時々休んでは振り返る。何故なら目の前がまだ暗く、

不確かだからだ。この先どうするべきか、何が今の

幸せなのか、知らず知らずのうちに、自らに問いか

けているのだろう。 

 人は何かに囚われて生きていくものなのだろう

――。最初にそう述べたのは、奈津子も完全には過

去を振り切ることが出来なかったからだ。「自分」

という母体は「過去」にも「今」にも左右されなが

らでしか存在しないからだ。それがなくなったとき、

何か一つの境地に達するのかもしれないが。 

 きっとその囚われから解放されることはありえ

ないだろう。でもそれを毎日感じるのは疲れてしま

うから、何かの瞬間に、「これかな」と感じられた

ら、それだけでも十分良いのではないだろうか。 
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平成２８年度 校内読書感想文コンクール 講評 

 

 

○平成２８年度選考委員 

四・五年及び専攻科選考担当  

笠井 聖二（委員長） 

山田 祐士 

 

 

 

 

 

三年選考担当 木原 滋哉 

 二年選考担当 上芝 令子・外村 彰 

 一年選考担当 板倉 大貴・外村 彰 

 

 

 

読書感想文 総評 

自然科学系分野 笠井 聖二 

 

 本年度も校内読書感想文コンクールを無事に実施することができました。応募してくれた学生諸君及び実施に

ご協力頂いた関係の皆さんに感謝いたします。 

 しっかりと取り組んでくれた結果、少しずつ質もよくなってきているのではないかと思います。懸案である４

年生以上の応募については、０件を脱することはできましたが、改善したとは言い難い状況です。次回に向けて、

校内読書感想文コンクールを通した新しい展開なども議論しながら、本校での「読書」を盛り上げていきたいと

思います。 

 

 

 

一年読書感想文 講評 

非常勤講師（国語） 板倉 大貴 

 

 なんのために読書感想文はあるのか？ この

問いかけから一年生の読書感想文の講評をはじ

めなければならないように思います。この問いか

けにたいする私という限られた思考からの回答

は次のようなものです。それは、自分自身である

とともに、住みなれた居心地のいい場所でもある

自らの思考を、違和と疑問のなかに飛び込ませ、

それらにとりかこまれた窮屈さのなかで、手がか

りさえ杳としてみつけられない状態で、あらため

てもういちどみつめてもらいたいということで

す。 

 今回の一年生の課題本はおもに芥川賞受賞作

のなかから私が選びました。昨今ではあまり読ま

れなくなった作品がほとんどです。一年生のみな

さんは馴染みのないこれらの作品に苦労された

と思います。しかし、さきほど述べたような違和

と疑問にかこまれて、そのなかで、自分の考えを

しっかり記してくれたように思います。ほんとう

にさまざまな感想、視座や表現がありました。た 

 

 

 

だ、そのなかで多くの生徒がおなじように行って

いたことがあります。それは作者の考えを読みと

ろうとすることでした。もちろん作者の考えや意

図を読みとくことは重要です。ですが、その作者

の考えも、その作者の生きた時代や環境などによ

って形づくられているのであり、絶対的なものと

はいえません。ですので、作者の考えを読みとる

ことを最終到達地点にしないことも重要だと思

われます。今回、優秀賞の候補作を選ぶにあたっ

ては以上のようなことを勘案しました。つまり、

作者の考えを読みとるだけではなく、それにたい

する自らの思考のあとや批評があることです。も

ちろん提出いただいたほかの感想文にそれらが

ないことはありませんが、とりわけ選出された六

作にはそれぞれ独特の思考のあとがあると思い

ます。……これからもみなさんには知らない場所

に自らを投げこんでいってほしいと思います。自

分という骰子は手を放してみないとどの目がで

るのかわからないものですから。 
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二年読書感想文 講評 

人文社会系分野 上芝 令子 

 

二年生は課題図書をこちらで設定して、その中か

ら選んで感想文を書くという形で実施しました。今

年の二年生は、なんと前期授業期間に「現代文」の

授業がない！という日本の高校生としてはありえな

い状況で、古典の時間になぜか現代文の読書感想文

を夏休みの課題として出すという不思議な状況の中、

それでもほぼ全員の学生が期日を守り、提出しまし

た。できればすべての作品に触れてほしいと思いな

がら選定した２３作品は洋の東西を問わず、古今の

いずれも名作ぞろい。今この時期にこそ読んでほし

い作品ばかりです。２３作に加え三作品、全国読書

感想文コンクール（高校生の部）課題図書も加えま

した。『銀河鉄道の夜』『博士の愛した数式』『夜のピ

クニック』『きよしこ』などが比較的多く選ばれ、『星

の王子さま』も目立ちました。三浦綾子『塩狩峠』

などはぜひと思い、入れましたが、感想文に選んだ

学生はほぼおらず、がっくり、でしたが。数学が嫌

いだ、好きだという学生が、それぞれ『博士の愛し

た数式』を読み、各々違った角度から作品を考えて

いるところも興味深かったです。感想文の書き方と

いうものは、本来は存在しないのですが（「自分の感

想」を書けばいいのですから）、それでも、「なぜ？」

「どうして？」という問いが生まれながら、その答

えを「作者にしかわからない」とつなげられると、

やはり、それは感想文としてはどうかな、という気

になりました。答えは探してみてほしいのです。正

解は自分の中でこれだ、と思えればそれが正解です。

用意されている答えを見つけるのではなく（作者に

だってわかっていないかもしれません）、答えに至る

思考の道を努力して生み出してほしいと思います。

今年度の二年生優秀作の選考には他の先生方にも加

わっていただきました。作品と自分の経験とを結び

つけて考え、自身の内面を明らかにしようという懸

命さが読み取れる感想文が選ばれたと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三年読書感想文 講評 

人文社会系分野 木原 滋哉 

 

3 年生の課題は、評論やノンフィクションの作品

を自分で選んで、感想文をまとめるというものでし

た。評論を取り上げた感想文では、現代社会の課題

に鋭く切り込んでいるものに心動かされました。ノ

ンフィクションの作品を取り上げた感想文の中には、

自分たちとはかけ離れた生活を知って、自分たちが

幸せだと感じた、とまとめたものがあり、少し気に

なりました。自分とどんなに違っていても自分たち

と共通しているものを見出して自分の問題をして取

り上げた感想文、現代社会の課題や仕組みに光を当

てた感想文を評価して、表彰したいと思います。イ

ンターネットが発展している現在、自分に心地よい

情報しか目を向けず、異なる意見に耳を閉ざしがち

です。異なる意見と対話しようとする姿勢を高く評

価したいと思います。 
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四・五年及び専攻科読書感想文 講評 

機械工学分野 山田 祐士 

 

4 年生以上の部は，これまでに何度も応募ゼロの

年がありましたが，今年は何とか 1人の勇敢で冒険

心のある若者が応募してくれましたので最悪の事態

を免れることが出来ました．作品は標準以上の評価

と応募者が1名であることに対する様々な審査員の

思いから入賞はすぐに決定しました．しかし，応募

者が1人なので，講評も何もないだろうとも思った

のですが，来年度の応募者を増やすための対策を纏

めるため，あえて文字を立てることになりました． 

なぜ呉高専生は4年生になると途端に読書感想文を

書かなくなるのでしょうか？個人的な考えですが，

小学生の時から夏休みになると宿題で読書感想文を

ずっと書いてきた本校の学生達が，理系エリートの

呉高専に入ってしまったばかりに（又は「入ったの

に」）さらに3年間も宿題でやらされてしまい，もう

いいよと思っているのではないかと考えています． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんなに長くしてきたこともあり，今回の受賞作品

もみな素晴らしい物ばかり，このように上手な人が

たくさんいるのにみんなが一斉にやめてしまうと当

然勿体無いし寂しいと思う図書の職員や先生がたく

さん出て来て当然．このような流れで，何とか勿体

無いを止めて，自然に「授業の課題」としてではな

い読書感想文を書いてもらおうと考えた時，誰か人

に「これはおもしろいよ」と伝えたい気持ちになる

ような素晴らしい本に出合うことが出来れば，言葉

が自然と文章になり読書感想文を書くことができる

のではないかという考えに至りました．まずは，そ

のような本に出合える図書館やブックハンティング

に行ってみたいと思いませんか？ 
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行事報告 平成２８年度ブックハンティング 

 

 

 

 

 

 今年度より年に1度の開催となったブックハンティ

ングが、6月19日(日)に行われました。場所はジュン

ク堂書店(広島駅前店)に 1～3 年生、4〜5 年生、専攻

科生の2班に分かれ、学生31名、教職員3名でおじゃ

まさせてもらいました。 

 

 今年度より休日の開催となり学生達には忙しい中で

参加して頂きましたが、色んな本を手に取ったりし、

熱心に本を選んでいる様子が見受けられました。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、 

 

更には種類も多彩であるため、どの本を購入するか選

ぶのにとても苦戦しました。 

  なかなか普段買えない本を選んで買ってきたので

学校の図書館に並べられるのを楽しみに待っていて下

さい。  

  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 

 

虚数の情緒 

S.K 

 僕がこの本を選んだ理由は、数学や教育等を詳し

く分かり易いことばで書かれているからです。 

すごく分厚い本ですが、とてもおもしろいです。 

 

バケモノの子 

                      M.I 

バケモノと人間という奇妙な師弟関係の2人が修

行と冒険の日々を重ねてともに成長するというお話

です。細田守監督の作品で、映画があって興味があ

りバケモノの世界という違った世界観を楽しめると

思って選びました。 

 

キー入力がみるみる速くなるタイピング上達の 

法則 

                    F.N 

 これからの学習にタイピング技能は必要不可欠な

物だと思い、この本を選びました。 

 

DIARY of a Wimpy Kid 

                    S.N 

 『グレッグのダメ日記』という日本語版の児童書

のオリジナルです。とても面白い内容の本です。児

童書だから難しい単語はあまりないようで、英検三

級～準二級、TOEIC 入門レベルの本です。絵本より

もっとおもしろい本を勉強がてら読みたい方は是非

挑戦してみて下さい。 

学生会 文化環境委員長 

 

 三京拓弥 
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書店ガール 

                    M.Y 

 書店のアラフォー副店長理子は、はねっかえりの

部下亜紀の扱いに手を焼いていた。協調性がなく、

恋愛も自由奔放で、仕事でも好き勝手な提案ばかり。

一方の亜紀も、ダメ出しばかりする「頭の固い上司」

の理子に猛反発していた。そんなある日、店にとん

でもない危機が…!? 

本好き、書店好きの人はぜひ読んでください！ 

 

Hacking:美しき策謀 

                    T.K 

 パソコンが好きな人は誰しも一度はハッカーに憧

れたことがあると思います。そのハッカーの思想や

美学、テクニックについて解説してあるのがこの本

です。芸術の域まで高められたテクニックをお楽し

みください。 

 

ドグラ・マグラ 

                    M.K 

 「日本三大奇書」の一つであるこの本には、伏線

が複雑に織り込まれており、読む程に味わい深い本

です。 

この本の魅力は、内容の濃さと夢野久作独特の文

体にあります。 

読めばきっと、貴方もやみつきになるでしょう｡ 

 

インフェルノ 

                    Y.Y 

 この本は難事件に芸術から迫っていくサスペンス

小説です。 

今回題材となるのはダンテの「神曲」で、ダンテ

の「神曲」に描かれたわずかなヒントや細かい伏線

が特徴の読み応えある大作です。 

是非読んでみて下さい。 

 

ブルターニュ幻想民話集 

                    R.M 

 フランスの歴史的な州ブルターニュで 

語り継がれてきた民話集です。独特な文化を持つブ

ルターニュの「恐い話」を97話、楽しめる作品にな

っていると思います｡ 

 

不惑のスクラム 

                    K.O 

 ラグビーというスポーツの認知度が上がってきて

いる今、この本を読んで欲しい。 

ラグビーというスポーツが持つ熱さ、爽やかさそ

しておっさんの情熱を確かめられる一冊です。 

 

偏愛的数学 Ⅰ 驚異の数 

                    A.Y 

難しい演算ではなく、たし算やかけ算といった四

則演算で、驚くような性質を持つ数を集めた本です。

「偏愛的数学」という思わず目を止めてしまうタイ

トルが魅力的です。 

 

火星の人 

                    R.H 

 火星の人は、2015 年に映画化された実写映画の

『オデッセイ』の原作です。絶望的な状況でも諦め

ることない主人公に心動かされます。同時に英語版

もあるので、合わせて読むのもいいでしょう。 

 

お散歩しながらフランス語 

                    T.T 

 フランスに留学したい、行ってみたいと思ってい

る人は多いと思います。 

でも、フランス語が分からない！そんな人におす

すめの本です。 

この本では、パリに在住している著者が実用的な

フランス語を集めています。 

サイズもとても良くて、写真などもあり、分かり

やすく、勉強になる一冊です。 

 

カリスマ経営者の名著を読む 

                    R.O 

 ホンダや京セラなどの優れた企業の優れた経営者

自ら書いた名著のエッセンスが凝縮されている１冊

である。エンジニアを目指す者にとって読んで損は

ないのではないかと思う。 

 

コンビニたそがれ堂 

                    K.M 

 思い出の大切さを感じられるとても読みやすい短

編小説です。 

大切なものを探している人が入店できる不思議な

コンビニ「たそがれ堂」 

ときに切なくときにほんわかした商品を提供して

くれる不思議なコンビニなのです。 

 

サブマリン 

Y.M 

 映画化された話も収録されている｢チルドレン｣の

続編です。 

｢チルドレン｣を読んだことのある人、伊坂さんの本

が好きな人、オススメです。 
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たのしいバイナリの歩き方 

                    N.K 

 高専生ならプログラムというものに多少触れたこ

とがあるだろう。C、VBAなどプログラム言語は無数

に存在するがその根底にあるアセンブリ言語を是非

学んで欲しい。また違った視点でプログラムを覗け

るに違いない。 

 

[入門] "株'' の仕組み 

                    R.S 

 高専を出て起業しようと考えている方も少なくな

いと思います。起業するには、運用するお金はどう

するかというのは各々調べることかと思います。し

かし、インターネットで学ぶには情報が多すぎます。

そこで、まずはピンポイントに株式や会計といった、

お金に関することから学んでみてはどうでしょうか。 

 

悪魔の辞典 

R.K 

 今から100年以上前の作家でありジャーナリスト

でもあったアンブローズ･ビアスによる書籍です。 

文庫本でありながら、実際の辞書のように読めると

ころがオススメです。 

また、内容も悪魔視点なのでおもしろいです。 

 

怪盗探偵山猫 

Y.A 

 これは金などを盗む怪盗と会社の悪事を証明する

探偵の2つの顔を持つ山猫によるミステリー。 

「八雲」シリーズの作者・神永学さんの、ドラマ

にもなった小説です。 

 

目は1分でよくなる！ 

K.M 

 パソコン、夜遅くの勉強、スマートフォン、目を

酷使してしまう高専生の貴方に。そんな選出です。 

明るい場所で、適度な距離で、肩の力を抜いて、

ご利用下さい。 

 

 

 

 

 

 

C#によるiOS、Android、Windows アプリケーション

開発入門 

H.H 

 いつまでコンソールアプリで満足しているつもり

だ！！時代はGUIだ！！！といった人におすすめで

す。 

とっつき易い C#と Xamarinでアプリ開発始めてみ

ません？ 

 

ひとりで学べる環境計量士濃度関係 

徹底図解テキスト＆問題集 

T.S 

 環境計量士は環境都市工学科でとれる資格の中で

も重要なものなので、資格をとる時に役立てたいと

思い選びました。他の資格勉強本と比較すると、図

解が多く、分かりやすいと思います。 

 

硝子の太陽R 

硝子の太陽N 

S.K 

 この本は、誉田哲也さんの最新作で、＜ジウ＞と

＜姫川玲子＞シリーズのコラボ作品です。私はどち

らも読み、おもしろかったのでこの本を選びました。 

 

元素のすべてがわかる図鑑 

R.H 

 元素について基礎から科学的なものまで沢山の情

報が載っている上に、図鑑らしく写真などを使って、

見て面白く、読んでも面白い美しい図鑑です。また、

1冊ですべての元素を理解することもできます。 

一度手にとって見てください。 

 

異形再生 

N.I 

 この本は19世紀に｢絶滅動物図録｣という、伝説の

生物の解剖図を記したスペンサー・ブラック博士の

物語で、後半にはその解剖図も記載されています。 

骨格などが細かく書かれていて、とても見ごたえ

があると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表紙】海軍の町、呉 

 

呉が海軍の町であるということを強く感じることのできる「アレイからすこじま」より 

夜の潜水艦を撮影しました。 

（撮影：呉高専建築学科 ４年 宮本 皓章）    
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お知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

順位 題　　　　名 著　　　者 回数
※ 1 大学編入のための数学問題集 碓氷　久ほか 26

2 編入数学徹底研究：大学編入試験対策 桜井基晴 18

3 TOEICテスト新公式問題集：新形式問題対応編 Educational Testing Service 13

4 「’10年度版」：ＳＰＩテストセンター問題集「完全版」 中村一樹 11

5 Vol. 6：TOEICテスト新公式問題集 Educational Testing Service 9

5 羊と鋼の森 宮下奈都 9

7 演習力学-新訂版- 今井功ほか 8

8 1；技術倫理 Ｃ，ウィットベック 7

8 技術者倫理入門：地球に生きる技術者になるために 吉村忠与志ほか 7

8 第二種電気工事士完全合格教本：ここが出る！！ ノマド・ワークス 7  

 

 

 

 

 

 

 

順位 題　　　　名 Ｎｏ 回数
※ 1 ゲド戦記 377 3

2 プラダを着た悪魔 376 2

2 西の魔女が死んだ 502 2

3 犬と私の10の約束 461 1

3 チャーリーとチョコレート工場 305 1

3 たけしのコマ大数学科 447 1

3 マンマ・ミーア 511 1

3 ワイルド・スピード 122 1

3 世界の中心で愛をさけぶ 210 1

3 レッドクリフ　Ｐａｒｔ1 510 1  

 

 
編集後記 

 図書館の書庫に入ったことはありますか？書庫には約４万冊の本があり、開架の本と同じように、 

閲覧や貸出ができます。どんどん活用してください。 

28


	01.表紙・目次.pdf
	02.巻頭文
	03.表彰式
	04.最優秀賞01（1A宮﨑梨花）
	05.最優秀賞02（2C荒谷純怜）
	06.最優秀賞02（2A田中歩希）
	07.最優秀賞03（3M本多陽敬）
	08.優秀賞01（1E長橋朋也）
	09.優秀賞02（1E水本直希）
	10.優秀賞03（1C笠井梨瑚）
	11.優秀賞04（１C内藤千晴）
	12.優秀賞05（1A玉川千怜）
	13.優秀賞07（2E宮崎俊輔）
	14.優秀賞08（2C小山寛実）
	15.優秀賞09（2A空舞花）
	16.優秀賞10（2A塩田綾音）
	17.優秀賞11（3M西村貴輝）
	18.優秀賞11（3E徳広怜二）
	19.優秀賞12（3C岸本誠矢）
	20.優秀賞13  (3A古田花那）
	21.優秀賞14（4M市川将）
	22.23.24.総評・各学年講評修正①
	25.26.27.ブックハンティング紹介文
	28.貸出回数ランキング



