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第６２号 図書だより 

巻頭文 

図書館長 田 中  誠 

 2019 年夏に改修工事のため図書館が閉館になりま

した。今回は図書館の無い「図書だより」の発行です。 

 呉高専の図書館と電気計算機室ができたのは 1977

年のことです。私が電気工学科4年生のときでした。

それまでは管理棟の3階に小さな図書室しかありませ

んでした。図書館の開館に伴い、学生課も管理棟1階

から図書館棟1階に引っ越してきました。電気計算機

室には富士通の FACOM230-28S という中型のメインフ

レーム・コンピュータが設置されました。記憶容量は

64kbyteで、記憶素子は、上位機種は 1kbitMOS IC メ

モリでしたが、28Sは磁気コアメモリでした。32ビッ

ト長の単精度浮動小数点の変数でも、2 次元配列は

[100][100]程度しか取ることができませんでした。 

それでも卒業研究で、パンチ・カードにFORTRANの

プログラムをせっせと打ち込んで、カードの束を輪ゴ

ムで綴じて受け付けボックスに入れ、自分のプログラ

ムがカード・リーダーに読み込まれるのをじっと待っ

ていました。学生は1日に一回しか実行してもらえな

いので、文法エラーなど出したら1日がパーになるか

ら、みんな何度も何度もプログラムをチェックしてい

ました。 

 この頃どんな本が学生に読まれていたかというと、

庄司薫の「赤頭巾ちゃん気を付けて」（第61回芥川賞）、

「白鳥の歌なんか聞えない」「さよなら快傑黒頭巾」「ぼ

くの大好きな青髭」の四部作、小峰元の「アルキメデ

スは手を汚さない」「ピタゴラス豆畑に死す」「ソクラ

テス最期の弁明」「パスカルの鼻は長かった」、高野悦

子の「二十歳の原点」「二十歳の原点序章」「二十歳の

原点ノート」などが思い出されます。 

私と同年代の東野圭吾（私が編入した大学は彼と同

じ大阪府立大学）さんが「あの頃ぼくらはアホでした」

に書いているように、それまでろくに本を読んだこと

がなかった彼が、「アルキメデスは手を汚さない」を一

気に読み終えて、作家までめざすほどのおもしろさだ

ったのです。 

これらの本は、今は読まれてないように思います。

今みなさんが読んでいるような、「やはり俺の青春ラブ

コメはまちがっている。」、「Re:ゼロから始める異世界

生活」、「とある魔術の禁書目録」、「青春ブタ野郎」シ

リーズなどは、40年後読まれているのでしょうか？ 

 スター・ウォーズの最初の作品（エピソード4新た

なる希望）が公開されたのが1977年。スター・ウォー

ズの完結編（エピソード9スカイウォーカーの夜明け）

が公開されたのが2019年。図書館が開館し、改修のた

め閉館するまでの42年と同じ月日が経ちました。 

図書館の思い出 
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図書だより 第６２号 

令和元年度 校内読書感想文コンクールの表彰式 

令和元年度校内読書感想文コンクールの最優秀賞の表彰式を、12月16日（月）に校長室で行いました。 

最優秀賞受賞者は、以下のとおりです。 

建築学科１年    奥田 そら 

機械工学科２年   福垣内 武 

電気情報工学科３年 宮本 大哉 

 受賞者には、賞状及び後援会からの副賞（図書カード）を授与しました。 

最優秀賞の他にも優秀賞があり、今年度の受賞者は最優秀賞３名、優秀賞１８名、計２１名となりました。 

校内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１６回目になります。 

学生は、学年ごとの課題に沿った図書を読み、夏休み中に感想文をまとめて応募します。 

１年生：課題図書（芥川賞・直木賞受賞作等） 

２年生：課題図書（外国文学等） 

３年生：ノンフィクションなど現代社会に関する本 

４年生以上：自由 

次回もたくさんの応募があることを期待しています。 
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１
年
生
の
部

建
築
学
科
一
年

奥
田

そ
ら

素
直
な
気
持
ち

―
―
「
伊
豆
の
踊
子
」
を
読
ん
で
―
―

ひ
と
は
ひ
と
に
よ
っ
て
変
わ
る
。
主
人
公
の
学
生
「
私
」
は
孤
児
根
性
で
歪
ん
で

い
る
こ
と
に
悩
み
、
一
人
伊
豆
の
旅
に
出
た
。
そ
こ
で
出
会
っ
た
旅
芸
人
達
と
共
に

旅
を
し
て
い
く
う
ち
に
彼
は
変
わ
っ
て
い
く
。

彼
は
旅
芸
人
等
の
う
ち
の
一
人
で
あ
る
踊
子
に
惹
か
れ
た
。
あ
の
手
こ
の
手
で
踊

子
に
近
づ
こ
う
と
す
る
も
の
の
、
ど
れ
も
踊
子
の
母
に
よ
っ
て
遮
ら
れ
て
し
ま
う
。

そ
れ
に
対
す
る
彼
の
優
柔
不
断
と
も
い
え
る
行
動
も
あ
り
、
結
局
な
に
も
す
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
つ
い
に
学
校
の
始
ま
り
が
近
づ
い
て
く

る
。
旅
を
続
け
る
お
金
も
な
く
な
る
。
そ
ん
な
理
由
を
付
け
、
彼
は
踊
子
た
ち
と
別

れ
、
東
京
に
帰
る
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
帰
り
の
船
の
中
、
彼
は
涙
を
流
す
。
し
か

し
そ
の
涙
は
私
が
想
像
し
て
い
た
涙
と
は
違
っ
た
。
彼
は
、
悲
し
い
気
持
ち
で
は
な

く
、
清
々
し
い
満
足
の
中
に
眠
っ
て
い
る
よ
う
な
気
持
ち
で
い
た
の
だ
。

私
は
不
思
議
だ
っ
た
。
な
ぜ
彼
は
踊
子
か
ら
離
れ
て
い
る
の
に
清
々
し
く
思
っ
た

の
だ
ろ
う
。
私
な
ら
、
も
っ
と
積
極
的
に
な
れ
ば
よ
か
っ
た
な
ん
て
後
悔
し
て
い
る

こ
と
だ
ろ
う
。
確
か
に
母
が
娘
を
守
ろ
う
と
す
る
の
は
当
然
だ
。
し
か
し
そ
れ
を
破

っ
て
で
も
、
も
う
二
度
と
会
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
人
の
た
め
に
で
き
た
こ
と
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
悔
し
涙
を
流
す
と
思
う
。

旅
芸
人
等
と
共
に
下
田
へ
向
か
っ
て
い
た
彼
は
踊
子
た
ち
の
少
し
前
を
歩
い
て
い
た
。
す
る
と
後
ろ

か
ら
「
い
い
人
ね
」
と
彼
の
こ
と
を
話
し
て
い
る
声
が
聞
こ
え
た
。
自
分
は
歪
ん
で
い
る
の
だ
と
苦
し
ん

で
い
た
彼
に
と
っ
て
そ
れ
は
、
と
て
も
心
に
し
み
る
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
周
り
の
人
に
認
め
て
も
ら

う
こ
と
の
喜
び
を
知
っ
た
の
だ
。

つ
ま
り
彼
は
、
踊
子
を
自
分
の
も
の
に
す
る
よ
り
も
、
旅
芸
人
等
に
と
っ
て
の
「
い
い
人
」
で
あ
り
続

け
る
こ
と
を
選
ん
だ
の
だ
。
自
分
の
感
情
を
抑
え
、
踊
子
を
置
い
て
き
た
。
帰
り
際
、
踊
子
は
彼
に
会
い

に
き
て
い
た
。
そ
れ
で
も
彼
は
別
れ
を
決
め
た
。
彼
は
さ
み
し
い
人
だ
と
私
は
思
っ
た
。

結
局
彼
は
踊
子
の
こ
と
を
あ
き
ら
め
た
の
だ
が
、
も
し
私
が
彼
の
立
場
だ
っ
た
ら
ど
ち
ら
を
選
ん
だ

だ
ろ
う
か
。
き
っ
と
私
も
彼
と
同
じ
よ
う
に
「
い
い
人
」
で
あ
る
こ
と
を
選
ぶ
と
思
う
。
も
し
踊
子
を
選

ん
だ
と
し
た
ら
母
に
に
ら
ま
れ
、
踊
子
を
頼
り
に
し
て
い
る
旅
芸
人
一
行
に
迷
惑
が
か
か
っ
て
し
ま
う
。

踊
子
に
な
か
な
か
近
づ
け
な
い
し
、
そ
ん
な
理
由
を
つ
け
て
諦
め
て
し
ま
う
と
思
う
。
で
も
本
当
は
勇

気
が
な
い
だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
私
は
周
り
に
気
を
遣
わ
ず
自
分
の
気
持
ち
を
優
先
す
る
勇
気
が

な
い
。
結
局
自
分
の
気
持
ち
よ
り
周
り
か
ら
の
評
価
を
気
に
し
て
し
ま
う
気
が
す
る
。
自
分
の
気
持
ち

の
ま
ま
動
け
る
ほ
う
が
嘘
が
無
い
よ
う
で
い
い
な
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
彼
の
場
合
、
誰
か
の
い
い

人
で
あ
る
こ
と
を
後
悔
し
て
い
な
い
よ
う
だ
。
周
り
を
考
え
る
こ
と
で
彼
は
自
分
の
価
値
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
そ
う
し
て
彼
は
孤
独
感
か
ら
抜
け
出
し
て
い
く
。

つ
ま
り
彼
は
人
の
親
切
を
素
直
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
だ
。
孤
児
根

性
を
見
直
す
と
い
う
元
々
の
旅
の
目
的
は
果
た
す
こ
と
が
で
き
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
気
付
い
た

彼
は
清
々
し
く
こ
の
旅
に
満
足
し
た
の
だ
ろ
う
。

自
分
の
気
持
ち
に
素
直
に
な
る
こ
と
は
大
事
だ
と
思
う
。
し
か
し
、
自
分
一
人
で
考
え
こ
ん
で
孤
独

に
な
る
の
は
よ
く
な
い
。
時
に
は
周
り
の
こ
と
を
優
先
し
て
み
る
の
も
悪
く
な
い
な
と
思
っ
た
。

踊
子
の
気
持
ち
を
考
え
る
と
少
し
悲
し
い
結
末
だ
が
、
も
し
続
き
が
あ
る
な
ら
ば
、
も
う
一
度
再
会

し
て
ほ
し
い
と
私
は
思
う
。
踊
子
に
は
自
由
に
な
っ
て
ほ
し
い
し
、
今
の
彼
な
ら
人
の
気
持
ち
に
素
直

で
と
て
も
こ
の
先
が
楽
し
み
だ
。

私
も
ど
こ
か
旅
を
し
て
み
た
い
。

第６２号 図書だより 

令和元年度（第１６回）校内読書感想文コンクール最優秀賞

伊
豆
の
踊
子

川
端

康
成

著
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２
年
生
の
部

機
械
工
学
科
二
年

福
垣
内

武

や
り
が
い
の
あ
る
こ
と

―
―
「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
を
読
ん
で
―
―

同
じ
生
き
物
を
殺
し
お
金
に
換
え
る
。
聞
こ
え
は
あ
ま
り
良
く
な
い
が
、
日
常
で
は
当
た
り
前

の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
感
謝
の
気
持
ち
や
申
し
訳
な
い
と
思
う
人
は

ど
の
く
ら
い
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
ま
り
聞
く
話
で
は
な
い
が
こ
の
作
品
を
読
ん
で
熊
狩
り
を
仕

事
と
す
る
人
の
気
持
ち
が
わ
か
っ
た
よ
う
な
気
が
少
し
す
る
。
私
が
こ
の
作
品
を
読
ん
で
み
よ
う

と
思
っ
た
理
由
は
、
現
代
文
の
授
業
の
中
で
宮
沢
賢
治
の
作
品
に
触
れ
、
同
じ
作
者
の
有
名
な
作

品
を
読
ん
で
み
よ
う
と
思
っ
た
か
ら
だ
。

こ
の
作
品
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
淵
沢
川
の
出
て
い
る
海
坊
主
の
よ
う
な
『
な
め
と
こ
山
』
で
の

出
来
事
か
ら
な
る
。
そ
こ
に
は
小
十
郎
と
い
う
熊
撃
ち
の
名
人
が
住
ん
で
い
た
。
小
十
郎
は
家
族

を
養
っ
て
い
く
ほ
ど
の
田
畑
や
山
林
が
な
く
、
熊
撃
ち
と
し
て
働
き
家
族
を
養
っ
て
い
く
し
か
な

か
っ
た
。

私
が
こ
の
作
品
を
読
ん
で
最
も
印
象
に
残
っ
た
こ
と
は
『
働
く
こ
と
』
と
『
仕
事
を
す
る
こ
と
』

の
違
い
で
あ
る
。
私
は
こ
の
二
つ
の
違
い
が
こ
の
作
品
を
読
ん
で
少
し
区
別
で
き
た
よ
う
な
気
が

す
る
。

こ
の
作
品
の
中
で
小
十
郎
は
熊
を
銃
で
撃
ち
殺
し
て
お
り
、
そ
の
際
、
小
十
郎
は
熊
に
言
い
訳

を
聞
か
せ
て
「
次
に
生
ま
れ
て
く
る
時
は
熊
に
な
る
な
よ
」
と
語
り
か
け
て
い
る
。
殺
し
た
熊
の

顎
を
小
刀
で
裂
き
小
十
郎
は
山
を
降
り
て
い
く
。
家
族
の
生
活
を
養
う
た
め
熊
の
肝
と
毛
皮
を
、

町
の
商
売
店
主
に
買
い
取
っ
て
貰
お
う
と
試
み
る
が
、
思
う
よ
う
な
価
格
で
は
買
い
取
っ
て
も
ら
え
な

い
。
商
売
店
主
は
小
十
郎
に
と
っ
て
、
こ
の
肝
と
毛
皮
に
生
活
に
懸
か
っ
て
い
る
と
知
っ
て
い
る
た
め
、

足
元
を
見
て
偉
そ
う
な
態
度
を
と
り
二
円
と
い
う
破
格
の
値
段
で
買
い
取
っ
た
。

こ
こ
で
、
私
は
『
働
く
こ
と
』
と
は
、
お
金
を
稼
ぐ
た
め
だ
け
に
す
る
行
い
で
あ
っ
て
、
小
十
郎
の
望

ん
で
は
い
な
い
こ
と
だ
と
思
っ
た
。
彼
は
熊
を
殺
し
そ
の
肝
や
毛
皮
を
町
の
商
売
人
に
売
り
た
い
と
望

ん
で
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
望
ん
で
は
い
な
い
が
家
族
が
生
活
し
て
い
く
た
め
の
お
金
を
得
る

た
め
に
、
や
む
な
く
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
あ
る
日
、
小
十
郎
は
山
で
熊
に
出
会
い
、
熊
と
話
を
し
て
い
る
。
熊
が
殺
さ
れ
る
理
由
を
聞
く
と

小
十
郎
は
熊
撃
ち
す
る
の
を
や
め
た
。
そ
の
際
、
熊
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
小
十
郎
に
言
っ
た
。「
二
年

間
し
残
し
た
仕
事
を
済
ま
せ
た
ら
、
二
年
目
に
小
十
郎
の
家
の
前
で
死
ん
で
や
る
。
そ
し
て
、
肝
で
も
毛

皮
で
も
あ
げ
る
」
と
。
そ
し
て
、
二
年
後
、
熊
は
小
十
郎
の
家
に
現
わ
れ
命
を
落
と
し
た
。
自
分
は
熊
の

言
う
『
仕
事
』
と
は
何
な
の
か
作
品
を
読
む
中
で
疑
問
に
思
っ
た
。

お
そ
ら
く
、
そ
の
仕
事
と
い
う
の
は
熊
が
や
り
残
し
た
死
ぬ
ま
で
に
や
り
た
い
こ
と
だ
と
思
う
。
な

ぜ
な
ら
、
自
分
が
そ
の
時
同
じ
熊
の
立
場
に
あ
っ
た
場
合
、
自
分
の
生
き
が
い
に
な
っ
て
、
誰
か
の
た
め

に
な
る
こ
と
を
し
た
い
と
思
う
か
ら
だ
。
こ
の
こ
と
を
熊
は
『
仕
事
』
と
い
う
言
葉
で
表
し
た
の
だ
ろ

う
。『

仕
事
を
す
る
』
と
い
う
こ
と
は
、
お
金
を
稼
ぐ
こ
と
だ
け
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
生

き
が
い
に
な
り
、
誰
か
の
た
め
に
な
る
こ
と
だ
と
自
分
は
こ
の
作
品
を
読
ん
で
思
っ
た
。

多
く
の
大
人
は
生
活
す
る
た
め
に
働
き
、
お
金
を
稼
い
で
い
る
。
中
に
は
こ
の
作
品
の
よ
う
に
、
生
き

物
の
命
を
食
べ
物
や
毛
皮
な
ど
に
換
え
る
こ
と
を
仕
事
に
す
る
人
が
お
り
、
彼
ら
の
お
か
げ
で
自
分
が

生
活
で
き
て
い
る
。
自
分
も
こ
れ
か
ら
数
年
で
社
会
に
出
て
働
く
よ
う
に
な
る
が
、
自
分
の
や
り
た
い
、

ま
た
や
り
が
い
の
あ
る
職
に
就
き
た
い
。

『
な
め
と
こ
山
の
熊
』
か
ら
は
、
人
は
自
分
の
し
た
こ
と
を
貫
い
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
考
え
て
見
る

こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
の
例
と
し
て
同
作
で
は
、『
働
く
こ
と
』
と
『
仕
事
を
す

る
こ
と
』
の
違
い
を
教
え
ら
れ
た
。
こ
れ
か
ら
先
、
生
活
の
た
め
に
お
金
を
稼
ぐ
手
段
だ
け
と
し
て
働
く

の
で
は
な
く
、
今
ま
で
積
ん
で
き
た
自
分
の
経
験
を
生
か
す
こ
と
が
で
き
、
自
分
の
や
り
た
い
と
思
え

る
仕
事
に
従
事
で
き
る
よ
う
に
な
り
た
い
。
そ
し
て
、
自
分
が
し
て
い
る
の
は
『
仕
事
』
な
の
か
、
そ
れ

と
も
『
働
く
』
だ
け
な
の
か
考
え
る
時
間
を
作
り
、
や
り
が
い
を
持
っ
て
充
実
し
た
人
生
を
歩
ん
で
い
き

た
い
と
思
う
。

図書だより 第６２号 

な
め
と
こ
山
の
熊

宮
沢

賢
治
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第６２号 図書だより 

３年生の部 

やさしい日本語 
庵 功雄 著

電気情報工学科三年 宮本 大哉 

　自分の言語生活を見直す機会に 

――「やさしい日本語」を読んで―― 

私は短波放送を聴く「ＢＣＬ」を趣味の一つとして

いる。短波放送は遠くまで届くので、主に海外向けの

情報伝達に利用される。アジアの近隣国も日本に向け

て日本語で放送しているが、日本も世界に向けて日本

語や外国語で短波放送を行っている。それが、東京で

番組を制作し、茨城から送信しているＮＨＫ国際放送

局「ＮＨＫワールド・ラジオ日本」である。その日本

語放送では、多くの時間はラジオ第一放送の番組をそ

のまま放送しているが、一部番組は国際放送独自の内

容となっている。その独自番組の中で、近年新たに始

まったのが「やさしい日本語で“今週の日本”」である。

毎週新作が制作され、十分間で一週間の主要ニュース

を「やさしい日本語」で伝える番組である。この番組

の放送言語である「やさしい日本語」について知ろう

と思い、私は庵功雄氏の「やさしい日本語――多文化共

生社会へ」を手に取った。 

 「やさしい日本語」が誕生したのは、阪神・淡路大

震災で外国人がいわゆる「情報弱者」となったことが

きっかけだった。が、本書では平時の地域社会で共通

言語として「やさしい日本語」を用いることによる言

語バリアフリーについて論じられている。本書の第一

章及び第二章では、遠くない将来に労働力の減少が見

込まれる日本で外国人を受け入れる必要性や、「やさし

い日本語」の誕生と利用事例を取り上げている。第三

章では文法的側面から「やさしい日本語」を解説して

いる。そして、第四章から第六章にかけては、具体的

な事例とともに、日本語を母語としない外国人、聴覚

障害者と日本語母語話者との情報のやりとりについて、

「やさしい日本語」の特性を織り交ぜて論じている。

最終章である第七章では、それまでの議論を振り返っ

ている。 

 多文化共生社会の実現のために、著者は第一章で、

我々が外国人を「ともに日本社会を作っていくパート

ナー」と捉えることが大切であると述べている。私が

本書で最も印象に残ったのは、著者が多文化共生社会

実現への重要課題を提起する第四章の次の言葉である。

外国人の子どもたちが、努力をすれば日本人の子ども

たちと「対等に競争できる」条件を整えること――。「競

争」という表現により、社会の一員として外国人を考

えることへの強いリアリティが感じられたからである。

さらに、第二章で述べられている、地域社会の外国人

住民と日本人住民は放っておけば「永遠に会話ができ

な」くなる、との見通しにも共感を覚えた。また、「外

国人の日本語」に文法的誤りが見られても、あげつら

うことなく意味を類推する「能力」が必要だとの記述

は、日本語母語話者が外国人に公平に耳を傾けるうえ

でとても重要な考え方であろう。日本語能力で人とな

りは判断できない。私はこれを、日本語母語話者が非

母語話者と会話するために語彙の制限や文構造の簡略

化といった「日本語から日本語への翻訳」の能力を必

要とする、「やさしい日本語」の考え方を象徴するもの

である思う。 

 本書を通して、マイノリティーとされる人々を地域

社会で対等に受け入れることの難しさを改めて感じた。

これからの生活では、日本語を母語としない人々をも

「対等に競争」を繰り広げる存在として受け入れるこ

とを意識していきたい。ところで、我々の学級には留

学生がいる。短く区切って伝えること、了解の確認を

とること、聞き手になったらあいづちを頻繁に打つこ

となど、本書で得た知識をもとに留学生への話し方を

改善していきたい。また、英語学習においても、第六

章にある「自分の考えを相手に伝えて、相手を説得」

できることを目指したい。本書を読んだ経験が、「やさ

しい日本語」の考え方をもとに自分の言語生活を見直

す機会になればと思う。 
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１
年
生
の
部

機
械
工
学
科
一
年

宇
野

夢
津
樹

道
化
に
生
き
る
現
代

―
―
「
人
間
失
格
」
を
読
ん
で
―
―

僕
が
、
こ
の
本
を
読
ん
だ
理
由
は
二
つ
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
中
学
の
受
験
期
間

の
時
、国
語
の
先
生
に
、「
受
験
シ
ー
ズ
ン
の
時
に
読
む
と
自
殺
し
た
く
な
る
わ
よ
。」

と
、
言
わ
れ
た
か
ら
で
す
。
そ
の
時
、
さ
す
が
に
そ
れ
は
言
い
す
ぎ
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
万
が
一
と
思
い
読
ま
な
い
で
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
人
間

と
い
う
も
の
は
、
や
め
ろ
や
め
ろ
と
言
わ
れ
る
と
、
逆
に
好
奇
心
が
そ
そ
ら
れ
る
も

の
で
す
。
だ
か
ら
、
受
験
期
間
で
は
な
く
、
か
つ
読
書
感
想
文
の
題
材
に
な
る
今
、

読
も
う
と
思
い
ま
し
た
。
二
つ
目
は
、
ネ
ッ
ト
上
で
問
題
作
と
書
か
れ
て
い
た
か
ら

で
す
。
太
宰
治
と
い
え
ば
、「
走
れ
メ
ロ
ス
」
や
「
斜
陽
」
な
ど
の
有
名
作
と
同
じ
く

ら
い
有
名
な
の
に
、
そ
ん
な
は
ず
が
な
い
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。

こ
の
作
品
は
、
第
三
者
目
線
で
語
ら
れ
る
「
は
し
が
き
」、
第
一
の
手
記
、
第
二
の

手
記
、
第
三
の
手
記
、
一
、
ニ
、「
あ
と
が
き
」
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
。
あ
ら
す
じ
は
、

主
人
公
で
あ
る
葉
蔵
は
、
常
に
人
間
の
営
み
が
理
解
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
生

活
を
す
る
中
で
人
と
関
わ
る
事
が
恐
怖
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
恐
怖
を
消
す
た
め
に

考
え
思
い
つ
い
た
の
が
、「
道
化
」
を
演
じ
る
こ
と
で
し
た
。
そ
し
て
、
道
化
を
演
じ

る
こ
と
で
、
他
人
と
上
手
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
周
囲
の
人
間
か

ら
も
面
白
い
子
ど
も
と
し
て
思
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
中
、
中
学
に
上
が
っ
た

頃
、
周
囲
の
人
間
か
ら
自
分
が
「
道
化
」
を
演
じ
て
い
る
事
に
気
付
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
、
恐
怖
と
闘
う
日
々
を
過
ご
す
よ
う
に
な
り
ま
す
。
彼
は
、
ま
た
芽
生
え
た
恐
怖
を
消
す
た
め
に
、
次

は
酒
、
煙
草
、
女
、
薬
に
手
を
出
し
、
溺
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
結
果
、
精
神
状
態
は
混
乱
を
極
め
、
つ

い
に
は
心
中
未
遂
、
自
殺
未
遂
を
幾
度
と
な
く
図
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
ん
な
彼
も
一
度
は
幸
せ
な
結
婚

を
し
、
幸
福
を
手
に
す
る
事
が
出
来
ま
し
た
。
が
、
そ
の
幸
せ
は
い
と
も
た
や
す
く
奪
わ
れ
、
再
び
精
神

が
不
安
定
に
な
り
、
あ
げ
く
に
、
引
受
人
に
よ
っ
て
精
神
科
の
病
院
に
収
監
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
彼
は

自
分
が
「
人
間
、
失
格
」
な
の
だ
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
の
で
し
た
。

こ
の
作
品
を
読
ん
で
、
太
宰
治
と
い
う
人
間
は
、
現
代
人
と
何
も
変
わ
ら
な
い
ん
だ
と
思
い
ま
し
た
。

こ
の
話
は
、
太
宰
治
が
生
き
て
い
た
ま
ま
を
語
っ
た
も
の
な
の
だ
と
、
読
ん
で
い
る
内
に
思
い
ま
し
た
。

だ
か
ら
こ
そ
、
自
分
を
偽
り
、
周
り
も
騙
し
生
き
て
い
く
「
道
化
」
は
、
人
に
嫌
わ
れ
な
い
よ
う
に
仮
面

を
つ
け
、
周
り
に
合
わ
せ
た
り
、
流
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
で
し
か
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
れ
な
い

現
代
人
の
「
ピ
エ
ロ
」
と
何
も
変
わ
ら
な
い
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。
ふ
と
そ
こ
で
彼
の
こ
の
一
文
、「
恥

の
多
い
生
涯
を
送
っ
て
来
ま
し
た
。」
を
思
い
出
し
て
く
だ
さ
い
。
何
が
「
恥
」
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

酒
の
飲
み
す
ぎ
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
喫
煙
の
し
す
ぎ
で
し
ょ
う
か
。
い
や
、
女
に
手
を
出
し
て
し

ま
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
薬
を
使
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
全
て
で
し
ょ
う
か
。
み
な
さ
ん

は
、
ど
う
思
い
ま
す
か
。
僕
は
、
そ
ん
な
こ
と
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
た
ぶ
ん
、「
道
化
」
を
演
じ
て

き
た
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
自
分
を
偽
り
続
け
、
他
人
に
自
分
ら
し
さ
を
見
せ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が

「
恥
」
だ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
も
し
、
僕
が
思
っ
た
こ
と
が
正
し
い
の
な
ら
、
太
宰
治
が
こ
の
作
品

で
伝
え
た
か
っ
た
こ
と
は
、
現
代
に
お
い
て
も
、
と
て
も
難
し
い
生
き
方
で
、
大
切
な
問
い
だ
と
思
い
ま

す
。
彼
に
と
っ
て
、「
道
化
」
が
彼
の
「
恥
」
な
の
だ
と
し
た
ら
、
み
ん
な
に
、

「
自
分
を
偽
る
な
。
他
人
に
合
わ
せ
る
な
。」

と
、
伝
え
た
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
現
代
社
会
に
お
い
て
、
自
分
を
偽
る
こ
と
は
か
か
せ
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
偽
る
こ
と
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る

時
に
、
だ
れ
で
も
す
る
行
為
で
す
。
し
か
し
、
葉
蔵
の
よ
う
に
、
自
分
に
は
苦
し
み
し
か
得
ら
れ
ま
せ

ん
。
だ
か
ら
こ
そ
、
自
分
を
偽
り
続
け
る
の
で
は
な
く
、
時
に
は
本
当
の
自
分
を
出
さ
な
け
れ
ば
、
良
い

関
係
を
築
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
僕
も
、
こ
の
事
を
念
頭
に
置
い
て
、
生
き
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
し

た
。

図書だより 第６２号 

優  秀  賞

人
間
失
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宰
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機
械
工
学
科
一
年

京
原

智
章

人
間
不
合
格

―
―
「
人
間
失
格
」
を
読
ん
で
―
―

私
は
こ
の
話
に
「
感
動
」
し
な
か
っ
た
。
決
し
て
面
白
く
な
か
っ
た
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
今

ま
で
読
ん
だ
本
の
中
で
も
っ
と
も
面
白
か
っ
た
し
、
今
後
様
々
な
本
を
読
ん
で
も
、
人
間
失
格
ほ

ど
の
作
品
に
は
出
会
え
な
い
と
さ
え
思
っ
た
。
け
れ
ど
、
少
し
た
り
と
も
心
を
動
か
さ
れ
た
り
す

る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
感
動
を
す
る
と
い
う
気
に
も
全
く
な
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ

か
、
こ
の
話
に
共
感
す
る
よ
う
な
人
に
は
な
る
べ
き
で
は
な
い
と
思
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
私
に

は
、
自
分
自
身
が
そ
う
思
っ
た
こ
と
が
衝
撃
的
だ
っ
た
。
何
故
か
と
い
う
と
、
今
ま
で
私
に
と
っ

て
、
面
白
い
作
品
と
感
動
す
る
作
品
は
全
く
同
じ
も
の
だ
っ
た
の
だ
。
面
白
さ
と
感
動
は
イ
コ
ー

ル
で
結
ば
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
無
関
係
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
私
の
認
識
は
音
も
立
て

ず
崩
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
な
に
よ
り
、
感
動
で
き
な
い
の
に
面
白
い
と
い
う
こ
と
が
面
白
く

感
じ
た
。

私
が
こ
の
本
を
選
ん
だ
の
は
、
昔
一
度
読
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。
中
学
一
年
生
の
頃
、

題
名
に
惹
か
れ
て
、
図
書
館
で
こ
の
本
を
借
り
て
読
ん
だ
の
を
覚
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
三
年
ぶ

り
に
読
ん
で
み
る
と
、
同
じ
本
だ
と
思
え
な
い
ほ
ど
違
う
内
容
に
感
じ
た
。
本
の
内
容
が
変
わ
る

訳
は
な
い
の
で
、
三
年
間
で
変
わ
っ
た
の
は
、
私
の
方
ら
し
か
っ
た
。
前
に
読
ん
だ
と
き
に
は
何

一
つ
感
じ
な
か
っ
た
と
い
う
の
に
、
今
の
私
に
は
と
て
も
面
白
か
っ
た
。
三
年
前
に
読
ん
だ
の
は
、

文
章
を
た
だ
見
た
だ
け
で
、
今
回
初
め
て
こ
の
本
を
「
読
ん
だ
」
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
。

読
み
終
わ
っ
て
最
初
に
思
っ
た
の
は
、
こ
の
本
は
場
面
一
つ
一
つ
を
切
り
取
っ
て
、
そ
の
場
面

ご
と
に
自
分
が
感
じ
た
こ
と
を
人
に
伝
え
る
の
が
難
し
い
と
い
う
こ
と
だ
。
何
故
か
と
い
う
と
、

私
は
、
こ
の
話
は
い
く
つ
も
の
場
面
か
ら
構
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
最
初
か
ら
最
後
ま
で
が
ひ
と

ま
と
ま
り
だ
と
思
っ
た
か
ら
だ
。
だ
か
ら
こ
の
話
か
ら
一
つ
の
出
来
事
を
取
り
上
げ
て
感
想
を
書
こ
う

と
し
て
し
ま
う
と
、
そ
の
時
点
で
そ
れ
は
「
人
間
失
格
」
で
は
な
い
何
か
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
思

え
た
。
こ
の
話
は
、
一
人
の
人
間
の
人
生
が
書
か
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
他
の
物
語
の
よ
う
に
「
こ
の
場

面
で
、
自
分
な
ら
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
の
だ
。
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と

す
る
な
ら
「
こ
れ
が
、
私
の
人
生
な
ら
」
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
。
私
に
は
、
こ
の
物
語
を
場
面
で
捉
え

る
と
い
う
こ
と
は
、
人
の
人
生
に
介
入
す
る
こ
と
と
同
意
義
で
、
そ
れ
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
だ
と
思
え

た
。
だ
か
ら
、
こ
の
物
語
を
語
る
た
め
の
最
小
単
位
は
、
文
で
も
段
落
で
も
文
章
で
も
な
く
「
人
生
」
で

あ
る
べ
き
だ
と
思
っ
た
。
人
間
失
格
が
ど
う
い
っ
た
物
語
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ら
す
じ
や
重

要
な
部
分
だ
け
を
説
明
し
た
と
し
て
も
伝
わ
ら
な
い
。
そ
れ
は
や
は
り
、
こ
の
物
語
が
「
人
生
」
を
書
い

た
も
の
な
の
で
、
全
て
読
ん
で
初
め
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
と
思
う
。

け
れ
ど
「
も
し
自
分
の
人
生
な
ら
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
と
こ
ろ
で
、
私
に
は
答
え
を
出
す
こ
と
が

出
来
な
か
っ
た
。
ま
だ
十
五
年
し
か
生
き
て
い
な
い
私
に
は
、
他
人
の
人
生
に
意
見
を
言
う
こ
と
は
難

し
か
っ
た
。
な
の
で
、
い
つ
か
年
を
取
っ
た
と
き
に
も
う
一
度
読
み
返
そ
う
と
思
う
。
け
れ
ど
、
今
だ
か

ら
こ
そ
、
十
五
年
し
か
生
き
て
い
な
く
て
人
生
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
ま
だ
知
ら
な
い
か
ら
こ
そ
言
え

る
こ
と
が
一
つ
あ
る
。
葉
蔵
は
、
人
間
失
格
な
ど
で
は
な
い
の
だ
。
自
分
自
身
の
こ
と
を
人
間
失
格
だ
と

評
し
た
が
、
そ
れ
が
何
よ
り
人
間
ら
し
く
見
え
た
。
逆
に
完
璧
な
性
格
の
持
ち
主
で
、
自
ら
の
こ
と
を
人

間
合
格
と
思
っ
て
い
る
奴
の
ほ
う
が
よ
っ
ぽ
ど
道
化
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
私
が
ま
だ
若

い
か
ら
そ
う
感
じ
た
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
が
正
し
い
の
か
ど
う
か
答
え
合
わ
せ

が
出
来
る
よ
う
に
生
き
て
い
き
た
い
。

私
に
は
葉
蔵
は
人
間
失
格
に
は
思
え
な
い
け
れ
ど
、
か
と
い
っ
て
合
格
と
い
う
の
も
少
し
違
う
と
思

っ
た
。
こ
れ
ほ
ど
人
間
ら
し
く
て
、
そ
れ
で
も
自
分
を
人
間
と
思
え
な
か
っ
た
彼
は
「
人
間
不
合
格
」
く

ら
い
が
丁
度
良
い
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
。

第６２号 図書だより 
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間
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電
気
情
報
工
学
科
一
年

樋
口

登
也

戦
争
の
傷
跡

―
―
「
黒
い
雨
」
を
読
ん
で
―
―

私
は
幼
い
頃
か
ら
、
こ
の
ヒ
ロ
シ
マ
に
住
ん
で
い
る
。
県
内
で
は
、
小
学
校
か
ら
多
く
の
平
和

学
習
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
最
も
大
き
な
要
因
は
、
誰
も
が
知
っ
て
い
る
。
第
二
次
世
界
大

戦
で
の
、
原
子
爆
弾
投
下
だ
。
こ
れ
に
よ
っ
て
兵
士
の
み
な
ら
ず
一
般
の
人
々
ま
で
が
巻
き
込
ま

れ
、
十
四
万
人
以
上
が
亡
く
な
っ
た
と
い
う
。
そ
の
後
広
島
の
町
に
は
、
大
量
の
放
射
線
が
残
り
、

雨
は
黒
く
染
ま
っ
た
と
い
う
。

広
島
県
出
身
の
作
家
、
井
伏
鱒
二
の
「
黒
い
雨
」
は
、
そ
ん
な
広
島
の
町
中
で
の
物
語
だ
。
始

ま
り
は
原
爆
投
下
か
ら
数
年
後
の
広
島
県
東
部
、
神
石
郡
小
畠
村
。
主
人
公
の
閑
間
重
松
と
、
そ

の
妻
シ
ゲ
子
は
戦
時
中
、
市
内
で
被
爆
し
て
い
た
た
め
、
後
遺
症
で
重
労
働
が
で
き
ず
に
い
た
。

養
生
の
た
め
に
働
い
て
も
、
口
さ
が
な
い
村
人
か
ら
は
怠
け
者
扱
い
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
重

松
は
、
被
爆
者
仲
間
と
共
に
鯉
の
養
殖
を
始
め
よ
う
と
す
る
。

一
方
で
重
松
は
、
同
居
す
る
姪
、
矢
須
子
の
こ
と
で
頭
を
痛
め
て
い
た
。
婚
期
を
迎
え
な
が
ら

も
、
縁
談
が
持
ち
上
が
る
た
び
に
被
爆
者
で
あ
る
と
い
う
噂
が
立
ち
、
縁
遠
い
ま
ま
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
実
際
の
と
こ
ろ
、
そ
の
日
の
朝
、
重
松
は
横
川
駅
、
シ
ゲ
子
は
千
田
町
の
自
宅
で
そ
れ
ぞ

れ
被
爆
し
た
も
の
の
、
矢
須
子
は
社
用
で
遠
く
の
離
れ
た
場
所
に
お
り
、
直
接
被
爆
は
し
て
い
な

い
。
そ
れ
に
も
関
ら
ず
、
縁
談
が
持
ち
上
が
る
た
び
に
「
市
内
で
勤
労
奉
仕
中
、
被
爆
し
た
」
と

の
デ
マ
が
流
れ
、
破
談
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
。
そ
ん
な
中
、
矢
須
子
に
ま
た
と
な
い
良
い
縁
談

が
持
ち
上
が
る
。
こ
の
話
を
ぜ
ひ
ま
と
め
た
い
重
松
は
、
彼
女
に
厳
重
な
健
康
診
断
を
受
け
さ
せ

た
上
、
当
時
の
日
記
を
取
り
出
し
、
清
書
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
、
矢
須
子
が
原
爆
炸
裂
時
、

広
島
に
居
ら
ず
被
爆
者
で
は
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
だ
っ
た
。

し
か
し
、
実
際
は
、
矢
須
子
も
重
松
夫
婦
の
安
否
を
確
か
め
る
た
め
船
で
向
か
う
途
中
、
瀬
戸
内
海
上

で
黒
い
雨
を
浴
び
て
い
た
。
さ
ら
に
再
会
し
た
重
松
ら
と
市
内
を
逃
げ
回
っ
た
た
め
、
結
果
的
に
残
留

放
射
線
も
浴
び
て
い
た
。
重
松
が
こ
の
こ
と
を
書
く
も
の
か
迷
っ
て
い
る
間
に
矢
須
子
は
原
爆
病
を
発

症
。
医
師
に
よ
る
懸
命
な
治
療
も
む
な
し
く
、
病
状
は
悪
化
し
、
縁
談
も
結
局
流
れ
て
し
ま
っ
た
。

八
月
十
五
日
ま
で
の
日
記
を
清
書
し
終
え
た
重
松
は
、
鯉
の
養
殖
池
か
ら
向
か
い
の
山
を
見
上
げ
た
。

空
に
は
奇
跡
の
虹
を
想
像
し
、
そ
の
虹
に
矢
須
子
の
回
復
を
ひ
た
す
ら
祈
る
の
だ
っ
た
。

こ
の
物
語
は
、
実
際
の
被
爆
者
、
重
松
静
馬
の
「
重
松
日
記
」
と
被
爆
軍
医
、
岩
竹
博
の
「
岩
竹
日
記
」

を
基
と
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
主
人
公
の
名
も
重
松
静
馬
が
基
と
な
っ
て
い
る
。

初
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
私
た
ち
は
幼
い
頃
か
ら
平
和
学
習
を
し
て
い
る
。
こ
の
原
爆
に
つ
い
て
も

何
度
も
考
え
て
き
た
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
は
主
に
、
戦
時
中
の
人
々
に
つ
い
て
が
中
心
だ
っ
た
。
そ
れ
に

対
し
て
、
こ
の
物
語
は
戦
後
の
苦
し
み
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
る
。「
原
爆
の
被
爆
者
」
と
い
う
肩
書

を
戦
争
で
付
け
ら
れ
、
周
り
か
ら
差
別
さ
れ
、
幸
せ
を
掴
む
こ
と
の
で
き
な
い
矢
須
子
。
そ
れ
を
見
守
る

伯
父
伯
母
の
心
情
を
考
え
る
と
な
ん
と
も
切
な
く
感
じ
る
。
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
矢
須
子
が
残
留
放

射
線
や
黒
い
雨
を
あ
び
て
し
ま
っ
た
の
も
、
夫
婦
の
安
否
を
確
認
し
に
行
っ
た
た
め
だ
。
も
し
か
す
る

と
、
二
人
は
そ
の
こ
と
を
悔
や
ん
で
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
事
実
を
書
く
べ
き
か
と
い

う
こ
と
も
、
深
く
悩
ん
だ
に
違
い
な
い
。
原
爆
症
を
発
症
し
て
し
ま
っ
た
矢
須
子
に
や
り
切
れ
な
い
思

い
を
抱
い
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
ん
な
二
人
の
思
い
は
、
こ
の
後
、
天
に
届
く
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。
読
者
で
あ
る
私
た
ち
も
、
そ
の
よ
う
な
淡
い
期
待
を
抱
い
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
、
人
の

心
理
に
深
く
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
、
こ
の
物
語
に
は
あ
る
の
だ
ろ
う
。

私
は
こ
の
「
黒
い
雨
」
を
読
ん
で
、
戦
争
は
終
わ
っ
て
も
尚
、
人
々
に
深
く
、
治
ら
な
い
傷
跡
を
残
し

て
し
ま
う
の
だ
と
知
っ
た
。
誰
も
が
言
う
「
戦
争
は
良
く
な
い
」
と
い
う
セ
リ
フ
も
、
た
だ
の
言
葉
で
な

く
、
こ
れ
か
ら
は
心
か
ら
言
え
る
だ
ろ
う
。

図書だより 第６２号 
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環
境
都
市
工
学
科
一
年

石
原

知
咲

素
直
な
心

―
―
「
伊
豆
の
踊
子
」
を
読
ん
で
―
―

人
は
、
ど
う
し
た
ら
人
の
親
切
を
素
直
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
伊
豆
の
踊
子
」。
タ
イ
ト
ル
の
踊
子
が
き
っ
と
美
し
い
に
違
い
な
い
。
そ
ん
な
風
に
思
い
、
気
に

な
っ
た
の
が
き
っ
か
け
で
こ
の
本
を
読
む
こ
と
に
し
た
。

こ
の
物
語
は
川
端
康
成
の
作
品
で
あ
る
。
ざ
っ
く
り
言
う
と
、
伊
豆
へ
一
人
旅
に
出
た
主
人
公

の
青
年
が
、
旅
の
途
中
で
出
会
っ
た
旅
芸
人
一
座
と
共
に
旅
を
し
て
い
く
話
で
あ
る
。

主
人
公
は
孤
児
と
し
て
育
っ
た
二
十
歳
の
青
年
で
あ
る
。
あ
る
時
孤
児
で
あ
る
た
め
に
歪
ん
で

い
る
自
分
の
性
格
に
気
づ
き
、
そ
れ
に
嫌
気
が
差
し
て
一
人
旅
へ
出
た
。

き
っ
と
主
人
公
は
孤
独
を
感
じ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
旅
へ
出
て
た
く
さ
ん
の
人
と
出
会
っ
て

孤
独
を
埋
め
よ
う
と
し
た
の
か
な
、
と
想
像
し
た
。

主
人
公
は
旅
の
途
中
で
出
会
っ
た
旅
芸
人
一
座
の
踊
子
に
一
目
惚
れ
し
好
意
を
よ
せ
て
い
く
。

そ
し
て
彼
ら
と
共
に
旅
を
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

踊
り
子
の
容
姿
の
描
写
で
「
こ
の
美
し
く
光
る
黒
眼
が
ち
の
大
き
い
眼
は
踊
子
の
一
番
美
し
い

持
ち
も
の
だ
つ
た
。
二
重
瞼
の
線
が
言
ひ
や
う
な
く
綺
麗
だ
つ
た
。
そ
れ
か
ら
彼
女
は
花
の
や
う

に
笑
ふ
の
だ
つ
た
。」
と
あ
る
。
こ
の
描
写
か
ら
踊
子
の
可
愛
ら
し
く
美
し
い
容
姿
が
ひ
し
ひ
し
と

伝
わ
っ
て
く
る
。
ま
た
純
粋
無
垢
な
性
格
さ
え
も
が
こ
の
文
か
ら
感
じ
ら
れ
る
。
自
分
が
主
人
公

だ
っ
た
ら
き
っ
と
同
じ
よ
う
に
一
目
惚
れ
す
る
だ
ろ
う
と
思
う
。
ま
た
女
の
自
分
か
ら
し
て
、
自

分
も
花
の
よ
う
に
笑
う
こ
と
の
で
き
る
素
敵
な
人
に
な
り
た
い
と
思
う
。

旅
芸
人
一
座
は
二
十
五
、
六
の
男
が
一
人
、
四
十
代
の
女
が
一
人
、
若
い
女
が
二
人
、
そ
し
て

踊
子
が
い
る
。
物
語
の
は
じ
め
は
こ
れ
だ
け
の
情
報
し
か
な
か
っ
た
が
、
主
人
公
が
彼
ら
と
親
し
く
な

る
に
つ
れ
て
彼
ら
の
関
係
性
が
明
か
さ
れ
て
い
く
。
男
と
上
の
娘
が
夫
婦
で
、
上
の
娘
の
母
が
四
十
代

の
女
、
男
の
妹
が
踊
子
で
あ
る
。
も
う
一
人
の
中
の
娘
は
雇
わ
れ
て
い
る
芸
人
で
あ
る
。

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
周
り
の
人
が
芸
人
を
軽
蔑
し
て
い
る
よ
う
な
表
現
が
出
て
く
る
。
こ
れ
ら
か
ら
芸
人

た
ち
は
周
り
か
ら
あ
ま
り
い
い
目
で
見
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
主
人
公
は
彼
ら
と
親

し
く
過
ご
し
て
い
き
、
踊
り
子
に
「
い
い
人
」
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
一
言
で
主
人
公
は
素
直
に
自
分
を
い

い
人
だ
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
主
人
公
は
自
分
が
歪
ん
で
い
る
、
と
悩
ん
で
い
た
が
、
彼
ら
と
触
れ

あ
っ
て
い
く
う
ち
に
素
直
に
な
っ
て
い
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
。
踊
り
子
に
ほ
め
ら
れ
て
自
己
肯
定

が
で
き
た
の
か
な
、
と
感
じ
た
。

主
人
公
が
芸
人
ら
と
別
れ
、
帰
り
の
船
の
中
で
青
年
か
ら
親
切
を
受
け
、
涙
を
流
す
シ
ー
ン
が
あ
る
。

自
分
に
人
の
親
切
心
を
自
然
に
素
直
に
受
け
入
れ
る
気
持
ち
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
た
の

で
あ
る
。
主
人
公
は
歪
ん
だ
心
を
克
服
し
素
直
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
。

旅
芸
人
ら
と
旅
を
し
、
彼
ら
の
や
さ
し
さ
や
踊
子
の
純
真
さ
に
触
れ
る
こ
と
で
、
心
が
癒
さ
れ
自
分

の
嫌
な
歪
ん
だ
心
や
孤
独
感
を
克
服
し
、
素
直
に
な
れ
た
の
だ
と
思
う
。

私
は
こ
の
物
語
を
読
ん
で
、
人
は
人
に
癒
さ
れ
て
素
直
に
な
れ
る
と
い
う
よ
う
に
感
じ
た
。
ま
た
素

直
に
な
れ
ば
、
自
分
の
よ
さ
も
見
る
こ
と
が
で
き
、
自
分
を
肯
定
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
よ
う
に

思
え
た
。

人
と
触
れ
あ
い
自
分
の
よ
さ
を
受
け
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
人
は
人
の
親
切

を
素
直
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
と
思
っ
た
。
自
分
を
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
親
切
を
受

け
て
も
「
相
手
に
迷
惑
」「
自
分
な
ん
か
に
」
と
素
直
に
な
れ
な
い
が
、
自
己
肯
定
で
き
れ
ば
あ
り
が
た

く
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
思
う
。

自
分
も
素
直
で
あ
り
た
い
。
ま
た
、
人
を
癒
せ
る
よ
う
な
人
で
あ
り
た
い
。

第６２号 図書だより 
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建
築
学
科
一
年

加
藤

悠
雅

人
間
と
は
何
か

―
―
「
海
と
毒
薬
」
を
読
ん
で
―
―

ま
ず
、「
海
と
毒
薬
」
が
ど
の
よ
う
な
本
な
の
か
を
紹
介
す
る
。
こ
の
本
は
遠
藤
周
作
の
作
品
で

あ
り
、
戦
争
末
期
に
九
州
の
大
学
附
属
病
院
で
起
こ
っ
た
、
米
軍
捕
虜
の
生
体
解
剖
事
件
を
題
材

と
し
て
い
る
、
恐
ろ
し
い
内
容
の
作
品
で
あ
る
。

私
が
こ
の
作
品
を
選
ん
だ
理
由
は
、「
海
と
毒
薬
」
と
い
う
強
烈
な
タ
イ
ト
ル
が
頭
か
ら
離
れ

ず
、
内
容
が
気
に
な
っ
た
か
ら
だ
。
ま
た
、
戦
時
中
に
起
こ
っ
た
出
来
事
を
題
材
に
し
て
い
た
た

め
、
ヒ
ロ
シ
マ
と
い
う
平
和
都
市
に
住
む
者
と
し
て
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
使
命
感
を

持
っ
た
か
ら
だ
。

こ
の
作
品
を
読
み
終
わ
っ
た
時
に
、「
と
て
も
恐
ろ
し
い
。」
と
い
う
感
想
が
芽
生
え
た
。
し
か

し
何
度
も
読
み
返
す
う
ち
に
、
人
間
の
腹
黒
い
と
こ
ろ
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ

た
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
主
人
公
も
生
体
解
剖
を
す
る
前
は
、「
人
を
殺
し
て
し
ま
う
と
、
ど
う
な

る
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
普
通
の
感
情
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
時
は
戦
時
中
で
あ
り
、
人
を
殺

す
こ
と
が
当
た
り
前
な
時
代
だ
っ
た
た
め
、
人
体
実
験
や
生
体
解
剖
に
つ
か
わ
れ
る
ア
メ
リ
カ
人

捕
虜
に
対
し
、「
人
で
は
な
い
も
の
」
と
し
て
扱
い
な
が
ら
解
剖
を
行
っ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
か

ら
だ
。

私
が
こ
の
作
品
の
中
で
最
も
心
に
残
っ
て
い
る
言
葉
は
、
医
学
生
の
戸
田
が
、
自
分
自
身
に
つ

い
て
語
っ
て
い
る
場
面
で
で
て
く
る
「
他
人
の
目
や
社
会
の
罰
だ
け
に
し
か
恐
れ
を
感
ぜ
ず
、
そ

れ
が
除
か
れ
れ
ば
恐
れ
も
消
え
る
自
分
が
不
気
味
に
な
っ
て
き
た
か
ら
だ
。」
と
い
う
、
自
分
の
書

い
た
手
記
に
対
し
て
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
に
対
し
て
私
は
、「
今
の
自
分
と
そ
っ
く
り
で
は

な
い
か
」
と
感
じ
た
。
な
ぜ
な
ら
、「
他
人
の
目
」
を
「
他
人
か
ら
の
評
価
」
に
置
き
換
え
た
際
に
、
他

人
か
ら
の
評
価
ば
か
り
を
気
に
し
て
、
失
敗
を
恐
れ
、
新
し
い
こ
と
に
挑
戦
せ
ず
、
安
定
ば
か
り
を
求
め

て
い
る
自
分
に
そ
っ
く
り
だ
っ
た
か
ら
だ
。
ま
た
、
こ
の
言
葉
の
前
後
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
戸
田
は

「
相
手
よ
り
も
、
自
ら
の
安
全
が
第
一
で
あ
る
」
と
い
う
自
分
と
似
た
よ
う
な
考
え
を
持
っ
て
お
り
、
そ

の
様
な
点
に
関
し
て
も
「
そ
っ
く
り
だ
」
と
感
じ
た
。

私
の
心
に
残
っ
て
い
る
言
葉
が
も
う
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
生
体
解
剖
に
お
い
て
傍
観
者
で
あ
り
続

け
た
勝
呂
の
「
考
え
て
も
仕
方
の
な
い
こ
と
。
俺
一
人
で
は
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
世
の
中
な
の
だ
」
と
い
う

言
葉
だ
。
こ
の
言
葉
は
、
目
の
前
で
人
が
殺
さ
れ
て
い
る
状
況
か
ら
目
を
背
け
た
言
葉
で
は
な
い
か
と

思
う
。
実
際
に
私
も
似
た
よ
う
な
体
験
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
課
題
だ
。
ま
さ
に
勝
呂
の
よ
う

に
、
色
々
な
事
由
を
言
い
訳
に
し
て
、「
課
題
を
し
な
い
」
こ
と
を
正
当
化
す
る
と
い
う
体
験
だ
。

私
は
こ
の
二
つ
の
心
に
残
っ
た
言
葉
を
通
し
て
、
人
間
と
は
ほ
と
ん
ど
の
物
事
に
対
し
て
、
自
分
の

都
合
よ
く
解
釈
し
て
し
ま
う
生
き
物
だ
と
思
っ
た
。
戸
田
や
勝
呂
の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
い
訳
を

し
、
自
ら
の
考
え
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
そ
の
様
に
感
じ
た
。
私
は
、「
都
合
よ
く

解
釈
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
悪
い
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
。
し
か
し
、
言
い
訳
に
言
い
訳
を
重

ね
、
自
ら
の
都
合
の
良
い
解
釈
を
正
当
化
し
て
し
ま
う
こ
と
に
関
し
て
は
悪
い
こ
と
だ
と
考
え
る
。
な

ぜ
な
ら
、
社
会
に
住
む
す
べ
て
の
人
が
解
釈
を
正
当
化
し
て
し
ま
う
と
社
会
は
確
実
に
荒
れ
る
と
思
う

か
ら
だ
。
そ
の
た
め
に
も
、
全
て
の
人
が
自
ら
の
解
釈
に
対
し
て
疑
問
を
持
た
な
い
と
い
け
な
い
の
で

は
な
い
か
。

私
は
「
海
と
毒
薬
」
を
読
ん
で
話
を
理
解
し
て
い
く
う
ち
に
、「
海
」
と
い
う
の
は
、
自
ら
の
住
む
社

会
。「
毒
薬
」
と
い
う
の
は
、
自
ら
の
正
当
化
し
て
し
ま
っ
た
悪
事
と
い
う
考
え
が
生
ま
れ
た
。
何
人
か

が
海
に
毒
薬
を
垂
ら
し
て
も
誰
も
気
づ
か
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
実
際
に
そ
う
だ
か
ら
だ
。
し
か
し
、

毒
薬
を
垂
ら
し
続
け
る
と
、
い
つ
か
は
気
づ
い
て
し
ま
う
。
そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
も
、
自
ら
の
悪
事
は

き
ち
ん
と
戒
め
、
少
し
で
も
海
を
き
れ
い
な
ま
ま
で
保
て
る
様
な
人
間
に
な
り
た
い
。

図書だより 第６２号 
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建
築
学
科
一
年

佐
々
木

悠
心

執
着
心
と
理
性
の
狭
間
で

―
―
「
地
獄
変
」
を
読
ん
で
―
―

良
秀
は
な
ぜ
最
愛
の
娘
を
見
殺
し
に
し
て
ま
で
絵
を
完
成
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。
良
秀
の
日
々

の
生
活
か
ら
す
れ
ば
彼
女
の
存
在
だ
け
が
唯
一
の
人
間
ら
し
く
い
ら
れ
る
世
界
で
あ
っ
た
は
ず

だ
。
決
し
て
彼
女
の
命
が
良
秀
に
と
っ
て
軽
々
し
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
な
の
に
良
秀
は
な
ぜ

娘
の
こ
と
を
見
殺
し
に
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
自
分
は
二
つ
の
理
由
が
あ
る
と
思
う
。

一
つ
目
は
、
芸
術
心
に
飲
み
こ
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
だ
。
彼
も
、
心
か
ら
娘
を
見
殺

し
に
し
た
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
最
初
か
ら
自
ら
の
作
品
の
た
め
な
ら
何
を
犠
牲
に
し

て
も
構
わ
な
か
っ
た
こ
と
は
な
い
は
ず
だ
。
芸
術
心
に
心
を
飲
み
こ
ま
れ
た
か
ら
で
は
な
い
の
か

と
自
分
は
考
え
て
い
る
。
彼
は
日
頃
か
ら
自
ら
の
作
品
の
完
成
に
異
様
な
ま
で
に
固
執
し
て
い
た
。

作
品
の
完
成
と
い
う
事
柄
は
彼
に
と
っ
て
何
よ
り
も
優
先
し
た
い
も
の
と
な
っ
た
。
そ
う
や
っ
て

絵
師
の
道
を
極
め
れ
ば
極
め
て
い
く
ほ
ど
技
術
や
能
力
は
向
上
し
て
い
く
が
、
そ
れ
に
反
比
例
し

て
彼
の
中
に
あ
る
道
徳
心
や
人
間
味
は
薄
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
絵
師
だ
け
に
言
え
る
こ

と
で
は
な
い
。
ど
ん
な
こ
と
で
も
何
か
を
極
め
る
こ
と
は
す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
。
し
か
し
、
そ
れ

に
固
執
し
て
し
ま
う
と
物
事
の
本
質
を
見
失
い
、
本
当
に
大
切
だ
っ
た
も
の
さ
え
も
忘
れ
て
し
ま

う
。
良
秀
の
中
に
あ
っ
た
道
徳
心
や
人
間
味
は
彼
自
身
が
固
執
し
て
い
る
狂
気
に
飲
み
こ
ま
れ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
つ
目
は
美
の
誘
惑
に
負
け
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
だ
。
良
秀
は
自
ら
が
描
い
た
絵
に
美
を

見
出
す
こ
と
で
価
値
を
つ
け
て
い
た
。
地
獄
絵
の
屏
風
は
彼
の
最
高
傑
作
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い

る
。
良
秀
は
、
ど
う
し
て
も
最
高
傑
作
を
完
成
さ
せ
て
そ
の
美
し
さ
を
自
分
の
目
で
確
か
め
た
い

と
ず
っ
と
思
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
だ
ん
だ
ん
と
芸
術
心
に
飲
み
こ
ま
れ
て
い
く
中
で
い
ろ
い
ろ
な
も

の
を
自
ら
が
求
め
た
美
へ
の
犠
牲
と
し
て
い
っ
た
。
そ
ん
な
中
で
娘
と
い
う
存
在
は
彼
に
と
っ
て
の
歯

止
め
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
自
分
は
思
う
。
し
か
し
、
そ
ん
な
娘
が
炎
の
中
で
死
ん
で
い
く

姿
を
見
て
と
う
と
う
良
秀
の
心
は
完
全
に
狂
気
に
染
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
美
へ
の
欲
求
が
増
す
一
方
で

良
秀
の
理
性
は
薄
れ
て
い
く
。
良
秀
が
到
達
し
た
そ
の
領
域
は
人
間
で
は
辿
り
つ
く
こ
と
の
で
き
な
い

境
地
だ
。
地
獄
変
と
い
う
完
璧
な
芸
術
が
完
成
し
た
あ
の
日
は
彼
が
人
間
で
あ
る
こ
と
を
辞
め
た
日
だ

と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
生
涯
を
か
け
て
追
い
求
め
た
美
の
た
め
に
愛
す
る
娘
を
見
殺
し
に
す
る
。
果
た

し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
を
美
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
自
分
は
良
秀
の
求
め
た
美
を
価
値
が
あ
り
、
尊

い
も
の
だ
と
認
め
て
は
い
け
な
い
と
思
う
。
認
め
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
す
な
わ
ち
、
良
秀
の
狂
気

や
芸
術
思
想
を
支
持
す
る
形
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
自
ら
が
求
め
る
美
を
至
高
の
も
の
と
し
、
そ

れ
を
理
由
に
人
の
命
を
奪
う
芸
術
を
自
分
は
美
と
は
思
え
な
い
。
良
秀
は
芸
術
に
支
配
さ
れ
、
人
間
性

を
捨
て
た
の
だ
と
考
え
た
。

今
回
、
こ
の
「
地
獄
変
」
を
読
ん
で
自
分
は
良
秀
の
芸
術
に
対
す
る
極
度
の
執
着
心
か
ら
一
つ
の
こ
と

に
固
執
す
る
こ
と
の
恐
ろ
し
さ
を
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
何
度
も
言
う
が
極
め
る
こ
と
は
本
当
に
す
ば
ら

し
い
こ
と
だ
。
誰
し
も
が
簡
単
に
で
き
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
一
つ
の
こ
と
を
極
め
る
の

と
、
固
執
す
る
の
と
で
は
全
く
意
味
が
違
う
。
今
ま
で
極
め
て
き
た
も
の
が
固
執
す
る
も
の
へ
と
変
化

し
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
悲
し
く
虚
し
い
こ
と
だ
。
自
分
も
日
々
の
生
活
を
ふ
り
返
っ
て
み

る
と
一
つ
の
も
の
に
囚
わ
れ
て
周
り
が
全
く
見
え
て
い
な
い
時
が
あ
る
。
目
先
の
こ
と
を
考
え
ず
、
多

く
の
人
や
も
の
を
傷
つ
け
て
し
ま
っ
た
。
自
分
は
自
ら
の
た
め
に
周
り
を
犠
牲
に
し
て
い
な
い
か
、
本

質
を
見
極
め
ら
れ
て
い
る
か
を
正
し
く
判
断
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
学
ん
だ
。

第６２号 図書だより 
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２
年
生
の
部

機
械
工
学
科
二
年

下
森

悠
矢

数
よ
り
も
重
要
な
こ
と

―
―
「
星
の
王
子
さ
ま
」
を
読
ん
で
―
―

私
が
こ
の
本
を
手
に
取
っ
た
理
由
は
、
こ
の
「
星
の
王
子
様
」
が
幅
広
い
年
代
の
方
に
長
い
間

愛
さ
れ
続
け
て
い
る
名
作
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
未
だ
に
あ
ら
す
じ
さ
え
知
ら
ず
、
全
く

読
ん
だ
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
本
当
に
全
く
知
ら
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
本
は
あ
り
ふ

れ
た
Ｓ
Ｆ
小
説
み
た
い
な
も
の
だ
ろ
う
と
思
い
な
が
ら
読
む
と
、
想
像
し
て
い
た
も
の
と
は
全
く

異
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
、
主
人
公
と
王
子
さ
ま
の
温
か
い
人
柄
が
生
む
平
和
な
世
界
が
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
通
し
て
、
凝
り
固
ま
っ
て
し
ま
っ
た
世
界
中
の
「
大
人
た
ち
」
の
考
え

に
、
一
石
を
投
じ
た
作
者
の
姿
が
あ
っ
た
。
小
さ
な
子
ど
も
に
も
理
解
が
で
き
る
ほ
ど
シ
ン
プ
ル

な
や
り
取
り
の
中
で
、
人
生
を
歩
む
と
い
う
こ
と
の
本
質
を
改
め
て
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
る
本
は
、

恐
ら
く
こ
の
本
だ
け
だ
ろ
う
。

主
人
公
で
あ
る
「
僕
」
は
、
あ
る
と
き
、
飛
行
機
で
砂
漠
に
不
時
着
し
、
一
人
で
エ
ン
ジ
ン
を

修
理
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
時
、
ど
こ
か
ら
現
れ
た
の
か
分
か
ら
な
い
小
さ
な
男
の
子
に
会

う
。
そ
の
男
の
子
こ
そ
、
小
さ
な
星
か
ら
や
っ
て
き
た
王
子
な
の
で
あ
る
。
子
ど
も
の
よ
う
な
純

粋
な
心
を
持
っ
た
王
子
さ
ま
と
関
わ
っ
て
い
く
う
ち
に
、
忘
れ
か
け
て
い
た
、
数
値
で
は
表
現
で

き
な
い
物
事
の
本
質
を
思
い
出
し
て
い
く
。
王
子
さ
ま
の
旅
の
中
で
描
写
さ
れ
て
い
る
人
物
は
、

筆
者
の
考
え
る
「
大
人
」
が
具
現
化
さ
れ
て
お
り
、
ス
ト
レ
ー
ト
な
表
現
で
伝
わ
り
や
す
く
な
っ

て
い
る
。
純
粋
な
心
を
持
っ
た
子
ど
も
の
象
徴
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
王
子
さ
ま
の

「
大
人
っ
て
変
わ
っ
て
る
な
。」

と
い
う
言
葉
で
、
実
績
・
名
誉
・
権
力
な
ど
に
寄
り
す
が
り
お
ぼ
れ
て
生
き
て
い
る
大
人
た
ち
に
は
子
ど

も
の
よ
う
な
純
真
さ
は
無
い
、
と
い
う
筆
者
の
考
え
が
容
易
に
読
み
取
れ
る
。

冒
頭
で
、「
僕
」
が
描
い
た
象
を
丸
飲
み
に
し
た
ボ
ア
の
絵
を
帽
子
に
見
え
る
と
否
定
さ
れ
、
そ
の
う

え
、
絵
な
ん
か
描
い
て
い
な
い
で
、
算
数
や
文
法
な
ど
を
勉
強
し
ろ
と
言
わ
れ
る
と
い
う
場
面
が
あ
る
。

こ
の
場
面
は
子
ど
も
が
純
粋
な
心
や
想
像
力
を
失
っ
て
い
く
、
ま
さ
に
そ
の
瞬
間
を
描
写
し
て
い
る
よ

う
で
、
王
子
さ
ま
こ
そ
出
て
い
な
い
も
の
の
、
印
象
に
残
っ
た
場
面
の
一
つ
だ
。
大
人
は
、
彼
ら
の
考
え

る
正
し
い
道
へ
、
子
ど
も
た
ち
を
導
こ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
実
績
・
名
誉
・
権
力
な
ど
に
お
ぼ
れ
た
大

人
た
ち
は
、
本
来
、
人
が
持
っ
て
い
る
想
像
し
て
物
事
を
考
え
る
力
に
圧
力
を
か
け
て
、
勉
強
を
さ
せ
、

沢
山
の
そ
う
い
う
大
人
た
ち
の
作
っ
た
レ
ー
ル
に
沿
わ
せ
て
、
成
長
さ
せ
よ
う
と
す
る
。

こ
う
し
た
こ
と
は
、
悪
い
こ
と
だ
と
、
断
言
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
だ
が
、
著
者
サ
ン
＝
テ
グ
ジ
ュ

ペ
リ
の
生
き
た
時
代
よ
り
、
子
供
の
持
つ
限
り
な
い
想
像
力
を
活
用
す
る
べ
き
で
あ
る
の
が
、
今
の
時

代
な
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
人
の
敷
い
た
レ
ー
ル
の
上
を
歩
む
人
生
は
、
確
か
に
実
績
・
名
誉
・
権

力
な
ど
を
手
に
入
れ
る
こ
と
は
保
障
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
大
事
に
さ

れ
る
べ
き
、
人
間
が
本
質
的
に
持
つ
感
情
―
喜
び
や
嬉
し
さ
な
ど
を
手
に
す
る
に
は
、
自
ら
考
え
、
自
ら

実
行
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
。
人
と
違
う
こ
と
を
成
し
遂
げ
る
た
め
に
は
、
素
晴
ら

し
い
想
像
力
が
必
要
と
さ
れ
る
。
実
績
や
名
誉
に
と
ら
わ
れ
ず
、
自
ら
疑
問
に
思
っ
た
こ
と
を
自
ら
の

想
像
力
を
駆
使
し
て
解
決
し
て
い
く
精
神
は
、
大
人
た
ち
の
そ
れ
ら
に
と
ら
わ
れ
た
不
純
な
精
神
に
削

ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
作
品
が
長
い
間
人
々
に
愛
さ
れ
て
き
た
理
由
は
、
著
者
サ
ン
＝
テ
グ
ジ
ュ
ペ
リ
が
先
の
時
代
に

大
人
が
子
ど
も
の
想
像
力
を
奪
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
き
、
温
か
い
人
柄
の
登
場
人
物
を
用

い
て
読
み
や
す
い
文
章
で
且
つ
的
確
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
指
摘
す
る
こ
と
で
、
感
動
の
で
き
る
ス
ト

ー
リ
ー
性
を
持
っ
た
、
印
象
に
残
り
や
す
い
作
品
に
仕
上
げ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
っ
た
。
私
は
も
う

す
で
に
子
ど
も
の
頃
持
っ
て
い
た
想
像
力
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
だ
残
っ
て
い
る
か

も
し
れ
な
い
純
粋
な
心
を
以
っ
て
自
由
な
発
想
で
物
事
を
捉
え
ら
れ
る
人
間
で
あ
り
た
い
と
思
っ
た
。

図書だより 第６２号 
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宮
本

晃
希

精
神
の
風

―
―
「
人
間
の
土
地
」
を
読
ん
で
―
―

飛
行
機
と
い
う
の
は
乗
り
物
の
中
で
も
特
別
な
存
在
だ
と
知
っ
た
。
そ
れ
は
、
唯
一
、
人
間
に

は
で
き
な
い
移
動
方
法
を
可
能
に
し
た
乗
り
物
だ
か
ら
。
車
は
単
に
人
間
が
で
き
る
歩
く
と
い
う

こ
と
を
増
幅
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
一
方
で
飛
行
機
は
、
飛
べ
な
い
人
間
を
飛
べ
る
よ
う
に
し
て
く

れ
た
。
同
時
に
、
地
球
の
別
の
姿
を
見
せ
て
く
れ
る
。

サ
ン
＝
テ
グ
ジ
ュ
ペ
リ
の
時
代
の
飛
行
機
の
存
在
は
、
特
別
な
存
在
で
あ
り
、
今
よ
り
も
っ
と

危
険
な
存
在
だ
っ
た
。
よ
く
墜
落
す
る
し
、
管
制
も
今
よ
り
い
い
加
減
な
よ
う
に
見
え
る
し
、
不

帰
順
地
域
と
い
う
墜
落
す
る
と
現
地
民
に
殺
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
危
な
い
と
こ
ろ
が
多
く
あ

っ
た
か
ら
だ
。

飛
行
士
と
し
て
大
自
然
の
脅
威
を
た
く
さ
ん
経
験
し
て
き
た
、
サ
ン
＝
テ
グ
ジ
ュ
ペ
リ
は
何
を

思
い
、
何
を
私
た
ち
に
伝
え
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

物
語
は
は
じ
め
、
作
者
が
ラ
テ
コ
エ
ー
ル
社
に
入
社
し
た
ば
か
り
の
駆
け
出
し
飛
行
士
で
あ
っ

た
こ
ろ
の
思
い
出
か
ら
始
ま
る
。
明
日
、
い
よ
い
よ
自
分
が
操
縦
す
る
と
い
う
、
誇
り
や
責
任
感
、

不
安
感
が
書
か
れ
て
い
た
。
こ
の
当
時
の
飛
行
士
と
い
う
職
業
は
現
代
で
い
う
宇
宙
飛
行
士
の
よ

う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
ま
だ
人
間
が
踏
み
入
っ
た
こ
と
の
な
い
謎
の
多
い
世
界
に
行
く
こ
と
は
、

確
か
に
誇
り
や
臆
病
の
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
に
な
る
と
共
感
し
た
。

作
者
は
飛
行
機
が
は
じ
め
て
見
せ
る
地
球
の
姿
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。

道
路
は
不
毛
の
土
地
や
、
石
の
多
い
や
せ
地
や
、
砂
漠
を
避
け
て
通
っ
て
い
る
。
多
く
の
果
樹

園
と
、
多
く
の
牧
原
ば
か
り
の
道
路
を
歩
い
て
き
た
。
そ
し
て
こ
の
地
球
を
、
ぼ
く
ら
は
、
温
潤

な
や
さ
し
い
も
の
だ
と
ば
か
り
思
い
こ
ん
で
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
飛
行
機
の
お
か
げ
で
、
ぼ
く
ら
は
直
線

を
知
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
直
線
か
ら
発
見
す
る
、
地
表
の
大
部
分
が
、
岩
石
、
砂
原
、
塩
の
集
積
で
、
ぼ

く
ら
の
生
命
は
地
表
の
ほ
ん
の
一
部
で
花
を
咲
か
せ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
。

私
は
命
の
危
険
を
伴
う
仕
事
だ
っ
た
と
い
う
理
由
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
職
業
を
そ
こ
ま
で
哲
学
、
精

神
的
な
も
の
に
ま
で
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
感
じ
た
。
ま
た
、
飛
行
士
と
し
て
文
学
者
と
し
て

の
人
生
を
同
時
に
全
う
し
た
サ
ン
＝
テ
グ
ジ
ュ
ペ
リ
と
い
う
存
在
が
ま
さ
に
時
代
の
運
命
の
象
徴
で
あ

る
と
感
じ
た
。

作
者
は
こ
の
作
品
の
な
か
で
、
社
会
の
流
れ
に
巻
き
込
ま
れ
た
人
々
に
対
し
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
教
養
と
は
公
式
を
鵜
呑
み
に
す
る
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
伝
え
た
い
の
だ
と
思
う
。

私
た
ち
は
、
過
去
の
偉
人
で
あ
る
ニ
ュ
ー
ト
ン
や
パ
ス
カ
ル
以
上
の
知
識
が
あ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
の

知
識
以
上
に
私
た
ち
の
精
神
力
は
養
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
精
神
力
と
知
識
は
違
う
も
の
。
精

神
力
と
は
、
指
針
の
な
い
状
況
で
、
自
分
の
信
じ
る
も
の
に
対
し
、
進
ん
で
い
く
力
だ
と
思
う
。
過
去
の

偉
人
達
は
先
達
も
お
ら
ず
、
周
囲
か
ら
の
理
解
が
な
い
な
か
、
そ
れ
で
も
自
己
の
考
え
を
深
め
て
い
っ

た
。
私
は
数
学
の
公
式
を
理
解
せ
ず
に
記
憶
し
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
。
新
し
い
公
式
を
記
憶
し
、
知
識
は

増
え
た
。
だ
が
、
な
ぜ
こ
の
公
式
に
な
る
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
を
省
い
た
せ
い
で
、
精
神
力
は
一
つ
も

進
歩
し
て
い
な
い
。

こ
の
ま
ま
で
は
、
莫
大
な
知
識
を
持
っ
て
い
て
も
、
精
神
力
が
弱
い
人
々
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
し

ま
う
。

そ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
状
況
で
、
人
の
力
が
及
ば
な
い
も
の
、
大
自
然
の
脅
威
に
対
面
し
た
時
、
ど
う

私
た
ち
は
そ
れ
ら
と
向
き
合
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
命
が
あ
っ
け
な
く
散
ら
さ
れ
て
い
く
状
況
で
、
ど
う

や
っ
て
人
間
の
尊
厳
を
保
つ
の
か
。

サ
ン
＝
テ
グ
ジ
ュ
ペ
リ
は
、
飛
行
士
と
し
て
大
自
然
の
脅
威
を
た
く
さ
ん
経
験
し
て
き
た
。
こ
の
危

険
な
職
業
を
と
お
し
て
、
人
間
の
尊
厳
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
と
考
え
た
。

そ
れ
ら
を
全
て
凝
縮
し
た
の
が
、
最
後
に
書
か
れ
て
あ
る
、

「
精
神
の
風
が
、
粘
土
の
上
を
吹
い
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
人
間
は
作
ら
れ
る
」

と
い
う
言
葉
に
繋
が
っ
て
い
る
と
感
じ
た
。

第６２号 図書だより 
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新
浜

貴
翔

自
分
ら
し
く
あ
る
た
め
に

―
―
「
異
邦
人
」
を
読
ん
で
―
―

母
の
死
の
翌
日
に
海
水
浴
に
行
っ
た
り
、
喜
劇
映
画
を
見
た
り
し
た
後
、
友
人
の
人
間
関
係
の

ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
、
人
を
殺
害
し
、
動
機
に
つ
い
て
「
太
陽
の
せ
い
」
と
答
え
る
。
死
刑

だ
と
判
決
が
な
さ
れ
た
後
も
上
訴
す
る
こ
と
な
く
、
自
身
は
幸
福
だ
と
感
じ
て
、
処
刑
の
日
に
大

勢
の
見
物
人
が
増
悪
の
叫
び
を
あ
げ
て
迎
え
て
く
れ
る
こ
と
を
最
後
の
望
み
と
す
る
。

こ
の
あ
ら
す
じ
を
読
む
だ
け
だ
と
「
主
人
公
の
ム
ル
ソ
ー
は
非
常
識
な
人
間
だ
」
と
い
っ
た
よ

う
な
否
定
的
な
考
え
方
し
か
浮
か
ば
な
い
だ
ろ
う
。
私
も
こ
の
小
説
を
読
む
前
は
そ
う
で
あ
っ
た
。

し
か
し
小
説
を
読
み
進
め
て
い
く
ご
と
に
、
ど
こ
か
違
和
感
を
覚
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

そ
し
て
最
終
的
に
は
ム
ル
ソ
ー
の
こ
と
を
肯
定
も
否
定
も
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の

だ
。
そ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
作
者
の
技
量
に
よ
る
も
の
も
あ

る
は
ず
だ
が
、
一
番
の
理
由
は
ム
ル
ソ
ー
の
言
動
に
は
ム
ル
ソ
ー
な
り
の
論
理
が
あ
る
こ
と
に
気

づ
か
さ
れ
た
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。

母
親
の
死
の
悲
し
み
か
ら
、
普
段
の
生
活
を
送
れ
な
く
な
る
こ
と
は
当
然
だ
ろ
う
し
、
そ
れ
が

常
識
と
い
う
も
の
だ
。
し
か
し
い
く
ら
嘆
き
悲
し
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
母
親
は
生
き
返
る
こ
と
は
な

い
し
、
今
ま
で
起
き
た
こ
と
を
変
え
ら
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
う
い
う
視
点
で
ム
ル
ソ
ー
の
言

動
を
観
察
す
る
と
、
彼
は
た
だ
合
理
的
に
過
ご
し
て
い
た
だ
け
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
ム
ル
ソ

ー
か
ら
し
て
み
れ
ば
「
あ
な
た
た
ち
の
常
識
を
自
分
に
ま
で
押
し
つ
け
る
な
！
」
と
い
う
と
こ
ろ

だ
ろ
う
。
そ
れ
と
は
逆
に
ム
ル
ソ
ー
か
ら
す
る
と
殺
人
の
動
機
が
「
太
陽
の
せ
い
」
で
あ
る
こ
と

は
論
理
的
に
正
し
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
少
数
派
の
常
識
が
、
多
数
派
の
常
識
に
よ
っ
て
押
し

つ
ぶ
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ム
ル
ソ
ー
の
最
後
の
望
み
は
自
身
が
「
異
邦
人
」
と
み
な
さ
れ
た
こ

と
に
よ
る
諦
め
に
由
来
す
る
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

「
常
識
と
は
十
八
歳
ま
で
に
身
に
着
け
た
偏
見
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
こ
と
を
い
う
。」
こ
れ
は
ア
イ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
の
名
言
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
か
ら
も
、
常
識
を
押
し
付
け
る
こ
と
は
考
え
方
の

多
様
性
を
阻
害
す
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
人
生
で
関
わ
る
す
べ
て
の
人
の
価
値
観
が
同
じ
で
あ
る

世
界
は
一
見
す
る
と
完
璧
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
感
動
も
無
け
れ
ば
、
新
し
い
発
見
も
な
い
。

極
端
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
絶
望
で
あ
る
。
自
身
の
価
値
観
を
大
切
に
し
て
、
自
分
な
り
に
育
ん
で
く
。
こ

れ
が
個
人
を
個
人
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
私
が
ム
ル
ソ
ー
を
肯
定
す
る
理
由
で
あ
る
。

で
は
逆
に
私
の
中
で
ム
ル
ソ
ー
を
否
定
し
て
い
る
考
え
方
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
常
識
」
の

根
本
的
な
意
味
を
知
る
こ
と
で
明
確
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
常
識
と
は
辞
書
に
よ
る
と
「
社
会

を
構
成
す
る
も
の
が
有
し
て
当
た
り
前
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
、
社
会
的
な
価
値
観
、
知
識
、
判
断
力
の

こ
と
」
だ
そ
う
だ
。
つ
ま
り
自
分
の
お
か
れ
て
い
る
社
会
集
団
に
よ
っ
て
、
常
識
は
い
く
ら
で
も
変
わ

る
。
ム
ル
ソ
ー
は
母
親
の
死
に
対
し
て
、
感
情
を
抑
え
る
必
要
が
な
く
死
は
な
い
方
が
い
い
く
ら
い
に

し
か
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
彼
が
成
長
し
て
い
く
過
程
で
母
親
か
ら
所
謂
「
無
償
の
愛
」
が
注
が

れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
原
因
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
愛
の
な
い
家
庭
で
育
っ
た
こ
と
で
、
世
間

一
般
と
は
異
な
る
常
識
を
身
に
付
け
て
成
人
し
て
し
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
ム
ル
ソ
ー
。
彼
は
あ
る
意
味
哀

れ
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
彼
が
受
け
取
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
も
の
こ
そ
が
、
社
会
生
活
を
営

む
上
で
最
も
大
切
な
も
の
な
の
だ
か
ら
。

つ
ま
り
完
全
に
自
分
ら
し
く
あ
る
こ
と
も
、
完
全
な
社
会
集
団
を
形
成
す
る
こ
と
も
で
き
は
し
な
い

の
だ
。
よ
し
ん
ば
出
来
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
一
辺
倒
で
柔
軟
性
が
な
く
、
渺
茫
な
世
間
の
前
に
は
無
力

な
も
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
自
身
の
中
で
折
り
合
い
を
つ
け
る
こ
と
は
出
来
る
と
思
う
。
私
が
私
ら
し
く

あ
る
た
め
に
、
自
身
の
価
値
観
と
世
間
の
常
識
の
両
方
が
納
得
で
き
る
点
を
見
出
し
続
け
て
い
き
た
い
。

十
八
歳
を
超
え
た
と
し
て
も
そ
れ
は
可
能
な
は
ず
だ
。
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泰
生

不
条
理
な
世
界

―
―
「
異
邦
人
」
を
読
ん
で
―
―

「
き
ょ
う
、
マ
マ
ン
が
死
ん
だ
」
こ
の
文
章
で
始
ま
る
小
説
「
異
邦
人
」
は
カ
ミ
ュ
の
代
表
作

で
あ
り
、
人
間
社
会
に
存
在
す
る
不
条
理
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
文

章
か
ら
始
ま
る
物
語
の
展
開
が
気
に
な
っ
た
と
い
う
の
が
同
書
を
選
ん
だ
理
由
で
あ
る
。
こ
の
小

説
に
は
、
冒
頭
の
一
文
の
よ
う
な
強
烈
で
印
象
的
な
表
現
が
他
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

「
太
陽
の
せ
い
だ
」
有
名
な
こ
の
言
葉
も
強
烈
で
印
象
的
な
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ム

ル
ソ
ー
の
非
人
間
性
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
ム
ル
ソ
ー
を
取
り
巻
く
数
多
く
の
不
条
理

に
よ
っ
て
、
そ
の
非
人
間
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
作
者
は
こ
の
不
条
理
を
通
し
て
、

読
者
に
何
を
伝
え
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
の
物
語
の
最
初
と
最
後
の
部
分
に
注
目
す

る
と
、
母
の
死
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ム
ル
ソ
ー
に
と
っ
て
母
の
死
は
何

を
意
味
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

不
条
理
は
、
表
面
的
な
見
方
し
か
し
な
い
司
法
、
届
か
な
い
ム
ル
ソ
ー
の
抗
弁
、
機
械
的
に
進

む
手
続
き
、
歪
ん
で
い
く
真
実
な
ど
随
所
に
み
ら
れ
る
。
ム
ル
ソ
ー
は
殺
人
を
き
っ
か
け
に
、
母

を
悼
ま
な
か
っ
た
こ
と
に
対
し
て
死
刑
宣
告
を
受
け
る
。
こ
れ
が
一
番
の
不
条
理
で
あ
る
と
思
う
。

こ
の
不
条
理
は
、
ム
ル
ソ
ー
の
価
値
観
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
ム
ル
ソ
ー
は
母
の
死
に
何
の

感
慨
も
な
く
遊
び
ふ
け
っ
た
り
、
太
陽
が
ま
ぶ
し
か
っ
た
か
ら
人
を
殺
し
た
り
、
死
刑
を
目
前
に

し
て
も
飄
々
と
し
て
い
た
り
す
る
。
こ
れ
ら
は
ど
れ
も
ム
ル
ソ
ー
に
と
っ
て
は
当
た
り
前
の
こ
と

で
あ
る
が
、
周
り
は
こ
れ
を
理
解
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
現
実
に
も
起
こ
り
う
る
と

考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
、
現
実
世
界
に
ム
ル
ソ
ー
の
よ
う
な
人
が
い
た
と
し
た
ら
、
私
た
ち
は
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
私
は
理
解
に
苦
し
む
と
思
う
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
が
自
分
の
価
値
観

が
す
べ
て
だ
と
思
い
込
み
、
勝
手
に
皆
が
同
じ
価
値
観
で
あ
る
と
認
識
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
だ
と

考
え
ら
れ
る
。
私
た
ち
に
と
っ
て
、
多
数
派
の
価
値
観
が
常
識
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
宗
教
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。
作
者
の
カ
ミ
ュ
は
こ
う
し
た
既
存
の
価
値
観
に
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

文
章
を
よ
く
読
ん
で
み
る
と
、
ム
ル
ソ
ー
の
母
へ
の
誠
実
な
態
度
が
見
受
け
ら
れ
る
。
ム
ル
ソ
ー
は
、

今
で
も
母
の
部
屋
を
使
っ
て
お
り
、
母
の
ベ
ッ
ド
で
寝
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
サ
ラ
マ
ノ
と
い
う
人
物

の
言
及
か
ら
、
ム
ル
ソ
ー
は
母
を
非
常
に
愛
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
常
識
と
は
異
な
る
愛

の
か
た
ち
で
あ
っ
た
た
め
に
裁
判
で
は
信
じ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
。
こ
れ
も
ま
た
不
条
理
で
あ
る
。
愛

し
て
い
た
こ
と
と
、
母
の
死
に
涙
を
流
す
こ
と
は
全
く
関
係
が
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
ム
ル
ソ
ー

は
非
常
に
合
理
的
で
あ
る
と
思
う
。
そ
ん
な
ム
ル
ソ
ー
は
母
の
死
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
冒
頭
部
分
、
結
局
ム
ル
ソ
ー
は
母
が
死
ん
だ
の
が
昨
日
な
の
か
、
今
日
な
の
か
が
分
か

っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
そ
し
て
、
末
尾
部
分
、「
永
遠
に
無
関
係
に
な
っ
た
一
つ
の
世
界
へ
の
出

発
」
と
は
、
宗
教
や
常
識
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
不
条
理
な
世
界
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
ム
ル
ソ

ー
は
自
分
の
死
を
目
前
に
し
て
、
母
の
死
を
よ
う
や
く
受
け
入
れ
、
一
体
と
な
っ
た
よ
う
に
感
じ
た
の

だ
ろ
う
。
ム
ル
ソ
ー
に
と
っ
て
母
の
死
は
不
条
理
な
世
界
の
暗
示
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
小
説
は
、
ム
ル
ソ
ー
を
中
心
に
、
不
条
理
な
世
界
が
取
り
巻
い
て
い
る
。
そ
し
て
ム
ル
ソ
ー
は
感

情
が
欠
如
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
淡
々
と
感
情
の
起
伏
な
く
描
か
れ
て
い
る
ム
ル
ソ

ー
だ
が
、
な
ぜ
か
心
情
が
分
か
っ
て
し
ま
う
。
私
は
こ
こ
に
強
い
感
動
を
覚
え
た
。
特
に
裁
判
の
検
事
に

言
い
返
し
た
く
な
る
心
情
は
よ
く
理
解
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
体
験
は
、
今
ま
で
に
読
ん
だ
本
の
中
で

初
め
て
だ
っ
た
。
こ
れ
が
「
異
邦
人
」
の
面
白
さ
で
あ
り
、
芸
術
性
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
小
説
は
面

白
さ
と
同
時
に
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
読
者
に
よ
っ
て
受
け
取
り

方
は
違
う
と
思
わ
れ
る
が
、
私
は
次
の
よ
う
に
捉
え
た
。

世
界
は
不
条
理
で
満
ち
て
い
る
。
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藏
本

さ
く
ら

自
分
ら
し
く
、

―
―
「
星
の
王
子
さ
ま
」
を
読
ん
で
―
―

「
子
ど
も
だ
っ
た
す
べ
て
の
大
人
へ
。」

も
う
子
ど
も
で
は
な
く
、
で
も
大
人
に
は
な
り
き
れ
な
い
十
七
歳
の
私
に
は
気
づ
か
さ
れ
た
こ

と
、
響
く
も
の
が
沢
山
あ
っ
た
こ
の
一
冊
の
本
。
〝
星
の
王
子
さ
ま
〟
大
人
に
な
る
私
に
と
っ
て

大
切
な
も
の
ば
か
り
教
え
ら
れ
た
の
が
こ
の
物
語
だ
。

物
語
は
六
年
前
、
砂
漠
に
飛
行
機
で
不
時
着
し
た
「
僕
」
が
、「
星
の
王
子
さ
ま
」
に
出
会
う
と

こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
元
々
い
た
惑
星
に
あ
っ
た
唯
一
の
バ
ラ
と
け
ん
か
し
て
星
か
ら
飛
び
出
し
た

王
子
さ
ま
は
六
つ
の
惑
星
を
巡
り
、
地
球
に
た
ど
り
着
い
た
。
六
つ
の
惑
星
で
出
会
っ
た
の
は
、

権
力
を
見
せ
つ
け
る
王
さ
ま
、
人
気
者
に
な
り
た
い
大
物
き
ど
り
、
酒
と
い
う
快
楽
に
溺
れ
る
酒

び
た
り
の
男
、
財
力
が
す
べ
て
だ
と
い
う
実
業
家
、
休
む
こ
と
な
く
働
き
続
け
る
点
灯
人
、
そ
し

て
学
問
を
取
り
柄
に
す
る
地
理
学
者
だ
。
ど
の
人
た
ち
も
、
こ
の
地
球
に
あ
り
ふ
れ
て
い
る
大
人

と
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
思
え
た
。
誰
だ
っ
て
人
望
、
財
力
、
知
識
は
求
め
る
も
の
だ
し
、
欲
し
い

の
は
当
た
り
前
だ
ろ
う
。
働
く
の
が
大
人
の
仕
事
、
酒
な
ど
は
大
人
の
特
権
だ
と
も
思
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
王
子
さ
ま
は
〝
自
分
自
身
以
外
の
こ
と
を
一
生
懸
命
や
っ
て
い
な
い
〟
大
人
た
ち
を
つ

ま
ら
な
い
と
言
っ
た
。

王
子
さ
ま
は
素
直
な
子
だ
。
自
分
が
思
う
こ
と
は
ま
げ
な
い
。
そ
し
て
、
惑
星
に
あ
っ
た
バ
ラ

の
こ
と
を
ず
っ
と
思
い
続
け
て
い
る
一
途
な
子
だ
。
そ
ん
な
王
子
さ
ま
が
、
地
球
に
来
て
驚
い
た

の
は
、
唯
一
の
存
在
だ
と
思
っ
て
い
た
バ
ラ
が
、
実
は
何
千
本
と
あ
る
あ
り
ふ
れ
た
も
の
の
一
つ

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
こ
と
だ
。
確
か
に
、
数
や
見
た
目
に
目
を
向
け
る
と
、
あ
の
バ

ラ
も
た
だ
の
あ
り
ふ
れ
た
一
本
の
バ
ラ
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
王
子
さ
ま
は
思
い
出
す
、
バ
ラ
を
大
切
に
育

て
て
い
た
時
間
や
一
緒
に
過
ご
し
た
日
々
を
。
王
子
さ
ま
は
そ
の
時
、
自
分
が
愛
を
持
っ
て
い
る
バ
ラ

が
本
当
に
特
別
だ
と
気
付
い
た
の
だ
。

「
い
ち
ば
ん
た
い
せ
つ
な
こ
と
は
、
目
に
見
え
な
い
。」

大
き
く
な
る
に
つ
れ
今
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
よ
う
に
な
る
。
新
し
い
こ
と
が
見
え
る

よ
う
に
な
る
こ
と
は
、
世
界
が
広
が
る
よ
う
で
う
れ
し
か
っ
た
。
で
も
そ
の
分
、
今
ま
で
大
切
に
し
て
い

た
目
に
は
見
え
な
い
も
の
を
忘
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
今
で
は
ほ
と
ん
ど
書
か
な
く
な
っ
た
手

紙
も
、
昔
は
誰
か
に
渡
す
の
が
好
き
だ
っ
た
。
今
、
思
い
返
せ
ば
相
手
へ
の
感
謝
な
ど
想
い
を
形
に
で
き

る
も
の
だ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
毎
日
、
忙
し
い
日
々
に
追
わ
れ
る
中
で
私
は
自
分
の
こ
と
で
一

杯
一
杯
で
誰
か
を
想
う
こ
と
、
大
切
な
人
と
と
も
に
過
ご
す
時
間
の
尊
さ
さ
え
も
忘
れ
て
い
た
。
そ
ん

な
自
分
を
王
子
さ
ま
は
き
っ
と
〝
つ
ま
ら
な
い
〞
と
思
う
だ
ろ
う
。
ま
た
、
大
き
く
な
る
ほ
ど
、
自
分
ら

し
さ
が
失
わ
れ
て
い
く
よ
う
に
思
え
た
。
み
ん
な
と
変
わ
ら
な
い
存
在
で
居
ら
れ
る
よ
う
同
じ
に
な
り

た
い
と
思
う
気
持
ち
が
強
く
な
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
今
ま
で
は
好
き
だ
っ
た
読
書
も
し
な
く
な
り
、
今

で
は
本
よ
り
携
帯
と
向
き
合
う
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
だ
。

物
や
人
で
あ
ふ
れ
る
世
の
中
で
、
目
に
見
え
る
も
の
が
す
べ
て
で
、
み
ん
な
と
同
じ
よ
う
に
な
る
た

め
に
「
ら
し
さ
」
を
無
く
し
た
自
分
は
、
き
っ
と
こ
れ
か
ら
つ
ま
ら
な
い
大
人
の
一
人
に
な
っ
て
い
く
の

だ
ろ
う
。
〝
自
分
ら
し
さ
〟
を
大
切
に
、
自
分
だ
か
ら
で
き
る
こ
と
を
一
つ
で
も
良
い
か
ら
欲
し
い
と

思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
〝
自
分
以
外
の
誰
か
の
た
め
〟
に
な
る
こ
と
な
ら
も
っ
と
素
敵
だ
ろ
う
。

そ
の
一
つ
が
今
、
こ
の
高
専
と
い
う
場
所
で
建
築
を
熱
心
に
学
ぶ
こ
と
に
つ
な
が
る
の
だ
と
思
う
。
将

来
、
自
分
が
建
て
た
物
は
き
っ
と
誰
か
の
た
め
に
な
る
と
思
う
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
誰
か
を
想
う
気

持
ち
を
大
切
に
し
て
生
き
た
い
と
思
う
。
ま
ず
は
、
身
近
な
人
た
ち
か
ら
、
学
校
で
過
ご
す
ク
ラ
ス
メ
イ

ト
や
友
だ
ち
、
ま
た
地
元
か
ら
い
つ
も
応
援
し
、
自
分
の
こ
と
を
大
切
に
思
っ
て
く
れ
て
い
る
家
族
の

存
在
を
胸
に
日
々
進
み
た
い
と
思
う
。
忘
れ
そ
う
に
な
っ
た
時
、
い
つ
で
も
思
い
出
し
大
切
に
し
て
い

た
い
こ
の
本
と
共
に
。
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横
島

仁
胡

あ
な
た
は
賢
く
な
り
た
い
と
思
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か

―
―
「
ア
ル
ジ
ャ
ー
ノ
ン
に
花
束
を
」
を
読
ん
で
―
―

今
回
私
が
読
ん
だ
本
は
、
賢
く
な
る
と
い
う
こ
と
が
必
ず
し
も
良
い
こ
と
ば
か
り
に
繋
が
る
わ

け
で
は
な
く
、
得
る
も
の
も
あ
れ
ば
失
う
も
の
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
そ

の
題
名
を
「
ア
ル
ジ
ャ
ー
ノ
ン
に
花
束
を
」
と
言
い
ま
す
。

主
人
公
は
知
的
障
害
を
持
つ
三
十
二
歳
の
チ
ャ
ー
リ
ー
・
ゴ
ー
ド
ン
で
す
。
チ
ャ
ー
リ
ー
は
伯

父
の
親
友
が
営
む
パ
ン
屋
で
働
い
て
い
ま
し
た
。「
ぼ
く
わ
か
し
こ
く
な
り
た
い
」
と
、
周
り
の

人
々
に
好
か
れ
よ
う
と
、
認
め
ら
れ
た
か
っ
た
彼
は
飛
躍
的
に
知
能
が
発
達
す
る
手
術
を
受
け
ま

す
。
そ
の
結
果
、
チ
ャ
ー
リ
ー
は
天
才
と
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
知
識
や
知
能
の
急
激
な
上

昇
に
よ
っ
て
、
感
情
が
つ
い
て
い
か
な
い
と
い
う
現
象
が
起
こ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
ん
な
チ

ャ
ー
リ
ー
は
い
ろ
ん
な
こ
と
が
見
え
て
く
る
わ
け
で
す
。
養
護
施
設
の
先
生
が
、
子
ど
も
か
ら
見

る
大
人
、
先
生
的
な
存
在
だ
っ
た
の
に
対
し
て
、
恋
愛
の
対
象
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
チ
ャ
ー
リ

ー
は
気
づ
い
て
し
ま
い
ま
す
。
自
分
の
こ
と
を
好
い
て
く
れ
て
、
一
緒
に
楽
し
ん
で
い
た
は
ず
の

周
り
の
人
の
笑
顔
は
自
分
へ
の
嘲
笑
や
軽
蔑
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
。
彼
が
友
達
だ
と
思
っ
て
い

た
人
た
ち
は
彼
の
も
と
を
去
っ
て
い
き
ま
す
。
な
ぜ
で
し
ょ
う
。
チ
ャ
ー
リ
ー
は
み
ん
な
と
対
等

に
な
れ
た
の
に
、
よ
う
や
く
賢
く
な
れ
た
の
に
、
友
達
を
失
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
精
神
障
害
者

の
時
は
馬
鹿
に
さ
れ
、
天
才
に
な
っ
た
ら
嫉
妬
さ
れ
、
疎
ま
れ
る
。
こ
こ
で
私
が
特
に
気
に
な
っ

た
一
言
が
、
チ
ャ
ー
リ
ー
が
友
達
に
放
っ
た
「
自
分
が
優
越
感
に
ひ
た
っ
て
、
自
分
の
無
能
さ
に

安
住
す
る
た
め
に
ぼ
く
を
利
用
し
た
ん
だ
。
白
痴
に
く
ら
べ
れ
ば
、
だ
れ
だ
っ
て
自
分
が
聡
明
だ

と
感
じ
ら
れ
る
か
ら
ね
。」
と
い
う
言
葉
で
し
た
。
な
ぜ
な
ら
私
も
チ
ャ
ー
リ
ー
の
友
達
と
同
じ
よ

う
に
、
自
分
と
他
人
を
比
べ
、
安
心
す
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
か
ら
で
す
。
や
は
り
人
と
い
う
も
の
は
、
他

人
よ
り
も
上
で
あ
り
た
い
と
思
っ
て
し
ま
う
も
の
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
自
分
を
甘
や
か
し
、

他
人
を
利
用
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
チ
ャ
ー
リ
ー
の
こ
の
言
葉
で
、
比
べ
合
う
こ
と
よ
り
も
、
助
け
合

い
、
励
ま
し
合
う
こ
と
の
ほ
う
が
、
ど
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
こ
と
な
の
か
を
再
確
認
で
き
ま
し
た
。

最
終
的
に
チ
ャ
ー
リ
ー
は
急
激
な
勢
い
で
多
く
の
知
能
を
失
っ
て
い
き
ま
す
。
手
術
は
失
敗
し
て
い

た
の
で
す
。
し
か
し
、
後
退
し
て
い
く
チ
ャ
ー
リ
ー
は
以
前
と
は
違
う
、
人
間
性
や
愛
情
を
理
解
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
チ
ャ
ー
リ
ー
で
す
。
優
し
さ
を
心
に
抱
え
た
彼
の
「
哀
れ
む
な
。
後
悔
は
し
て
い
な
い
」

と
い
う
言
葉
に
は
胸
が
苦
し
く
な
る
よ
う
な
感
動
を
覚
え
ま
し
た
。

そ
し
て
な
に
よ
り
も
印
象
に
残
っ
た
の
は
、
こ
の
小
説
の
最
後
の
一
文
で
あ
る
「
つ
い
し
ん
、
ど
ー
か

つ
い
で
が
あ
っ
た
ら
う
ら
に
わ
の
ア
ル
ジ
ャ
ー
ノ
ン
の
お
は
か
に
花
束
を
そ
な
え
て
や
っ
て
く
だ
さ

い
。」
と
い
う
文
で
す
。
実
験
用
の
マ
ウ
ス
で
あ
っ
た
ア
ル
ジ
ャ
ー
ノ
ン
は
言
っ
て
し
ま
え
ば
チ
ャ
ー
リ

ー
に
と
っ
て
同
志
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
精
神
障
害
者
に
戻
る
中
で
、
同
じ
運
命
を
共
に
し
た
ア
ル
ジ

ャ
ー
ノ
ン
を
慈
し
む
心
や
思
い
や
り
の
心
な
ど
、
い
ろ
ん
な
背
景
が
最
後
の
最
後
に
凝
縮
さ
れ
て
い
て
、

胸
を
打
た
れ
ま
し
た
。

私
は
こ
の
作
品
を
読
ん
で
、
人
の
幸
せ
と
は
何
か
を
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
人
の
悪
意
を
知
ら
ず

に
生
き
て
き
た
チ
ャ
ー
リ
ー
が
、
手
術
に
よ
っ
て
人
並
み
以
上
の
知
能
を
得
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
人
か

ら
の
悪
意
と
い
う
も
の
を
知
り
、
幸
せ
と
は
遠
い
場
所
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
弱
者
は
不
幸
せ
で
あ
る

と
い
う
の
は
勝
手
な
思
い
込
み
で
あ
り
、
幸
せ
を
決
め
る
の
は
他
の
誰
で
も
な
く
、
自
分
自
身
な
の
だ

と
い
う
こ
と
を
、
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
自
分
が
幸
せ
な
こ
と
に
他
人
の
人
生
が
ど
う
と
か
な

ど
と
い
う
こ
と
は
全
く
関
係
な
い
の
だ
と
。

チ
ャ
ー
リ
ー
に
学
ん
だ
優
し
さ
や
愛
情
、
幸
せ
の
定
義
を
し
っ
か
り
持
ち
続
け
て
、
私
は
こ
れ
か
ら

の
人
生
を
進
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

第６２号 図書だより 

ア
ル
ジ
ャ
ー
ノ
ン
に
花
束
を

ダ
ニ
エ
ル
・
キ
イ
ス

著
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図書だより 第６２号 

３年生の部 

広島の木に会いにいく 
石田 優子 著

機械工学科三年 福井 健太 

無言の語り 

――「広島の木に会いにいく」を読んで―― 

受け継いでいくのは人間だけではない。これは私が

「広島の木に会いにいく」という一冊の本を通して学

んだことだ。 

現在、広島での被爆経験を語り継げる人々の減少が

懸念されているという背景を知った私は、図書館の本

棚で原爆に関する本を眺めていた。表紙からでもあの

日の惨状がひしひしと感じられる本が並ぶ中、その本

は一風変わった雰囲気であったため目に留まり、気が

付けば手に取っていた。語り継ぐことをテーマとした

ものは人を中心において考えるのが普通だ。そう思っ

ていた私にこの本は新しい世界を教えてくれたのだ。 

まず表紙をめくると、カラーで彩られた「被爆樹木」

のクスノキが広島城とともに立派にそびえ立つ姿で写

真に写っている。この本はこうした被爆樹木、つまり

被爆を経験した木とそれに寄り添ってきた人々の関係

性が、ドキュメンタリー映像作家の石田優子さんによ

って記されている。その内容は被爆樹木の生い立ちや、

それを守り続けている樹木医の堀口力さんを始めとし

た多くの人たちを軸にして展開される。木に徹底的に

寄り添う姿勢で、丁寧にコラムや写真を交えながら凝

縮して述べられているため、ノンフィクションを読み

慣れていなかった私でも没頭して読み進められた。ま

た、筆者の石田さんが特に詳しく描写する四季折々の

被爆樹木のソメイヨシノが、瀕死の状態でありながら

も色々な表情を見せる姿は様々な思いが湧いてくる。 

私が特に印象に残っているのは被爆樹木がなぜ傾い

ているのかという研究を行っていた筑波大の鈴木雅和

教授の話だ。研究によると、広島にて被爆した木は僅

かに爆心地方向へ傾いているそうだ。これは吹き戻し

という、原子爆弾の爆風で一時的に真空になったとこ

ろに、空気が勢いよく集まる現象によって傾けられた

と思われていた。しかし鈴木先生は、木は重力に必ず

逆らう形で成長するため、吹き戻しの一時的な力だけ

では傾かないと感じたそうだ。そして、爆発の熱線を

浴びた爆心地側の木の細胞が損傷し、健常であった部

分と成長の差が生まれたためと仮定付けた。メカニズ

ムとしては必然だったのかもしれないが、私には被爆

樹木自身が爆心地を指すことによってあの日のことを

静かに語っているように思えた。木は、来る日も来る

日もその場に佇んでいる。そんな日常にある木が、あ

の日を物語る。例え人間が忙しく、膨大な情報量に埋

もれる生活で忘れてしまっていてもだ。これこそ語り

継ぐということなのではないだろうか、そう私は感じ

た。実際、私自身も木の恒常的な存在感には感銘を受

けたことが何度かある。学校の校庭の木、通学路の木、

祖母の家の木など周りが開発や荒廃によって変わりゆ

く中、その見慣れた思い出の木はいつも温かく見守っ

ているのだ。その木を見ると、深くに眠っていた記憶

が目を覚ますように思い出されていく。この本が語る

被爆樹木も似た印象なのだろうか。 

被爆経験を受け継ぐ。これは広島人、それ以上に人

として成し遂げるべき責任があると私は考える。しか

しこれは言葉で紡ぐと同時に、動かずにじっと語り続

ける存在を後世にも引き継ぐことなのだと思う。 
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第６２号 図書だより 

プラスチック汚染とは何か 
枝廣 淳子 著

電気情報工学科三年 町 依蕗 

「プラスチック汚染」から地球を救うためには 

――「プラスチック汚染とは何か」を読んで―― 

 今回、僕は「プラスチック汚染とは何か」という本

を選んだ。今日、地球温暖化、大気汚染など様々な環

境問題が起こっている。中でも「プラスチック汚染」

は自分達にとって最も身近で、解決する必要があると

感じたため、この本を手に取った。 

 安くて便利なプラスチック。この本ではそのプラス

チックが起こしている問題の現状を伝えている。それ

に加え、プラスチック汚染を減らすための世界の動向、

これからの課題についても述べられ、僕たち一人ひと

りがこの課題に取り組み、改善していかなければなら

ないと感じさせる一冊である。 

 この本では様々な事実や主張が述べられているが、

その中で特に印象に残ったものを取り上げる。最初に

環境保護のためにプラスチックが多用されたという事

実である。プラスチックが使用された初期の頃は野生

動物の保護、軽量化による輸送時のＣО２排出量の削

減などが考えられていたらしい。現在、プラスチック

は自然環境悪化の原因と考えられているだけあり、こ

の事実にはかなり驚かされた。当時の目先の問題を解

決する画期的な物が後に大きな問題を起こす元凶とな

ったということだ。このようなことを起こさないため

にも後のことを考えた研究・制作が必要だと考える。 

 次に環境・社会問題は独立したものではなく、つな

がっているという点である。「プラスチックさえなくな

ればよい」という考え方ではなく、さまざまな問題に

どのようにつながっているかを十分に考えたうえで、

手を打っていく必要があると述べてある。これはプラ

スチックのみならず、他にも共通して言えることで、

現状を良くするために作った物、行ったことがさらに

悪化させる可能性もあるということだ。自分は工業系

で学んでいるため、いずれは物を開発、制作する立場

になるかもしれない。その時に予期せぬ問題が発生す

るのを防ぐためにもあらゆる可能性を検証することが

必要だと感じた。 

 最後にプラスチックごみを減らすために、ニーズを

満たすことをやめるという考え方だ。つまり、レジ袋

に入れず手で持って帰る、鞄に入れて持って帰るや、

ストローを使わずに飲み物を飲むといった取り組みだ。

これはプラスチック汚染を防ぐ方法として、代替物の

使用や海洋に浮遊しているプラスチックの回収など

様々ある中でこの方法は最も簡単で誰にでもできるこ

とだ。僕はこの作文を書くため、原稿用紙を購入した。

その際にレジ袋を受け取ってしまった。これはマイバ

ックを持参する、または袋に入れずに持って帰ること

でこのレジ袋を受け取らずに済んだはずだ。このよう

にこの方法は簡単だが個々の意識付けが大切である。

その小さな意識付けが多くの人々に広まり、積み重な

ることで、「プラスチック汚染」から地球を守ることが

できると考える。 

 僕がここで書いたことはほんの一部だが、企業や政

府などが「プラスチック汚染」に様々な対策をとって

いることが分かった。しかし、最後は一人ひとりが意

識して取り組まなければこの問題は解決できないと思

う。この本をできるだけ沢山の人に読んでもらい、現

状を知ってもらうことで、少しでもこの問題が改善さ

れることを願っている。 
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図書だより 第６２号 

沈黙の春 
レイチェル カーソン 著

環境都市工学科三年 小田 悠人 

　技術者のあるべき姿とは 

――「沈黙の春」を読んで―― 

この本の作者であるレイチェルカーソンは、ベスト

セラー作者でもあり海洋生物学者でもあった。彼女の

他の作品いずれも詩情豊かな文章で親しみやすいもの

だと思う。 

この作品は、環境の汚染と破壊の実態を世にさきが

けて告発した本で、発表当時大きな反響を引き起こし、

世界中で農薬の使用を制限する法律の制定を促すと同

時に、地球環境への人々の発想を大きく変えるきっか

けとなった。この本は初版後六十年になろうかとする

現在でもなお版を重ねているロングセラーである。彼

女が発した警告は、今日でもその重大さを失わず、そ

ればかりか、さらに複雑に深刻になってきている環境

問題への彼女の先見性を示している。 

作品の内容は世界的にも知られているように、彼女

は一九五八年一月、一通の手紙をうけとったことから

「沈黙の春」を書かざるを得ないことになった。当時

アメリカでは、化学物質が次々と開発され、実用化さ

れていましたが、その危険性についてはあまりにも知

られることなく、大量生産、大量使用されるという悪

い状況にあった。なかでもＤＤＴなどの殺虫剤が空中

散布されるなどの無思慮な使用実態があった。この作

品はこのような実態を告発するものだった。そして出

版されるや直ちにアメリカ社会をゆりうごかすことに

なった。そして、危険な殺虫剤の使用に歯止めをかけ

ることになった。 

この「沈黙の春」は、人間中心の考え方・行動がい

かに自然環境に影響を与えたかを実例を挙げて述べて

いる。 

この作品を読んで感じたことは、「殺虫剤はまったく

無害です」と呼びかけるシステムが人間の悪い所だと

いうことだ。私が考えるに殺虫剤の研究者や関係者た

ちは化学薬品が空中散布されたらどんなリスクがある

のかということに気が付いていたのかもしれない。 

もしそうだとしたらなぜ、声をあげて問題提起しな

かったのだろうと思った。口に出してしまったら、職

を失うという恐れもあったかもしれない。皆が黙って

いるから自分も黙っていればよいという気持ちもあっ

たかもしれない。もしくは、今更言っても現状を変え

ることはできないと諦めていた人もいたかもしれない。

ただそうやって現実に目をつぶり、自分に都合の良い

理由を見つけて自分を納得させても自分の恥や尊厳は

欠けると思う。 

近年、自己責任という言葉が浸透し、内部告発とい

うことも言われるようになった。だが、もし自分がこ

の作品で取り上げられた研究者や関係者の現状に立っ

たら、声を上げることはできるだろうかと考える。日

本にも公害は存在している。レイチェルカーソンが、

汚染は人類そのものに関わる問題であり、そして人間

の未来に関わる問題と訴えかけるたびに、自分自身の

行動に恥じないように心掛けたいと思う。 

また、「沈黙の春」の最終章の冒頭の一節ではこう述

べている。「私たちは、いまや分かれ道にいる。長いあ

いだ旅をしてきた道は、すばらしいハイウェイで、す

ごいスピードで酔うこともできるが、私たちはだまさ

れているのだ。その行き着く先は、禍であり破滅だ。

もう一つの道は、あまり〈人も行かぬ〉が、この行く

ときこそ、私たちの住んでいるこの地球を守れる、最

後の、唯一のチャンスといえよう。」この文章から、未

来は今の行動で創られるということが分かる。 

この作品を通じて今のためだけの今ではないことを

肝に銘じて、未来を感じ、未来の子どもたちのための

自分の一挙手一投足を忘れずに行動したいと思う。 
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プラスチックスープの海 
チャールズ・モア,  

カッサンドラ・フィリップス他 著 

環境都市工学科三年 山本 一稀 

地球の命を食らうもの 

――「プラスチックスープの海」を読んで―― 

 「ほんの一世紀程前には、海は見る者を圧倒し、魅

了する深い青だけが広がる絶景を見せていた。」と話す

と驚かれる時代は、もう目の前まで迫っているのかも

しれない。 

 今日では海を見渡せば醜いプラスチックゴミが否応

なしに視界に入る。発明され普及してから半世紀でこ

れだ、大きな転換でもない限り自分が老人になった頃

にはカラフルなプラスチックで覆われた人工の大陸が

出来上がっている事だろう。 

 それが私の「プラスチックスープの海」を読んだ感

想だ。 

 かつての豊かで秩序だった海を愛するチャールズ・

モアはプラスチックで汚されていく海に心を痛め、海

洋調査の財団を設立しプラスチック汚染の謎を解き明

かす事を決意する、というのが大まかなあらすじだ。 

 私が特に大きな衝撃を受けたのはプラスチックの凶

悪さについてだ。 

 プラスチックはそれ以前の木や金属、紙等と違い安

くて丈夫で嵩張ることもない、という餌をちらつかせ

て企業に自らを依存させたが、その実体はとんでもな

いモンスターであり、海洋投棄によって環境中に入り

込んだプラスチックは海の生命を貪り尽くす不死身の

存在へと変貌するのだという。具体的にはプラスチッ

ク製の漁具は多数の魚や海鳥を巻き込み、ゴミは海に

砕かれマイクロプラスチックになると魚達の餌に扮し

て自身の毒性を蓄積させる。 

 この事実を知って思わず恐怖を覚えた。人類が生み

出した物だが、自分達より高度な生命であり今にも化

物となって襲いかかってきそうな気がするからだ。と

いうか、毒性が蓄積されている魚介を食べて、それが

昨今の現代病の大きな原因なようだから、もう襲いか

かってきていると言っていいかもしれない。 

 だが、それより恐ろしいのは流している当の本人の

人間が未だに自制を知らず作り続け、最近では大部分

が埋没処理されているとはいえ海への流出は収まる事

がないという事だ。 

 作り続けられる全ての原因が結局の所、消費者であ

る私達の需要があるためである事を踏まえると私達は

プラスチックという合法ドラッグによって自分はおろ

か周りすら傷つける中毒者といっても良いだろう。私

もそんな中毒者の一人だと考えると辟易する。 

 勿論、今日において何の対策も為されていない訳じ

ゃない。 

 例えば某コーヒーチェーン店はプラスチック製スト

ローの廃止を始めている。他にも近年では生分解性プ

ラスチックなる従来よりずっと分解しやすいプラスチ

ックが発明され、普及し始めている。 

 しかし重要なのは消費者の選択であり、例え企業が

環境保護路線を目指して開発しても私達が買わなけれ

ば、企業は慈善家なんかじゃないのだから路線を大量

消費へ戻らざるを得ない。 

 とはいえ民主主義に生きる私達は酷く我儘で、誰か

が環境保護を訴えた所で知った事ではないし、自分の

ためならポイ捨てだろうが厭う事はない。特に最近の

若年層は。 

 だからせめてこれだけ皆の頭に留めて欲しいと思う。 

「あなたが捨てたプラスチックゴミは巡り巡って数百

数千の生き物を殺し、やがてあなたにもその毒牙を突

き立てるだろう」と。 

 私達が海洋汚染の実態を知って、少しは他へ労れる、

プラスチックという怪物を退治できる地球のヒーロー

へなれることを私は望む。 
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ドキュメント 豪雨災害 
谷山 宏典 著

環境都市工学科三年 石川 穂乃花 

経験から考えたこと 

――「ドキュメント 豪雨災害」を読んで―― 

 私が中学生の時に、広島土砂災害が起きました。テ

レビに映る住宅地が土砂に埋もれ、生活道路に川のよ

うに茶色い水が勢いよく流れていました。私にとって

広島は野球観戦や買い物へ行く身近な街だったので、

その映像が目に焼き付いて離れませんでした。受験や

進路を考える際、「広島のような土砂災害の起こらない

街づくりがしたい」の気持ちがあり、この学校への進

学を考えました。 

 この本にある西日本豪雨は、私が通っている学校や

寮も被害を受けました。私はバレー部の大会で山口に

いたため、災害そのものを目にしたわけではありませ

んが、自分の無力さと自然の怖さを身近に感じた経験

でした。 

倉敷市真備地区、アルミ工場の爆発があった総社市、

広島市矢野地区など、水害で被害を受けた方々が、雨

が降り出し避難勧告が発令され、大きな被害を受ける

までの行動や、心の動き、そして助かった方々、また

家族を亡くした方の声がこの本にはリアルに書かれて

います。 

 いろんなケースを読んでいくうち感じたのは、みん

な危険な情報に対して楽観的であること、これぐらい

なら大丈夫、自分に危険は及ばないと、根拠もなく思

うのだということです。気象庁の会見で「百年に一度

の災害が起こる可能性があります」と発表しても、そ

れはどこかで起こるかもしれないけど、自分が住んで

いる地域ではない。自分だけは大丈夫と思う気持ちが

どこかにあるのだと思ったのです。 

 真備町の特別養護老人ホームで、入居者をすべて避

難させ、成功例として報道された施設責任者も、その

後、自身も施設に取り残されスタッフを危険に合わせ

てしまったことを悔やみ、「入居者を避難させた以外は

すべて失敗だった」と語り、根底に岡山が晴れの国と

いう意識、水がそこまで来ていても、河川が氾濫した

とか、堤防が決壊したという想像が広がらなかったと

語っています。思い込みや、危機感のなさが自分たち

の避難まで考えられなかった原因だったと述べていま

す。 

 西日本豪雨で大きな被害を出した広島県では、避難

勧告・避難指示が二三六万人に出された一方で、実際

の避難は一％未満だったという数字があります。市町

村単位、地域別に出され、実際、避難指示が出た地域

でも避難の必要のない人もいるでしょう。とはいえ、

一％の数字は、私の想像を超える少なさでした。過疎

地域では人手も足らず、自力では避難できないお年寄

りもいると思いますが、危機意識のなさ、自分だけは

大丈夫の思い込みが表す数字だと愕然としました。 

 私はこの本を読み終わって、両親や弟と住んでいる

街のハザードマップを見直しました。そして避難場所

や避難経路について話し合いました。私は普段学生寮

に住んでいるので、実際災害が起こった際に何も出来

ないかもしれません。でも、家族の命を守るために、

安全に避難できるよう、被害を少なくするために考え

ることはできると思いました。 

 また、この本はコミュニティづくりの大切さも述べ

られています。私は小さい頃、近所の人にお会いした

ら必ず挨拶しなさいと言われました。いつか母が、「災

害や万が一の事があった時に、挨拶していて顔を覚え

てもらっていたら、近所の人の助けを借りたり、自分

が手伝い出来ることもあるでしょう。地域のつながり

は大事なのよ」と教えられたことを思い出しました。

実際、地域のつながりは災害時、そしてその後の復興

に不可欠な事なのだと、印象に残りました。 

 災害時の安全と、責任のある行動は何かを私自身に

問いかけ、考えさせられる本でした。起こってしまう

災害に対して、一人一人の危機意識の高さが命を守り、

最小限の被害でとどめる一歩になる事を心にとどめた

いと思いました。 
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戦争をやめさせ環境破壊をくい
とめる新しい社会のつくり方 

田中 優 著

建築学科三年 外村 天音 

「やめさせ」「くいとめる」社会 

――「戦争をやめさせ環境破壊をくいとめる新

しい社会のつくり方」を読んで―― 

 「戦争」「環境」という２つの言葉は別々の問題とし

て取りあげられていることが多いのではないだろうか。

「戦争をやめさせ環境破壊をくいとめる新しい社会の

つくり方」という本は、この２つが緊密に関係してい

ることを教えくれた。 

私はこの本を薦めて頂き、手に取ったとき、「戦争」

「環境破壊」という現代の社会で問題視されている２

つの事に、戦争を「やめさせ」環境破壊を「くいとめ

る」という言葉が使われていることに興味をもった。

本当にそれが可能なのだろうか。いけない、と言われ

ている戦争はいつまでも世界のところどころで起き、

環境負担軽減の対策が行われているのに地球温暖化は

進むばかりである。本当に「やめさせ」「くいとめる」

方法はあるのかと思いながら読みはじめた。 

 この本にははじめ、なぜ戦争が起こるのか、その原

因や社会のしくみが書かれていた。戦争の大きな原因

は石油だという。紛争地と石油地帯が一致しているそ

うだ。アメリカとイラクの戦争が例にとられていた。

アメリカが「石油価格の決定権」を得るために、戦争

を続けようとする。そもそもなぜ石油が必要なのだろ

うか。石油は、生活するにあたり、とても重要な燃料

だ。生活するため、つまり、生きるために石油をとり

合っているのだと思った。石油を多く所有していると

生活に困らない。つまり、「豊か」になれる。今起こっ

ている戦争は「豊かに生きるための戦争」だと言える

のではないだろうか。 

 では、そんな戦争は、どう環境に関わるのであろう

か。まず、大きな問題である、地球温暖化の原因にな

るのは、二酸化炭素である。二酸化炭素を排出する原

因の一つは石油などの化石燃料で、いつか枯渇するエ

ネルギーだと言われている。しかし、石油の代わりが

全くないかと言ったら、そうではない。「バイオマス」

という新たな、自然に還る燃料があるのだ。車であっ

ても、電気自動車など、もう石油なしでも動く社会が

できている。さらに、電気を使うのにも二酸化炭素を

排出してしまうが、電力を使うのを大幅に減らせる省

エネの家電がある。初期コストは大きいが将来的には

お金が節約でき、いつかは黒字になる。実は、もう環

境破壊を「くいとめる」準備はできているのではない

だろうか。石油というエネルギーが必要ではなくなる

ことも不可能ではない。そうなったとき、戦争も不必

要となり「やめさせる」ことができるのではないかと

思った。そのためには代わりのエネルギーが世界全体

で広がって一体となり、地球に住み続けるための取り

組みを進めなければならない。石油など、もう古いエ

ネルギーだ。そんな、あえて言えば「流行後れ」のも

のにこだわらず、今はもう「豊かに生きるための取り

組み」をはじめるべきだ。「豊かに生きるための戦争」

ではなく。戦争という手段では豊かになれないと、は

やく気付くべきなのだと思った。 

 そして、悲しむべきことは、この本が二〇〇五年に

発行されていたことだ。では、今の社会に当てはまる

ことが多いというのはどういうことか。つまり、この

社会は大きく変わっていないのだ。少しずつ変わって

いっているのは分かるが、社会全体でまだ問題視され

続けているのは、ほとんどの人々が、知って、行動に

移さないからだと思う。知ることまではきっとできて

いる人は多いのだと思う。しかし、動くのは難しいの

だ。では、自分にできることは何だろう。答えは簡単

なものだった。「自分から動く」ことだ。石油を使わな

いもの、省エネなもの、を意識するだけでも、社会を

変えようとする一人になれる。実は簡単だったのだ。

社会を動かしたいのなら、自分が動かす第一人者にな

ればいいと思った。そんな第一人者が増えていけば、

「やめさせ」「くいとめる」社会が実現する気がした。 
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令和元年度 校内読書感想文コンクール 講評 

○令和元年度選考委員

一.二年選考担当 外村 彰

一.二年選考担当 上芝 令子

三年選考担当 小倉 亜紗美

委員長・四年以上選考担当 田中 誠 

読書感想文 総評 

委員長　電気情報工学分野 田中 誠 

 読書感想文を書くのは大変です。私は国語の授業で読書感想文の書き方を教えていただいた憶えがありません。

「普段から本をちゃんと読んでいたら感想文ぐらい書けるはずだ。」というのは、それが簡単にできる才能を持っ

た方が国語の教師になったからだとしか思えません。自分の感動したことを伝えるのも、私なら200字程度が限界

のように思います。 

 工業高専という、国語が得意ではなさそうなみなさんが、自分の感動したことを読み手に伝えることを考え、苦

労して感想文を仕上げ応募していただいたことにあらためて感謝いたします。 
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一・二年読書感想文 講評

人文社会系分野 外村 彰 

 限りある人生、それぞれの人が一生のうちに体験できることは思いのほか少ないものです。読書は、そうした人

生の手狭さを、さまざまな追体験によって豊かにしてくれましょう。 
とある主人公が、恋や旅や病気のような、多くは非日常の、かけがえのない経験をしてゆくなかで、読み手もま

た登場人物の気持ちに共感することで能動的に彼らの世界を生き、時には人間や社会を問い、不条理な境遇や救わ

れない魂をめぐって本のなかの人々と同様に悩み苦しみ、そうしていつしか人として成長を果たし、多様な価値観

を受容するようになる。──豊かな可能性を秘めた、それでいて自己のありかを見定め難い、そんな未熟な若者が、

大人になるに向けて感受性を錬成するには、読書のような人間修養の機会が必要だと考えます。 
さて2019年度の読書感想文について、講評をしておきます。まず、今年の一年生。よく選ばれていたのは、「な

めとこ山の熊」「グスコーブドリの伝記」「ジキル博士とハイド氏」「アルジャーノンに花束を」「星の王子さま」「老

人と海」でした。とくに「星の王子さま」「なめとこ山の熊」が多かったようです。──自分にとって唯一のバラ

を持ち、心の眼でこの世界を見つめられる人、苦難にあっても関りある対象の心に寄り添えるやさしい心根を持て

る人になりたいものです。

続いて二年生について。多かったのは「海と毒薬」「人間失格」「地獄変」「奉教人の死」「銀河鉄道の夜」「鉄道

員（ぽっぽや）」あたりでした。われわれの心の暗部──どの人の内面にもあるもの──を凝視し、「世間」との関

わりないし距離感に悩み、まっすぐに生きとおすこと、純一な魂を保ち続けることの困難さを胸に抱えている人が

皆さんの中には沢山いるようだと感じました。

人生は問いに満ちています。そうして一人一人にとって、それぞれに問う内容は異なっていい。個々の抱える問

いを、皆さんごとに追求していってください。そうして答えは、人それぞれ。年齢や環境によっても違うでしょう。

答えがうつろうのがほんとうだと思います。

そもそも、人間の内面ほど不安定で、揺らぎ続けているものはないと思いませんか。

人はなぜ生きるのか。どのように自分の人生をとらえ、自分なりの人生観を持つのか。その内実は個々によって

様々です。答えはこの宇宙に一つではない、それを探すのが人生でしょう。

読書感想文のコツは自分の感動した（心ゆすぶられた）ことを、とくに「もし自分が主人公の立場なら」という

視点から分かりやすく読み手に伝えるところにあると思われます。最初に疑問を提示して、登場人物の立場に自分

を置きながら読みすすめ、最後にその疑問を解く（その答えが自分の感動のありか）、という流れがよき構成かと

存じます。 

次年度も自ら問い、自らの言葉で考える文章が数多く提出されることを期待しております。

三年読書感想文 講評 

人文社会系分野 小倉亜紗美 

 2019 年度は、昨年着任した私にとって、初めての読書感想文コンクールでした。お薦め図書リストは配布しま

したが、「ノンフィクション作品等、現代社会に関する本から」という課題を出したので、どのような本を読んで、

どのような感想を書いてくれるのか、楽しみしていました。その三年生に最もよく選ばれていた本は、1962 年に

発刊された「沈黙の春」でした。古い本ですが、現在の状況と比較して読んでいる人が多かったです。その他には、

現在我々が直面している、地球温暖化や海洋プラスチック汚染、フェアトレードや平和に関する本を読んでいる人

が多く、この機会に現代社会の授業で学び、気になっていた事柄について、深く学ぶ機会にしてくれたことを嬉し

く思いました。 

 自分が気になったことを、分からないままにせず、関連する本を読み、学ぶことで、より深く、正確な知識を身

に着けることができます。社会に出てから、このように学び続けることが出来るかどうかが、その後の活躍の鍵を

握っていると言っても過言ではありません。自分で考えられることには限りがありますが、多くの人と議論した

り、本から学ぶことで、自分だけで考えるより、多角的・体系的に、知識や思考を深めていくことができます。 

これからも、自分の成長のために、本を読んで学び続けてください。
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行事報告 令和元年度ブックハンティング 

学生会　文化環境委員長 

環境都市工学科四年 大迫雄馬 

６月１６日(日)に、ジュンク堂広島駅前店にてブックハンティングを行いました。 

各クラスから 2名ずつ来ていただき、予算一万円程度で読みたい本、図書館に置きたい本を選んでもらい

ました。 

小説はもちろん、資格試験や TOEICの参考書や趣味に関する本、中にはビジネス書や洋書などを選んでい

る学生もおり、非常にバラエティに富んだ選出となりました。 

一万円分の本を自由に選べる機会はなかなかないと思うので、今年参加できなかった学生は来年度参加し

てみてはいかがでしょうか？ 

また予算は後援会の方から出していただきました。 

誠にありがとうございました。  
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バカとつき合うな 

 O.Y. 

時代の最先端を行く２人の生き方は非常に参考に

なると思ったので選びました。 

モンスター 

E.H. 

この物語には、自分の容姿にコンプレックスを抱

くある１人の女性の人生がリアルに描かれています。

この本全体を通して、コンプレックスに焦点をあて

ており、コンプレックスを持った人が自分に対して

どのように向き合えばよいかや、そのような悩みを

持った人に対する向き合い方を考えさせられる内容

になっています。 

ベクトルが面白いほどわかる本 

 K.K. 

僕がこの本を選んだ理由は、ベクトルは苦手な人

が多いと考えたからです。 

 物理でも周りでベクトルが苦手と言う声がたくさ

ん聞こえてきました。だから、この本を使って１人

でも多くの人がベクトルを理解してくれたらいいな

と思い、この本を選びました。 

AI ｖｓ 教科書が読めない子どもたち 

U.T. 

 現代ではIT分野などが急速に発展しています。け

れども何か代償を人々は払っているかもしれないと

私は思います。 

 この本を選んだ理由は、AIの目覚ましい発展と影

響について考えるきっかけになってほしいと思った

からです。 

ボダ子 

M.T. 

 この小説は、「６２歳、住所不定、無職」の新人作

家、赤松利市さんにより執筆されました。住所が無

いため、日雇い路上生活をしながら、漫画喫茶で執

筆されたそうです。 

 「自分はなぜ、このような境遇におちいったのか」

彼の著書はすべて自身の話であり、僕は彼の人生が

気になり、この本を選びました。 

５日でわかる構造力学 

T.A. 

 私は構造力学が苦手なので詳しく書いている参考

書がほしいと思いました。長期休暇の間に時間をと

って勉強したいです。５日でわかるようにまとめら

れているのか興味をもちました。 

A Brief History of Time From The Big Bang to Black 

Holes  

  C.I. 

英語の読解能力を伸ばしながら、科学的な知識を

広げたい方にお勧めです。特に宇宙に関する疑問が

あれば、もしかするとこの本が答えてくれるかもし

れません。 

 我々が住んでいる銀河系という宇宙に関するニュ

ートンとアインシュタインの定理を確認すると共に、

宇宙の核と時間との関係にある秘密を発見するステ

ィーヴンホーキングの宇宙の世界に入りましょう。 

アリエナイ理科ノ大事典 

 Y.Y. 

強力ストロボやテスラコイル自作など真似出来な

い危険な実験が多数収録されています。 

実験内容は危険でも基本的な理論は同じなので理

解の助けになるかもしれません。 

これ一冊でデザイン力が劇的に向上する間取りガ

イド 

Y.S. 

 将来、建築士になった時に必要となった時に必要

となってくるデザイン力をつけるためには実際に建

てられている建物の良い所を参考にしながら学ぶこ

とが大切だと思ったので、この本を選びました。 

きみを嫌いな奴はクズだよ 

I.N. 

短歌集です。 

 長い文章を読むのが苦手な方でも手に取りやすい

かな、と思いました。 

１ページに１つだけ歌が書かれているので、たく

さんの余白部分はこれを読んで膨らんだ考えを自由

に埋めてみて下さい。 

農村DX革命 

H.R. 

 現在農業従事者の減少が深刻化しており、その深

刻化する現状を打開するための方法の一つとして農

業機械の「とある技術」にふれられており、とても

興味をひかれました。 

座右の寓話 

I.M. 

昔話から学べることは多いと思います。 

 この本では、古今東西さまざまなジャンルの寓話

が８８話収録され、それぞれに筆者の面白い見解が

書かれています。楽しく知識を増やし、ユーモアを

磨けそうだと思い選びました。 

第６２号 図書だより 
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お弁当のセカイ 

  S.M. 

 朝急いでパパっと特に考えずつくってたお弁当に

も奥深さがあることを知りました。 

もっと食事に気を遣おうと思いました。 

人には聞けない恋愛心理学入門 

N.T. 

 僕は最近インキュで心理学関係に興味を持ってい

ます。 

 そこで、呉高専の図書館の蔵書を調べてみたとこ

ろ、恋愛に関するものが少なく、面白そうな本があ

ったので選びました。 

学問からの手紙 

 A.T. 

 私は、試験が近づくと何のために勉強しなくては

ならないのか、と思っていた。 

 それに対する答えとなる考え方を知りたいと思っ

てこの本に興味を持った。 

名前探しの放課後 

Y.S. 

この本の著者である辻村深月さんは私たちの年代

の目線の作品が多く、読んでいくたびにいろんなこ

とを考えさせられるような作品が多くあります。 

他にもすばらしい作品がたくさんあるのでぜひ読

んでください。 

恋する寄生虫 

H.T. 

 あらすじを読んで、「虫によってもたらされた恋」

という言葉に惹かれ、この本を選びました。 

 この作品の作者である、三秋縋さんの小説が好き

なのですが、私自身この本を読んだことがなく、皆

にこの作者さんの本を読んでもらう良い機会だと思

い、選ばせていただきました。 

海の見える理髪店 

 I.R. 

 この本は家族の物語が書かれている本だとあらす

じに書かれていました。 

 私はこの家族というキーワードにとても惹かれ、

どういった形で家族のドラマが書かれているかすご 

く気になったので、この本を選びました。 

コンパイラ 原理・技法・ツール 第2版 

 K.S. 

 この本はコンパイラ解説本として非常に高い評価

を受けている“ドラゴンブック”の第2版です。 

 コンパイラの入門から本格的な開発まで幅広くカ

バーされており、自分でコンパイラを作りたい方は

必読の本です 

シド・ミード ムービーアート 

 N.N. 

 世界的工業デザイナーで、“ビジュアル・フューチ

ャリスト”として、数多くのクリエイターや作品に

影響を与えてきたシド・ミード氏の映画のコンセプ

トアートの集大成。 

 シド・ミード氏は映画『ブレードランナー』をは

じめ、数多くの映像作品で新しいイメージを創り出

し、日本では、『∀ガンダム』の主要モビルスーツの

デザインを担当。 

 機能的で流れるようなラインはとても美しいので、

デザイナーに興味のある方は必読。 

東大生の元素ノート 

 N.T. 

僕がこの本を選んだ理由は２つあります。 

 1 つ目は、周期表が覚えやすいからです。それぞ

れの元素を覚えるコツや特徴が書いてあるので、楽

しく覚えられると思います。 

２つ目は、手軽に読めるからです。寝る前などに

少し見て覚えたり出来ると思ったので、この本を選

びました 

奇跡の脳―脳科学者の脳が壊れたとき 

  Y.S. 

努力の末に脳科学の専門家になった筆者は、ある

日３７歳で脳卒中に襲われる。左脳の機能が崩壊し、

体の自由もきかなくなるが、８年間のリハビリやそ

の他の辛い経験から筆者が得たものとは？筆者の実

体験に基づいた闘病記。 

トリノトリビア 

 A.A. 

私は⿃が好きです。とてつもなく好きです。これ

は⾝近な⿃の⽣活ぶり（恋愛や⼦育ても︕）の4コ

マ漫画です。 

この本で⿃好きが増えたら思惑通りです。⾝近な

存在、⿃を好きになれば⾒える世界がちょっと変わ

りますよ︕ 

図書だより 第６２号 
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図書館外観（完成予想図） 

 

 

 

 

順位 題    名 著   者 

1 蜜蜂と遠雷 恩田陸 

2 君の膵臓をたべたい 住野よる 

3 また、同じ夢を見ていた 住野よる 

4 TOEIC Ｌ＆Ｒ ｔｅｓｔ出る単特急金のフレーズ ＴＥＸ加藤 

4 第１部；騎士団長殺し 村上春樹 

4 か「」く「」し「」ご「」と「 住野よる 

7 はじめて受けるＴＯＥＩＣ Ｌ＆Ｒテストパーフェクト攻略 松野守峰、根岸進 

7 はじめてのAndroidアプリ開発 山田 祥寛 

7 みんなが欲しかった!宅建士の教科書（2017年度版） 滝澤ななみ 

7 孤狼の血 柚月裕子 

図 書 館 リ ニ ュ ー ア ル 

図書館棟の改築に伴って

2020 年度、図書館も新し

くリニューアルします。 

開館は夏～秋頃を予定し

ております。 

新図書館もどうぞよろし

くお願いいたします。 

貸貸出出回回数数上上位位ベベスストト１１００ 

（調査対象期間：平成３１年４月１日～令和元年９月２０日）

編集後記 

今年度は図書館棟の改築により長期にわたる閉館を行い、利用者の皆さんには大変ご不便をおかけすることとな

りました。新しい図書館となりましてからも皆さんに喜んでもらえるような図書館づくりに努めたいと思います。 

【表紙写真撮影者コメント】 

豪雨の影響で二年振りの開催となった花火大会。呉の夜に大きな花が咲きました。 

（機械工学科1年 杉野蒼空） 

お知らせ 

この部分が新しい図書館になります
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