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は
じ
め
に

今
回
の
図
書
館
報
は
特
に
新

1
年
生
を
対
象
に
企
画
し
た
。

大
学
に
入
学
後
、
半
年
が
経
過

し
、
そ
ろ
そ
ろ
学
び
方
を
身
に

つ
け
て
も
ら
い
た
い
と
願
っ
て

の
こ
と
で
あ
る
。
各
学
科
、
各

セ
ン
タ
ー
か
ら
重
要
と
思
わ
れ

る
科
目
の
担
当
者
に
お
願
い
し

て
、
そ
の
科
目
の
学
習
法
に
ポ

イ
ン
ト
を
置
い
て
書
い
て
も
ら
っ

た
。
新
1
年
生
に
限
ら
ず
、
ほ

か
の
学
年
の
学
生
に
と
っ
て
も
、

学
び
方
に
未
だ
不
安
を
抱
い
て

い
る
学
生
は
よ
く
読
ん
で
参
考

に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

解
剖
学
の
学
び
方

な
ん
と
言
お
う
と
、
解
剖
学

を
学
ぶ
最
良
の
方
法
は
人
体
解

剖
実
習
を
通
じ
て
で
あ
る
。
し

か
し
、
本
学
で
は
こ
れ
を
行
う

こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
こ

れ
に
代
わ
る
や
り
方
と
し
て
、

い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
が
、
ま

ず
は
適
当
な
図
譜
あ
る
い
は
ア

ト
ラ
ス
を
1
冊
備
え
る
こ
と
で

あ
る
。
生
涯
使
用
に
耐
え
る
も

の
を
1
冊
、
自
分
で
持
っ
て
お

く
こ
と
で
あ
る
。
最
近
は
教
科

書
と
図
譜
と
が
一
緒
に
ま
と
ま
っ

た
も
の
が
出
て
い
る
の
で
、
そ

れ
を
利
用
す
る
の
も
よ
い
。

図
譜
と
し
て
推
薦
で
き
る
も
の

を
最
後
に
記
し
て
お
こ
う
。

も
う
ひ
と
つ
の
学
び
方
は
、

生
体
解
剖
と
よ
ん
で
い
る
も
の

を
自
分
で
実
施
し
て
み
る
こ
と

で
あ
る
。
特
に
、
理
学
療
法
学

科
、
整
復
医
療･

ト
レ
ー
ナ
ー

学
科
の
学
生
は
、
骨
学
や
筋
学

と
い
っ
た
運
動
器
系
の
知
識
が

職
業
柄
必
須
に
な
っ
て
く
る
。

骨
や
筋
と
い
っ
た
組
織
は
自
分

で
自
分
の
体
を
触
る
こ
と
に
よ
っ

て
か
な
り
の
も
の
を
確
か
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
何
も
す
る
こ

と
が
な
く
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る

時
間
帯
や
、
湯
船
に
浸
か
っ
て

い
る
と
き
な
ど
に
、
触
診
を
繰

り
返
し
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て

案
外
解
剖
学
的
知
識
が
身
に
つ

い
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
私
は
、

毎
年
新
1
年
生
に
こ
の
こ
と
を

伝
え
て
い
る
の
だ
が
、
一
体
全

体
ど
れ
ほ
ど
の
学
生
が
実
施
し

て
く
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

昔
か
ら
、
解
剖
学
は
覚
え
る
こ

と
が
と
て
も
多
く
、
暗
記
の
学

問
に
過
ぎ
な
い
と
よ
く
言
わ
れ

続
け
て
き
た
。
確
か
に
そ
の
一

面
は
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
、

皆
さ
ん
は
次
の
こ
と
を
考
え
た

こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
皆
さ

ん
は
現
在
か
な
り
の
英
文
を
読

み
こ
な
せ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ

う
な
っ
た
の
も
中
学
校
時
代
に

あ
る
程
度
の
単
語
を
丸
暗
記
し

た
か
ら
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
？

暗
記
し
た
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
が

土
台
と
な
っ
て
、
英
語
の
文
章

が
今
読
め
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

と
同
じ
こ
と
が
解
剖
学
に
対
し

て
も
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
要

は
、
覚
え
る
こ
と
に
対
し
て
興

味
を
抱
い
て
い
る
か
ど
う
か
に

大
き
く
か
か
っ
て
い
る
。
振
り

返
っ
て
み
れ
ば
誰
で
も
よ
く
わ

か
る
こ
と
で
あ
る
が
、
自
分
が

興
味･

関
心
を
持
っ
て
い
る
事

柄
に
対
し
て
は
、
い
つ
の
ま
に

か
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
知

識
と
な
っ
て
身
に
つ
い
て
い
る

の
で
あ
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、

将
来
自
分
が
目
指
す
職
業
に
ど

れ
ほ
ど
の
関
心
を
持
っ
て
い
る

か
ど
う
か
で
解
剖
学
の
成
績
は

決
ま
る
の
で
あ
る
。
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内
科
学
の
学
び
方

大
学
の
講
義
も
後
期
の
授
業
が

始
ま
り
ま
し
た
。
大
学
生
活
も
半

年
が
過
ぎ
て
、
想
像
し
て
い
た
大

学
生
活
と
違
う
と
思
っ
て
い
る
学

生
も
い
る
で
し
ょ
う
。
ど
う
や
っ

て
勉
強
し
た
ら
い
い
の
か
、
悩
ん

で
い
る
学
生
も
い
る
で
し
ょ
う
。

私
の
経
験
を
お
話
し
す
る
こ
と
は

少
し
た
め
ら
い
が
あ
り
ま
す
が
、

あ
ま
り
参
考
に
な
ら
な
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
紹
介
し
ま
す
。
私
は
、

１
９
８
５
年
に
大
学
を
卒
業
し
た

の
で
、
学
生
の
み
ん
な
か
ら
見
た

ら
、
随
分
古
い
話
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
ほ
と
ん
ど
の
学
生
は
生

ま
れ
て
も
い
な
い
で
し
ょ
う
。
そ

の
当
時
は
、
今
の
よ
う
に
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
も
無
け
れ
ば
、
携
帯
も
無

く
、
パ
ソ
コ
ン
な
ど
は
そ
れ
こ
そ
、

夢
の
ま
た
夢
の
よ
う
な
時
代
で
し

た
。
そ
も
そ
も
想
像
も
し
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
。
教
科
書
も
少
な
く
、

値
段
も
高
く
、
翻
訳
さ
れ
て
い
る

本
も
少
な
く
、
解
り
に
く
い
こ
と

が
定
評
な
本
が
逆
に
も
て
は
や
さ

れ
て
い
た
よ
う
な
時
代
で
す
。
試

験
前
に
は
過
去
問
や
予
想
問
題
を

コ
ピ
ー
し
て
勉
強
す
る
よ
う
な
学

生
で
し
た
。
試
験
対
策
の
勉
強
は

実
は
あ
ま
り
面
白
く
な
か
っ
た
の

で
す
が
、
成
績
を
良
く
す
る
に
は

そ
れ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

卒
業
し
て
か
ら
は
、
臨
床
の
研
修

が
始
ま
り
、
実
際
の
臨
床
の
問
題

を
解
決
す
る
に
は
、
図
書
館
で
文

献
を
検
索
し
て
、
コ
ピ
ー
す
る
こ

と
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

の
後
、
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
た
先

輩
医
師
の
話
を
聞
く
と
、
文
献
検

索
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
行
う
と

か
、
パ
ソ
コ
ン
に
論
文
を
保
存
す

る
と
か
、
ま
た
ま
た
、
夢
物
語
で

し
た
。
し
か
し
、
実
際
に
ア
メ
リ

カ
に
行
っ
た
と
き
は
、
研
究
所
の

文
献
は
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で

検
索
し
て
い
ま
し
た
。
必
要
な
論

文
は
、
秘
書
さ
ん
が
、
大
学
で
コ

ピ
ー
し
て
届
け
て
く
れ
ま
し
た
。

そ
の
頃
か
ら
、
論
文
検
索
の
サ
ー

ビ
ス
が
あ
り
、
必
要
な
キ
ー
ワ
ー

ド
を
登
録
し
て
お
く
と
、
論
文
に

ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
そ
の
後
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

に
よ
る
文
献
検
索
は
想
像
で
き
な

い
く
ら
い
進
化
し
て
、
今
で
は
、

ど
こ
で
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通

じ
て
、
世
界
中
の
論
文
に
ア
ク
セ

ス
で
き
ま
す
。

今
で
は
、
ネ
ッ
ト
で
の
情
報
も

い
つ
で
も
手
に
入
る
時
代
で
す
。

電
車
に
乗
っ
て
い
る
と
、
ほ
と
ん

ど
の
方
が
携
帯
電
話
、
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
を
操
作
し
て
い
ま
す
。
い

ろ
い
ろ
な
ア
プ
リ
が
あ
り
、
電
子

辞
書
も
使
え
ま
す
。
そ
う
い
っ
た

と
き
に
大
学
で
勉
強
す
る
意
味
は

何
な
の
で
し
ょ
う
か
。
健
康
科
学

部
の
学
生
さ
ん
は
、
将
来
専
門
職

と
し
て
働
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
て

い
ま
す
。
必
要
な
知
識
は
膨
大
で

す
が
、
基
本
の
知
識
が
無
い
と
ど

う
に
も
な
り
ま
せ
ん
。
実
は
こ
の

学
習
が
退
屈
で
苦
痛
を
伴
う
も
の

で
す
。
将
来
役
に
立
つ
と
言
わ
れ

て
も
、
今
す
ぐ
役
に
立
つ
わ
け
で

も
な
い
し
、
せ
っ
か
く
習
っ
た
知

識
も
、
実
社
会
に
出
る
と
す
で
に

古
く
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま

す
。
以
前
の
学
習
は
、
膨
大
な
情

報
を
覚
え
る
こ
と
に
重
点
が
置
か

れ
て
い
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
原

理
、
原
則
を
理
解
し
て
い
た
人
も

い
ま
し
た
が
。
試
験
の
前
に
覚
え

た
知
識
は
、
ほ
と
ん
ど
身
に
つ
い

て
い
ま
せ
ん
。
で
す
の
で
、
一
度

学
習
し
た
こ
と
を
国
家
試
験
の
前

に
も
う
一
度
学
習
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
日
常
生

活
に
密
接
に
関
係
し
て
い
る
こ
と

は
、
忘
れ
た
り
し
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
基
礎
学
習
は
、
す
ぐ
に
は
身

に
つ
か
な
い
の
で
す
。
ど
の
よ
う

に
覚
え
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
い

ろ
い
ろ
な
方
法
が
あ
り
ま
す
。
暗

記
対
策
の
本
も
あ
り
ま
す
。
し
か

し
、
当
面
の
試
験
対
策
に
は
役
に

立
ち
ま
す
が
、
本
質
的
な
理
解
は

し
て
い
な
い
の
で
、
す
ぐ
忘
れ
て

し
ま
い
ま
す
。
こ
の
辺
り
は
、
時

間
が
無
限
に
あ
れ
ば
い
い
の
で
す

が
、
そ
う
い
か
な
い
現
状
か
ら
は
、

ど
こ
か
で
折
り
合
い
を
つ
け
な
く

て
は
い
け
ま
せ
ん
。

自
分
で
な
か
な
か
実
行
で
き
な

い
こ
と
で
す
が
、
学
習
の
た
め
に

い
く
つ
か
反
省
も
込
め
て
書
き
ま

す
。予

習
の
大
切
さ
は
十
分
わ
か
る

の
で
す
が
、
な
か
な
か
実
行
で
き

ま
せ
ん
。
そ
れ
で
し
た
ら
、
授
業

の
中
で
集
中
し
て
勉
強
す
る
よ
う

に
し
て
く
だ
さ
い
。
も
ち
ろ
ん
、

予
習
が
出
来
れ
ば
、
理
解
は
格
段

に
上
が
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
か
ら
、

習
っ
た
知
識
を
出
来
た
ら
、
友
達
、

グ
ル
ー
プ
で
学
習
し
て
下
さ
い
。

一
人
が
講
師
に
な
っ
て
代
わ
る
代

わ
る
教
え
る
の
で
す
。
疾
患
に
つ

い
て
説
明
を
す
る
の
で
す
。
そ
う

す
る
と
「
ど
う
い
う
病
気
な
の
か
、

何
が
問
題
な
の
か
」
が
解
り
ま
す
。

一
人
で
も
も
ち
ろ
ん
出
来
ま
す
か

ら
、
ぜ
ひ
実
行
し
て
み
て
く
だ
さ

い
。
そ
う
す
る
と
知
識
が
整
理
さ

れ
て
き
ま
す
。
理
解
が
不
十
分
だ
っ

た
こ
と
も
解
っ
て
き
ま
す
。
講
義

で
理
解
が
不
十
分
だ
っ
た
点
も
整

理
さ
れ
ま
す
。

過
去
の
国
家
試
験
問
題
も
、
参

考
に
な
り
ま
す
。
練
習
問
題
と
し

て
解
い
て
み
て
く
だ
さ
い
。
問
題

を
解
く
こ
と
で
知
識
が
記
憶
に
定

着
さ
れ
る
の
で
、
ぜ
ひ
解
い
て
み

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
問
題
を
暗

記
す
る
の
で
な
く
、
「
な
ぜ
こ
の

設
問
は
間
違
っ
て
い
る
の
か
、
正

し
い
設
問
は
何
か
」
も
心
が
け
て

勉
強
し
て
下
さ
い
。
現
在
の
国
家

試
験
は
一
部
プ
ー
ル
制
と
い
っ
て

問
題
が
ス
ト
ッ
ク
さ
れ
て
い
る
も

の
も
あ
り
ま
す
が
、
多
く
は
新
し

く
問
題
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
こ
の
勉
強
を
す
る
こ
と
で

基
礎
知
識
を
確
認
で
き
ま
す
。

あ
る
時
、
「
内
科
医
は
、
卒
後

何
年
か
す
る
と
解
剖
を
忘
れ
て
い

る
」
と
い
う
言
葉
を
本
で
見
つ
け

た
時
、
本
当
だ
と
思
い
ま
し
た
。

卒
業
し
て
す
ぐ
に
は
机
の
上
に
解

剖
学
の
本
が
い
つ
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
後
職
場
を
い
ろ
い
ろ
変
っ
た

こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
い
つ
の
間

に
か
解
剖
の
本
が
無
く
な
り
ま
し

た
。
今
は
、
解
剖
学
の
ア
ト
ラ
ス

も
た
く
さ
ん
あ
り
、
語
源
か
ら
覚

え
る
本
ま
で
あ
り
ま
す
。
昔
、
こ

ん
な
本
が
あ
っ
た
な
ら
と
思
う
と

き
も
あ
り
ま
す
。
丸
暗
記
は
非
効

率
で
す
。
ぜ
ひ
、
い
ろ
い
ろ
な
方

法
で
知
識
を
整
理
し
て
下
さ
い
。

「
学
ん
だ
こ
と
の
証
は
、
た
だ

一
つ
で
、
何
か
が
変
わ
る
こ
と
で

あ
る
」
と
い
う
言
葉
を
新
聞
の
コ

ラ
ム
か
ら
知
り
ま
し
た
。
も
と
も

と
は
林
竹
二
と
い
う
方
が
１
９
７

４
年
に
発
表
し
た
言
葉
（
命
題
）
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角
田

純
一

で
す
。
自
分
が
本
当
の
意
味
で
学

ん
で
こ
な
か
っ
た
こ
と
の
反
省
も

含
め
て
、
こ
の
言
葉
を
い
つ
も
心

に
留
め
て
い
ま
す
。
ま
と
ま
り
の

無
い
内
容
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
が
、
ぜ
ひ
、
自
分
に
合
っ
た
学

習
方
法
で
基
礎
知
識
を
身
に
つ
け

て
く
だ
さ
い
。

* * * * * 

看
護
学
科
1
年
生
の
皆
さ
ん
も
入

学
し
て
半
年
が
過
ぎ
大
学
生
活
に

も
慣
れ
て
き
た
こ
と
と
思
い
ま
す
．

1
年
次
前
期
の
学
習
は
看
護
に
直

接
か
か
わ
る
科
目
も
極
少
な
く
物

足
り
な
さ
を
感
じ
た
学
生
さ
ん
も

い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
…

1
年
次
後
期
か
ら
は
、
い
よ
い
よ

「
基
礎
看
護
技
術
」
を
は
じ
め
成

人
看
護
学
、
高
齢
者
看
護
学
な
ど

の
概
論
が
開
講
さ
れ
ま
す
．
ま
た
、

2
年
次
か
ら
は
じ
ま
る
「
疾
病
・

治
療
」
に
関
す
る
科
目
も
看
護
学

を
学
ぶ
上
で
必
ず
理
解
し
修
得
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
科
目

で
す
．

そ
こ
で
、
今
回
は
「
基
礎
看
護

技
術
」
「
看
護
専
門
領
域
の
概
論
」

「
疾
病
・
治
療
な
ど
の
医
学
系
科

目
」
の
学
習
方
法
に
つ
い
て
お
話

を
し
た
い
と
思
い
ま
す
．

一
、
看
護
技
術
の
修
得
は1

日
に
し

て
成
ら
ず
…

1
年
次
後
期
か
ら
い
よ
い
よ

「
看
護
技
術
Ⅰ
」
が
は
じ
ま
り
ま

す
．
ベ
ッ
ド
上
で
動
け
な
い
患
者

さ
ん
の
身
体
の
清
潔
を
保
つ
「
清

拭
」
や
「
部
分
浴
」
、
身
体
査
定

の
基
本
と
な
る
「v

i
t
a
l
s
i
g
n
s

」

の
測
定
な
ど
、
臨
床
実
習
で
必
ず

実
施
す
る
基
本
的
看
護
技
術
に
つ

い
て
学
び
ま
す
．
授
業
で
は
、
基

礎
看
護
実
習
室
で
学
生
同
士
が
患

者
役
、
看
護
師
役
に
な
り
教
員
の

指
導
の
も
と
看
護
技
術
を
実
践
し

ま
す
が
、
看
護
技
術
の
修
得
は
授

業
で
1
回
や
っ
た
か
ら
と
い
っ
て

簡
単
に
身
に
付
く
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
．
時
間
割
の
空
き
時
間
を

み
つ
け
て
は
実
習
室
で
繰
り
返
し
、

繰
り
返
し
技
術
を
反
復
し
身
体
に

技
（
わ
ざ
）
を
刷
り
込
ん
で
下
さ

い
．
た
だ
し
看
護
技
術
の
修
得
は

一
人
で
は
で
き
ま
せ
ん
ね
．
そ
れ

は
、
看
護
が
常
に
患
者
と
い
う
対

象
に
提
供
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で

す
．
共
に
学
ぶ
仲
間
を
見
つ
け
、

お
互
い
に
患
者
役
に
な
り
看
護
師

役
に
な
り
な
が
ら
自
己
練
習
を
重

ね
共
に
学
び
成
長
し
て
い
く
こ
と

が
大
切
で
す
．
た
だ
し
、
誤
っ
た

技
術
を
身
に
付
け
る
こ
と
は
一
番

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
す
か

ら
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
や
曖
昧
な

こ
と
は
必
ず
教
員
の
指
導
を
受
け

る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
．

二
、
看
護
専
門
領
域
の
概
論
は
、

知
識
の
暗
記
だ
け
で
は
片
手
落
ち

…
看
護
専
門
領
域
の
概
論
で
は
、

「
成
人
看
護
学
概
論
」
「
高
齢
者

看
護
学
概
論
」
「
精
神
看
護
学
概

論
」
「
公
衆
衛
生
看
護
学
概
論
」

が
開
講
さ
れ
ま
す
．
各
看
護
学
概

論
と
も
、
国
家
試
験
に
多
数
出
題

さ
れ
る
大
切
な
科
目
で
す
が
、
た

だ
知
識
を
暗
記
す
る
だ
け
で
は
大

学
で
学
ぶ
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
．

ぜ
ひ
、
新
聞
を
読
み
ニ
ュ
ー
ス
に

関
心
を
持
ち
そ
の
分
野
で
ど
の
よ

う
な
こ
と
が
今
、
社
会
で
問
題
と

な
っ
て
い
る
の
か
？
看
護
の
視
野

を
広
げ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
．

例
え
ば
、
私
の
担
当
し
て
い
る

「
高
齢
者
看
護
学
概
論
」
で
は
全

員
の
学
生
に
、
高
齢
者
、
高
齢
社

会
、
高
齢
者
看
護
や
介
護
な
ど

「
高
齢
者
」
「
老
年
」
「
老
人
」

を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
た
新
聞
記
事

を
切
り
抜
き
レ
ポ
ー
ト
す
る
と
い

う
課
題
に
取
り
組
み
ま
す
．
現
2

年
生
は
101
名
が
101
通
り
の
記
事
に

着
眼
し
自
己
の
考
え
を
述
べ
て
い

ま
す
．
看
護
の
学
び
を
通
し
、
社

会
の
出
来
事
に
興
味
関
心
を
持
ち

さ
ら
に
自
分
で
調
べ
追
及
し
て
い

く
、
そ
の
よ
う
な
学
習
を
し
て
ほ

し
い
と
思
い
ま
す
．

三
、
医
学
系
科
目
は
予
習
よ
り
復

習
を
完
璧
に
…

最
後
に
、
1
年
次
か
ら
開
講
さ
れ

て
い
る
「
人
体
の
構
造
・
機
能
」

や
2
年
次
か
ら
始
ま
る
「
疾
病
・

治
療
」
「
薬
理
学
」
な
ど
の
医
学

系
科
目
の
学
習
に
つ
い
て
で
す
が
、

医
学
系
科
目
は
難
し
い
、
と
い
う

学
生
の
声
を
よ
く
耳
に
し
ま
す
．

確
か
に
国
家
試
験
に
も
数
多
く
出

題
さ
れ
ま
す
が
、
一
番
点
を
取
り

に
く
い
分
野
の
よ
う
で
す
．
そ
こ

で
、
医
学
系
科
目
の
学
習
は
、
予

習
で
は
な
く
復
習
を
徹
底
的
に
や
っ

て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
．
そ
の
日

の
授
業
内
容
は
そ
の
週
の
う
ち
に

復
習
し
ま
し
ょ
う
．
復
習
は
テ
キ

ス
ト
を
丁
寧
に
、
丁
寧
に
精
読
す

る
こ
と
で
か
な
り
力
を
つ
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
．

国
家
試
験
模
試
で
医
学
系
科
目

が
ど
う
し
て
も
点
数
が
取
れ
な
か
っ

た
あ
る
学
生
さ
ん
が
、
夏
休
み
徹

底
的
に
「
解
剖
生
理
学
」
の
テ
キ

ス
ト
を
読
み
込
み
、
1
冊
完
全
読

破
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
後
の
模
擬

試
験
で
急
激
に
点
数
、
順
位
を
あ

げ
、
も
ち
ろ
ん
本
番
の
国
家
試
験

も
合
格
！
と
い
う
経
験
を
し
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
．
そ
れ
か
ら
、
私

は
、
あ
れ
や
こ
れ
や
参
考
書
を
買

い
込
む
の
で
は
な
く
手
元
に
あ
る

テ
キ
ス
ト
を
し
っ
か
り
読
み
込
み

理
解
す
る
こ
と
を
学
習
方
法
と
し

て
ま
ず
、
勧
め
て
い
ま
す
．
も
ち

ろ
ん
、
た
だ
読
む
だ
け
で
な
く
、

専
用
の
ノ
ー
ト
を
作
成
し
重
要
な

ポ
イ
ン
ト
を
書
き
取
っ
て
い
く
と

い
う
地
道
な
積
み
重
ね
が
大
切
で

す
．自

分
自
身
の
学
生
時
代
の
こ
と

を
振
り
返
っ
て
も
看
護
の
専
門
科

目
を
学
ぶ
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す

が
、
病
気
や
身
体
の
仕
組
み
な
ど

医
学
系
科
目
の
授
業
は
、
専
門
知

識
が
増
え
て
看
護
師
に
近
づ
い
て

い
る
よ
う
で
と
て
も
う
れ
し
く
興

味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出

し
ま
す
．

1
年
生
の
皆
さ
ん
、
こ
れ
か
ら

学
ぶ
様
々
な
科
目
を
楽
し
ん
で
！

学
習
を
す
す
め
て
下
さ
い
．

* * * * * 
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運
動
学
で
何
を
ど
う
学
ぶ
か

「
運
動
学(

K
i
n
e
s
i
o
l
o
g
y
)

」
と

は
読
ん
で
字
の
ご
と
く
「
運
動
に

つ
い
て
学
ぶ
」
学
問
の
こ
と
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
知
識
の
大

部
分
は
解
剖
学(

A
n
a
t
o
m
y
)

と
生
理

学(
P
h
y
s
i
o
l
o
g
y
)

に
基
づ
い
て
い

ま
す
。
解
剖
学
は
身
体
の
形
す
な

わ
ち
構
造(

S
t
r
u
c
t
u
r
e
)

を
学
ぶ
こ

と
で
、
生
理
学
は
身
体
の
働
き
す

な
わ
ち
機
能(

F
u
n
c
t
i
o
n
)

を
学
ぶ

こ
と
で
す
か
ら
、
運
動
学
は
解
剖

学
と
生
理
学
を
運
動
に
つ
い
て
応

用
し
た
も
の
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

応
用
を
学
ぶ
た
め
に
は
基
礎
が
し
っ

か
り
と
理
解
で
き
て
い
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
３
つ
の
科

目
は
専
門
基
礎
と
い
っ
て
す
べ
て

の
医
療
関
係
職
種
の
養
成
に
は
必

修
の
科
目
で
す
。
今
回
は
運
動
学

の
学
び
に
つ
い
て
、
「
何
を
ど
の

よ
う
に
学
ん
だ
ら
よ
い
か
」
少
し

解
説
し
ま
す
。

第
１
に
「
骨
格
系
の
構
造
と
機

能
」
を
知
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
が

最
重
要
課
題
と
な
り
ま
す
。
特
に

効
果
器
で
あ
る
筋
に
つ
い
て
そ
の

働
き
を
知
る
こ
と
が
何
に
よ
り
も

大
切
で
す
。
理
学
療
法
士
や
ト
レ
ー

ナ
ー
に
と
っ
て
は
筋
の
作
用
を
知

ら
な
け
れ
ば
仕
事
が
で
き
な
い
の

は
当
然
で
す
。
解
剖
学
で
も
骨
を

ス
ケ
ッ
チ
し
た
よ
う
に
、
学
ぶ
対

象
を
絵
図
で
表
す
こ
と
を
習
慣
に

し
ま
し
ょ
う
。
加
え
て
、
ス
ケ
ッ

チ
し
た
絵
に
色
を
つ
け
て
系
統
的

に
学
ぶ
こ
と
は
知
識
を
整
理
す
る

の
に
大
い
に
役
立
つ
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
骨
や
筋
、
血
管
や
神
経

を
描
い
た
ら
、
筋
は
オ
レ
ン
ジ
色

で
、
血
管
の
動
脈
は
赤
色
、
静
脈

は
青
色
、
神
経
は
黄
色
と
い
う
よ

う
に
色
を
つ
け
て
整
理
し
ま
し
ょ

う
。
そ
れ
と
、
絵
を
描
く
と
き
は

で
き
る
だ
け
大
き
く
描
き
ま
し
ょ

う
。
ノ
ー
ト
全
面
を
使
っ
て
描
く

こ
と
で
理
解
が
促
通
さ
れ
記
憶
が

定
着
し
ま
す
。

第
２
に
「
姿
勢
や
歩
行
の
様
子
」

を
知
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
運
動

学
の
最
終
目
標
と
い
っ
て
も
い
い

で
し
ょ
う
。
骨
折
や
脳
卒
中
な
ど

身
体
に
障
害
が
残
存
す
る
と
構
造

に
大
き
な
変
化
が
起
き
な
く
て
も
、

身
体
の
機
能
は
不
安
定
に
な
り
ま

す
。
少
し
難
し
い
こ
と
で
す
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
障
害
に
あ
っ
た
新
た

な
機
能
を
見
い
だ
す
こ
と
が
重
要

と
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
関
節
可
動

域
や
動
作
を
改
善
す
る
た
め
に
筋

の
ス
ト
レ
ッ
チ
や
筋
力
強
化
を
お

こ
な
う
理
由
で
す
。
姿
勢
や
歩
行

に
代
表
さ
れ
る
動
作
を
知
る(

専
門

用
語
で
は
動
作
分
析
と
い
う)

た
め

に
は
、
対
象
と
な
る
動
作
の
モ
ノ

マ
ネ
が
で
き
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

そ
れ
が
上
手
く
で
き
る
人
は
理
解

も
ス
ム
ー
ズ
で
す
。
身
体
を
動
か

す
と
き
の
イ
メ
ー
ジ
を
上
手
く
付

け
る
た
め
に
は
日
頃
か
ら
の
運
動

が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、

運
動
学
を
学
ぶ
に
は
知
識
と
体
力

が
必
要
に
な
り
ま
す
。

以
上
、
あ
な
た
も
脳(

あ
た
ま)

と
身
体(

か
ら
だ)

を
使
っ
て
運
動

学
の
学
び
を
実
践
し
ま
し
ょ
う
。

* * * * * 

学
習
要
領

こ
こ
で
は
、
私
が
担
当
す
る
病

理
学
（
概
論
）
を
取
り
上
げ
て
、

学
習
の
仕
方
、
試
験
対
策
（
期
末

試
験
、
国
家
試
験
）
に
つ
い
て
書

い
て
み
た
い
。

病
理
学
の
理
解
に
は
生
理
学
と

解
剖
学
の
知
識
が
必
須
で
あ
る
が
、

基
本
的
知
識
に
問
題
の
あ
る
学
生

が
か
な
り
み
ら
れ
る
。
病
理
学
に

は
生
理
学
と
は
次
元
の
違
う
用
語

が
使
用
さ
れ
る
が
、
生
理
学
の
メ

カ
ニ
ズ
ム
を
基
礎
と
し
て
い
る
。

例
え
ば
充
血
、
う
っ
血
、
出
血
な

ど
で
あ
る
が
、
常
識
で
も
意
味
す

る
と
こ
ろ
が
分
か
り
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
国
試
に
も
頻
繁
に
出
題

さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
定
義

を
明
確
に
理
解
で
き
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
は
じ
め
は
が
む
し
ゃ
ら

に
憶
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

王
道
は
な
い
の
で
あ
る
。

学
生
は
綺
麗
に
印
刷
さ
れ
た
教

師
か
ら
与
え
ら
れ
た
プ
リ
ン
ト
で

勉
強
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
効
果

は
あ
が
っ
て
い
な
い
。
自
分
で
苦

労
し
て
、
そ
の
よ
う
な
リ
ス
ト
を

作
成
す
べ
き
で
あ
る
。
私
は
、
小

テ
ス
ト
と
し
て
プ
リ
ン
ト
を
配
る

が
答
は
な
い
。
授
業
中
に
学
生
に

答
え
さ
せ
る
。
自
分
の
頭
と
手
を

使
っ
て
完
成
す
べ
き
で
あ
る
。

学
生
の
勉
強
の
仕
方
に
つ
い
て
、

興
味
あ
る
結
果
が
で
て
い
る
。
本

試
験
で
“
慢
性
炎
症
の
特
徴
”
を

選
ぶ
問
題
を
、
再
試
験
で
は
“
急

性
炎
症
”
に
変
え
た
。
28
人
の
再

試
験
受
験
者
全
員
が
“
慢
性
炎
症
”

を
選
ん
だ
。
電
離
放
射
線
の
う
ち
、

“
電
磁
波
を
選
ぶ
”
問
題
を
再
試

験
で
は
“
粒
子
線
”
に
変
え
た
と

こ
ろ
、
30
人
の
う
ち
28
人
が
“
電

磁
波
”
を
選
ん
だ
。
こ
れ
か
ら
分

か
る
の
は
、
学
生
は
時
間
を
費
や

し
て
勉
強
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
“
勉
強
”
を
し
て
い
な

け
れ
ば
こ
の
よ
う
な
間
違
い
は
起

こ
ら
な
い
。
一
体
ど
こ
に
問
題
が

あ
る
か
は
歴
然
と
し
て
い
る
。

過
去
問
題
で
勉
強
す
る
時
で
も

選
択
で
き
な
い
問
題
に
つ
い
て
も

何
故
そ
う
な
の
か
理
解
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
進
行
性

筋
ジ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
の
問
題
が
で

た
と
す
る
。
国
試
で
は
数
あ
る
キ
ー

ワ
ー
ド
の
な
か
で
も
出
る
の
は
一

つ
だ
け
で
あ
ろ
う
。
こ
の
事
項
に

関
し
て
は
、
筋
線
維
の
病
理
、
遺

伝
形
式
、
歩
行
、
仮
性
肥
大
、
ジ

ス
ト
ロ
フ
ィ
ン
遺
伝
子
、
A
L
S

や
他
の
疾
患
と
の
区
別
を
同
時
に

勉
強
す
べ
き
で
あ
る
。
学
習
法
を

少
し
変
え
る
だ
け
で
、
劇
的
に
学

習
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る

は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に

は
学
生
自
身
が
気
が
つ
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。* * * * * 
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穂
積

信
道

勉
強
の
仕
方
〜
継
続
は
力
な
り

私
は
生
理
学
の
最
初
の
授
業
の

と
き
に
、
生
理
学
の
勉
強
の
仕
方

を
話
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、

ま
ず
、
丈
夫
な
家
を
建
て
る
た
め

に
は
基
礎
・
土
台
が
重
要
だ
と
話

し
て
い
ま
す
。
家
が
建
っ
て
し
ま

う
と
、
基
礎
・
土
台
は
見
え
ま
せ

ん
。
で
も
、
し
っ
か
り
し
た
基
礎
・

土
台
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
安
心
し

て
住
め
る
家
に
な
る
の
で
す
。
つ

ま
り
、
解
剖
学
と
生
理
学
は
医
療

従
事
者
に
な
る
た
め
の
専
門
科
目

の
基
礎
・
土
台
に
な
る
科
目
だ
と

い
う
こ
と
で
す
。
た
だ
、
大
学
に

入
学
し
て
す
ぐ
に
勉
強
す
る
に
は

難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、

こ
の
避
け
て
通
る
こ
と
の
出
来
な

い
壁
を
乗
り
越
え
て
欲
し
い
と
思

い
ま
す
。
そ
こ
で
、
生
理
学
に
と

ど
ま
ら
ず
、
ま
ず
は
学
生
の
皆
さ

ん
か
ら
よ
く
聞
か
れ
る
、
勉
強
の

仕
方
に
つ
い
て
に
つ
い
て
、
も
う

一
度
、
話
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

大
学
設
置
基
準
で
は
1
単
位
を

取
得
す
る
た
め
に
は
45
時
間
の
学

修
が
必
要
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
て

い
ま
す
。
で
も
、
大
学
で
の
実
際

の
授
業
で
は
、
講
義
の
場
合
は
そ

の
3
分
の
1
、
つ
ま
り
15
時
間
し

か
勉
強
し
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
授
業

時
間
外
に
30
時
間
の
自
習
、
つ
ま

り
予
習
と
復
習
を
す
る
こ
と
を
前

提
と
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
で
も
、

こ
れ
は
大
学
に
限
ら
ず
、
今
ま
で

の
学
校
生
活
の
中
で
も
、
先
生
か

ら
予
習
と
復
習
を
し
な
さ
い
、
と

散
々
言
わ
れ
て
き
た
こ
と
と
同
じ

で
す
。

ま
ず
、
な
ぜ
復
習
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
と
い
う
と
、
人
間
は

忘
れ
る
生
物
だ
か
ら
で
す
。
復
習

の
重
要
性
を
説
明
す
る
も
の
と
し

て
、
19
世
紀
の
ド
イ
ツ
の
心
理
学

者
で
あ
る
ヘ
ル
マ
ン
・
エ
ビ
ン
グ

ハ
ウ
ス
が
行
っ
た
実
験
で
得
ら
れ

た
結
果
を
グ
ラ
フ
に
示
し
た
忘
却

曲
線
が
有
名
で
す
。
エ
ビ
ン
グ
ハ

ウ
ス
は
、
記
憶
と
忘
却
の
時
間
的

関
係
を
測
定
す
る
た
め
に
、
「Y

U
K

」

「M
EV

」
と
い
っ
た
「
子
音
・
母
音
・

子
音
」
の
関
係
の
な
い
3
文
字
つ

づ
り
を
暗
記
さ
せ
、
一
定
時
間
経

過
後
、
ど
の
程
度
思
い
出
せ
る
か

を
実
験
で
調
べ
ま
し
た
。
そ
の
結

果
、
20
分
後
に
は
42
％
を
忘
れ
、

58
％
を
覚
え
て
い
ま
し
た
。
1
日

後
に
は
74
％
を
忘
れ
、
26
％
を
覚

え
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、

覚
え
て
い
る
内
容
は
指
数
関
数
的

に
急
速
に
減
少
し
て
い
き
ま
す
が
、

そ
の
後
の
減
少
の
ス
ピ
ー
ド
は
緩

や
か
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
1
ヶ

月
後
で
も
79
％
は
忘
れ
て
い
ま
し

た
が
、
21
％
は
覚
え
て
い
ま
し
た
。

こ
の
実
験
で
使
用
さ
れ
た
の
は
無

意
味
な
音
節
で
す
が
、Y

O
U

、S
A
Y

、

Y
E
S

な
ど
意
味
を
持
っ
た
内
容
を
覚

え
る
の
で
あ
れ
ば
、
忘
れ
る
ス
ピ
ー

ド
は
も
っ
と
緩
や
か
に
な
る
と
思

い
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
時

間
が
経
て
ば
経
つ
ほ
ど
忘
れ
る
量

は
多
い
の
で
、
か
な
り
忘
れ
て
し

ま
っ
て
か
ら
の
復
習
で
は
長
時
間

の
勉
強
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
逆

の
こ
と
を
言
え
ば
、
早
け
れ
ば
早

い
ほ
ど
忘
れ
る
量
が
少
な
い
、
つ

ま
り
復
習
に
要
す
る
時
間
は
少
な

く
て
済
み
ま
す
。
さ
ら
に
、
復
習

す
る
と
、
そ
れ
以
降
の
忘
れ
る
ス

ピ
ー
ド
は
落
ち
て
き
ま
す
か
ら
、

復
習
す
る
量
も
少
な
く
な
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
授
業
の
後
、
早
め
に

復
習
し
、
繰
り
返
し
復
習
す
れ
ば
、

比
較
的
短
時
間
で
覚
え
る
こ
と
が

出
来
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
授
業

の
後
早
め
に
、
出
来
れ
ば
、
そ
の

日
の
う
ち
に
、
教
科
書
や
プ
リ
ン

ト
、
ノ
ー
ト
な
ど
を
、
た
と
え
10

分
で
も
見
直
す
と
、
忘
れ
る
ス
ピ
ー

ド
は
か
な
り
遅
く
な
る
と
思
い
ま

す
。
テ
ス
ト
直
前
に
5
時
間
勉
強

す
る
よ
り
、
30
分
の
復
習
を
10
回

や
っ
た
ほ
う
が
、
ず
っ
と
効
率
よ

く
、
覚
え
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
意
味
も
わ
か
ら
ず
丸
暗

記
で
は
、
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
の
実

験
の
よ
う
に
、
す
ぐ
忘
れ
て
し
ま

い
ま
す
。
内
容
を
理
解
し
て
覚
え

る
と
忘
れ
に
く
く
な
り
ま
す
。
ど

う
し
て
も
、
丸
暗
記
し
な
い
と
な

ら
な
い
専
門
用
語
も
あ
り
ま
す
。

カ
タ
カ
ナ
が
覚
え
ら
れ
な
い
と
い

う
学
生
さ
ん
も
多
く
い
ま
す
。
そ

う
い
う
用
語
は
、
声
を
出
し
て

（
口
を
使
う
）
、
読
ん
で
み
る

（
耳
を
使
う
）
。
ノ
ー
ト
に
ま
と

め
る
（
手
を
使
う
）
、
と
い
う
よ

う
に
、
全
身
を
使
っ
て
覚
え
ま
し
ょ

う
。
こ
れ
を
繰
り
返
せ
ば
、
必
ず

覚
え
ら
れ
ま
す
。

初
め
て
聞
く
言
葉
は
と
て
も
難

し
く
感
じ
る
も
の
で
す
。
「
あ
〜
、

聞
い
た
こ
と
が
あ
る
な
あ
〜
」
程

度
で
も
い
い
の
で
す
。
1
度
で
も

見
聞
き
し
た
言
葉
は
初
め
て
聞
く

の
と
は
全
然
違
い
ま
す
。
だ
か
ら
、

難
し
い
か
ら
と
言
っ
て
、
復
習
し

な
け
れ
ば
、
覚
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

で
も
、
復
習
を
繰
り
返
せ
ば
、
初

め
て
よ
り
2
回
目
、
2
回
目
よ
り

3
回
目
の
方
が
ず
っ
と
難
し
い
と

い
う
感
覚
は
少
な
く
な
る
は
ず
で

す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
予
習
も

大
切
で
す
。
予
習
は
教
科
書
に
ざ
っ

と
目
を
通
す
だ
け
で
も
い
い
の
で

す
。
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
は
読
み

飛
ば
し
て
い
い
の
で
す
。
何
と
な

く
こ
ん
な
感
じ
、
で
い
い
の
で
す
。

教
科
書
を
全
く
見
ず
に
授
業
で
初

め
て
聞
く
よ
り
は
、
ず
っ
と
わ
か

り
や
す
い
は
ず
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
日
頃
か
ら
短
時

間
で
も
い
い
か
ら
、
予
習
と
復
習

を
地
道
に
続
け
た
方
が
、
試
験
の

前
に
長
時
間
勉
強
す
る
よ
り
効
果

的
に
勉
強
の
成
果
を
上
げ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

「
継
続
は
力
な
り
」
と
、
わ
か
っ

て
い
て
も
、
努
力
し
続
け
る
の
は

な
か
な
か
出
来
な
い
も
の
で
す
。

「
意
志
あ
る
と
こ
ろ
に
道
は
開
け

る
」
と
も
言
い
ま
す
。
努
力
を
続

け
る
に
は
、
強
い
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ

ン
、
要
す
る
に
「
や
る
気
」
が
必

要
で
す
。
解
剖
学
や
生
理
学
が
専

門
科
目
の
基
礎
・
土
台
に
な
る
こ

と
が
わ
か
っ
て
い
て
も
、
直
接
、

専
門
科
目
に
結
び
つ
か
な
い
と
勉

強
を
続
け
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に

な
り
に
く
い
も
の
で
す
。
で
も
、

将
来
は
医
療
従
事
者
と
し
て
患
者

と
相
対
す
る
わ
け
で
す
か
ら
、
患

者
の
体
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
患
者
も
自
分
も
同
じ

人
間
で
す
か
ら
、
ま
ず
は
自
分
の

体
に
興
味
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。
健

康
な
皆
さ
ん
は
、
意
識
す
る
こ
と

な
く
息
を
し
て
、
お
い
し
い
も
の

を
食
べ
、
何
不
自
由
な
く
歩
い
て

ト
イ
レ
に
行
け
ま
す
。
生
き
て
い

る
こ
と
自
体
に
不
便
を
感
じ
る
こ

と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
で
も
、
そ

れ
こ
そ
が
不
思
議
な
こ
と
だ
と
思

い
ま
せ
ん
か
？

椅
子
に
座
っ
て

勉
強
し
て
い
る
時
は
意
識
し
て
い

な
い
呼
吸
も
、
テ
ニ
ス
で
ボ
ー
ル
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を
追
い
か
け
る
と
息
が
弾
ん
で
苦

し
さ
さ
え
感
じ
る
し
、
心
臓
の
鼓

動
を
実
感
し
ま
す
。
怪
我
を
し
て

血
が
出
て
も
、
し
ば
ら
く
す
る
と

血
液
は
固
ま
り
出
血
は
止
ま
り
ま

す
。
体
の
仕
組
み
は
知
れ
ば
知
る

ほ
ど
、
そ
の
巧
妙
さ
、
精
密
さ
に

驚
か
さ
れ
ま
す
。
感
動
す
ら
お
ぼ

え
ま
せ
ん
か
？

こ
の
よ
う
な
日

常
生
活
の
中
で
感
じ
る
体
の
仕
組

み
に
興
味
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。
興

味
の
あ
る
こ
と
に
は
、
の
め
り
込

め
る
の
で
す
が
・
・
・
。

「
や
る
気
」
を
行
動
に
移
し
、

継
続
す
る
に
は
、
か
な
り
の
勇
気

と
努
力
が
必
要
で
す
。
だ
か
ら
こ

そ
、
結
果
が
出
た
と
き
の
達
成
感

は
も
の
す
ご
い
で
す
。
努
力
は
裏

切
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
、
自
分
は
大

学
に
入
学
し
て
勉
強
す
る
の
か
、

そ
の
目
標
達
成
の
た
め
に
頑
張
れ

ば
出
来
る
自
分
を
信
じ
て
く
だ
さ

い
。

* * * * * 

美
術
館
に
行
こ
う
！

普
段
か
ら
美
術
に
慣
れ
親
し
ん

で
い
る
私
と
し
て
は
、
本
学
の
学

生
の
皆
さ
ん
に
芸
術
鑑
賞
を
お
勧

め
し
ま
す
。
現
在
で
は
画
集
や
美

術
書
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
様
々

な
芸
術
作
品
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
今
年
は
気
分
転
換
と
し
て

美
術
館
ま
で
足
を
運
ん
で
見
て
は

如
何
で
し
ょ
う
か
。
ア
ー
ト
フ
ァ

ン
の
方
な
ら
す
で
に
お
分
か
り
の

通
り
、
な
ん
と
言
っ
て
も
実
感
が

も
て
て
心
に
残
る
の
は
、
作
者
の

描
い
た
実
物
の
絵
画
作
品
な
ど
を

間
近
で
鑑
賞
す
る
こ
と
で
す
。
実

物
か
ら
感
じ
ら
れ
る
視
覚
的
な
情

報
量
は
印
刷
物
よ
り
も
遙
か
に
多

い
筈
で
す
。
微
妙
な
絵
具
の
重
な

り
方
や
画
面
の
マ
チ
エ
ー
ル(

絵
肌)

な
ど
が
よ
く
観
察
で
き
て
、
あ
ら

た
め
て
作
者
の
技
量
の
高
さ
を
認

識
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
常
に
絵

を
描
い
て
い
な
く
て
も
、
絵
を
見

る
習
慣
を
つ
け
る
だ
け
で
も
美
的

感
性
は
磨
か
れ
て
い
く
も
の
で
す
。

問
題
は
ど
ん
な
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

の
美
術
展
に
行
け
ば
よ
い
の
か
と

い
う
点
で
す
。
ア
ド
バ
イ
ス
と
し

て
は
自
分
が
興
味
を
持
て
る
も
の
、

好
き
な
作
品
を
見
に
行
く
の
が
一

番
で
す
。
人
間
に
は
趣
味
趣
向
が

あ
り
ま
す
か
ら
、
ビ
ギ
ナ
ー
の
方

は
ま
ず
そ
こ
か
ら
始
め
て
く
だ
さ

い
。
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
の
よ

う
な
作
品
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
の
強

い
現
代
美
術
、
西
洋
の
巨
匠
の
描

い
た
油
絵
、
伝
統
的
な
日
本
画
な

ど
、
な
ん
で
も
良
い
と
思
い
ま
す
。

習
慣
化
さ
れ
て
く
る
と
鑑
賞
す
る

ジ
ャ
ン
ル
も
少
し
ず
つ
広
が
り
、

苦
手
な
も
の
で
も
関
心
が
持
て
る

よ
う
に
な
っ
て
き
ま
す
。

良
い
タ
イ
ミ
ン
グ
な
の
で
、
皆

さ
ん
に
私
の
お
勧
め
の
展
覧
会
を

紹
介
し
ま
す
。
私
自
身
が
好
き
な

近
代
の
洋
画
家
で
あ
る
松
本
竣
介

の
展
覧
会
が
、
今
年
の
11
月
23
日

(

金
・
祝)

か
ら
世
田
谷
美
術
館
で

開
催
さ
れ
ま
す
。
美
術
関
係
者
の

あ
い
だ
で
は
著
名
な
作
家
で
す
が
、

一
般
的
に
は
知
ら
な
い
方
も
多
い

と
思
い
ま
す
。
松
本
竣
介
は
12
歳

で
病
気
の
た
め
聴
力
を
失
い
、
17

歳
の
時
に
画
家
を
目
指
し
て
岩
手

か
ら
東
京
に
上
京
し
て
き
ま
し
た
。

画
家
の
境
遇
や
周
囲
の
人
間
関
係

も
興
味
深
い
の
で
す
が
、
な
ん
と

い
っ
て
も
作
品
が
素
晴
ら
し
い
の

で
す
。
モ
チ
ー
フ
は
建
物
の
あ
る

風
景
画
や
人
物
画
な
ど
が
詩
情
豊

か
に
描
か
れ
て
い
て
、
展
覧
会
場

で
は
凡
そ
120
点
の
油
彩
画
、
数
々

の
素
描
や
、
写
真
資
料
、
書
簡
な

ど
が
公
開
さ
れ
、
今
年
は
松
本
竣

介
生
誕
100
年
の
大
き
な
節
目
の
展

覧
会
な
の
で
企
画
側
の
熱
意
も
伝

わ
っ
て
き
ま
す
。
戦
争
に
ま
み
れ

た
時
代
に
、
あ
れ
ほ
ど
ま
で
に
創

作
に
心
血
を
注
い
だ
画
家
が
存
在

し
た
事
実
は
、
多
く
の
人
々
に
勇

気
と
希
望
を
与
え
て
く
れ
る
と
思

い
ま
す
。
こ
の
展
覧
会
は
5
会
場

の
巡
回
展
で
、
岩
手
展
、
神
奈
川

展
、
宮
城
展
、
島
根
展
、
東
京
展

の
順
で
行
わ
れ
、
3
会
場
は
既
に

終
了
し
て
残
す
と
こ
ろ
は
島
根
県

立
美
術
館
と
東
京
の
世
田
谷
美
術

館
の
み
で
す
。
私
は
神
奈
川
展(

神

奈
川
県
立
近
代
美
術
館
葉
山)

の
展

覧
会
を
見
て
き
た
の
で
状
況
が
わ

か
る
わ
け
で
す
。
昨
年
の
東
日
本

大
震
災
の
影
響
で
開
催
が
危
ぶ
ま

れ
ま
し
た
が
、
予
定
通
り
実
現
さ

れ
て
い
る
貴
重
な
巡
回
展
で
す
。

こ
の
機
会
に
是
非
、
世
田
谷
美
術

館
に
足
を
運
ん
で
見
て
は
如
何
で

し
ょ
う
か
。
見
に
行
っ
た
学
生
さ

ん
は
後
程
感
想
を
聞
か
せ
て
く
だ

さ
い
。

* * * * * 

◆
生
誕
100
年
松
本
竣
介
展
◆

・
島
根
展
：
島
根
県
立
美
術
館

2012
年
9
月
29
日(

土)

か
ら
11
月

11
日(

日)

休
館
日
火
曜

・
東
京
展
：
世
田
谷
美
術
館

2012
年
11
月
23
日(

金
・
祝)

か
ら
2013

年
1
月
14
日(

月
・
祝)

* * * * * * * * * * * * * * * 
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美
術
学
科

准
教
授

金
森

昭
憲
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医学教育センター教授
増田敦子

『解剖生理をおもしろく学ぶ』

増田敦子監修 医学芸術社
ISBN:978-4-87054-302-7

解剖学は身体の形態と構造について学ぶ学問です。一方、

生理学とは、身体を構成している部分がどのように機能して

いるのかを学ぶ学問です。身体に限らず、いろいろな物の形

は、必要とする働きが行なえるような形をしています。逆を言

えば、こういう形をしているから、こういうふうに働く、とも言えま

す。同じように、解剖学と生理学は密接に関連しあっている

ので、解剖学と生理学は一緒に学んだほうが理解しやすい

でしょう。ですから、この本では、解剖学の専門書ほど詳しくは

ありませんが、大雑把に構造の全体像がわかる程度に説明

をしながら、働きを説明してあります。

さて、私たちは普段、呼吸して、食事をして、排泄していま

す。特別、意識はしませんが、これが生きているということで

はないでしょうか。実は、人間の体を構成している細胞の一つ

一つも同じようなことをしています。生物の最小単位である細

胞は、血液から栄養素と酸素を取り込み、それを細胞内で

代謝することで、生命活動に必要なエネルギーをATPという

形で生成します。そして、代謝によって生じた老廃物は血液

中に排出します。このように、１つの細胞を1人の人間に置き

換えると、多細胞生物である人間の身体は実に巧妙で、また

人間社会によく似たシステムを作っています。つまり、様々な

臓器がそれぞれの役割を果たしながら、1人の人間の生命

活動を維持しているのです。本書は、一つ一つの細胞が快

適に生活するために、それぞれの臓器がどのようにその働き

を遂行しているのか、社会勉強するような気持ちで、体の中

を旅するガイドブックだと思って読んでください。

教員より本の紹介

「解剖生理学がわかる（技術評論社）」は初めて解

剖生理学を学ぶ医療系大学および専門学校の学生

さんに向けて書かれた本です。解剖生理学は医学の

基礎科目であり、医療系の仕事を志すひとは必ず学

ばなければならない教科目の１つです。また、専門科

目を学ぶための基礎となる科目であり、入学後の早

い段階から開講されるのが通常です。ところが、入

学当初に渡される教科書は分厚く、「意味の解らない

単語」、「読めない単語」、「かたい文章」のオンパレー

ドです。このため教科書を読むという意欲が失われ

がちです。さらに、授業は人体のすべてを扱う範囲の

広い教科を短いコマ数でこなすためどんどん進行し

ていきます。したがって、知識のつみ残しを防ぐため

に復習や自己学習が必要なのですが、そこには難

解な教科書の壁が立ちはだかっています。

この本は物語風の進行、簡単な文章構成、専門用

語を少なくすることにより解剖生理学に対する苦手意

識や拒否感を緩和し、人体の構造と機能の理解を

深めることを目指して書かれた本です。教科書を読

んで挫折する前に目をとおしてみる価値があります。

客員教授
飯島浩之

『解剖生理学がわかる』

飯島浩之(著) 技術評論社
ISBN:978-4774150550
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『「学び」の構造』

佐伯胖(著) 東洋間出版社
ISBN:978-4491002774

最近読んだ本を２冊紹介します。

１冊目は『「学び」の構造』（佐伯胖著、東洋間出版社、1

975）という本です。

少し古い本で印字も、少し読みにくい気がします。でも、

古い本の方が物事の本質を得ていることもあるような気が

します。

時々、ひとりの教師として、ひとりの父親として、ひとりの

人間として、「学ぶ」とはどういうことか、「教える」とはどうい

うことか、と考えることがあります。そんなことを何となく考え

ている時に、この本を見つけました。

私は学生の皆さんに講義をする仕事をしていながら、学

ぶということから逃げたい、怠けたいと思うことが多い人間

です。活字を読むとすぐ眠くなります。文章を書こうとする

と面倒くさいと思います。思い起こせば、私は子どものころ

から「なぜ勉強をするのか」というような質問を親や教師、

自分自身に問うことがよくありました。皆さんの中にも同じ

経験をもつ人がいるでしょう。その都度、納得できる答えが

返ってこなくて、何となく言いくるめられて終わりました。そう

こうしているうちに、大学生になり、保健体育の教員になり

…。

「なぜ勉強するのか？」。私も未だにまともな答えをもっ

ていませんが、この本を読み進めていると何となく答えに

近づけるような気持ちになりました。

“現代は、科学や技術に対する不信の時代である。「勉

強して何になる」、「学んで何の役に立つ」、「科学は人間

を不幸にしたではないか」、「技術は人々を疎外し、公害

を生んだではないか」、「よく勉強した人は単に出世して結

局は他の人々を支配し苦しめたに過ぎないのではないか」

……。それにもかかわらず、わたしはあえていう。これらを

克服していく道は、私たち自身がまず「学ぶ」こと以外にな

い、と。”（文中より引用）

著者にうまく言いくるめられたのかもしれませんが、人は

学ぶから人間かもしれませんし、生きていくことは学び続

けることなのかもしれません。

「技術は人々を疎外し、公害を…」という言葉があったの

で、２冊目は公害に挑んだ人の本を紹介します。『真の文

明は人を殺さず』（小松裕著、小学館、2011）という本です。

8月３０日（木）の東京新聞に“田中正造百回忌 足尾銅

山の今”という記事が大きく載っていました。足尾銅山は、

明治以降日本一の銅山として栄えました。ところが、精錬

時の鉱毒が川に流出したり、排出された亜硫酸ガスなど

で森林がはげ山となったり、自然を破壊しました。当時、

栃木県選出の衆議院議員だった田中正造は帝国議会

（今の国会）で鉱毒問題を取り上げ、天皇に直訴（当時は

死刑）を試みたり、晩年は財も持たずひとりで谷中村に入

り、村を守るために村民とともに政府と闘ったりしました。

これも今春、新聞の記事にあったのですが、足尾鉱毒

事件の公害は、ため池に溜まった汚泥に含まれる鉱毒の

被害が、今でも、水害のたびに心配されているそうです。

つまり、足尾鉱毒事件は百年たった今も終わっていないと

いうことです。このような公害に国が取り組まず、たったひ

とりの人間が当時の国を相手に闘ったということは凄いこと

だと感心します。

この本の中で、「真の文明は 山を荒らさず 川を荒らさ

ず 村を破らず 人を殺さざるべし」、「最弱を以て最強に

当たる」、「一身以て公共に尽す」等々、今の時代だからこ

そ人として本当に考えなければならないことがある、と思え

るような言葉がたくさん出てきます。また「学ぶ」ことについ

ても田中正造は、“学問は実学（実物に当てた研究）を学

ぶべきであり、「人民を救う学文」でなければならない。”と

言って、若者に日本という国の将来を託しています。

学ぶということは、誰もが幸せに暮らせる未来にもつなが

ることなのですね。

皆さんもこれらの本を是非読んでみてください。また、面

白い本があったら是非友人や教師に教えて下さい。本を

通して学びを共有すると、活字が苦手な人でも読む気持

ちを大いに喚起されますので。

教養教育センター 准教授
菅沼 德夫

『真の文明は人を殺さず』

小松裕(著) 小学館
ISBN:978-4093882088
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館内のセルフコピー機を利用する際には、「文献複写申込書」の提出をお願いし
ます。

（記入・提出手順）

①コピー機横備え付けの「文献複写申込書」に日付、氏名、学籍番号、コピーの内容
を記入し、図書館員に渡すか、カウンターの文献複写申込書提出Boxに入れて提出し
ます。
（申込書は著作権を遵守する旨の誓約書にもなっています。内容をよく読んでください）

②著作権の範囲内にてコピーを行ってください。

※複写できる資料は以下の通りです。
以下のことを守らずに複写することは著作権の侵害となります。

● 本学図書館所蔵の資料に限ります。（研究室保管図書を含む）
★ 個人の資料やノートのコピーはできません。

● 著作物の一部分に限ります。
★ 一冊のうちの半分以上は複写できません。

● 定期刊行物（雑誌や新聞）に掲載された各論文その他の記事は全部複写できます
が、発行後相当期間を経たもの（次号が既刊となったもの、また発行後３ヶ月を経たも
の）に限ります。
★ 最新号に掲載された論文や記事は、すべてコピーできません。

● 複写部数は一人につき一部に限ります。
★ コピーは各人でお申し込みください。

● 利用者の調査研究のための複写に限ります。

● 有償無償を問わず再複写したり頒布したりしてはいけません。

！万一著作権法上の問題が発生した場合は、その一切の責任は申込者が負うことにな
ります。

館内コピー機の利用について
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了德寺大学では、『IT活用ガイド 5章5項5-3-1（以下の文章参照１）』にも記載してあるとお

り、ネット上の誹謗中傷・名誉毀損・侮辱・営業妨害等の発言は一切禁じている。

誹謗中傷・名誉毀損発言した場合は、法的処罰（刑事罰参照2）はもちろんのこと、大学と

しても厳重な処罰与える。

ネット上では、匿名はありえない（添付書類１参照）。発信元は、プロバイダー責任法に則り、

被害者が開示要求をすれば、加害者情報は迅速に特定される。この事を踏まえ、責任を

持ち発言には留意すること。

参照１

■ IT活用ガイド 5章5項5-3-1抜粋

（１）．誰でも自由にコミュニケーションできるインターネット

インターネットでは「匿名」でのコミュニケーションがひとつの魅力となっています。肩書きや年齢

などを気にせずに会話を楽しむことができますが、これが悪用されることが多いのも事実です。ネッ

ト上での詐欺、デマ、中傷などにより、心に傷つけられる人が多くいます。電子掲示板（mixi,2ch,Tw

itterなど）で発言した安直な一言が相手を傷つけ、名誉毀損の訴えを受けた大学生の実例もあり

ます。一度インターネット上に公開された情報は回収不可能で、心無い一言が被害を拡大すること

になります。相手が誰であるか分からない危険性に注意することと同時に、自分が加害者にならな

いよう、発言には十分注意するべきである。了德寺大学では、学生が他者に誹謗中傷・他者の個人

情報などの発言を掲示板等に掲載した場合、厳罰に処します。

※ IT活用ガイドは、情報処理講義に配布しており、全学生が所持している。

参照２

■ 刑事罰

名誉毀損罪

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する（刑法230条1項）。法定刑は3年以下の

懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。

侮辱罪

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

威力妨害罪

威力を用いて他人の業務を妨害する罪。刑法第234条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下

の罰金に処せられる。

学生によるブログ・ツイッターへの
不当な書き込みについて
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