
　
　
第
五
十
六
号
　
目
次

何
故
と
い
う
考
え
を
持
つ
心
を

　
　 

　
　
　
田
中
　
清
章

育
苗
的
共
育
実
践
私
記

－

一
冊
の
本
と
の
再
会
か
ら

－

新
田
　
義
則　

「
不
思
議
な
数
ｅ
の
物
語
」

細
渕
　
昌
美

近
代
食
文
化
研
究
と
大
江
文
庫

　－

「
近
代
料
理
書
の
世
界
」の

　
　
　
　
　
　
　
執
筆
を
通
じ
て－

東
四
柳
　
祥
子

「
外
国
人
力
士
は

　
な
ぜ
日
本
語
が
う
ま
い
の
か
？
」

森
　
　
朋
子

今
も
昔
も
　

－

横
浜
絵

－

̶

空
か
ら
本
が
降
っ
て
く
る

　－

電
子
書
籍
端
末
の
行
く
末－

土
屋
　
富
雄

寄
贈
著
書
紹
介

資
料
の
紹
介

　「
小
児
必
要
養
育
草
　
巻
一
〜
六
」

小
野
　
眞
理
子

1

何
故
と
い
う
考
え
を
持
つ
心
を

　
田 

中
　
清 

章

 

　
私
は
文
字
中
毒
人
間
で
あ
る
。自
宅
や

研
究
室
に
は
数
千
冊
の
小
説
が
あ
り
、
常

に
鞄
の
中
に
も
一
冊
の
本
を
し
の
ば
せ

て
い
る
。私
の
好
ん
で
読
む
小
説
に
は
変

な
癖
が
あ
る
。第
一
に
特
定
の
作
家
に
偏

っ
て
い
る
こ
と
、
第
二
は
そ
の
作
家
の
す

べ
て
の
作
品
を
読
破
す
る
こ
と
、
第
三
に

活
動
的
な
分
野
で
屈
強
な
主
人
公
が
い

る
こ
と
、
第
四
は
文
中
の
情
景
描
写
が
簡

略
で
容
易
に
想
像
で
き
る
こ
と
、
第
五
に

登
場
人
物
が
少
な
い
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

　
昨
今
、
我
が
国
の
よ
う
な
識
字
率
の
高

い
国
や
地
域
に
お
い
て
、
書
籍
や
新
聞
な

ど
、
文
字
媒
体
の
利
用
率
が
低
下
し
、
活

字
離
れ
や
読
書
離
れ
と
い
う
言
葉
が
社

会
問
題
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
、
新
聞
社
や
出

版
業
界
な
ど
が
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
行
っ

て
い
る
。識
者
の
間
で
は
言
語
能
力
や
知

的
能
力
の
低
下
、
勉
学
意
欲
の
減
退
現
象

な
ど
悪
い
面
だ
け
が
強
調
さ
れ
て
い
る

が
、
本
当
に
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。Ｔ
Ｖ
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
携
帯
メ
ー
ル
な
ど

私
た
ち
が
普
段
親
し
ん
で
い
る
も
の
は

巨
大
な
活
字
媒
体
で
は
な
い
の
か
。最
近

の
Ｔ
Ｖ
番
組
で
も
話
し
言
葉
が
テ
ロ
ッ

プ
活
字
に
な
っ
て
流
れ
て
い
る
。以
前
は
、

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
う
。

2
0
年
以
上
前
、台
湾
の
高
砂
族
伝
統
的

集
落
と
民
居
の
現
地
調
査
に
訪
れ
た
と

き
、
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
番
組
で
繁
体

語
字
幕
が
流
れ
て
い
た
。そ
の
理
由
を
尋

ね
る
と
、
登
場
人
物
が
喋
っ
て
い
る
の
は

北
京
官
語
で
発
音
の
み
で
は
い
ろ
い
ろ

意
味
が
あ
る
た
め
、
正
確
に
理
解
す
る
た

め
に
必
要
と
聞
か
さ
れ
、
驚
い
た
記
憶
が

よ
み
が
え
っ
て
く
る
。
ア
メ
リ
カ
の

G
F
K 

N
P
O
の
調
査
デ
ー
タ
で
は

本
・
新
聞
・
雑
誌
な
ど
の
活
字
媒
体
を

読
む
時
間
は
3
0
国
平
均
で
6
.
5
時

間 

（
週 

）、イ
ン
ド
、タ
イ
、中
国
、フ
ィ
リ

ピ
ン
、
エ
ジ
プ
ト
が
上
位
５
カ
国
で
、
韓

国
、
日
本
、
台
湾
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
イ
ギ
リ
ス

が
下
位
５
カ
国
で
あ
る
。ま
た
、
無
読
率

に
つ
い
て
『
読
売
新
聞
読
書
週
間
世
論
調

査
』
で
は
、
全
体
的
に
5
0
％
を
推
移
し

て
い
る
が
、
特
に
、
学
生
層
の
読
書
量
減

少
が
顕
著
で
昭
和
6
0
年
に
１
割
だ
っ

た
も
の
が
平
成
1
7
年
に
は
４
割
弱
へ

増
加
し
て
い
る
。こ
の
こ
と
は
、
図
書
館

の
機
能
や
用
途
な
ど
を
こ
の
よ
う
な
事

象
に
対
応
す
る
機
能
を
付
加
し
、
変
容
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
話
は
変
わ
る
が
、
最
近
、
面
白
い
本
に

出
会
っ
た
。そ
の
内
容
は
理
屈
で
は
分
か

っ
て
い
る
の
だ
が“
何
か
変
だ
な
、
こ
れ

は
間
違
っ
て
い
る
の
で
は
„と
い
う
も
の

で
あ
る
。し
か
し
、
読
み
進
む
と“
妙
に
納

得
さ
せ
ら
れ
る
„本
で
「
環
境
問
題
は
な

ぜ
ウ
ソ
が
ま
か
り
通
る
の
か
」（
武
田
邦

彦
著
／
洪
泉
社
／ 

2
0
0
7
）
と
い
い
、

そ
の
テ
ー
マ
は
近
年
盛
ん
に
叫
ば
れ
て

い
る
環
境
と
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
問
題
に
対

し
て
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
を
示
し
た
も
の
で
、

そ
の
巻
頭
言
に
は“
錦
の
御
旗
と
化
し
た

「
地
球
に
や
さ
し
い
」環
境
活
動
が
、
往
々

に
し
て
科
学
的
な
論
議
を
斥
け
、
人
々
を

欺
き
、
む
し
ろ
環
境
を
悪
化
さ
せ
て
い

る
！
„
と
あ
る
。そ
の
一
例
を
挙
げ
る
と
、

「
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
リ
サ
イ
ク
ル
す
る
こ

と
で
資
源
を
７
倍
使
っ
て
い
る
」
と
か
、

地
球
温
暖
化
に
よ
る
気
温
上
昇
に
つ
い

て
は「
過
剰
な
悲
観
論
は
不
要
」と
、
過
激

な
疑
問
や
意
見
及
び
理
由
を
提
示
し
て

い
る
。一
読
し
て
非
常
に
怪
し
く
矛
盾
し

た
議
論
・
意
見
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
あ

る
一
面
で
は
重
要
な
指
摘
事
項
を
含
ん

で
い
る
。言
い
換
え
れ
ば
、
き
わ
め
て
多

く
の
問
題
や
課
題
に
関
し
て
多
方
面
か

ら
の
検
討
や
考
え
方
が
必
要
な
こ
と
を

示
し
て
い
る
。あ
ら
ゆ
る
事
象
に
は
種
々

の
考
え
方
が
あ
り
、
答
え
は
一
つ
と
い
う

考
え
方
か
ら
最
上
策
の
答
え
と
し
て
認

識
す
る
べ
き
だ
で
あ
り
、
そ
し
て
、
最
も

重
要
な
こ
と
は
„何
故
と
い
う
考
え
を
持

つ
心
„が
、
そ
の
解
決
策
を
導
き
出
す
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
云
う
こ

と
で
あ
る
。
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授
業
で
用
い
る
配
付
資
料
に
目
を
通

し
て
い
て
、
あ
る
一
文
に
目
が
釘
づ
け

に
な
っ
た
。
「D

.M
c
G
re
g
o
r

が
農
業

的
教
育
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
」
と
書

か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
Ｄ
．
マ
ク
レ
ガ
ー
は
、
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
の
分
野
で
Ｘ
理
論
・
Ｙ
理
論
を
提
唱

し
た
著
名
な
研
究
者
で
あ
る
。
学
生
時

代
に
彼
の
主
著
『
企
業
の
人
間
的
側

面
』
を
読

ん
だ
が
、

農
業
的
教

育
に
つ
い

て
は
記
憶

に
残
っ
て

い
な
い
。

本
棚
か
ら

古
び
た
本

を
取
り
出

し
て
読
み

返
し
て
み
た
が
、
な
か
な
か
そ
の
こ
と

が
出
て
こ
な
い
。
よ
う
や
く
最
後
の
結

論
で
見
つ
け
た
と
き
は
、
年
甲
斐
も
な

く
小
躍
り
し
た
。
ど
う
思
い
起
こ
し
て

み
て
も
、
こ
の
個
所
を
読
ん
だ
記
憶
が

蘇
っ
て
こ
な
い
。
多
分
、
当
時
、
本
文

を
読
ん
だ
だ
け
で
分
っ
た
気
に
な
り
、

結
論
部
分
は
読
み
飛
ば
し
て
し
ま
っ
た

の
だ
ろ
う
。
読
ん
で
い
た
と
し
て
も
、

学
生
の
私
の
ア
ン
テ
ナ
に
は
、
引
っ
か

か
ら
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
結
論
の
数
行
で
簡
単
に
述
べ
て
い
る

彼
の
趣
旨
は
、
「
Ｙ
理
論
と
い
う
新
し

い
人
間
観
に
基
づ
く
人
材
の
育
成
は
農

業
的
教
育
に
依
拠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
今
に
な
っ
て
、
錆
び
て
感
度
が
鈍
く

な
っ
た
ア
ン
テ
ナ
で
「
農
業
的
教
育
」

と
い
う
言
葉
を
、
キ
ャ
ッ
チ
出
来
た
こ

と
に
は
、
故
が
あ
る
。
漠

然
と
し
た
も
の
で
は
あ
る

が
、
学
生
教
育
に
つ
い
て

考
え
て
い
た
こ
と
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。

　
学
生
は
苗
木
、
い
ず
れ

家
政
学
院
を
巣
立
っ
て
行

く
。
彼
ら
が
根
を
下
ろ
す

の
は
世
界
の
ど
こ
か
で
あ

る
。
少
な
く
と
も
キ
ャ
ン

パ
ス
で
は
な
い
。
私
の
学

生
教
育
の
イ
メ
ー
ジ
は
こ
の
こ
と
か
ら

始
ま
る
。
学
生
は
仕
事
に
、
家
庭
に
、

人
生
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
で
大

木
に
育
つ
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
私
は
社
会
か
ら
預
か
っ
た
資

源
を
盆
栽
に
仕
立
て
る
つ
も
り
は
な

い
。
育
て
る
の
は
、
天
に
向
か
っ
て
大

き
く
育
つ
木
で
あ
る
。

　
大
学
は
、
そ
の
苗
木
を
大
事
に
育
て

る
場
、
苗
木
を
育
む
苗
圃
で
あ
る
。
つ

い
で
に
言
え
ば
、
苗
圃
・
苗
床
の
こ
と

を
ラ
テ
ン
語
でZ

e
m
in
a
riu
m

と
い

い
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
と
い
う
ド
イ
ツ
語
の

語
源
に
な
っ
て
い
る
。
ゼ
ミ
と
い
う
教

授
法
が
苗
床
を
意
味
す
る
こ
と
は
興
味

深
い
。

　
そ
こ
に
お
け
る
我
々
教
員
の
使
命
は

将
来
に
向
け
て
苗
木
を
育
て
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
基
本
的
な
役
割
は
、
光
を

当
て
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
一
人
ひ
と
り

を
見
つ
め
個
性
を
尊
重
す
る
こ
と
」
で

あ
り
、
水
や
り
を
忘
れ
な
い
こ
と
、
す

な
わ
ち
「
良
質
の
題
材
を
用
意
す
る
こ

と
」
で
あ
り
、
肥
料
を
施
す
こ
と
は

「
機
会
を
与
え
る
こ
と
」
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
れ
と
と
も
に
、
苗
圃
と

し
て
の
キ
ャ
ン
パ
ス
は
、
丈
夫
な
根
が

張
れ
る
よ
う
肥
沃
な
土
壌
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
こ
れ
は
家
政
学
院
の
伝

統
・
文
化
・
風
土
と
関
係
し
て
お
り
、

教
員
、
職
員
お
よ
び
学
生
が
一
体
と
な

っ
て
耕
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
授
業
で
も
こ
の
よ
う
な
姿
勢
で
臨
ん

で
い
る
が
、
と
く
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
で

は
、
単
に
規
格
品
の×

×

戦
士
を
育
て

る
の
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か

ら
の
人
間
教
育
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
考
え
て
き
た
。
そ
ん
な
矢
先
、
就
職

課
職
員
の
Ｓ
氏
か
ら
「
キ
ャ
リ
ア
教
育

に
農
業
を
取
り
入
れ
た
ら
ど
う
な
る
だ

ろ
う
か
」
と
い
う
問
い
か
け
が
あ
っ

た
。
農
業
体
験
の
機
会
を
用
意
し
て
キ

ャ
リ
ア
形
成
の
選
択
の
幅
を
拡
げ
て
や

り
た
い
、
と
い
う
の
が
彼
の
問
題
意
識

で
あ
っ
た
。
確
か
に
、
「
キ
ャ
リ
ア
デ

ザ
イ
ン
」
の
科
目
の
中
に
農
作
業
を
取

り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
や
大

地
の
営
み
に
触
れ
さ
せ
、
人
間
と
し
て

生
き
る
力
を
得
る
機
会
と
な
る
か
も
し

れ
な
い
、
と
私
は
考
え
た
。
同
時
に
、

私
の
育
苗
的
教
育
の
可
能
性
あ
る
い
は

限
界
を
見
極
め
て
み
た
い
と
い
う
思
い

に
駆
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
か

ら
、
平
成
二
十
一
年
三
月
、
Ｋ
Ｖ
Ａ 

オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
・
フ
ァ
ー
ム
・
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
を
立
ち
上
げ
た
。

教
育
に

農
業
を

取
り
入

れ
る
意

義
と
し

て
次
の

こ
と
を

考
え
て

い
る
。

■
育
て
る
こ
と
を
通
じ
て
育
つ
こ
と

　
学
生
は
、
学
校
で
育
て
ら
れ
る
対
象

と
し
て
生
活
し
て
い
る
。
そ
れ
が
教
育

機
関
の
存
在
理
由
で
あ
る
が
、
学
生
に

は
、
育
て
る
こ
と
で
育
つ
と
い
う
側
面

も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
学
校

教
育
の
中
で
比
較
的
な
お
ざ
り
に
さ
れ

て
き
た
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
農
業
を

通
じ
て
、
こ
の
こ
と
の
意
味
を
考
え
て

み
た
い
。

　
一
方
、
教
え
る
立
場
の
教
員
の
役
割

に
つ
い
て
も
、
教
え
る
こ
と
は
学
ぶ
こ

と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
再
認
識
す
る

必
要
が
あ
る
。
教
員
に
も
学
生
を
育
て

る
こ
と
を
通
じ
て
自
ら
育
つ
こ
と
が
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
さ
に
共
育
の
実

践
で
あ
る
。
一
教
員
と
し
て
、
こ
の
こ

と
に
も
挑
戦
し
て
み
た
い
。

■
見
え
な
い
も
の
に
眼
を
向
け
る
こ
と

　
も
ち
ろ
ん
、
作
物
を
育
て
る
楽
し

み
、
収
穫
し
た
と
き
の
喜
び
も
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
見
え
る
世
界
の
話
で

あ
る
。
も
っ
と
大
事
な
こ
と
は
、
そ
こ

に
至
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
作
物
を
見

て
土
中
の
根
に
思
い
を
馳
せ
る
気
持
ち

で
あ
り
、
作
物
が
持
つ
生
命
力
と
そ
の

生
命
を
育
む
土
の
力
を
感
じ
取
る
こ
と

で
あ
る
。

　「
農
夫
」に
つ
い
て
、
こ
ん
な
喩
え
が

あ
る
。
上
農
は
見
ず
し
て
取
る
、
中
農

は
見
て
取
る
、
下
農
は
見
て
取
ら
ず
。

畑
の
雑
草
取
り
の
話
で
あ
る
が
、
こ
の

こ
と
は
農
夫
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な

い
。
人
生
に
真
の
実
り
を
も
た
ら
す
も

の
が
、
上
農
の
見
え
な
い
も
の
を
見
る

力
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
一
方
、
世
の
中
の
動
き
を
観
察
し
て

み
る
と
、
表
面
的
、
現
象
的
、
刹
那
的

な
事
柄
に
振
り
回
さ
れ
て
右
往
左
往
し

て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
本
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
通
じ
て
、
学
生
と
と
も

に
、
じ
っ
く
り
腰
を
据
え
て
物
事
の
本

質
に
迫
る
こ
と
を
や
っ
て
み
た
い
。

■
長
い
時
間
軸
で
物
事
を
捉
え
る
こ
と

土
づ
く
り
も
人
を
育
て
る
こ
と
も
手
間

や
時
間
の
か
か
る
こ
と
で
あ
る
。
「
キ

ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
」
も
Ｋ
Ｖ
Ａ 

フ
ァ

ー
ム
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
も
、
そ
の
労

を
惜
し
ま
ず
、
長
い
目
で
見
て
育
て
て

い
き
た
い
。
学
生
に
対
し
て
は
十
年
の

時
間
軸
で
見
つ
め
て
い
き
た
い
し
、
生

命
力
を
育
む
本
物
の
土
に
す
る
に
は
最

低
で
も
五
年
は
必
要
で
あ
る
。
学
生
の

時
間
軸
も
長
く
し
て
や
り
た
い
と
考
え

て
い
る
。
目
先
の
目
に
見
え
る
結
果
だ

け
を
追
い
求
め
る
の
で
は
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
が
育
た
な
い
し
、
肝
心
の
人
間
教
育

も
形
だ
け
の
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
や
る
か
ら
に
は
、
こ
だ
わ
り
を
も
っ

て
取
り
組
み
た
い
。
農
地
に
冠
し
た

「
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
」
が
我
々
の
活
動
の

基
軸
で
あ
る
。

　
先
ず
は
有
機
農
業
、
そ
の
基
本
と
な

る
土
作
り
の
た
め
に
、
発
酵
技
術
を
駆

使
し
て
有
機
堆
肥
や
有
機
肥
料

を
自
前
で
作
る
こ
と
か
ら
始
め

よ
う
と
考
え
た
。
有
機
資
材
と

な
る
広
葉
樹
の
落
ち
葉
が
キ
ャ

ン
パ
ス
を
舞
っ
て
い
る
。
こ
れ

を
活
用
し
な
い
手
は
な
い
。
手

作
り
のK

V
A
 R
ecy
cle P

la
n
t

(

堆
肥
場)

で
は
、
落
ち
葉
と
と

も
に
Ｋ
Ｖ
Ａ
祭
で
回
収
し
た
エ

コ
ト
レ
ー
が
、
今
、
静
か
に
発
酵
熟
成

し
て
い
る
。
人
間
の
健
康
の
源
で
あ
る

発
酵
物
が
作
物
に
悪
い
は
ず
が
な
い
。

そ
れ
を
土
に
還
し
、
学
生
と
と
も
に
有

機
野
菜
の
味
と
香
り
を
確
か
め
た
い
。

心
な
し
か
、
フ
ァ
ー
ム
に
鳥
や
虫
が
集

ま
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
フ
ァ
ー

ム
周
辺
の
芝
地
に
学
生
た
ち
が
も
っ
と

足
を
運
び
入
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
も

願
っ
て
い
る
。

　
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
の
も
う
一
つ
の
課
題

は
、
我
々
の
活
動
自
体
を
有
機
的
に
展

開
す
る
こ
と
で
あ
る
。
現
在
の
活
動
メ

ン
バ
ー
は
十
人
で
あ
る
。
メ
ン
バ
ー
間

に
一
応
の
取
り
決
め
は
あ
る
が
、「
ル

ー
ル
は
破
っ
て
は
い
け
な
い
。
し
か

し
、
そ
れ
を
た
だ
守
る
だ
け
で
は
い
け

な
い
」
と
い
う
の
が
基
本
的
な
約
束
事

で
あ
る
。
ル
ー
ル
と
か
常
識
を
超
え
る

と
こ
ろ
に
気
づ
き
が
生
ま
れ
、
創
造
の

世
界
が
拡
が
っ
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。

学
生
が
、
農
作
業
中
に
汗
を
拭
き
な
が

ら
呟
い
た
一
言
「（
今
、
私
は
）
大
学
ら

し
く
な
い
空
間
に
居
る
」
と
い
う
言
葉

を
耳
に
し
た
と
き
、
爽
や
か
な
風
が
渡

っ
て
い
く
の
を
感
じ
た
。　

　
農
場
に
た
た
ず
む
大
江
ス
ミ
先
生
の

写
真
が
あ
る
。
先
生
が
手
に
し
て
お
ら

れ
る
の
は
日
傘
で
あ
る
。
い
ず
れ
、
私

に
杖
の
支
え
が
必
要
に
な
っ
た
と
き
、

Ｋ
Ｖ
Ａ
フ
ァ
ー
ム
を
背
景
に
土
の
香
り

と
と
も
に
一
枚
の
写
真
に
納
ま
る
の

が
、
夢
で
あ
る
。
技
術
の
進
歩
に
よ
っ

て
、
そ
の
頃
に
は
匂
い
ま
で
写
せ
る
カ

メ
ラ
が
出
現
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　
マ
ク
レ
ガ
ー
の
本
と
三
十
数
年
ぶ
り

の
再
会
を
果
た
し
、
そ
れ
が
切
っ
掛
け

と
な
っ
て
思
い
が
巡
り
、
仲
間
が
集

い
、
世
界
が
広
が
り
、
夢
が
膨
ら
ん
で

い
る
。

　
　
　
　
　
　
　

（
教
授
）

育
苗
的
共
育
実
践
私
記

　
　
　
―
一
冊
の
本
と
の
再
会
か
ら 

―

新 

田
　
義 

則

不思議な数ｅの物語

　　The Story of a Number

　「本の周辺」について図書館から依頼を受けたと

き、頭に浮かんだのは、「不思議な数ｅの物語」でし

た。ｅは円周率のπとともに数学では重要な数です

から、授業でも折に触れて説明をしています。

　この本の目次の中に、「垂れた鎖」という章があり

ます。鎖の両端を持ってだらんと垂らした形で、一

見、放物線のようですが、そうではなく、ｅを使った

式になり懸垂線とよばれています。懸垂線を上下逆

にして建造物にしたものがアメリカのセントルイス

にあり、写真もこの本に載っています。これには興味

をそそられました。数学と建築が結びついた！

　πは小学校で習いますが、ｅは極限を使うため高

校の微積分で登場します。直接的には、ｅは指数・対

数の底ですが、連続複利計算で得られること、双曲線

の面積と関係することなど、もうエピソードが満載

です。ｅだけでなく、「数の歴史物語」とよべる本です。

　２年前にセントルイスへ行き、ゲートウェイ・ア

ーチを見て来ました。ミシシッピ川の西岸に、192 m 

の巨大な姿がありました。設計者のサーリネンは自

宅の地下室の壁にかかっていた鎖の形から着想を得

た、と言われています。

（教授）

細 渕　昌 美

本の周辺

Ｅ．マオール著、伊理由美訳
岩波書店　1999年発行
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授
業
で
用
い
る
配
付
資
料
に
目
を
通

し
て
い
て
、
あ
る
一
文
に
目
が
釘
づ
け

に
な
っ
た
。
「D

.M
c
G
re
g
o
r

が
農
業

的
教
育
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
」
と
書

か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
Ｄ
．
マ
ク
レ
ガ
ー
は
、
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
の
分
野
で
Ｘ
理
論
・
Ｙ
理
論
を
提
唱

し
た
著
名
な
研
究
者
で
あ
る
。
学
生
時

代
に
彼
の
主
著
『
企
業
の
人
間
的
側

面
』
を
読

ん
だ
が
、

農
業
的
教

育
に
つ
い

て
は
記
憶

に
残
っ
て

い
な
い
。

本
棚
か
ら

古
び
た
本

を
取
り
出

し
て
読
み

返
し
て
み
た
が
、
な
か
な
か
そ
の
こ
と

が
出
て
こ
な
い
。
よ
う
や
く
最
後
の
結

論
で
見
つ
け
た
と
き
は
、
年
甲
斐
も
な

く
小
躍
り
し
た
。
ど
う
思
い
起
こ
し
て

み
て
も
、
こ
の
個
所
を
読
ん
だ
記
憶
が

蘇
っ
て
こ
な
い
。
多
分
、
当
時
、
本
文

を
読
ん
だ
だ
け
で
分
っ
た
気
に
な
り
、

結
論
部
分
は
読
み
飛
ば
し
て
し
ま
っ
た

の
だ
ろ
う
。
読
ん
で
い
た
と
し
て
も
、

学
生
の
私
の
ア
ン
テ
ナ
に
は
、
引
っ
か

か
ら
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
結
論
の
数
行
で
簡
単
に
述
べ
て
い
る

彼
の
趣
旨
は
、
「
Ｙ
理
論
と
い
う
新
し

い
人
間
観
に
基
づ
く
人
材
の
育
成
は
農

業
的
教
育
に
依
拠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
今
に
な
っ
て
、
錆
び
て
感
度
が
鈍
く

な
っ
た
ア
ン
テ
ナ
で
「
農
業
的
教
育
」

と
い
う
言
葉
を
、
キ
ャ
ッ
チ
出
来
た
こ

と
に
は
、
故
が
あ
る
。
漠

然
と
し
た
も
の
で
は
あ
る

が
、
学
生
教
育
に
つ
い
て

考
え
て
い
た
こ
と
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。

　
学
生
は
苗
木
、
い
ず
れ

家
政
学
院
を
巣
立
っ
て
行

く
。
彼
ら
が
根
を
下
ろ
す

の
は
世
界
の
ど
こ
か
で
あ

る
。
少
な
く
と
も
キ
ャ
ン

パ
ス
で
は
な
い
。
私
の
学

生
教
育
の
イ
メ
ー
ジ
は
こ
の
こ
と
か
ら

始
ま
る
。
学
生
は
仕
事
に
、
家
庭
に
、

人
生
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
で
大

木
に
育
つ
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
私
は
社
会
か
ら
預
か
っ
た
資

源
を
盆
栽
に
仕
立
て
る
つ
も
り
は
な

い
。
育
て
る
の
は
、
天
に
向
か
っ
て
大

き
く
育
つ
木
で
あ
る
。

　
大
学
は
、
そ
の
苗
木
を
大
事
に
育
て

る
場
、
苗
木
を
育
む
苗
圃
で
あ
る
。
つ

い
で
に
言
え
ば
、
苗
圃
・
苗
床
の
こ
と

を
ラ
テ
ン
語
でZ

e
m
in
a
riu
m

と
い

い
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
と
い
う
ド
イ
ツ
語
の

語
源
に
な
っ
て
い
る
。
ゼ
ミ
と
い
う
教

授
法
が
苗
床
を
意
味
す
る
こ
と
は
興
味

深
い
。

　
そ
こ
に
お
け
る
我
々
教
員
の
使
命
は

将
来
に
向
け
て
苗
木
を
育
て
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
基
本
的
な
役
割
は
、
光
を

当
て
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
一
人
ひ
と
り

を
見
つ
め
個
性
を
尊
重
す
る
こ
と
」
で

あ
り
、
水
や
り
を
忘
れ
な
い
こ
と
、
す

な
わ
ち
「
良
質
の
題
材
を
用
意
す
る
こ

と
」
で
あ
り
、
肥
料
を
施
す
こ
と
は

「
機
会
を
与
え
る
こ
と
」
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
れ
と
と
も
に
、
苗
圃
と

し
て
の
キ
ャ
ン
パ
ス
は
、
丈
夫
な
根
が

張
れ
る
よ
う
肥
沃
な
土
壌
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
こ
れ
は
家
政
学
院
の
伝

統
・
文
化
・
風
土
と
関
係
し
て
お
り
、

教
員
、
職
員
お
よ
び
学
生
が
一
体
と
な

っ
て
耕
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
授
業
で
も
こ
の
よ
う
な
姿
勢
で
臨
ん

で
い
る
が
、
と
く
に
キ
ャ
リ
ア
教
育
で

は
、
単
に
規
格
品
の×

×

戦
士
を
育
て

る
の
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か

ら
の
人
間
教
育
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
考
え
て
き
た
。
そ
ん
な
矢
先
、
就
職

課
職
員
の
Ｓ
氏
か
ら
「
キ
ャ
リ
ア
教
育

に
農
業
を
取
り
入
れ
た
ら
ど
う
な
る
だ

ろ
う
か
」
と
い
う
問
い
か
け
が
あ
っ

た
。
農
業
体
験
の
機
会
を
用
意
し
て
キ

ャ
リ
ア
形
成
の
選
択
の
幅
を
拡
げ
て
や

り
た
い
、
と
い
う
の
が
彼
の
問
題
意
識

で
あ
っ
た
。
確
か
に
、
「
キ
ャ
リ
ア
デ

ザ
イ
ン
」
の
科
目
の
中
に
農
作
業
を
取

り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
や
大

地
の
営
み
に
触
れ
さ
せ
、
人
間
と
し
て

生
き
る
力
を
得
る
機
会
と
な
る
か
も
し

れ
な
い
、
と
私
は
考
え
た
。
同
時
に
、

私
の
育
苗
的
教
育
の
可
能
性
あ
る
い
は

限
界
を
見
極
め
て
み
た
い
と
い
う
思
い

に
駆
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
か

ら
、
平
成
二
十
一
年
三
月
、
Ｋ
Ｖ
Ａ 

オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
・
フ
ァ
ー
ム
・
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
を
立
ち
上
げ
た
。

教
育
に

農
業
を

取
り
入

れ
る
意

義
と
し

て
次
の

こ
と
を

考
え
て

い
る
。

■
育
て
る
こ
と
を
通
じ
て
育
つ
こ
と

　
学
生
は
、
学
校
で
育
て
ら
れ
る
対
象

と
し
て
生
活
し
て
い
る
。
そ
れ
が
教
育

機
関
の
存
在
理
由
で
あ
る
が
、
学
生
に

は
、
育
て
る
こ
と
で
育
つ
と
い
う
側
面

も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
学
校

教
育
の
中
で
比
較
的
な
お
ざ
り
に
さ
れ

て
き
た
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
農
業
を

通
じ
て
、
こ
の
こ
と
の
意
味
を
考
え
て

み
た
い
。

　
一
方
、
教
え
る
立
場
の
教
員
の
役
割

に
つ
い
て
も
、
教
え
る
こ
と
は
学
ぶ
こ

と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
再
認
識
す
る

必
要
が
あ
る
。
教
員
に
も
学
生
を
育
て

る
こ
と
を
通
じ
て
自
ら
育
つ
こ
と
が
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
さ
に
共
育
の
実

践
で
あ
る
。
一
教
員
と
し
て
、
こ
の
こ

と
に
も
挑
戦
し
て
み
た
い
。

■
見
え
な
い
も
の
に
眼
を
向
け
る
こ
と

　
も
ち
ろ
ん
、
作
物
を
育
て
る
楽
し

み
、
収
穫
し
た
と
き
の
喜
び
も
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
見
え
る
世
界
の
話
で

あ
る
。
も
っ
と
大
事
な
こ
と
は
、
そ
こ

に
至
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
作
物
を
見

て
土
中
の
根
に
思
い
を
馳
せ
る
気
持
ち

で
あ
り
、
作
物
が
持
つ
生
命
力
と
そ
の

生
命
を
育
む
土
の
力
を
感
じ
取
る
こ
と

で
あ
る
。

　「
農
夫
」に
つ
い
て
、
こ
ん
な
喩
え
が

あ
る
。
上
農
は
見
ず
し
て
取
る
、
中
農

は
見
て
取
る
、
下
農
は
見
て
取
ら
ず
。

畑
の
雑
草
取
り
の
話
で
あ
る
が
、
こ
の

こ
と
は
農
夫
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な

い
。
人
生
に
真
の
実
り
を
も
た
ら
す
も

の
が
、
上
農
の
見
え
な
い
も
の
を
見
る

力
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
一
方
、
世
の
中
の
動
き
を
観
察
し
て

み
る
と
、
表
面
的
、
現
象
的
、
刹
那
的

な
事
柄
に
振
り
回
さ
れ
て
右
往
左
往
し

て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
本
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
通
じ
て
、
学
生
と
と
も

に
、
じ
っ
く
り
腰
を
据
え
て
物
事
の
本

質
に
迫
る
こ
と
を
や
っ
て
み
た
い
。

■
長
い
時
間
軸
で
物
事
を
捉
え
る
こ
と

土
づ
く
り
も
人
を
育
て
る
こ
と
も
手
間

や
時
間
の
か
か
る
こ
と
で
あ
る
。
「
キ

ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
」
も
Ｋ
Ｖ
Ａ 

フ
ァ

ー
ム
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
も
、
そ
の
労

を
惜
し
ま
ず
、
長
い
目
で
見
て
育
て
て

い
き
た
い
。
学
生
に
対
し
て
は
十
年
の

時
間
軸
で
見
つ
め
て
い
き
た
い
し
、
生

命
力
を
育
む
本
物
の
土
に
す
る
に
は
最

低
で
も
五
年
は
必
要
で
あ
る
。
学
生
の

時
間
軸
も
長
く
し
て
や
り
た
い
と
考
え

て
い
る
。
目
先
の
目
に
見
え
る
結
果
だ

け
を
追
い
求
め
る
の
で
は
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
が
育
た
な
い
し
、
肝
心
の
人
間
教
育

も
形
だ
け
の
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
や
る
か
ら
に
は
、
こ
だ
わ
り
を
も
っ

て
取
り
組
み
た
い
。
農
地
に
冠
し
た

「
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
」
が
我
々
の
活
動
の

基
軸
で
あ
る
。

　
先
ず
は
有
機
農
業
、
そ
の
基
本
と
な

る
土
作
り
の
た
め
に
、
発
酵
技
術
を
駆

使
し
て
有
機
堆
肥
や
有
機
肥
料

を
自
前
で
作
る
こ
と
か
ら
始
め

よ
う
と
考
え
た
。
有
機
資
材
と

な
る
広
葉
樹
の
落
ち
葉
が
キ
ャ

ン
パ
ス
を
舞
っ
て
い
る
。
こ
れ

を
活
用
し
な
い
手
は
な
い
。
手

作
り
のK

V
A
 R
ecy
cle P

la
n
t

(

堆
肥
場)

で
は
、
落
ち
葉
と
と

も
に
Ｋ
Ｖ
Ａ
祭
で
回
収
し
た
エ

コ
ト
レ
ー
が
、
今
、
静
か
に
発
酵
熟
成

し
て
い
る
。
人
間
の
健
康
の
源
で
あ
る

発
酵
物
が
作
物
に
悪
い
は
ず
が
な
い
。

そ
れ
を
土
に
還
し
、
学
生
と
と
も
に
有

機
野
菜
の
味
と
香
り
を
確
か
め
た
い
。

心
な
し
か
、
フ
ァ
ー
ム
に
鳥
や
虫
が
集

ま
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
フ
ァ
ー

ム
周
辺
の
芝
地
に
学
生
た
ち
が
も
っ
と

足
を
運
び
入
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
も

願
っ
て
い
る
。

　
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
の
も
う
一
つ
の
課
題

は
、
我
々
の
活
動
自
体
を
有
機
的
に
展

開
す
る
こ
と
で
あ
る
。
現
在
の
活
動
メ

ン
バ
ー
は
十
人
で
あ
る
。
メ
ン
バ
ー
間

に
一
応
の
取
り
決
め
は
あ
る
が
、「
ル

ー
ル
は
破
っ
て
は
い
け
な
い
。
し
か

し
、
そ
れ
を
た
だ
守
る
だ
け
で
は
い
け

な
い
」
と
い
う
の
が
基
本
的
な
約
束
事

で
あ
る
。
ル
ー
ル
と
か
常
識
を
超
え
る

と
こ
ろ
に
気
づ
き
が
生
ま
れ
、
創
造
の

世
界
が
拡
が
っ
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。

学
生
が
、
農
作
業
中
に
汗
を
拭
き
な
が

ら
呟
い
た
一
言
「（
今
、
私
は
）
大
学
ら

し
く
な
い
空
間
に
居
る
」
と
い
う
言
葉

を
耳
に
し
た
と
き
、
爽
や
か
な
風
が
渡

っ
て
い
く
の
を
感
じ
た
。　

　
農
場
に
た
た
ず
む
大
江
ス
ミ
先
生
の

写
真
が
あ
る
。
先
生
が
手
に
し
て
お
ら

れ
る
の
は
日
傘
で
あ
る
。
い
ず
れ
、
私

に
杖
の
支
え
が
必
要
に
な
っ
た
と
き
、

Ｋ
Ｖ
Ａ
フ
ァ
ー
ム
を
背
景
に
土
の
香
り

と
と
も
に
一
枚
の
写
真
に
納
ま
る
の

が
、
夢
で
あ
る
。
技
術
の
進
歩
に
よ
っ

て
、
そ
の
頃
に
は
匂
い
ま
で
写
せ
る
カ

メ
ラ
が
出
現
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　
マ
ク
レ
ガ
ー
の
本
と
三
十
数
年
ぶ
り

の
再
会
を
果
た
し
、
そ
れ
が
切
っ
掛
け

と
な
っ
て
思
い
が
巡
り
、
仲
間
が
集

い
、
世
界
が
広
が
り
、
夢
が
膨
ら
ん
で

い
る
。

　
　
　
　
　
　
　

（
教
授
）

育
苗
的
共
育
実
践
私
記

　
　
　
―
一
冊
の
本
と
の
再
会
か
ら 

―

新 

田
　
義 

則

不思議な数ｅの物語

　　The Story of a Number

　「本の周辺」について図書館から依頼を受けたと

き、頭に浮かんだのは、「不思議な数ｅの物語」でし

た。ｅは円周率のπとともに数学では重要な数です

から、授業でも折に触れて説明をしています。

　この本の目次の中に、「垂れた鎖」という章があり

ます。鎖の両端を持ってだらんと垂らした形で、一

見、放物線のようですが、そうではなく、ｅを使った

式になり懸垂線とよばれています。懸垂線を上下逆

にして建造物にしたものがアメリカのセントルイス

にあり、写真もこの本に載っています。これには興味

をそそられました。数学と建築が結びついた！

　πは小学校で習いますが、ｅは極限を使うため高

校の微積分で登場します。直接的には、ｅは指数・対

数の底ですが、連続複利計算で得られること、双曲線

の面積と関係することなど、もうエピソードが満載

です。ｅだけでなく、「数の歴史物語」とよべる本です。

　２年前にセントルイスへ行き、ゲートウェイ・ア

ーチを見て来ました。ミシシッピ川の西岸に、192 m 

の巨大な姿がありました。設計者のサーリネンは自

宅の地下室の壁にかかっていた鎖の形から着想を得

た、と言われています。

（教授）

細 渕　昌 美

本の周辺

Ｅ．マオール著、伊理由美訳
岩波書店　1999年発行
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昨
年
横
浜
は
開
港
一
五
〇
周
年
記
念

に
あ
た
り
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ

賑
わ
っ
た
。
江
戸
時
代
の
末
に
横
浜
港

が
開
港
し
た
際
も
大
い
に
賑
わ
い
、
そ

の
様
子
が
錦
絵
に
描
か
れ
、
横
浜
絵
と

呼
ば
れ
て
い
る
資
料
が
あ
る
。

　
横
浜
絵
と
は
横
浜
開
港

(

一
八
五
九

年)

当
時
の
風
景
を
題
材
と
し
た
錦
絵

で
、
西
欧
人
や
中
国
人
な
ど
の
外
国
人

が
横
浜
で
生
活
し
て
い
る
姿
や
商
売
を

し
て
い
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
当
時

の
情
景
・
風
俗
が
分
か
り
や
す
く
伝
わ

る
資
料
で
あ
る
。

　
当
館
で
も
何
点
か
所
蔵
し
て
い
る
。

そ
の
う
ち
の
二
点
を
紹
介
す
る
。

○
外
国
人
衣
服
仕
立
之
図
　
　 

歌
川
芳
員 

画

　
ミ
シ
ン
を
使
い
裁
縫
を
し
て
い
る
西
欧
人

の
女
性
と
右
奥
に
は
ア
イ
ロ
ン
が
け
を
し
て

い
る
女
性
の
姿
が
見
え
る
。ま
た
、
左
奥
に
は

男
性
と
子
供
た
ち
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
絵
師
の
歌
川
芳
員
は
早
く
か
ら
異
国
風
俗

に
強
い
関
心
を
持
ち
、
多
く
の
横
浜
絵
を
残
し

た
た
め
、
横
浜
絵
の
先
駆
者
の
一
人
と
い
わ
れ

て
い
る
。

○
横
浜
異
人
館
之
図
　
　 

歌
川
広
重
二
代 

画

　
横
浜
に
建
て
ら
れ
た
異
人
館
の
様
子
を
描

い
た
も
の
で
、
西
欧
人
だ
け
で
な
く
中
国
人
も

多
く
描
か
れ
て
い
る
。当
時
通
訳
と
し
て
多
く

の
中
国
人
が
入
国
し
た
よ
う
だ
。左
側
に
あ
る

「
南
京
へ
や
」
で
は
日
本
人
と
中
国
人
で
商
談

を
行
っ
て
い
る
。

　
絵
師
の
歌
川
広
重
二
代
も
横
浜
絵
を
描
い

た
絵
師
と
し
て
著
名
で
あ
る
。晩
年
は
横
浜
で

輸
出
用
茶
箱
に
貼
付
す
る
版
画
を
描
く
。そ
の

よ
う
な
版
画
を
西
欧
人
が
見
て
、「
ジ
ャ
ポ
ニ

ス
ム
」が
起
き
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

 

今

も

昔

も

横
浜
絵

『外国人力士はなぜ日本語がうまいのか？』

　相撲ファンならずとも、現在の角界における外国

人力士の活躍を知らない人はいないだろう。モンゴ

ルをはじめ、ブラジル、中国、韓国、ロシア、グル

ジア、チェコ･･･と出身地は世界各国に及んでいる。

　その外国人力士達が一様に私達を驚かせるのは、

日本語のうまさである。「勝ち負けを意識せずに自

分の相撲を取り切るだけっス」等、耳で聞いている

だけでは日本人と区別がつかない人も多い。同じ外

国人でも、野球やサッカー選手の日本語とは「自然

さ」が比べものにならないのだ。なぜ力士だけが、

このような日本語を習得できるのだろうか。

　その疑問に答えるのがこの本である。本書は、著

者が力士本人および周囲の人々への取材の結果を日

本語教育研究者としての目を通して書いたものだ。

　朝から晩まで日本語のどしゃぶりの雨に打たれ続

けるような力士の言語環境を、著者は、まさにイ

マージョン・プログラム（目標言語に浸るようにし

て習得する方法）そのものであると指摘している

が、同時に目標言語で常に話しかけ、自分で話せる

ようになるのを待つ「ナチュラル・アプローチ」と

いう教授法そのものでもある。両方とも、母語を習

得した時の様に外国語を自然に身につけるための言

語習得方法であるが、成人になってから、そのよう

な環境に身をおける人はめったにいない。

　しかし、言語習得や教育理論など何も知らないま

まに、必要に応じて、見事な日本語を自然に身につ

ける人達、身につけさせる人達がこの日本にいると

いうことは大変面白い事実なのである。本書は、そ

の様子を伝える１冊である。

（准教授）

森　朋 子

（宮崎　里司著　明治書院 2006 年発行）

本の周辺

よ
し
か
ず

５

　
二
〇
〇
八
年
七
月
。私
は
、
当
大
学

名
誉
教
授
江
原
絢
子
先
生
と
ご
一
緒

に
、『
近
代
料
理
書
の
世
界
』（
江
原
絢

子
・
東
四
柳
祥
子
共
著
、ド
メ
ス
出
版
）

を
上
梓
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。

本
書
は
、
明
治
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か

け
て
刊
行
さ
れ
た
約
八
〇
〇
種
の
料

理
書
目
録
の
作
成
、
さ
ら
に
そ
の
中
か

ら
選
出
し
た
特
徴
的
な
料
理
書
一
〇

〇
種
の
解
題
を
通
し
て
、
近
代
食
文
化

の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
た
も
の
で
、
そ
の
完
成
ま
で
に

は
、
楽
し
く
豊
か
な
時
間
で
あ
り
な
が

ら
も
、
約
六
年
と
い
う
歳
月
が
流
れ
て

い
ま
し
た
。

　
こ
の
本
の
完
成
の
陰
に
は
、
何
と

い
っ
て
も
一
番
身
近
な
と
こ
ろ
に
、
大

江
文
庫
が
あ
っ
た
か
ら
と
お
話
し
て

も
、過
言
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
そ
も
そ
も
私
と
大
江
文
庫
を
引
き

合
わ
せ
て
く
だ
さ
っ
た
の
も
、
江
原
先

生
で
し
た
。そ
の
頃
の
私
は
、「
何
か
し

ら
料
理
に
関
わ
る
仕
事
に
た
ず
さ
わ

り
た
い
」と
い
う
想
い
を
漠
然
と
抱
き

な
が
ら
、
東
京
女
子
大
学
で
英
文
学
を
専

攻
し
て
お
り
ま
し
た
。と
は
い
え
、
ど
う

し
て
も
断
ち
切
り
難
い
料
理
へ
の
憧
れ

は
、
料
理
番
組
や
料
理
雑
誌
の
ア
ル
バ
イ

ト
経
験
な
ど
を
通
し
て
、
自
分
な
り
に
満

た
し
て
は
い
ま
し
た
が
、
食
関
連
に
従
事

さ
れ
る
方
々
と
の
出
会
い
が
度
々
訪
れ

る
中
で
、
い
つ
の
ま
に
か
そ
の
想
い
は
、

「
食
文
化
を
き
ち
ん
と
語
れ
る
人
間
を
目

指
し
た
い
」
と
い
う
明
確
な
も
の
に
変

わ
っ
て
い
っ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
を
機
に
、
も
と
も
と
料
理
書
や
食

文
化
関
連
書
籍
の
蒐
集
が
趣
味
で
も

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
を
夢
中
で
読

み
あ
さ
る
生
活
に
傾
倒
い
た
し
ま
し
た
。

ご
縁
と
は
不
思
議
な
も
の
で
、
手
に
取
る

書
籍
の
中
に
、
幾
度
も
江
原
先
生
の
お
名

前
を
拝
見
し
、
そ
の
偶
然
は
い
つ
し
か

「
こ
の
先
生
の
下
で
学
び
た
い
」
と
い
う

願
望
を
芽
生
え
さ
せ
て
い
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
当
大
学
大
学
院
に
進
学
し
、

江
原
先
生
か
ら
の
研
究
指
導
を
仰
ぐ
中

で
、
先
生
は
い
つ
も
「
原
典
に
あ
た
る
こ

と
の
重
要
性
」
を
強
調
さ
れ
ま
し
た
。そ

し
て
、
近
代
食
文
化
史
を
専
門
と
す
る
私

に
対
し
て
、
す
ぐ
傍
に
あ
る
大
江
文
庫
で
、

当
時
の
料
理
書
に
直
接
あ
た
り
な
が
ら

調
査
で
き
る
こ
と
が
、
何
よ
り
時
代
の
様

相
の
理
解
を
確
か
な
も
の
に
し
て
く
れ

る
と
教
え
諭
し
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
。

こ
う
し
て
始
ま
っ
た
研

究
生
活
の
中
で
、
大
江

文
庫
所
蔵
の
近
代
料
理

書
か
ら
は
、
近
代
日
本

の
食
生
活
を
紐
解
く
ヒ

ン
ト
を
数
多
く
学
ぶ
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。例

え
ば
、
調
理
法
に
お
け

る
分
量
や
時
間
の
明
記
、
経
済
や
栄
養
を

考
慮
し
た
一
日
三
食
の
献
立
を
計
画
す

る
と
い
っ
た
合
理
的
な
考
え
方
な
ど
は
、

近
代
以
降
に
西
洋
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た

新
し
い
特
徴
と
い
え
ま
す
。

　
ま
た
、『
四
季
の
台
所
』（
一
九
一
〇
）と

い
う
家
庭
向
け
料
理
書
に
は
、
調
理
法
と

は
別
に
、
著
者
中
川
愛
氷
の
エ
ッ
セ
イ

「
箸
餘
閑
筆
」が
収
載
さ
れ
て
お
り
、
食
べ

歩
き
を
通
し
て
み
た
「
縄
暖
簾
」
で
の
食

事
の
実
態
、
さ
ら
に
は
明
治
の
統
計
学
者

柳
澤
保
惠
伯
爵
家
の
一
年
間
の
食
事
献

立
を
、
理
想
的
な
献
立
例
と
し
て
掲
載
す

る
な
ど
、
具
体
的
な
食
生
活
の
概
況
が
詳

ら
か
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
い
っ
ぽ
う
、
大
江
文
庫
に
は
、
海
外
の

料
理
書
も
多
数
所
蔵
さ
れ
て
い
る
た
め
、

同
時
期
の
料
理
書
と
の
比
較
調
査
も
叶

い
、
そ
の
関
係
性
を
実
証
で
き
た
時
の
達

成
感
は
、
私
に
と
っ
て
、
今
の
研
究
を
よ

り
一
層
深
め
た
い
と
い
う
気
概
に
も
繋

が
り
ま
し
た
。な
か
で
も
、
英
国
ヴ
ィ
ク

ト
リ
ア
朝
に
活
躍
し
た
イ
ザ
ベ
ラ
・
ビ
ー

ト
ン
の
『
家
政
読
本
』
の
原
書
が
所
蔵
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
直
に
内
容
を
拝

見
で
き
た
と
き
の
感
動
は
今
で
も
忘
れ

ら
れ
ま
せ
ん
。英
文
学
を
学
ん
で
い
た

頃
か
ら
、
ビ
ー
ト
ン
夫
人
の
伝
記
を
宝

物
に
し
て
い
た
私
に
と
っ
て
、
こ
の
出

会
い
は
望
外
の
喜
び
で
し
た
。さ
ら
に
、

大
江
文
庫
に
は
、

そ
れ
を
参
考
に
翻

訳
し
た
と
さ
れ
る

『
家
庭
実
用
西
洋

料
理
之
栞
』（
一
九

〇
七
）
も
所
蔵
さ

れ
て
お
り
、
日
本

の
料
理
書
に
及
ん

だ
英
国
料
理
の
影

響
に
つ
い
て
、
真

摯
に
考
え
る
大
切

な
キ
ッ
カ
ケ
と
も
な
り
ま
し
た
。

　
実
際
、
大
江
文
庫
で
出
会
う
、
ど
の

資
料
の
貸
出
カ
ー
ド
に
も
、
江
原
先
生

の
貸
出
記
録
が
見
受
け
ら
れ
、
研
究
を

志
す
者
と
し
て
、
先
生
に
続
く
い
い
仕

事
が
し
た
い
と
い
う
熱
い
想
い
に
か

ら
れ
た
こ
と
も
、
今
懐
か
し
く
思
い
出

さ
れ
ま
す
。

　
大
江
文
庫
は
、
い
つ
も
私
に
新
し
い

世
界
を
み
せ
て
く
れ
ま
し
た
。こ
れ
か

ら
も
大
江
文
庫
の
高
い
価
値
を
外
部

へ
伝
え
て
い
け
る
よ
う
な
研
究
に
、
着

実
に
励
ん
で
い
き
た
い
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。

（
非
常
勤
講
師
）
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昨
年
横
浜
は
開
港
一
五
〇
周
年
記
念

に
あ
た
り
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ

賑
わ
っ
た
。
江
戸
時
代
の
末
に
横
浜
港

が
開
港
し
た
際
も
大
い
に
賑
わ
い
、
そ

の
様
子
が
錦
絵
に
描
か
れ
、
横
浜
絵
と

呼
ば
れ
て
い
る
資
料
が
あ
る
。

　
横
浜
絵
と
は
横
浜
開
港

(

一
八
五
九

年)

当
時
の
風
景
を
題
材
と
し
た
錦
絵

で
、
西
欧
人
や
中
国
人
な
ど
の
外
国
人

が
横
浜
で
生
活
し
て
い
る
姿
や
商
売
を

し
て
い
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
当
時

の
情
景
・
風
俗
が
分
か
り
や
す
く
伝
わ

る
資
料
で
あ
る
。

　
当
館
で
も
何
点
か
所
蔵
し
て
い
る
。

そ
の
う
ち
の
二
点
を
紹
介
す
る
。

○
外
国
人
衣
服
仕
立
之
図
　
　 

歌
川
芳
員 

画

　
ミ
シ
ン
を
使
い
裁
縫
を
し
て
い
る
西
欧
人

の
女
性
と
右
奥
に
は
ア
イ
ロ
ン
が
け
を
し
て

い
る
女
性
の
姿
が
見
え
る
。ま
た
、
左
奥
に
は

男
性
と
子
供
た
ち
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
絵
師
の
歌
川
芳
員
は
早
く
か
ら
異
国
風
俗

に
強
い
関
心
を
持
ち
、
多
く
の
横
浜
絵
を
残
し

た
た
め
、
横
浜
絵
の
先
駆
者
の
一
人
と
い
わ
れ

て
い
る
。

○
横
浜
異
人
館
之
図
　
　 

歌
川
広
重
二
代 

画

　
横
浜
に
建
て
ら
れ
た
異
人
館
の
様
子
を
描

い
た
も
の
で
、
西
欧
人
だ
け
で
な
く
中
国
人
も

多
く
描
か
れ
て
い
る
。当
時
通
訳
と
し
て
多
く

の
中
国
人
が
入
国
し
た
よ
う
だ
。左
側
に
あ
る

「
南
京
へ
や
」
で
は
日
本
人
と
中
国
人
で
商
談

を
行
っ
て
い
る
。

　
絵
師
の
歌
川
広
重
二
代
も
横
浜
絵
を
描
い

た
絵
師
と
し
て
著
名
で
あ
る
。晩
年
は
横
浜
で

輸
出
用
茶
箱
に
貼
付
す
る
版
画
を
描
く
。そ
の

よ
う
な
版
画
を
西
欧
人
が
見
て
、「
ジ
ャ
ポ
ニ

ス
ム
」が
起
き
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

 

今

も

昔

も

横
浜
絵

『外国人力士はなぜ日本語がうまいのか？』

　相撲ファンならずとも、現在の角界における外国

人力士の活躍を知らない人はいないだろう。モンゴ

ルをはじめ、ブラジル、中国、韓国、ロシア、グル

ジア、チェコ･･･と出身地は世界各国に及んでいる。

　その外国人力士達が一様に私達を驚かせるのは、

日本語のうまさである。「勝ち負けを意識せずに自

分の相撲を取り切るだけっス」等、耳で聞いている

だけでは日本人と区別がつかない人も多い。同じ外

国人でも、野球やサッカー選手の日本語とは「自然

さ」が比べものにならないのだ。なぜ力士だけが、

このような日本語を習得できるのだろうか。

　その疑問に答えるのがこの本である。本書は、著

者が力士本人および周囲の人々への取材の結果を日

本語教育研究者としての目を通して書いたものだ。

　朝から晩まで日本語のどしゃぶりの雨に打たれ続

けるような力士の言語環境を、著者は、まさにイ

マージョン・プログラム（目標言語に浸るようにし

て習得する方法）そのものであると指摘している

が、同時に目標言語で常に話しかけ、自分で話せる

ようになるのを待つ「ナチュラル・アプローチ」と

いう教授法そのものでもある。両方とも、母語を習

得した時の様に外国語を自然に身につけるための言

語習得方法であるが、成人になってから、そのよう

な環境に身をおける人はめったにいない。

　しかし、言語習得や教育理論など何も知らないま

まに、必要に応じて、見事な日本語を自然に身につ

ける人達、身につけさせる人達がこの日本にいると

いうことは大変面白い事実なのである。本書は、そ

の様子を伝える１冊である。

（准教授）

森　朋 子

（宮崎　里司著　明治書院 2006 年発行）

本の周辺

よ
し
か
ず

５

　
二
〇
〇
八
年
七
月
。私
は
、
当
大
学

名
誉
教
授
江
原
絢
子
先
生
と
ご
一
緒

に
、『
近
代
料
理
書
の
世
界
』（
江
原
絢

子
・
東
四
柳
祥
子
共
著
、ド
メ
ス
出
版
）

を
上
梓
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。

本
書
は
、
明
治
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か

け
て
刊
行
さ
れ
た
約
八
〇
〇
種
の
料

理
書
目
録
の
作
成
、
さ
ら
に
そ
の
中
か

ら
選
出
し
た
特
徴
的
な
料
理
書
一
〇

〇
種
の
解
題
を
通
し
て
、
近
代
食
文
化

の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
た
も
の
で
、
そ
の
完
成
ま
で
に

は
、
楽
し
く
豊
か
な
時
間
で
あ
り
な
が

ら
も
、
約
六
年
と
い
う
歳
月
が
流
れ
て

い
ま
し
た
。

　
こ
の
本
の
完
成
の
陰
に
は
、
何
と

い
っ
て
も
一
番
身
近
な
と
こ
ろ
に
、
大

江
文
庫
が
あ
っ
た
か
ら
と
お
話
し
て

も
、過
言
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
そ
も
そ
も
私
と
大
江
文
庫
を
引
き

合
わ
せ
て
く
だ
さ
っ
た
の
も
、
江
原
先

生
で
し
た
。そ
の
頃
の
私
は
、「
何
か
し

ら
料
理
に
関
わ
る
仕
事
に
た
ず
さ
わ

り
た
い
」と
い
う
想
い
を
漠
然
と
抱
き

な
が
ら
、
東
京
女
子
大
学
で
英
文
学
を
専

攻
し
て
お
り
ま
し
た
。と
は
い
え
、
ど
う

し
て
も
断
ち
切
り
難
い
料
理
へ
の
憧
れ

は
、
料
理
番
組
や
料
理
雑
誌
の
ア
ル
バ
イ

ト
経
験
な
ど
を
通
し
て
、
自
分
な
り
に
満

た
し
て
は
い
ま
し
た
が
、
食
関
連
に
従
事

さ
れ
る
方
々
と
の
出
会
い
が
度
々
訪
れ

る
中
で
、
い
つ
の
ま
に
か
そ
の
想
い
は
、

「
食
文
化
を
き
ち
ん
と
語
れ
る
人
間
を
目

指
し
た
い
」
と
い
う
明
確
な
も
の
に
変

わ
っ
て
い
っ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
を
機
に
、
も
と
も
と
料
理
書
や
食

文
化
関
連
書
籍
の
蒐
集
が
趣
味
で
も

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
を
夢
中
で
読

み
あ
さ
る
生
活
に
傾
倒
い
た
し
ま
し
た
。

ご
縁
と
は
不
思
議
な
も
の
で
、
手
に
取
る

書
籍
の
中
に
、
幾
度
も
江
原
先
生
の
お
名

前
を
拝
見
し
、
そ
の
偶
然
は
い
つ
し
か

「
こ
の
先
生
の
下
で
学
び
た
い
」
と
い
う

願
望
を
芽
生
え
さ
せ
て
い
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
当
大
学
大
学
院
に
進
学
し
、

江
原
先
生
か
ら
の
研
究
指
導
を
仰
ぐ
中

で
、
先
生
は
い
つ
も
「
原
典
に
あ
た
る
こ

と
の
重
要
性
」
を
強
調
さ
れ
ま
し
た
。そ

し
て
、
近
代
食
文
化
史
を
専
門
と
す
る
私

に
対
し
て
、
す
ぐ
傍
に
あ
る
大
江
文
庫
で
、

当
時
の
料
理
書
に
直
接
あ
た
り
な
が
ら

調
査
で
き
る
こ
と
が
、
何
よ
り
時
代
の
様

相
の
理
解
を
確
か
な
も
の
に
し
て
く
れ

る
と
教
え
諭
し
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
。

こ
う
し
て
始
ま
っ
た
研

究
生
活
の
中
で
、
大
江

文
庫
所
蔵
の
近
代
料
理

書
か
ら
は
、
近
代
日
本

の
食
生
活
を
紐
解
く
ヒ

ン
ト
を
数
多
く
学
ぶ
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。例

え
ば
、
調
理
法
に
お
け

る
分
量
や
時
間
の
明
記
、
経
済
や
栄
養
を

考
慮
し
た
一
日
三
食
の
献
立
を
計
画
す

る
と
い
っ
た
合
理
的
な
考
え
方
な
ど
は
、

近
代
以
降
に
西
洋
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た

新
し
い
特
徴
と
い
え
ま
す
。

　
ま
た
、『
四
季
の
台
所
』（
一
九
一
〇
）と

い
う
家
庭
向
け
料
理
書
に
は
、
調
理
法
と

は
別
に
、
著
者
中
川
愛
氷
の
エ
ッ
セ
イ

「
箸
餘
閑
筆
」が
収
載
さ
れ
て
お
り
、
食
べ

歩
き
を
通
し
て
み
た
「
縄
暖
簾
」
で
の
食

事
の
実
態
、
さ
ら
に
は
明
治
の
統
計
学
者

柳
澤
保
惠
伯
爵
家
の
一
年
間
の
食
事
献

立
を
、
理
想
的
な
献
立
例
と
し
て
掲
載
す

る
な
ど
、
具
体
的
な
食
生
活
の
概
況
が
詳

ら
か
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
い
っ
ぽ
う
、
大
江
文
庫
に
は
、
海
外
の

料
理
書
も
多
数
所
蔵
さ
れ
て
い
る
た
め
、

同
時
期
の
料
理
書
と
の
比
較
調
査
も
叶

い
、
そ
の
関
係
性
を
実
証
で
き
た
時
の
達

成
感
は
、
私
に
と
っ
て
、
今
の
研
究
を
よ

り
一
層
深
め
た
い
と
い
う
気
概
に
も
繋

が
り
ま
し
た
。な
か
で
も
、
英
国
ヴ
ィ
ク

ト
リ
ア
朝
に
活
躍
し
た
イ
ザ
ベ
ラ
・
ビ
ー

ト
ン
の
『
家
政
読
本
』
の
原
書
が
所
蔵
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
直
に
内
容
を
拝

見
で
き
た
と
き
の
感
動
は
今
で
も
忘
れ

ら
れ
ま
せ
ん
。英
文
学
を
学
ん
で
い
た

頃
か
ら
、
ビ
ー
ト
ン
夫
人
の
伝
記
を
宝

物
に
し
て
い
た
私
に
と
っ
て
、
こ
の
出

会
い
は
望
外
の
喜
び
で
し
た
。さ
ら
に
、

大
江
文
庫
に
は
、

そ
れ
を
参
考
に
翻

訳
し
た
と
さ
れ
る

『
家
庭
実
用
西
洋

料
理
之
栞
』（
一
九

〇
七
）
も
所
蔵
さ

れ
て
お
り
、
日
本

の
料
理
書
に
及
ん

だ
英
国
料
理
の
影

響
に
つ
い
て
、
真

摯
に
考
え
る
大
切

な
キ
ッ
カ
ケ
と
も
な
り
ま
し
た
。

　
実
際
、
大
江
文
庫
で
出
会
う
、
ど
の

資
料
の
貸
出
カ
ー
ド
に
も
、
江
原
先
生

の
貸
出
記
録
が
見
受
け
ら
れ
、
研
究
を

志
す
者
と
し
て
、
先
生
に
続
く
い
い
仕

事
が
し
た
い
と
い
う
熱
い
想
い
に
か

ら
れ
た
こ
と
も
、
今
懐
か
し
く
思
い
出

さ
れ
ま
す
。

　
大
江
文
庫
は
、
い
つ
も
私
に
新
し
い

世
界
を
み
せ
て
く
れ
ま
し
た
。こ
れ
か

ら
も
大
江
文
庫
の
高
い
価
値
を
外
部

へ
伝
え
て
い
け
る
よ
う
な
研
究
に
、
着

実
に
励
ん
で
い
き
た
い
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。

（
非
常
勤
講
師
）
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空から本が降ってくる ―電子書籍端末の行く末―

本学教員寄贈著書紹介

　平成21年に寄贈を受けた本学教員の著作等を紹介します。ご寄贈いただきまして

ありがとうございました。今後も著作物出版の折にはご寄贈いただければ幸いです。

 最近のニュースより

　「ニューズウィーク日本版」2009 年 11 月 18 日号に「本

と雑誌と新聞の未来」と題した特集記事が掲載された。グ

ーグルが進める蔵書のデジタル化やアマゾン・ドット・

コムの電子書籍端末「キンドル」の登場によって、書籍出版

は脅かされ、雑誌の廃刊ラッシュは止まらず、新聞は瀕死

の状態に陥っているという、米国における出版界の問題点

について多面的な分析が論じられている。

　日本においても年末から年始にかけて、電子書籍や電子

書籍端末に関する新聞記事が数多く掲載された。

・ソニーが電子書籍端末「ソニー・リーダー・デイリー・

　エディション」の発売予告（販売価格 399 ドル＝約３万

　8000 円、キンドルより 100 ドル安価）

・アマゾンが雑誌大（9.7 インチ、約 24cm）の「キンドル

　DX」を発表

・アップルが来年春にも高機能携帯電話（スマートフォー

　ン）「iPhone」より画面が大きく、電子書籍にも対応する

　新型端末を発売する見通し

・米国書店大手バーンズ・アンド・ノーブルは電子書籍

　端末「Nook（ヌック）」を年末商戦に合わせて発売

・アマゾンが対応言語も増やした「デジタル・テキスト・

　プラットフォーム」を全世界で展開、「キンドル」向け

　著作の自費出版会社や作家の募集を開始

・韓国の LG ディスプレーが画面サイズ 19 型（通常の新

　聞の半分のタブロイド判）、厚さ 0.3mm の折り曲がる

　電子ペーパーを開発、新聞を閲覧する用途を見込む

・日本の大手出版社 21 社が、電子書籍市場の拡大に対応

　するために「日本電子書籍出版協会」を発足

　そして１月末、ついに本命の「iPad」登場。このままいけ

ば「2010 年は電子書籍元年！」と言えそうであるが、果た

して……。

見えるラジオと携帯情報端末

　10 年程前に出版関連の企業とお付き合いしたことがあ

った。その時に話題になったのが標題の「空から本が降っ

てくる」である。

　当時は、1994 年からサービスを開始した「見えるラジ

オ」（東京 FMなどが提供している FM放送の空き周波数

を利用した文字情報発信）を利用した放送局型のデジタル

書籍の配信がイメージされていた。

　受信端末機としては、それと前後して普及し始めた携帯

情報端末いわゆる PDA（Personal Digital Assistant）が

想定されていた。

　PDA の元祖は 1993 年から 1998 年にかけて販売され

たアップルコンピュータ社のNewton、次が 1996 年から

販売された Palm である。日本では Newton も Palm も

ほとんど普及せず、1993 年に発売され電子手帳の代名詞

となったザウルス（シャープ社製、2008 年 12 月には生産

停止）などの携帯情報端末が一定程度普及した。

　フリー百科事典『ウィキペディア』によると「携帯情報端

末」の主な機能として以下のものが挙げられている。

・PIM（Personal Information Management- 個人情報管

　理）機能：スケジュール管理、ToDo 管理、住所録

・メモ：文章作成、手書きメモ

・電子辞書　　　・電卓　　　・カメラ　　　・ゲーム

・マルチメディア：MP3演奏、静止画・動画閲覧

・インターネット接続：Web閲覧、電子メール送受信

・GPS

　これを見てすぐ気が付くことは、まさに現代の携帯電話

そのものである。否、日本の携帯電話はさらに次のような

機能を持っている。

・cHTMLメール（デコメール、アレンジメール等）

・時計代わりの利用（目覚まし時計）

・デジタルカメラ（静止画、動画、QRコード読み取り）

・地上波テレビ・ラジオ放送の視聴等

・テレビ電話

・電子マネーサービス（おサイフケータイ）

・赤外線通信

　したがって、日本において米国製の携帯情報端末が普及

せず、電子手帳まで駆逐されたのは当然である。

電子書籍と電子書籍端末

　そして話題の電子書籍端末であるが、これは電子書籍＝

デジタル化した書籍や新聞のデータを、どこでもネット上

から取り込み楽しめる携帯型の専用端末機である。現在の

普及台数は全世界で累計 300 万台、シェアはアマゾン・

ドット・コムが６割以上、ソニーなどが続いているとされ

ており、米国調査会社によると 2013 年には出荷台数が

2860 万台と予測されている。

　日本においては、1999 年に i モード、EZweb が開始し、

高機能化した携帯電話が普及しており、特殊なカテゴリー

ではあるが 2007 年にブームとなった「ケータイ小説」は

間違いなく電子書籍であり、大画面の携帯電話やスマート

フォーンの普及によって、すでに電子書籍普及のインフラ

は整っているいえる。

　筆者は未来学者でもないし無責任なジャーナリストで

もないので、電子書籍・電子書籍端末の将来がどのように

なるのかを予想する気はない。これまで 40 数年間情報通

信業界と関係してきて感じることを２点だけ挙げておく。

　まず、電車の中で日常的に、携帯電話でニュースを読ん

だり、ネット配信の文書を読んだり、あるいはテレビを見

たり漫画を見たりしている日本で、果たして携帯電話以外

に電子書籍専用端末を持って歩く人がどれだけいるのだ

ろうか。

　次に、最近の情報通信システムの動向の特長として挙げ

られるのが「断片的な情報」の流布である。その典型がツイ

ッターであり、SNSや「ケータイ小説」もそのカテゴリー

の一つといえる。新聞のニュースなどは「断片的な情報」に

近いかも知れないが、「書籍」の多くは断片的ではなく体系

的な情報である。あなたは、源氏物語を電子書籍端末で読

む気になりますか？

（教授）

天野正子（学長）

　第三期の女性 　　　　　学文社 1979

　女性ニューワーク論 　有斐閣 1989

　「モノと女」の戦後史 　有信堂 1992

　「生活者」とはだれか 中央公論社 1996

　団塊世代・新論　　　　 有信堂 2001

　愛したくなる家族と暮らし　　  　PHP研究所 2003

　近現代日本社会の歴史 吉川弘文館 2003

　「つきあい」の戦後史 吉川弘文館 2005

　老いへのまなざし 平凡社 2006

　「男らしさ」の現代史 日本経済評論社 2006

　ジェンダーと教育 岩波書店 2009

岩見哲夫

　驚異！透明標本　いきもの図鑑 宝島社 2009

江原絢子

　食文化から社会がわかる！ 　　青弓社 2009

酒井治子

　子育て支援のための地域における食育の取組の分析・評価に関する研究報告書

 東京家政学院大学 2009

　保育所における食育に関する調査研究報告書

 日本保育協会 2009

須永和宏

　子どもを救う「家庭力」 慶應義塾大学出版会 2009

関口研二

　古筆の流れ 芸術新聞社 2009

大宮司勝弘

　山田守の戦後建築作品における設計過程に関する研究

　東海大学大学院 2009

　今に生きる山田守の建築　　野田市郷土博物館 2009

西海賢二

　寺社参詣と庶民文化 岩田書院 2009

　地方史研究ほか　論文多数

原口秀昭

ゼロからはじめる「木造建築」入門　　　彰国社 2009
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2009

藤掛洋子

　フィールドワークの技法と実際Ⅱ　ﾐﾈﾙｳﾞｧ書房 2009

　特集アジアの出産 勉誠出版 2009

　地球市民として生きるジェンダー視点に立ったコミュニティ開発

東京家政学院大学 2009

山村明子

　被服制作教育からの地域社会への発信 

東京家政学院大学 2009

土 屋　富 雄
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空から本が降ってくる ―電子書籍端末の行く末―
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ではあるが 2007 年にブームとなった「ケータイ小説」は
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小 野　眞理子

香月啓益（牛山）纂 大江文庫所蔵

資 料 の 紹 介

　近世、日本では子育て論が広く社会に向けて書かれ

流行するようになる。『小児必要養育草』は、江戸中期

の医師香月啓益（1656～1740) によって著された小

児の誕生・生育・病気・教育などに関する体系的記

述であり、日本で最初の育児書と言われている。全六

巻のうち、一・二巻は主として誕生から生育・養育に

ついて、三・四・五巻は小児の諸病について（四・五

巻はすべて当時最も恐れられていた天然痘について

述べられている）、六巻が教育についての記述である。

『小児必要養育草』について、本学図書館大江文庫に

は、正徳４年 (1714) 版と複製版と現代語訳「子育て

の書 1」山住正巳・中江和恵編注東洋文庫 285, 平凡

社 1981 が備えられている。

　啓益は医師であるが、『日本の教育学の祖』とされる

貝原益軒に儒教を学んでおり、『小児必要養育草』もそ

の根底には、家族道徳による「親への孝」「主君への忠」

を中心とする儒教主義があると思われる。ただし、一

巻「小児養育の総論」の冒頭には｢およそ人の親の子を

愛する事、天理の自然にして、あえて当ててすること

にしもあらず。上はかしこくも天子・皇后より、下は

あやしの賤の男・賤の女に至るまで、ひとつにみな替

わることなし。｣とあり、封建社会であったにもかかわ

らず、親が子を思う「愛」という普遍性に基づく人間平

等観が基本となり、それが全巻に貫かれている。啓益

は本書があまねくゆきわたるよう形式的には挿絵を

ふんだんに用い、振仮名をふっている。内容的には「孟

母三遷の教え」や「司馬光公の妄語をしかる父の話」な

ど、具体例を用いて分やすく表現している。このよう

に内容・形式ともに武士のみでなく町人や上層農民

など、多くの庶民に開かれた育児書である。

　更に啓益は論述を進めるにあたり多くの中国の医

書を数多く引用し、具体的方法については我が国の庶

民文化に育まれた経験知などを紹介し、風習などのう

ちで害あるものには注意を喚起するなど、博識と豊富

な経験と実証によって子育ての指針とするような裏

づけを試みている。同著者による『婦人壽草』享保 11

（1726）（本学大江文庫所蔵）は当時の代表的な産科養

生書であり、両書からは当時の我が国の産児習慣およ

び育児習慣についても知ることができる。例えば、図

ァは『婦人壽草』に記載されている出産場面、図ィは本

書の乳母が乳を飲ませている場面、図ゥは子どもが天

然痘になり発疹が出ている場面である。つまり、『小児

必要養育草』と、10数年後に著作された『婦人壽草』も

合わせて、近世の庶民に開かれた子育て体系ととらえ

ることもできる。児童学を探求する人たちにとって

は、両書を合わせて学ぶと新たな発見が得られそうな

楽しみな史料である。

（教授）

（ア）誕生の場面

『婦人壽草』 『小児必要養育草 巻一』 『小児必要養育草 巻四』

（イ）授乳の場面 （ウ）発診がでている場面

『小児必要養育草 巻一～六』　正徳４年（1714）版
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