
進路を決めた二冊の本

言語: jpn

出版者: 明治大学

公開日: 2013-05-27

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 北出, 俊昭

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/10291/15824URL



1「1’1「IIIIl

読
書
の
世
界
…

進
路
を
決
め
た
二
冊
の
本

製
、

北
　
出
　
俊
　
昭

　
　
　
　
（
き
た
で
・
と
し
あ
き
）
　
元
農
学
部

　
　
　
教
授
（
農
業
食
料
政
策
論
）
。

　
　
　
　
京
都
大
学
農
学
部
農
林
経
済
学
科

　
　
　
卒
。
全
国
農
業
協
同
組
合
中
央
会
に
就

　
　
　
職
。
そ
の
後
、
石
川
県
農
業
短
期
大
学

　
　
　
教
授
を
経
て
、
一
九
八
六
年
よ
り
明
治

　
　
　
大
学
農
学
部
教
授
。

　
　
　
二
〇
〇
五
年
三
月
定
年
退
職

　
　
　
　
主
な
著
書
に
は
「
食
管
制
度
と
米
価
」

　
　
　
　
（
農
林
統
計
協
会
）
、
「
米
政
策
の
展
開

　
　
　
と
食
管
法
」
（
富
民
協
会
）
、
「
新
食
糧
法

　
　
　
と
農
協
の
米
戦
略
」
（
日
本
経
済
評
論

　
　
　
社
）
、
「
日
本
農
政
の
五
〇
年
ー
食
料
政

　
　
　
策
の
検
証
」
（
日
本
経
済
評
論
社
）
（
以

　
　
　
上
単
著
）
、
「
高
度
経
済
成
長
期
皿
－
基

　
　
　
本
法
農
政
下
の
食
料
・
農
業
問
題
と
農

　
　
　
村
社
会
の
変
貌
1
」
（
編
著
）
（
農
林
統

　
　
　
計
協
会
）
、
な
ど
が
あ
る
。
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人
生
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
出
会
い
が
あ
る
。
学
生
時
代
は
、
と
く
に
友
人
と
本
と
の
出
会
い
が
大
き
な
影

響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
思
う
。
こ
こ
で
は
、
私
の
学
生
時
代
に
お
け
る
二
冊
の
本
と
の
出
会
い
に
つ
い
て
述

べ
て
み
た
い
。

　
高
校
時
代
の
私
は
生
物
に
興
味
が
あ
り
、
大
学
で
は
遺
伝
学
を
学
び
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
そ
の
理
由

は
単
純
で
、
稲
の
増
収
品
種
を
開
発
し
、
当
時
重
要
課
題
と
な
っ
て
い
た
食
料
問
題
を
改
善
し
た
か
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
大
学
は
理
学
部
の
植
物
学
科
も
考
え
た
が
、
家
が
農
家
だ
っ
た
の
で
農
学
部
を
選
択
し
た
。

　
そ
の
た
め
、
大
学
に
入
学
後
は
生
物
進
化
な
ど
の
基
礎
的
な
勉
強
が
ま
ず
大
切
だ
と
考
え
、
「
種
の
起
源
」

を
買
い
、
計
画
を
立
て
て
読
み
始
め
た
。
そ
の
間
、
「
用
不
用
説
」
で
ダ
ー
ウ
ィ
ン
と
と
も
に
進
化
論
上
重

要
な
役
割
を
果
た
し
た
ラ
マ
ル
ク
に
関
連
し
た
書
物
も
読
ん
だ
り
し
て
い
た
。

　
そ
れ
が
あ
る
日
、
大
き
な
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
カ
ー
ル
・

カ
ウ
ツ
キ
ー
の
「
農
業
問
題
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
全
く
の
偶
然
で
、
農
学
部
の
学
生
だ
か
ら
農
業
関
係

の
本
も
読
も
う
と
思
い
、
大
学
の
書
店
で
目
に
留
ま
っ
た
の
が
こ
の
本
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

著
者
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
知
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
、
タ
イ
ト
ル
に
「
農
業
」
が
つ
い
て
い
た
か
ら
購
入

し
た
に
過
ぎ
な
い
。
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し
か
し
こ
の
本
は
、
「
農
業
は
如
何
に
し
て
資
本
主
義
と
な
り
、
如
何
な
る
意
味
で
資
本
主
義
化
さ
れ
る

か
、
農
業
の
特
殊
性
は
資
本
主
義
の
中
に
如
何
な
る
姿
を
も
っ
て
現
れ
る
か
」
を
究
明
し
、
「
資
本
主
義
に

お
け
る
農
業
の
理
論
的
、
体
系
的
な
研
究
」
（
訳
者
序
言
）
を
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
農
業
問
題

に
関
す
る
古
典
の
一
つ
で
、
農
業
関
係
だ
け
で
な
く
政
治
・
経
済
学
分
野
で
は
必
読
の
本
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
生
物
学
分
野
で
の
「
種
の
起
源
」
と
同
じ
地
位
に
あ
っ
た
。

　
こ
の
「
農
業
問
題
」
を
読
む
う
ち
に
、
た
と
え
増
収
品
種
を
開
発
し
生
産
量
が
増
大
し
て
も
、
資
本
主

義
体
制
の
も
と
で
は
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
農
民
の
利
益
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

疑
問
が
強
く
な
っ
た
。
自
分
た
ち
が
生
産
し
た
米
で
あ
り
な
が
ら
、
供
出
制
度
に
よ
り
強
制
的
に
、
し
か

も
低
価
格
で
徴
収
さ
れ
、
自
家
用
に
も
不
足
し
た
体
験
が
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
疑
問
が
一
層
強
く
な
っ
た
。

そ
の
た
め
、
「
種
の
起
源
」
の
勉
強
に
も
ど
こ
か
力
が
入
ら
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
い
ろ
い
ろ
悩
ん

だ
結
果
、
結
局
、
遺
伝
学
を
あ
き
ら
め
農
業
経
済
を
選
択
し
た
の
で
あ
る
。

　
専
門
課
程
に
進
ん
だ
あ
と
は
、
当
然
農
業
経
済
に
関
す
る
本
が
読
書
の
中
心
と
な
っ
た
。
た
だ
、
勉
強

の
中
身
と
は
別
に
、
何
か
気
持
ち
が
晴
れ
な
い
日
が
多
く
な
っ
た
。
な
ぜ
農
業
経
済
を
勉
強
す
る
の
か
、

人
が
生
き
る
目
的
は
何
な
の
か
、
な
ど
の
問
題
が
体
中
に
詰
ま
っ
た
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め

81



四
回
生
に
な
り
友
人
は
み
ん
な
就
職
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
て
も
、
そ
の
気
に
な
れ
な
か
っ
た
。

　
こ
の
時
に
出
会
っ
た
の
が
、
エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
フ
ロ
ム
の
「
自
由
か
ら
の
逃
走
」
で
あ
る
。
こ
の
本
は
、

聴
講
し
て
い
た
法
学
部
の
政
治
学
の
講
義
の
際
、
先
生
が
紹
介
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
フ

ロ
ム
は
フ
ロ
イ
ド
左
派
と
い
わ
れ
て
い
た
心
理
学
者
で
あ
る
。
そ
の
フ
ロ
ム
が
「
人
間
の
自
由
」
と
い
う

問
題
を
単
に
心
理
学
の
立
場
だ
け
で
な
く
、
社
会
経
済
的
な
条
件
と
関
連
づ
け
て
究
明
し
た
の
が
こ
の
本

で
あ
っ
た
。
「
自
由
か
ら
の
逃
走
」
の
あ
と
、
同
じ
著
者
の
「
人
間
に
お
け
る
自
由
」
を
買
い
、
一
気
に
読

ん
だ
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。

　
こ
の
本
を
読
ん
だ
あ
と
、
何
か
心
が
癒
さ
れ
、
気
持
ち
が
軽
く
な
っ
た
よ
う
に
思
え
た
。
こ
れ
は
「
農

業
問
題
」
の
時
と
は
異
な
り
、
ま
さ
に
心
理
的
な
こ
と
で
、
自
分
で
も
よ
く
説
明
で
き
な
い
こ
と
だ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
は
体
に
い
っ
ぱ
い
詰
ま
っ
て
い
た
「
何
か
」
が
、
少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
放
出
さ
れ
て

い
く
よ
う
に
思
え
た
の
で
あ
る
。

　
「
農
業
問
題
」
と
の
出
会
い
が
な
け
れ
ば
、
私
は
遺
伝
学
の
分
野
に
進
ん
で
い
た
の
は
間
違
い
な
い
。

ま
た
、
「
自
由
か
ら
の
逃
走
」
に
出
会
わ
な
け
れ
ば
、
留
年
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
考
え
る
と
、

こ
の
二
冊
は
私
の
そ
の
後
の
進
路
を
決
定
し
た
本
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
う
し
て
農
業
経
済
を
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選
択
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
で
も
、
一
般
向
け
の
遺
伝
学
や
進
化
論
に
関
す
る
本
に
興
味
が
あ
る

の
は
、
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。

　
読
書
は
年
齢
に
か
か
わ
ら
ず
、
心
を
楽
し
ま
せ
、
生
活
を
豊
か
に
し
て
く
れ
る
。
ま
た
、
新
し
い
興
味

を
誘
発
し
、
自
己
啓
発
に
も
つ
な
が
る
。
な
か
で
も
、
学
生
時
代
は
そ
の
後
に
長
い
人
生
が
あ
る
の
で
、

本
か
ら
受
け
る
影
響
は
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
大
き
い
。
最
近
、
テ
レ
ビ
の
影
響
や
I
T
化
の
進
展
な
ど
で
、

若
者
の
活
字
離
れ
が
進
ん
で
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
時
代
が
変
化
し
て
も
読
書
が
重
要
な
こ

と
に
は
変
わ
り
が
な
い
。
い
ろ
い
ろ
忙
し
い
と
い
っ
て
も
、
比
較
的
自
由
な
時
間
が
多
い
学
生
時
代
で
あ

る
。
工
夫
し
て
そ
の
時
間
を
確
保
す
る
よ
う
に
努
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
専
門
以
外
の
い
ろ
い

ろ
な
分
野
の
読
書
も
心
が
け
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
こ
う
い
う
の
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
私
が
影
響
を
受

け
た
二
冊
の
う
ち
の
一
冊
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
内
容
の
本
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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