
　
終
戦
直
後
で
あ
る
１
９
４
７

年
の
日
本
人
の
平
均
寿
命
を
見

る
と
、
男
性
が
50
歳
弱
、
女
性

が
54
歳
程
度
で
あ
っ
た
こ
と
や

60
歳
を
祝
う
「
還
暦
」
か
ら
も

象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
人
間
と

し
て
60
年
間
を
生
き
る
こ
と
が

い
か
に
難
し
い
こ
と
で
あ
っ
た

か
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
そ
れ
が

現
代
の
日
本
で
は
、
誰
も
が
100

歳
を
夢
見
る
時
代
に
な
っ
て
き

て
い
て
、
世
界
一
長
寿
国
の
座

を
20
年
以
上
も
堅
持
し
て
い
ま

す
。
実
に
素
晴
ら
し
い
こ
と
で

も
あ
り
、
喜
ば
し
い
こ
と
で
も

あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
こ
の
超
長
寿

国
日
本
を
ど
う
支
え
て
い
く
か

が
大
き
な
課
題
に
な
っ
て
い
ま

す
。
１
９
７
３
年
か
ら
10
年
間

も
高
齢
者
の
医
療
費
負
担
を
ゼ

ロ
に
し
て
い
た
高
齢
者
医
療
制

度
は
夢
の
よ
う
な
遠
い
過
去
の

こ
と
と
な
り
、
今
と
な
っ
て
は

増
大
す
る
費
用
で
国
も
自
治
体

も
高
齢
者
本
人
も
苦
し
く
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
に
加
え
て
、

平
均
寿
命
の
延
び
と
比
例
し
て

何
ら
か
の
介
護
を
必
要
と
す
る

高
齢
者
数
の
増
大
は
、
家
族
介

護
者
の
負
担
を
社
会
的
介
護
で

軽
減
す
る
趣
旨
で
機
能
し
て
い

る
介
護
保
険
制
度
に
要
す
る
費

用
の
増
大
も
招
い
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
日
本
の
社
会
保
障

費
の
７
割
が
高
齢
者
の
生
活
、

医
療
、
介
護
を
支
え
る
た
め
の

高
齢
者
関
連
の
支
出
に
な
っ
て

い
る
の
が
現
状
で
す
が
、
こ
れ

ら
の
す
べ
て
は
老
後
を
支
え
る

た
め
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま

せ
ん
。

　
話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
人
間

に
お
い
て
老
い
て
い
く
こ
と
、

い
わ
ゆ
る
「
老
化
」
は
、
す
べ

て
の
生
き
物
と
同
様
必
然
的
に

生
じ
、
そ
し
て
逆
ら
う
こ
と
や

後
戻
り
し
な
い
進
行
性
の
も
の

で
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
人
間

の
身
体
の
す
べ
て
の
機
能
が
低

下
し
、
有
害
物
質
の
蓄
積
に
よ

っ
て
死
を
迎
え
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
う
し
た

宿
命
的
な
状
況
は
、
同
一
種
に

お
い
て
一
定
、
遺
伝
的
に
決
定

さ
れ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
一

般
的
に
疾
病
に
は
、
一
時
的
で

早
い
段
階
で
治
療
お
よ
び
回
復

が
可
能
な
急
性
疾
病
と
、
長
期

的
で
治
療
や
回
復
に
時
間
が
か

か
っ
た
り
、
完
治
が
困
難
な
慢

性
的
な
疾
病
が
あ
り
ま
す
。
老

化
に
よ
り
急
性
疾
病
は
減
少
し

て
い
き
ま
す
が
、
逆
に
慢
性
疾

病
は
増
加
す
る
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
加
齢
と
と
も
に
喘
息
、

高
血
圧
、
糖
尿
病
、
心
臓
病
、

関
節
炎
の
よ
う
に
、
長
期
間
の

治
療
と
注
意
を
要
す
る
疾
病
が

多
く
な
り
ま
す
。

　
超
高
齢
社
会
に
な
っ
た
今
の

日
本
に
お
い
て
、
全
体
医
療
費

の
中
で
高
齢
者
の
占
め
る
割
合

が
非
常
に
高
く
な
っ
て
い
ま
す

が
、
こ
れ
は
治
療
や
入
院
期
間

の
長
さ
が
関
係
し
て
い
る
か
ら

で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
考
え
る

こ
と
は
、
老
化
は
身
体
的
な
変

化
だ
け
で
は
な
く
心
理
的
変
化

も
も
た
ら
す
の
で
、
よ
り
幅
広

く
多
次
元
で
理
解
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
り
、
高
齢
者
の
疾
病

を
含
め
た
健
康
問
題
に
関
し
て

は
、
単
に
個
人
の
身
体
的
な
側

面
だ
け
に
そ
の
原
因
を
探
る
の

で
は
な
く
、
社
会
的
お
よ
び
環

境
的
な
周
辺
要
因
も
含
め
た
包

括
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
と
て
も

重
要
で
あ
る
こ
と
を
家
族
お
よ

び
周
り
の
方
々
が
認
識
し
て
お

か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
個
人
的
な
考
え
で
す
が
、
価

値
あ
る
長
寿
の
た
め
に
は
高
齢

者
本
人
の
加
齢
お
よ
び
老
化
へ

の
肯
定
的
そ
し
て
生
産
的
と
も

い
え
る
前
向
き
な
姿
勢
が
、
人

生
の
質
を
決
め
る
最
も
重
要
な

要
素
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と

思
う
次
第
で
す
。

（
次
号
に
続
く)

名
寄
市
立
大
学
の
窓
か
ら
〜
知
へ
の
誘
い
〜

名
寄
市
立
大
学
の
窓
か
ら
〜
知
へ
の
誘
い
〜

名
寄
市
立
大
学
の
窓
か
ら
〜
知
へ
の
誘
い
〜

「
老
化
お
よ
び
長
寿
と
ど
う
向
き
合
う
か
」

保
健
福
祉
学
部
社
会
福
祉
学
科
　
准
教
授
　
黄
　
京
性

■名寄市立大学の窓から～知への誘い～

vol.11

ふ
ぁ
ん

き
ょ
ん
そ
ん

図書館的話題・研究会
　｢看護と全人教育｣。これは今夏、本学を会場に開催した日本看護

図書館協会の研究会テーマです。本学図書館も、看護学科を持つ大

学として協会に参加し、各地で開催する研究会で学んでいます。

　｢豊かな人間性を備えた医療人育成のため、看護図書館ができる

ことは何か」について講演や事例報告を行いました｡

　大学図書館は従来的な資料蓄積・提供の機能に加え、様々な学習

支援や積極的な情報発信が求められる時代になっています。更に、

ケアの現場に就く学生が多い本学では、専門書以外の文学作品・闘

病記の中で、より多くの人生を追体験するなど、人間理解の視点で

の図書館活動も重要です。全人教育の一端を担う図書館としてより

一層の努力が必要だと感じた研究会でした。

大学図書館にはこんな図書があります
～～高齢社会に関する図書～～

『老い衰えゆくことの発見』

　　　　　　天田城介　角川書店

『大介護時代を生きる』

　　　　　　樋口恵子　中央法規

『ケアの社会学　当事者主権の福祉社会へ』

　　　　　　上野千鶴子　太田出版

●詳しい利用案内は本学図書館のホームページをご覧

　ください。(大学ホームページ＞付属機関＞図書館)

●問い合わせ：本館 　01654②4199[内線3114]

            　　   分館 　01654②4199[内線2200]

 広報なよろ第91号 6

直通
電話


