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（１）

　

今
回
の
つ
ど
い
に
参
加
し
て
、
ず
っ

と
モ
ヤ
モ
ヤ
し
て
い
た
気
持
ち
が
す

っ
と
晴
れ
た
。
と
い
う
よ
り
、
以
前

末
永
先
生
の
『
13
歳
か
ら
の
ア
ー
ト

思
考
』
を
読
ん
だ
時
に
そ
の
モ
ヤ
モ

ヤ
は
す
で
に
晴
れ
て
い
た
が
、
今
回

の
つ
ど
い
で
さ
ら
に
す
っ
き
り
と
思

考
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
気
が
す

る
。

　

私
は
20
年
近
く
学
校
教
員
と
し
て

勤
め
て
き
た
が
、
知
識
を
詰
め
込
む

教
育
の
在
り
方
に
ず
っ
と
違
和
感
を

感
じ
て
き
た
。
そ
の
違
和
感
は
子
ど

も
の
頃
か
ら
ず
っ
と
持
っ
て
い
た
。

小
学
校
に
入
っ
て
か
ら
高
校
ま
で
の

間
も
ず
っ
と
モ
ヤ
モ
ヤ
し
て
い
た
。

学
校
の
授
業
は
本
当
に
つ
ま
ら
な
い

な
と
感
じ
て
い
た
。
大
学
に
入
っ
て

初
め
て
、
あ
、
自
分
の
興
味
の
あ
る

勉
強
が
や
っ
と
出
来
る
、
勉
強
し
た

い
こ
と
選
ん
で
い
い
ん
だ
、
と
思
っ

た
。
な
ん
で
小
学
校
か
ら
高
校
は
学

ぶ
内
容
が
全
て
決
め
ら
れ
て
い
て
、

自
分
の
興
味
か
ら
学
ぶ
こ
と
を
始
め

て
は
い
け
な
い
の
だ
ろ
う
。

　

最
初
か
ら
決
ま
っ
て
い
る
正
解
を

ひ
た
す
ら
暗
記
す
る
、
そ
の
暗
記
が

得
意
な
人
は
一
流
の
大
学
に
行
け

て
、
一
流
の
企
業
に
勤
め
ら
れ
る
。

そ
れ
が
幸
せ
な
人
生
だ
。
こ
う
い
う

考
え
が
主
流
な
時
代
に
子
ど
も
時
代

を
生
き
て
き
た
。
最
近
は
よ
う
や
く

問
題
解
決
型
学
習
と
か
主
体
的
な
学

び
と
か
が
謳
わ
れ
始
め
た
が
、
学
校

現
場
の
教
師
達
は
そ
ん
な
新
し
い
教

育
方
法
を
試
す
余
裕
も
な
い
ほ
ど
、

様
々
な
業
務
に
追
わ
れ
て
い
る
。
理

想
を
追
う
余
裕
が
な
い
学
校
現
場
の

状
況
を
教
育
政
策
を
決
め
る
人
た
ち

は
ど
う
見
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
教

師
が
こ
ん
な
に
忙
し
く
て
は
ど
ん
な

に
素
晴
ら
し
い
教
育
理
論
も
実
践
に

う
つ
せ
な
い
だ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
教
員
に
な
っ
た
か
ら

に
は
、
細
々
と
で
も
自
分
の
理
想
を

追
い
求
め
た
い
。
末
永
先
生
の
言
う

と
こ
ろ
の
、
「
花
職
人
」
を
育
て
る

だ
け
が
教
育
者
の
役
割
な
ら
、
な
ん

て
味
気
な
い
だ
ろ
う
。
「
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
」
を
育
て
る
た
め
の
栄
養
を
与

え
ら
れ
る
の
が
教
師
の
し
ご
と
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
生
徒
達
に
は
様
々

な
タ
ネ
を
持
ち
、
し
っ
か
り
と
し
た

根
っ
こ
を
生
や
し
て
ほ
し
い
。
そ
の

土
壌
に
栄
養
を
与
え
る
こ
と
が
出
来

た
ら
、
教
師
の
仕
事
は
本
当
に
面
白

い
も
の
に
な
る
。

　

美
術
や
音
楽
な
ど
の
授
業
時
間
数

は
と
て
も
少
な
い
。
英
語
や
数
学
は

沢
山
勉
強
す
る
の
に
、
美
術
や
音
楽

『13歳からのアート思考』に参加して

〈図書室のつどい　参加者の感想〉

上村　碧

の
授
業
は
週
に
１
回
と
か
２
回
し
か

な
い
。
私
は
美
術
や
音
楽
が
大
好
き

だ
っ
た
の
で
、
ほ
か
の
教
科
の
時
は

ひ
た
す
ら
我
慢
し
て
、
美
術
や
音
楽

の
時
間
だ
け
を
頼
り
に
、
学
校
の
授

業
を
や
り
過
ご
し
て
き
た
。

　

末
永
先
生
に
教
わ
っ
た
生
徒
達
は

本
当
に
ラ
ッ
キ
ー
だ
と
思
う
。
私
は

末
永
先
生
の
「
ア
ー
ト
と
い
う
植
物
」

の
図
を
見
た
だ
け
で
と
て
も
わ
く
わ

く
し
た
。
こ
ん
な
話
を
し
て
く
れ
る

先
生
に
出
会
え
て
い
た
ら
、
勉
強
が

も
っ
と
好
き
に
な
っ
て
い
た
か
も
し

れ
な
い
。
世
界
は
全
部
つ
な
が
っ
て

い
て
、
い
ろ
ん
な
教
科
の
知
識
が
自

分
な
り
の
花
を
咲
か
せ
る
材
料
に
な

る
と
知
っ
て
い
た
ら
、
嫌
い
だ
っ
た

数
学
や
理
科
も
面
白
く
思
え
た
か
も

し
れ
な
い
。

　

今
後
末
永
先
生
の
「
ア
ー
ト
思
考
」

が
大
人
に
も
子
ど
も
に
も
ど
ん
ど
ん

伝
わ
っ
て
、
世
の
中
の
人
そ
れ
ぞ
れ

が
興
味
・
好
奇
心
・
疑
問
の
タ
ネ
で

い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
ら
、
日
本
は
も

っ
と
生
き
や
す
く
て
、
面
白
い
と
こ

ろ
に
な
る
だ
ろ
う
と
感
じ
る
。
生
き

る
ヒ
ン
ト
・
考
え
る
ヒ
ン
ト
満
載
の

講
座
を
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
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せ
い
か

字
に
惹
か
れ
、
西
方
へ
の
旅
が
始
ま
る
。
趙

行
徳
の
あ
り
方
は
「
人
間
万
事
塞
翁
が
馬
」

を
思
わ
せ
る
。
朱
王
礼
や
尉
遅
光
ら
行
徳
本

人
と
は
全
く
違
う
タ
イ
プ
の
、
災
難
の
よ
う

な
性
格
の
（
で
も
そ
れ
が
た
ま
ら
な
く
魅
力

的
な
）
人
物
と
の
出
会
い
が
あ
り
、
為
さ
れ

る
が
ま
ま
に
導
か
れ
て
ゆ
く
。
高
級
官
僚
に

な
る
夢
が
あ
っ
け
な
く
破
れ
た
と
き
、
西
夏

へ
行
く
た
め
に
入
っ
た
軍
隊
で
自
分
の
無
力

さ
（
戦
う
場
面
で
は
全
く
役
に
た
た
な
い
）

を
知
っ
た
と
き
、
恋
し
た
異
民
族
の
王
族
の

娘
が
自
殺
し
た
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
で

本
文
中
に
は
主
人
公
の
気
持
ち
の
描
写
は
ほ

ぼ
な
い
。
た
だ
、
淡
々
と
流
れ
て
い
く
そ
の

う
ち
に
、
自
分
に
と
っ
て
だ
け
の
人
生
の
意

味
を
探
し
続
け
る
そ
の
儚
さ
に
気
づ
い
て
い

く
よ
う
だ
。
最
後
に
、
趙
行
徳
は
突
き
動
か

さ
れ
る
か
の
よ
う
に
、
海
千
山
千
の
砂
漠
商

人
、
尉
遅
光
を
騙
し
て
、
経
典
を
戦
火
か
ら

　

９
０
０
年
の
時
を
経
て
千
仏
洞
の
石
窟
か

ら
発
見
さ
れ
た
多
数
の
敦
煌
文
書
。
こ
の
出

来
事
自
体
が
十
分
劇
的
で
あ
る
が
、
「
な
ぜ

数
多
く
の
文
書
が
そ
こ
に
隠
さ
れ
て
い
た
の

か
」
と
い
う
経
緯
を
華
麗
に
美
し
い
物
語
に

し
た
の
が
、
こ
の
『
敦
煌
』
と
い
う
作
品
で

あ
る
。

　

西
域
の
地
で
、
三
人
の
男
、
趙
行
徳
（
主

人
公
）
、
朱
王
礼
、
尉
遅
光
の
生
き
様
が
描

か
れ
る
。
彼
ら
は
時
に
死
を
恐
れ
ず
、
そ
れ

ぞ
れ
が
信
じ
る
道
を
力
強
く
突
き
進
ん
で
ゆ

く
。
ま
さ
に
西
域
ロ
マ
ン
。
読
み
始
め
れ
ば
、

砂
漠
の
乾
い
た
風
が
頬
に
あ
た
る
よ
う
な
、

駱
駝
に
揺
ら
れ
な
が
ら
地
平
線
を
一
心
に
見

つ
め
て
い
る
よ
う
な
、
自
由
で
静
謐
な
気
分

に
な
る
。
文
章
も
品
格
が
あ
り
美
し
い
。

　

主
人
公
趙
行
徳
は
科
挙
合
格
を
目
指
し
て

い
た
秀
才
で
あ
る
。
試
験
に
失
敗
し
た
あ
と
、

偶
然
出
会
っ
た
西
夏
の
女
か
ら
得
た
西
夏
文

逃
す
た
め
に
洞
窟
に
隠
す
。
そ
れ
が
、
後
に

そ
れ
ま
で
の
東
洋
学
を
覆
す
歴
史
的
な
至
宝

と
し
て
世
を
歓
喜
さ
せ
、
趙
行
徳
は
未
来
へ

の
宝
を
守
り
残
し
た
男
と
な
る
。
一
生
懸
命

に
生
き
る
人
間
の
一
つ
ひ
と
つ
の
儚
い
努
力

や
思
い
が
未
来
に
繋
が
っ
て
い
く
、
と
い
う

感
動
が
胸
い
っ
ぱ
い
に
広
が
る
読
後
感
で
あ

る
。

　

講
師
の
解
説
で
は
、
美
し
く
多
く
の
人
に

読
ま
れ
た
こ
の
作
品
は
、
一
方
で
、
純
文
学

論
争
で
痛
烈
に
批
判
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
こ

と
を
知
っ
た
。
こ
の
美
し
い
物
語
が
、
純
文

学
で
は
な
い
と
批
判
さ
れ
た
、
一
瞬
信
じ
ら

れ
な
か
っ
た
が
、
ブ
ッ
ク
ク
ラ
ブ
の
参
加
者

か
ら
も
下
記
の
よ
う
な
感
想
が
で
た
。

｢

西
域
ロ
マ
ン
版
の
水
戸
黄
門
で
あ
る
（
語

学
の
才
能
が
印
籠
替
わ
り
）｣

｢

歴
史
小
説
と
し
て
は
不
完
全｣

｢

ス
ト
ー
リ
ー
が
都
合
よ
す
ぎ
る｣

ブ
ッ
ク
ク
ラ
ブ
か
ら

 

井
上
靖 
著

『
敦
煌
』

    

清
水 

佳
子

　

言
わ
れ
て
み
る
と
そ
の
通
り
で
、
非
力
な

主
人
公
が
、
死
者
多
数
の
戦
闘
シ
ー
ン
で
必

ず
生
き
残
る
。
占
領
し
た
城
内
で
、
助
け
た

女
性
が
王
族
で
な
お
か
つ
主
人
公
を
愛
す
る

よ
う
に
な
る
。
主
人
公
が
適
当
に
入
っ
た
軍

隊
で
、
主
人
公
の
隊
長
朱
王
礼
は
ど
ん
ど
ん

出
世
し
て
い
く
。
な
ど
、
す
べ
て
が
う
ま
く

行
き
過
ぎ
る
、
ご
都
合
主
義
的
な
感
じ
が
し

な
い
で
も
な
い
。

　

そ
う
は
い
っ
て
も
、
こ
の
都
合
の
よ
さ
は

物
語
だ
か
ら
こ
そ
で
あ
る
と
も
思
う
。
敦
煌

の
石
窟
か
ら
発
見
さ
れ
た
仏
典
や
記
録
も
文

字
、
物
語
の
き
っ
か
け
も
一
見
風
変
わ
り
な

西
夏
文
字
と
い
う
文
字
、
そ
し
て
今
そ
れ
を

小
説
と
い
う
形
で
読
む
こ
と
を
可
能
に
し
て

い
る
の
も
文
字
。
空
間
、
時
間
を
自
在
に
飛

び
越
え
て
い
く
文
字
の
力
を
背
景
に
、
大
き

な
時
の
流
れ
に
身
を
ま
か
せ
、
た
ゆ
た
う
感

覚
を
味
わ
え
る
作
品
で
あ
る
。 

ち
ょ
う
ぎ
ょ
う
と
く

し
ゅ
お
う
れ
い

う
つ
ち
こ
う

さ
い
い
き

ら
く
だ

せ
い
ひ
つ



災
害
と
ア
ー
ト
を
探
る 

赤
坂
憲
雄
編
（
玉
川
大
学
出
版
部
）
369

支
援
と
物
語
（
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
）
の
社
会
学 

水
津
嘉
克
（
生
活
書
院
）
369

赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
の
真
実 

森
本
修
代
（
小
学
館
）
369

貧
困
・
外
国
人
世
帯
の
子
ど
も
へ
の
包
括
的
支
援

 

柏
木
智
子
編
著
（
晃
洋
書
房
）
371

生
活
綴
方
で
編
む
「
戦
後
史
」 

駒
込
武
（
岩
波
書
店
）
375

文
学
は
い
か
に
思
考
力
と
表
現
力
を
深
化
さ
せ
る
か

 

高
橋
正
人
（
コ
ー
ル
サ
ッ
ク
社
）
375

こ
の
子
は
こ
の
子
の
ま
ま
で
い
い
と
思
え
る
本 

佐
々
木
正
美
（
主
婦
の
友
社
）
379

「
本
読
み
」
の
民
俗
誌 

川
島
秀
一
（
勉
誠
出
版
）
382

〈
自
然
科
学
〉

全
国
認
知
症
カ
フ
ェ
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク 

 

コ
ス
ガ
聡
一
（
ク
リ
エ
イ
ツ
か
も
が
わ
）
493

〈
工
業
〉

捨
て
ら
れ
る
食
べ
も
の
た
ち 

井
出
留
美
（
旬
報
社
）
588

季
節
に
寄
り
添
う
韓
国
茶 

コ
ウ
静
子
（
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
社
）
596

〈
産
業
〉

Ｊ
Ｒ
中
央
線
沿
線
な
ぞ
解
き
地
図 

小
林
克
己
監
修
（
昭
文
社
）
686

〈
芸
術
〉

世
界
を
歩
く
、
手
工
芸
の
旅 

青
幻
舎
編
集
部
編
（
青
幻
舎
）
750

〈
文
学
〉

ぜ
ん
ぶ
本
の
話 

池
澤
夏
樹
（
毎
日
新
聞
出
版
）
904

古
井
由
吉 

（
河
出
書
房
新
社
）
910

休
息
の
と
り
方 

福
間
健
二
（
而
立
書
房
）
911
ふ

星
に
仄
め
か
さ
れ
て 

多
和
田
葉
子
（
講
談
社
）
91
た

十
字
街 

久
生
十
蘭
（
小
学
館
）
91
ひ

カ
ケ
ラ 

湊
か
な
え
（
集
英
社
）
91
み

虫
と
ゴ
リ
ラ 
養
老
孟
司
（
毎
日
新
聞
出
版
）
91
よ

屋
上
で
会
い
ま
し
ょ
う 

チ
ョ
ン
・
セ
ラ
ン
（
亜
紀
書
房
）
92
セ

Ｎ
・
ホ
ー
ソ
ー
ン
「
七
破
風
の
屋
敷
」
と
徳
田
秋
声
「
あ
ら
く
れ
」

 

斉
藤
繁
（
中
央
公
論
事
業
出
版
）
93
さ

そ
よ
吹
く
南
風
に
ま
ど
ろ
む 

ミ
ゲ
ル
・
デ
リ
ー
ベ
ス
（
彩
流
社
）
96
デ

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

新
着
図
書
か
ら

〈
総
記
〉

批
判
的
思
考
力
を
育
て
る
学
校
図
書
館 

渡
邊
重
夫
（
青
弓
社
）
017

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
歴
史
学 

小
池
聖
一
（
刀
水
書
房
）
018

〈
哲
学　

心
理
学　

宗
教
〉

二
枚
腰
の
す
す
め 

鷲
田
清
一
（
世
界
思
想
社
）
159

フ
ァ
シ
ズ
ム
と
聖
な
る
も
の
／
古
代
的
な
る
も
の

 

平
藤
喜
久
子
編
（
北
海
道
大
学
出
版
会
）
160

〈
歴
史
〉

日
本
の
開
国
と
多
摩 

藤
田
覚
（
吉
川
弘
文
館
）
213

香
港
の
歴
史 

ジ
ョ
ン
・
Ｍ
・
キ
ャ
ロ
ル
（
明
石
書
店
）
222

僕
の
町
の
戦
争
と
平
和 

志
田
寿
人
（
東
京
図
書
出
版
）
289

〈
社
会
科
学
〉

リ
ス
ク
の
正
体 

神
里
達
博
（
岩
波
書
店
）
304

フ
ァ
シ
ズ
ム
の
教
室 

田
野
大
輔
（
大
月
書
店
）
311

不
安
の
時
代
の
抵
抗
論 

田
村
あ
ず
み
（
花
伝
社
）
311

平
成
時
代
の
日
韓
関
係 

木
村
幹
編
著
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）
319

避
け
ら
れ
た
戦
争 

油
井
大
三
郎
（
筑
摩
書
房
）
319

塀
の
中
の
事
情 

清
田
浩
司
（
平
凡
社
）
326

戦
争
と
平
和
の
経
済
思
想 

小
峯
敦
編
著
（
晃
洋
書
房
）
331

競
争
か
連
帯
か 

高
橋
均
（
旬
報
社
）
335

こ
ん
な
対
応
絶
対
ナ
シ
！
パ
ワ
ハ
ラ
・
セ
ク
ハ
ラ
イ
ラ
ス
ト
事
例
集

 

森
井
梢
江
（
企
業
通
信
社
）
336

人
、
場
所
、
歓
待 

金
賢
京
（
青
土
社
）
361

国
家
と
移
民 

鳥
井
一
平
（
集
英
社
）
366

Women 

こ
こ
に
い
る
私     

ナ
シ
ョ
ナ
ル
ジ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
編
著

 

（
日
経
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ジ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
社
）
367

街
場
の
親
子
論 

内
田
樹
（
中
央
公
論
新
社
）
367
う

な
ぜ
い
ま
家
族
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
求
め
ら
れ
る
の
か

 

橋
本
嘉
代
（
書
肆
侃
侃
房
）
367
は

加
害
者
家
族
を
支
援
す
る 

阿
部
恭
子
（
岩
波
書
店
）
368

講　師 金井景子
 （早稲田大学 ・日本近代文学）

と　 き １１月１２日（木） 夜７時半～９時半

定　員 ３０名 （今年度申込済の方は申込不要）

ところ      公民館 地下ホール

申込先  公民館  ☎（５７２）５１４１

講　師 佐藤泉
 （青山学院大学 ・日本近代文学）

と　 き １１月２７日（金） 夜７時半～９時半

定　員 ３０名 （今年度申込済の方は申込不要）

ところ      公民館 地下ホール

申込先  公民館  ☎（５７２）５１４１

宇野千代　『色ざんげ』 （岩波文庫） 沼田真佑　『 影 裏 』 　（文春文庫）

くにたちブッククラブ

　＊次回は１２月１０日(木)石川達三 『生きている兵隊』 （中公文庫） です。

―空間を超えて世界と向きあう文学―

かない

（３） 図書室月報 2020 年 (令和２年 )11 月



（４）図書室月報 2020 年 (令和２年 )11 月

ス
を
生
き
物
は
生
涯
続
け
て
い
る
ら
し
い
。

　

と
て
も
哲
学
的
な
内
容
だ
な
と
感
じ
た
が
、
こ
れ
ら
の

考
え
方
の
ベ
ー
ス
に
あ
る
の
は
、
分
子
生
物
学
で
の
Ⅾ
Ｎ

Ａ
の
研
究
で
あ
る
と
い
う
。
人
間
の
Ⅾ
Ｎ
Ａ
に
あ
る
情
報

は
、
様
々
な
経
験
を
経
て
終
生
変
わ
っ
て
い
く
の
だ
と
言

う
。
人
間
の
内
面
や
精
神
を
、
自
然
科
学
か
ら
の
示
唆
を

得
て
論
じ
て
い
る
点
が
と
て
も
興
味
深
い
。

　

「
か
わ
る
」=

「
良
く
な
る
、
改
善
す
る
」
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
点
に
注
意
し
た
い
と
個
人
的
に
思
う
。
本
を
読

む
中
で
「
も
っ
と
良
く
し
て
い
か
な
い
と
！
」「
自
分
の
こ

こ
を
改
善
し
な
い
と
！
」
と
い
う
進
歩
主
義
的
な
価
値
観

を
内
面
化
し
て
い
る
自
分
に
改
め
て
気
付
か
さ
れ
る
。
も

ち
ろ
ん
「
変
わ
り
た
い
！
こ
う
な
り
た
い
！
」
と
い
う
気

持
ち
は
人
が
成
長
す
る
上
で
大
切
で
あ
る
。
し
か
し
変
わ

る
こ
と
に
執
着
し
過
ぎ
る
と
、
変
わ
ら
な
い
自
分
が
嫌
に

な
っ
た
り
、
自
分
が
本
来
持
っ
て
い
る
特
性
を
見
落
と
し

て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
る
。
様
々
な
も
の
と
「
か
か
わ
る
」

こ
と
で
「
か
わ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
が
思
っ
た
通

り
に
変
わ
る
訳
で
も
、
他
者
に
よ
っ
て
恣
意
的
に
変
わ
ら

さ
れ
る
訳
で
も
な
い
。
３
年
後
く
ら
い
に
本
書
を
読
み
返

し
て
み
た
い
。
そ
の
時
の
自
分
が
ど
の
よ
う
に
「
か
わ
っ

て
」
い
る
の
か
。
本
書
に
ど
の
よ
う
な
感
想
を
持
つ
の
か
。

そ
の
時
に
な
る
ま
で
コ
ツ
コ
ツ
と
年
を
重
ね
て
い
き
た

い
。 

（
藤
原
書
店
）

た
か
し

　　

本
書
は
、
一
昨
年
に
１
０
０
歳
で
亡
く
な
ら
れ
た
教
育

学
者
の
大
田
尭
氏
と
、
岡
山
県
で
患
者
主
体
の
精
神
医
療

を
長
年
実
践
し
て
き
た
精
神
科
医
の
山
本
昌
知
氏
に
よ
る

対
談
本
で
あ
る
。
人
の
生
命
に
関
わ
っ
て
き
た
両
者
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
や
経
験
か
ら
、
教
育
や
医
療
、
福
祉
の

在
り
方
や
、
人
間
の
育
ち
に
つ
い
て
語
り
合
う
。
タ
イ
ト

ル
の
「
ひ
と
な
る
」
と
は
、「
子
ど
も
が
ひ
と
に
な
る
」
す

な
わ
ち
「
成
長
す
る
、
育
つ
」
と
い
う
意
味
の
古
語
で
あ
り
、

岐
阜
や
愛
知
の
一
部
で
は
、
方
言
と
し
て
現
在
も
残
っ
て

い
る
。「
ひ
と
な
る
」
こ
と
、
そ
れ
は
人
類
す
べ
て
に
通
じ

る
願
望
な
の
で
は
な
い
か
と
大
田
は
語
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
対
談
を
貫
く
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
の

が
、「
ち
が
う･

か
か
わ
る･

か
わ
る
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。

大
田
は
「
ち
が
う
こ
と
」「
か
か
わ
る
こ
と
」「
か
わ
る
こ
と
」

こ
そ
、
生
き
も
の
の
根
源
で
あ
る
と
述
べ
る
。
ま
ず
、「
ち

が
う
こ
と
」
に
つ
い
て
。
人
間
は
自
己
中
心
で
あ
り
、「
み

ん
な
ち
が
っ
て
み
ん
な
い
い
」
で
は
な
く
、「
断
固
と
し
て

ち
が
う
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
か
ら
出
発
す
る
。
し

か
し
私
た
ち
は
、
自
己
中
心
的
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

他
者
に
依
存
し
な
く
て
は
生
き
る
こ
と
の
で
き
な
い
存
在

で
も
あ
る
。「
ち
が
う
こ
と
」
を
前
提
に
「
か
か
わ
る
こ
と
」

が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
己
中
心
と
他
者
依
存
の
折

り
合
い
を
つ
け
た
瞬
間
に
「
か
わ
る
」。
こ
れ
ら
の
プ
ロ
セ

〈
私
の
本
棚
か
ら　

第
２
回
〉

石
井 

翔
梧

大
田
尭
・
山
本
昌
知 

著

  

『
ひ
と
な
る

          

ち
が
う 

か
か
わ
る 

か
わ
る
』

図
書
室
の
つ
ど
い

係から
　

す
っ
か
り
秋
に
な
り
ま
し
た
︒
お
気

に
入
り
の
本
を
読
み
返
し
た
り
︑
気
に

な
っ
て
い
た
本
を
読
ん
で
み
た
り
と
読

書
の
秋
を
満
喫
し
ま
せ
ん
か
︒

ま
さ
と
も

　

今
ブ
ー
ム
と
な
っ
て
い
る
「
俳
句
」
は
日
曜
俳
句
（
新
聞
・
雑
誌
・

テ
レ
ビ
番
組
へ
の
投
稿
）
と
い
う
現
象
で
も
広
が
っ
て
い
ま
す
。

　

以
前
は
一
部
の
投
稿
者
に
限
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
の
投
稿
者

は
１
０
０
万
人
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

講
座
で
は
新
聞
投
稿
の
魅
力
、
文
壇
で
の
位
置
づ
け
、
楽
し
み
方
に

つ
い
て
紹
介
し
て
い
た
だ
き
、
投
句
に
対
す
る
姿
勢
、
ヒ
ン
ト
を
知
り

参
加
者
の
方
に
投
句
を
始
め
る
き
っ
か
け
と
な
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
＊
俳
句
の
作
り
方
に
関
す
る
指
導
は
あ
り
ま
せ
ん
。

〈
吉
竹
さ
ん
の
本
〉

　

表
題
作
（
岩
波
書
店
）
、『
投
歌
選
集　

過
去
未
来
』（
河
合
書
房
新
社
）
、

『
日
曜
歌
集　

た
び
』
（
港
の
人
）

      
『
日
曜
俳
句
入
門
』

お
話　

吉
竹 

純 
                 

（
コ
ピ
ー
ラ
イ
タ
ー
、
俳
句
・
短
歌
愛
好
家
）

と　

き 

1２
月
1９
日
（
土
） 

昼
２
時
～
４
時

と
こ
ろ 

公
民
館　

地
下
ホ
ー
ル

定　

員 

４0
名
（
申
込
先
着
順
）

申
込
先 

11
月
1９
日
（
木
）  

朝
９
時
～

 

公
民
館　

☎
（
５
７
２
）
５
１
４
１

＊
発
熱
や
体
調
の
悪
い
方
は
、
参
加
を
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
マ
ス

　

ク
の
着
用
を
お
願
い
し
ま
す
。
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