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（１）

さ
と
る

い

〈 図書室のつどい  参加者の感想 〉

　

「
お
昼
は
学
校
の
購
買
で
パ
ン
を
買
い
な
さ
い
」

　

父
は
そ
う
言
っ
て
、
私
と
兄
に
お
金
を
渡
し
た
。

　

小
学
生
の
頃
、
母
が
家
を
出
て
い
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
（
結

局
、
十
日
ほ
ど
で
戻
っ
て
き
た
の
で
、
安
心
し
て
読
み
進
め

て
く
だ
さ
い
）
。

　

困
っ
た
の
は
私
た
ち
の
お
弁
当
だ
。
昭
和
一
ケ
タ
生
ま
れ

の
父
に
は
、
自
分
が
作
る
と
い
う
発
想
が
な
い
。

　

パ
ン
を
買
う
の
は
嫌
で
は
な
か
っ
た
。
大
好
き
な
「
あ
ん

ド
ー
ナ
ツ
」
が
食
べ
ら
れ
る
。
一
日
だ
け
な
ら
よ
い
。
だ
が
、

こ
れ
が
毎
日
続
く
と
な
る
と
、
厄
介
だ
。
私
の
家
庭
で
何
か

が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
、
級
友
た
ち
は
察
し
て
し
ま
う
だ

ろ
う
。

　

子
ど
も
と
い
う
の
は
、
時
に
大
人
な
部
分
を
併
せ
持
つ
。

ク
ラ
ス
メ
イ
ト
の
家
庭
の
不
和
を
知
っ
た
と
き
、
誰
も
そ
の

こ
と
に
直
接
は
触
れ
な
い
。

　

そ
の
こ
と
が
、
か
え
っ
て
当
の
本
人
を
い
た
た
ま
れ
な
い

気
持
ち
に
さ
せ
る
。

「
弁
当
と
い
う
も
の
は
、
残
酷
だ
。
（
中
略
）
自
分
が
背
負
っ

て
い
る
家
族
を
、
小
さ
な
箱
と
向
き
合
う
度
に
い
つ
も
突
き

つ
け
ら
れ
る
」

　

『
お
べ
ん
と
う
の
時
間
が
き
ら
い
だ
っ
た
』
（
岩
波
書
店
）

と
い
う
エ
ッ
セ
イ
集
の
一
節
だ
。
著
者
は
阿
部
直
美
さ
ん
。

　

阿
部
さ
ん
は
、
お
弁
当
に
苦
い
思
い
を
抱
い
て
い
た
。

　

お
父
さ
ん
は
大
変
な
変
わ
り
者
。
独
自
の
こ
だ
わ
り
を
持

つ
あ
ま
り
、
些
細
な
こ
と
で
激
怒
す
る
。
娘
の
直
美
さ
ん
は
、

常
に
ビ
ク
ビ
ク
し
て
過
ご
し
て
い
た
。
お
母
さ
ん
は
い
つ
も

不
機
嫌
で
、
お
父
さ
ん
へ
の
不
満
で
い
っ
ぱ
い
い
っ
ぱ
い
に

な
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
家
庭
の
食
卓
に
は
、
楽
し
い
こ
と
な

ん
て
一
つ
も
な
い
。

　

お
弁
当
は
ふ
つ
う
、
前
の
晩
の
残
り
物
が
詰
め
ら
れ
る
も

の
だ
。
弁
当
箱
の
蓋
を
開
け
た
瞬
間
、
昨
夜
の
淀
ん
だ
食
卓

が
目
の
前
に
現
れ
る
。
だ
か
ら
、
お
弁
当
は
嫌
い
だ
。

　

友
達
に
知
ら
れ
た
く
な
い
。
誰
に
も
見
ら
れ
た
く
な
い
。

阿
部
さ
ん
に
と
っ
て
、
お
弁
当
と
は
そ
う
い
う
も
の
だ
っ
た
。

　

息
苦
し
い
家
族
か
ら
逃
れ
た
く
て
、
高
校
生
の
と
き
に
米

国
留
学
ま
で
し
た
。

　

家
族
な
ん
て
煩
わ
し
い
。
う
ん
ざ
り
だ
。
ど
う
し
て
あ
の

両
親
の
も
と
に
生
ま
れ
た
ん
だ
ろ
う
。

　

阿
部
さ
ん
は
、
両
親
を
観
察
し
て
日
記
に
書
き
つ
け
る
こ

と
で
、
気
持
ち
を
落
ち
着
か
せ
て
き
た
そ
う
だ
。
大
人
に
な

っ
て
そ
れ
を
読
み
返
し
て
み
る
と
、
重
苦
し
い
毎
日
が
綴
ら

れ
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
か
最
後
に
「
お
父
さ
ん
、
大
好
き
」

と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
と
い
う
。
本
当

は
、
ご
両
親
の
こ
と
を
「
好
き
」
に
な
り
た
か
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
「
好
き
」
と
思
え
る
要
素
を
見
つ
け
る
た
め
に
、

観
察
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

人
生
は
異
な
も
の
。
夫
で
写
真
家
の
了
さ
ん
の
発
案
で
、

普
通
の
人
の
お
弁
当
を
取
材
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
了
さ
ん

の
写
真
に
直
美
さ
ん
が
文
章
を
つ
け
る
。

　

蓋
を
す
る
こ
と
で
見
つ
め
ず
に
い
た
お
弁
当
に
、
ラ
イ
フ

ワ
ー
ク
と
し
て
向
き
合
う
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。

　

そ
れ
が
二
十
年
近
く
続
く
。

　

そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
お
弁
当
と
阿
部
さ
ん
ご
本
人
と

の
境
界
線
が
少
し
滲
ん
で
、
お
弁
当
が
、
そ
の
向
こ
う
側
の

作
る
人
が
、
一
緒
に
食
卓
を
囲
む
家
族
が
、
見
え
て
き
た
。

　

阿
部
さ
ん
が
見
て
い
た
の
は
、
お
弁
当
の
中
身
で
は
な
く

て
、
人
だ
。
そ
し
て
、
い
つ
も
ど
こ
か
で
、
子
ど
も
の
頃
の

ご
自
身
や
ご
両
親
の
こ
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
た
と
い
う
。

 
(

次
頁
上
段
に
つ
づ
く)

いつも家族のことばかり考えていた
『おべんとうの時間がきらいだった』を受講して

中村 知子
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「
和
歌
と
暮
ら
し
た

                   

日
本
人
」
に
参
加
し
て星

野 

友
美
子

〈 

図
書
室
の
つ
ど
い  

参
加
者
の
感
想 

〉所
の
心
地
よ
さ
恋
し
さ
を
詠
っ
た
歌
で
す
。
私

も
か
つ
て
住
ん
で
い
た
所
を
懐
か
し
く
思
い
、

同
じ
気
持
ち
に
な
り
と
て
も
よ
く
分
か
り
ま
し

た
。

・
白
雲
の
上
知
る
今
日
ぞ
春
雨
の
降
る
に
甲
斐

あ
る
身
と
は
知
り
ぬ
る

　

永
い
下
積
み
生
活
か
ら
、
雲
の
上
の
世
界(

宮

中)

に
入
る
こ
と
が
出
来
、
報
わ
れ
た
と
詠
っ

た
歌
で
す
。
清
々
し
い
達
成
感
が
感
じ
ら
れ
、

心
に
残
り
ま
す
。

　

終
り
に
紹
介
さ
れ
た
百
人
一
首
は
恋
歌
が
多

く
、
実
生
活
の
歌
は
多
く
な
さ
そ
う
で
す
。
和

歌
の
前
に
書
か
れ
て
い
る
詞
書
は
、
詠
わ
れ
て

い
る
そ
の
時
の
背
景
が
わ
か
る
重
要
な
も
の
で

す
が
、
百
人
一
首
は
詞
書
が
少
な
い
の
が
残
念

と
浅
田
さ
ん
は
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

千
年
の
時
を
過
ぎ
て
も
、
寂
し
さ
、
別
れ
の

辛
さ
、
親
の
子
を
思
う
気
持
ち
、
宮
仕
え
の
大

変
さ
等
々
現
代
の
私
た
ち
に
も
共
感
で
き
る
歌

ば
か
り
で
し
た
。

　

浅
田
さ
ん
の
お
人
柄
あ
ふ
れ
る
楽
し
い
お
話

と
、
大
変
分
か
り
や
す
い
解
説
で
和
歌
が
と
て

　

和
歌
は
私
達
の
日
常
と
は
別
世
界
で
は
な

い
、
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
と
、
興

味
を
持
ち
参
加
し
ま
し
た
。

　

講
師
浅
田
徹
さ
ん
は
国
立
高
校
ご
卒
業
。
国

立
と
は
ご
縁
が
あ
り
ま
し
た
。
在
学
中
、
国
校

野
球
部
が
甲
子
園
出
場
と
い
う
快
挙
が
あ
り
、

当
時
の
楽
し
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
、
お
話
が
始
ま

り
ま
し
た
。
ち
な
み
に
先
生
は
合
唱
部
で
す
。

最
後
に
和
歌
を
張
り
の
あ
る
美
し
い
声
で
詠
ん

で
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

四
つ
の
場
面
に
分
け
ら
れ
た
十
四
首
の
歌
を

教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
中
か
ら
私
の

特
に
心
に
残
っ
た
歌
を
書
い
て
み
ま
す
。

・
身
を
分
く
る
こ
と
の
難
さ
に
ま
す
鏡
影
ば
か

り
を
ぞ
君
に
添
へ
つ
る

　

遠
国
へ
行
く
友
に
送
る
鏡
に
添
え
た
歌
で
す
。

自
分
の
姿
を
鏡
に
映
し
、
そ
の
鏡
と
共
に
一
緒

に
行
き
た
い
と
別
れ
を
惜
み
ま
す
。
又
当
時
の

旅
の
大
変
さ
も
感
じ
ら
れ
ま
す
。

・
故
郷
は
見
し
如
も
あ
ら
ず
斧
の
柄
の
朽
ち
し

所
ぞ
恋
し
か
り
け
る

　

離
れ
て
初
め
て
わ
か
る
、
そ
れ
ま
で
居
た
場

『
家
族
の
こ
と
ば
か
り
考
え
て
い
た
』

　

は
じ
め
は
、
著
書
の
タ
イ
ト
ル
を
そ
う

す
る
つ
も
り
だ
っ
た
そ
う
だ
。

　

そ
う
。
阿
部
さ
ん
は
、
い
つ
も
家
族
の

こ
と
ば
か
り
考
え
て
い
た
。

　

お
弁
当
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
、
見
栄
え
や
、

手
作
り
で
あ
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
風
潮

に
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
居
心
地
の
悪
さ

を
感
じ
た
と
い
う
。
「
お
弁
当
に
込
め
ら

れ
て
い
る
の
は
愛
」
と
、
お
弁
当
と
愛
情

と
が
一
括
り
に
さ
れ
る
こ
と
に
、
違
和
感

を
覚
え
た
と
い
う
。

　

「
そ
れ
っ
て
、
本
当
だ
ろ
う
か
」
。
お
弁

当
に
家
族
の
現
実
を
詰
め
込
ま
れ
た
阿
部

さ
ん
に
は
、
お
弁
当
と
愛
と
を
単
純
に
結

び
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

そ
の
想
い
を
伝
え
よ
う
と
、
本
を
書
い
た
。

　

す
る
と
、
ど
う
だ
ろ
う
。
お
弁
当
を
軸

に
書
き
進
め
て
い
く
う
ち
に
、
境
界
線
が

も
っ
と
滲
ん
で
、「
家
族
の
問
題
」
が
一
つ

ず
つ
解
け
て
き
た
。

　

お
弁
当
あ
っ
て
の
、
阿
部
さ
ん
だ
。

　

お
弁
当
に
は
、
そ
れ
を
食
べ
る
人
の
日

常
が
宿
る
。
何
も
特
別
で
な
く
て
よ
い
。

み
ん
な
普
通
の
毎
日
を
、
ひ
た
む
き
に
生

き
て
、
お
弁
当
を
食
べ
て
、
い
ろ
い
ろ
な

背
景
を
背
負
っ
て
い
る
。

　

お
弁
当
と
は
、
そ
う
い
う
も
の
だ
。

講　師 大野 亮司 （亜細亜大学・日本近代文学）

と 　 き  10月1４日（木）  夜７時半～９時半

ところ 公民館 地下ホール

申込先 公民館  ☎（５７２）５１４１

―人生、野を越え山越えて―

古井由吉 『辻』
　　　　　　　　　　　　　（新潮文庫）

くにたちブッククラブ

＊次回は 11 月 11 日 ( 木 )

　向田邦子 『思い出トランプ』 （新潮文庫）です。

も
、
身
近
に
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
学
校
時
代
の

不
勉
強
さ
が
悔
や
ま
れ
ま
す
が
、
和
歌
を
も
っ

と
知
り
た
く
な
り
ま
し
た
。

　

浅
田
さ
ん
の
ご
著
書
を
書
店
に
発
注
中
で
す
。

い
た
だ
い
た
資
料
の
中
に
「
こ
ん
な
時
に
歌
が

使
え
る
の
か
と
驚
く
よ
う
な
実
例
が
た
く
さ
ん

出
て
く
る
」
と
あ
り
ま
し
た
。
是
非
又
驚
く
よ

う
な
和
歌
を
教
え
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。



〈
自
然
科
学
〉

彼
ら
は
ど
こ
に
い
る
の
か 

キ
ー
ス
・
ク
ー
パ
ー(

河
出
書
房
新
社)

440

う
ち
の
や
さ
し
い
か
い
じ
ゅ
う
ご
は
ん
レ
シ
ピ

 

あ
ま
こ
よ
う
こ(

東
洋
館
出
版
社)

493

認
知
症
を
正
し
く
知
っ
て
、
予
防
し
よ
う
！   

神
戸
大
学
認
知
症  

 

予
防
推
進
セ
ン
タ
ー(

神
戸
新
聞
総
合
出
版
セ
ン
タ
ー)

493

み
ん
な
水
の
中 

横
道
誠(

医
学
書
院)

493

〈
工
業
〉

ま
ち
歩
き
が
楽
し
く
な
る
水
路
上
観
察
入
門

 

吉
村
生(

Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ)

517

原
発
亡
国
論

 

木
村
俊
雄(

駒
草
出
版
株
式
会
社
ダ
ン
ク
出
版
事
業
部)

543

料
理
に
対
す
る
「
ね
ば
な
ら
な
い
」
を
捨
て
た
ら
、

　

う
つ
の
自
分
を
受
け
入
れ
ら
れ
た
。 

阿
古
真
理(

幻
冬
舎)

596

〈
産
業
〉

食
卓
を
変
え
た
植
物
学
者 

ダ
ニ
エ
ル
・
ス
ト
ー
ン(

築
地
書
館)

616

桜
の
文
化
誌 

コ
ン
ス
タ
ン
ス
・
Ｌ
・
カ
ー
カ
ー(

原
書
房)

627

〈
芸
術
〉

イ
ギ
リ
ス
の
美
、
日
本
の
美 

河
村
錠
一
郎
（
東
信
堂
）
723

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
撮
影
問
答 

辻
智
彦(

玄
光
社)

778

〈
言
語
〉

世
界
の
「
こ
ん
に
ち
は
」 

　

東
京
外
国
語
大
学
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
所
監
修

 
(

日
経
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ジ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
社)

802

産
学
連
携
で
つ
く
る
多
文
化
共
生 
三
代
純
平
編(

く
ろ
し
お
出
版)

810

〈
文
学
〉

百
合
中
毒 
井
上
荒
野(

集
英
社)

91
い

最
終
飛
行 

佐
藤
賢
一(

文
藝
春
秋)

91
さ

臨
床
の
砦 

夏
川
草
介(

小
学
館)

91
な

小
説
８
０
５
０ 

林
真
理
子(
新
潮
社)

91
は

リ
ボ
ル
バ
ー 

原
田
マ
ハ(

幻
冬
舎)

91
は

本
心 

平
野
啓
一
郎(

文
藝
春
秋)
91
ひ

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

新
着
図
書
か
ら

〈
哲
学　

心
理
学　

宗
教
〉

哲
学
者
へ
の
質
問 

イ
ア
ン
・
オ
ラ
ソ
フ(

サ
ン
マ
ー
ク
出
版)

104

大
人
に
な
っ
て
も
思
春
期
な
女
子
た
ち 

大
須
賀
直
子(

青
春
出
版
社)

146

〈
歴
史
〉

災
害
と
た
た
か
う
大
名
た
ち 

藤
田
達
生(

Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ)

210

女
武
者
の
日
本
史 

長
尾
剛(

朝
日
新
聞
出
版)

281

悲
劇
の
世
界
遺
産 

井
出
明(

文
藝
春
秋)

290

東
京
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク 

山
岸
剛(

早
稲
田
大
学
出
版
部)

291

〈
社
会
科
学
〉

韓
国 
延
恩
株(

論
創
社)

302

多
数
決
は
民
主
主
義
の
ル
ー
ル
か
？ 

斉
藤
文
男(

花
伝
社)

311

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
論
点

 

伊
藤
武
編(

ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版)

312

共
感
が
未
来
を
つ
く
る 

野
中
郁
次
郎
編
著(

千
倉
書
房)
335

多
様
性
と
の
対
話 

岩
渕
功
一
編
著(

青
弓
社)
361

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
問
題
か
ら
考
え
る
社
会
学
・
入
門

 

西
原
和
久
編(

有
斐
閣)

361

新
型
格
差
社
会 

山
田
昌
弘(

朝
日
新
聞
出
版)

361

貧
困
・
介
護
・
育
児
の
政
治 

宮
本
太
郎(

朝
日
新
聞
出
版)

364

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
っ
て
わ
け
じ
ゃ
な
い
け
ど
、
ど
こ
か
感
じ
る
違
和
感
に
つ
い
て 

 

パ
ク
ウ
ン
ジ(

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社)

367
ウ

多
様
な
社
会
は
な
ぜ
難
し
い
か

 

水
無
田
気
流(

日
経
Ｂ
Ｐ
日
本
経
済
新
聞
出
版
本
部)

367
み

コ
ロ
ナ
禍
、
貧
困
の
記
録 

雨
宮
処
凛(

か
も
が
わ
出
版)

368

教
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス 

大
石
智(

大
修
館
書
店)

374

美
し
い
和
菓
子
の
図
鑑 

青
木
直
己
監
修(

二
見
書
房)

383

と
も
に
食
べ
る
と
い
う
こ
と 

福
田
育
弘(

教
育
評
論
社)

383

日
本
災
い
伝
承
譚 

大
島
廣
志
編(

ア
ー
ツ
ア
ン
ド
ク
ラ
フ
ツ)

388

人
類
学
者
は
異
文
化
を
ど
う
体
験
し
た
か

 

桑
山
敬
己(

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房)

389

ひ
ご
の
く
に

（３） 図書室月報 2021 年 (令和３年 )10 月

　　

長
い
髪
。
鱗
の
つ
い
た
胴
。
三
本
の
足
。
目
は
菱
形
で
く
ち

ば
し
を
持
ち
、
波
間
に
浮
い
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
人
魚
と
水
鳥

が
合
体
し
た
よ
う
に
も
見
え
る
。

　

令
和
二
年
春
、Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
よ
っ
て
広
ま
っ
た
こ
の
姿
は
、
い
っ

た
い
ど
こ
か
ら
来
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
実
は
原
典
が
は
っ

き
り
し
て
い
る
。

　

「
肥
後
国
海
中
の
怪
」
と
題
さ
れ
、
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）

四
月
の
年
号
と
月
が
入
っ
た
半
紙
一
枚
ほ
ど
の
瓦
版
に
描
か
れ

た
図
像
（
十
頁
参
照
）
だ
。
京
都
帝
国
大
学
図
書
館
の
朱
印
と
、

同
新
聞
文
庫
の
整
理
ラ
ベ
ル
の
付
い
た
こ
れ
に
は
、
別
に
昭
和

十
七
年
五
月
三
十
日
の
収
蔵
印
が
入
っ
て
い
る
。
文
面
は
な
か

な
か
に
達
筆
だ
が
、
そ
れ
に
引
き
替
え
添
え
ら
れ
た
ア
マ
ビ
エ

の
形
は
ま
る
で
子
供
が
描
い
た
か
の
よ
う
に
稚
拙
だ
。
波
の
形

は
畑
の
畝
に
似
て
、
ア
マ
ビ
エ
本
体
も
、
波
間
か
ら
浮
か
び
上

が
る
と
い
う
よ
り
空
中
に
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
感
じ
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
ヘ
タ
ウ
マ
さ
加
減
が
逆
に
現
代
人
の
心
の
琴

線
に
触
れ
た
の
だ
ろ
う
。
と
も
か
く
愛
嬌
の
あ
る
姿
な
の
だ
。

　

添
え
ら
れ
た
文
章
の
現
代
語
訳
は
十
三
頁
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。

　

文
末
の
年
号
は
弘
化
三
年
だ
が
、
こ
の
年
か
ら
六
ヶ
年
の
う

ち
に
流
行
病
が
あ
る
と
い
う
予
言
は
当
た
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

確
か
に
弘
化
三
年
に
も
天
然
痘
が
流
行
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

こ
の
瓦
版
に
記
さ
れ
た
年
号
と
い
う
の
は
、
実
は
あ
ま
り
信
用

な
ら
な
い
の
だ
。
病
が
流
行
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
年
号

を
記
し
て
売
っ
て
や
ろ
う
と
い
う
瓦
版
売
り
の
商
魂
の
表
れ
と

も
考
え
ら
れ
る
。 　
　
　
　

（
集
英
社
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
）

<

一
節>

東
郷
隆
著

 

『
病
と
妖
怪

      —

予
言
獣
ア
マ
ビ
エ
の
正
体
』

こ
う
か

ち
せ
つ

う
ね

あ
い
き
ょ
う

は
や



　 　

今
月
号
か
ら
半
年
間
、
本
項
を
担
当
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

　

「
私
の
本
棚
か
ら
」
と
い
う
コ
ー
ナ
ー
な
の
で
、

私
の
手
持
ち
の
本
の
中
か
ら
愛
読
書
を
紹
介
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
本
は
、
図
書
館
予
約
十
ヶ
月
待
ち
で
よ
う

や
く
読
め
た
本
で
す
が
、
と
て
も
素
晴
ら
し
い
話

だ
っ
た
の
で
、
も
う
一
度
じ
っ
く
り
読
み
た
い
と

思
っ
て
、
そ
の
後
書
店
で
買
い
ま
し
た
。

　

数
年
前
、
初
め
て
上
野
の
国
際
子
ど
も
図
書
館

に
入
っ
た
時
、
そ
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
な
外
装
と
館

内
、
階
段
室
に
驚
嘆
し
ま
し
た
。

展
示
室
に
置
い
て
あ
っ
た
模
型
を
見
て
、
元
々
は

帝
国
図
書
館
だ
っ
た
こ
と
を
知
り
、
豪
華
な
理
由

に
納
得
し
ま
し
た
。

　

本
書
で
は
擬
人
化
さ
れ
た
帝
国
図
書
館
が
、
頻

繁
に
通
っ
て
く
る
二
十
歳
の
樋
口
一
葉
に
恋
し
た

り
、
戦
火
を
潜
り
、
時
に
は
動
物
園
で
の
猛
獣
毒

殺
を
間
近
に
聞
い
た
り
、
戦
後
は
二
十
二
歳
の
ベ

ア
テ
・
シ
ロ
タ
が
新
憲
法
の
資
料
を
探
し
に
来
た

り
す
る
図
書
館
を
主
題
に
す
る
歴
史
小
説
と
、
そ

の
小
説
を
書
く
た
め
に
「
わ
た
し
」
が
元
戦
争
孤

児
の
喜
和
子
さ
ん
と
知
り
合
い
、
取
材
を
進
め
て

い
く
話
が
並
行
し
て
進
ん
で
い
き
ま
す
。

　

帝
国
図
書
館
は
福
沢
諭
吉
が
不
平
等
条
約
を
撤

廃
す
る
た
め
、
日
本
の
近
代
化
に
は
「
ビ
ブ
リ
オ

テ
ー
キ
」
（
古
今
の
書
籍
を
集
め
た
文
庫
）
が
不

可
欠
と
設
立
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
後
西
南
戦

争
、
日
清
日
露
戦
争
、
太
平
洋
戦
争
と
戦
争
の
た

び
に
図
書
館
予
算
が
削
ら
れ
、
戦
費
に
回
さ
れ
て

し
ま
い
金
欠
の
歴
史
で
し
た
。
そ
の
間
に
も
、
図

書
館
や
美
術
館
が
立
ち
並
ぶ
上
野
公
園
や
そ
の
周

辺
の
地
は
何
度
も
大
震
災
や
戦
火
に
焼
か
れ
、
無

残
な
血
が
流
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

果
た
し
て
「
ペ
ン
は
剣
よ
り
も
強
」
か
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
？　

そ
ん
な
思
い
に
駆
ら
れ
な
が
ら

読
み
ま
し
た
。

　

ラ
イ
タ
ー
の
「
わ
た
し
」
の
前
に
現
れ
た
戦
中

生
ま
れ
の
喜
和
子
さ
ん
と
い
う
不
思
議
な
魅
力
を

持
つ
女
性
。
彼
女
の
謎
に
包
ま
れ
た
子
ど
も
時
代

を
探
っ
て
い
く
ミ
ス
テ
リ
ー
要
素
が
も
う
一
つ
の

ス
ト
ー
リ
ー
で
す
。
上
野
駅
周
辺
の
壊
滅
的
な
焼

け
跡
の
上
に
で
き
た
バ
ラ
ッ
ク
街
で
喜
和
子
さ
ん

を
匿
っ
て
き
た
人
た
ち
が
い
た
こ
と
を
書
く
こ
と

で
、
戦
後
の
困
難
な
中
で
貧
し
い
な
が
ら
も
逞
し

く
生
き
延
び
て
き
た
上
野
の
街
と
公
園
、
そ
し
て

帝
国
図
書
館
（
戦
後
は
国
立
国
会
図
書
館
）
が
と

て
も
印
象
に
残
り
ま
し
た
。

　

著
者
は
こ
の
本
を
書
く
た
め
に
、
入
念
な
ロ
ケ

ハ
ン
を
し
た
よ
う
で
、
上
野
、
谷
根
千
の
お
店
や

地
形
に
つ
い
て
か
な
り
詳
細
に
書
か
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
本
を
持
っ
て
「
わ
た
し
」
と
喜
和
子
さ

ん
が
歩
い
た
コ
ー
ス
を
辿
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す

が
、
お
い
し
い
も
の
も
沢
山
食
べ
ら
れ
て
、
と
て

も
楽
し
い
散
歩
に
な
り
ま
し
た
。 

（
文
藝
春
秋
）

中
井 

あ
つ
し

中
島
京
子
著

  

『
夢
見
る
帝
国
図
書
館
』

〈
私
の
本
棚
か
ら　

第
１
回
〉

＊新型コロナ超入門 　－次波を乗り切る正しい知識

 水谷哲也 （ 東京化学同人）

＊コロナ貧困　－絶望的格差社会の襲来 

 藤田孝典 （毎日新聞出版）

＊闇の日本美術 山本聡美 （筑摩書房）

＊縁食論－孤食と共食のあいだ 藤原辰史 （ミシマ社） 

＊コロナの時代の僕ら パオロ ・ ジョルダーノ （早川書房）

＊コロナ後の世界を生きる－ 私たちの提言

村上陽一郎編 （岩波書店）

＊感染症の世界史 石弘之 （ＫＡＤＯＫＡＷＡ）

＊手の倫理  伊藤亜紗 （講談社）

＊文豪たちのスペイン風邪 （皓星社）

＊アンダーコロナの移民たち－日本社会の脆弱性があらわれた場所

 鈴木江理子編著 （明石書店）

＊コロナ禍日記 植本一子ほか著 （タバブックス）

＊コロナ黙示録 海堂尊 （宝島社） 

新型コロナウイルス感染症を考える

関連講座について

 公民館では、私たちの生活に多大なる影響を及ぼしている新型コロナウイルス感染症について 

考える講座を開催しています。開催した講座とともに、講座の参考となるような図書を紹介します。

講座の詳細は公民館だよりをご覧ください。今後も関連講座を開催する予定です。

1.  9 月 25日（土）
　新型コロナウイルスを知る
   ～基礎知識を正しく理解して正しく備える～

　講師  水谷 哲也 (東京農工大学農学部附属

　　　　      感染症未来疫学研究センター）

2.  10 月 2日（土）
　コロナ禍で気になる子どもの健康
～ステイホーム期間中も子どもの元気を保つには？～

　講師  野井 真吾 (日本体育大学）

3.  10 月 8日（金）
　コロナ禍の社会と経済
　講師  太矢 香苗
       (ファイナンシャルプランナー）

（４）図書室月報 2021 年 (令和３年 )10 月

講座参考図書
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