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（１）

　

講
座
が
幕
を
閉
じ
、
著
書
を
購
入
し
て
満
足
げ
に
会
場

を
後
に
し
よ
う
と
し
た
時
の
こ
と
だ
っ
た
。
「
あ
、
す
い

ま
せ
ん
！
す
い
ま
せ
ん
、
あ
の
こ
の
度
は
ご
参
加
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
全
然
強
制
と
い
う
わ
け
で
は
な
い

ん
で
す
け
れ
ど
も
、
大
変
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
た
よ
う
で

す
し
、
も
し
よ
か
っ
た
ら
感
想
を
書
い
て
も
ら
え
ま
せ
ん

か
？
」

　

今
回
の
「
図
書
室
の
つ
ど
い
」
に
も
し
参
加
し
て
い
な

か
っ
た
ら
、
こ
ん
な
依
頼
を
受
け
た
時
ど
う
し
て
い
た
で

あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
「
（
感
想
書
く
メ
リ
ッ
ト
全
く
な

く
な
い
？
面
倒
臭
い
し
時
間
取
ら
れ
る
よ
な
あ
。
授
業
も

課
題
も
あ
る
し
。
よ
し
、
断
ろ
う
。
）
あ
ー
ご
め
ん
な
さ
い
、

今
忙
し
く
て
、
申
し
訳
な
い
で
す
。
」
と
で
も
言
っ
て
い

た
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
実
際
の
私
は
「
は
い
！
僕
で
よ
け
れ
ば
喜
ん
で

書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
！
素
敵
な
機
会
を
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
」
と
快
諾
し
今
こ
う
し
て
感
想
文
を
書

い
て
い
る
。
こ
れ
に
は
私
自
身
も
驚
き
で
あ
る
。

　

影
山
知
明
さ
ん
は
講
座
の
中
で
「
健
全
な
負
債
感
」
と

い
う
馴
染
み
の
な
い
言
葉
を
口
に
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で

い
う
「
負
債
感
」
と
は
『
相
手
と
の
関
係
の
中
で
「
受
け

取
っ
て
い
る
も
の
の
方
が
多
い
な
」「
返
さ
な
き
ゃ
」
と
い

う
気
持
ち
を
背
負
う
こ
と
』
で
あ
る
と
影
山
さ
ん
は
言
う
。

そ
し
て
そ
れ
は
「
必
ず
し
も
義
務
感
と
い
う
こ
と
で
も
な

く
、
本
当
に
い
い
も
の
を
受
け
取
っ
た
と
き
、
感
謝
の
気

持
ち
と
と
も
に
人
の
中
に
自
然
と
芽
生
え
る
前
向
き
な
返

礼
の
感
情
」
で
も
あ
る
ら
し
い
。
影
山
さ
ん
曰
く
、
人
は

こ
の
「
健
全
な
負
債
感
」
を
感
じ
た
時
に
、
最
小
費
用
で

最
大
効
用
を
得
よ
う
と
す
る
「
消
費
者
的
人
格
」
か
ら
、

自
己
の
利
益
の
多
寡
に
関
係
な
く
お
返
し
し
よ
う
と
す
る

「
受
贈
者
的
人
格
」
に
移
行
す
る
。
お
そ
ら
く
私
も
ま
た
、

「
無
料
で
講
演
会
に
参
加
し
て
多
く
の
こ
と
を
吸
収
し
て

や
る
」
と
い
う
当
初
の
消
費
者
的
人
格
が
、
影
山
さ
ん
の

熱
心
で
心
の
こ
も
っ
た
ご
講
演
を
拝
聴
し
た
こ
と
で
、「
こ

れ
無
料
で
聞
い
て
し
ま
っ
て
い
い
の
か
？
！
申
し
訳
な
い

な
あ
。」
と
健
全
な
負
債
感
を
感
じ
、
受
贈
者
的
人
格
へ
と

い
つ
の
間
に
か
移
行
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
影
山
さ
ん
が

講
演
を
行
い(

g
i
v
e
)

、
私
が
拝
聴
し 

(
g
i
v
e
n
)

、
（
個
人

的
に
メ
リ
ッ
ト
は
無
く
て
も
）
誰
か
に
向
け
て
感
想
を
執

筆
す
る(

g
i
v
e
)

と
い
う
連
鎖
反
応
が
起
き
て
い
る
に
違

い
な
い
。
そ
こ
に
は
決
し
てt

a
k
e
-
t
a
k
e
n

に
基
づ
く
他

者
を
〈
利
用
し
合
う
〉
関
係
は
存
在
せ
ず
、g

i
v
e
-
g
i
v
e
n

に
基
づ
く
他
者
を
〈
支
援
し
合
う
〉
関
係
が
存
在
し
て
い

る
は
ず
だ
。

　

私
は
現
在
一
橋
大
学
の
経
済
学
部
に
所
属
し
経
済
学
を

学
ん
で
い
る
。
普
段
の
授
業
で
教
え
ら
れ
る
の
は
「
消
費

者
的
人
格
」
を
持
っ
た
個
人
が
、
い
か
に
効
用
を
最
大
化

す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
経
済
学
に
正

直
な
と
こ
ろ
興
味
も
愛
着
も
持
て
ず
悶
々
と
し
て
い
た
。

そ
ん
な
中
、
本
講
座
を
拝
聴
し
た
こ
と
で
、
影
山
さ
ん
が

提
唱
す
る
「
人
を
手
段
化
し
な
い
経
済
」
言
い
換
え
れ
ば

「
植
物
が
育
つ
よ
う
に
、
い
の
ち
の
形
を
し
た
経
済
」
を
私

は
今
後
の
社
会
に
お
い
て
実
現
し
た
い
の
だ
と
確
信
し
た
。

　

講
座
が
開
か
れ
た
の
は
10
月
10
日
。
偶
然
に
も
私
の
21

歳
の
誕
生
日
で
あ
っ
た
。
21
歳
１
日
目
に
将
来
へ
の
道
し

る
べ
と
な
る
思
想
に
出
会
え
て
大
変
嬉
し
く
思
う
。
拙
い

が
想
い
の
こ
も
っ
た
こ
の
感
想
文(give)

が
、
誰
か
に
受

け
止
め
ら
れ(

given)

、
ま
た
別
の
誰
か
へ
の
贈
与(give)

に
繋
が
る
こ
と
を
願
い
筆
を
置
く
。

〈 図書室のつどい  参加者の感想 〉

岩崎 友哉

『健全な負債感』
—私が感想文を書く理由—

ゆっくり、いそげ～カフェからはじめる人を手段化しない経済～



　

し
か
し
、
そ
の
後
１
９
５
８
年
に
『
点
と
線
』『
目
の
壁
』
が
ベ

ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
〝
社
会
派
推
理
小
説
〟
ブ
ー
ム
の
原
動
力
と
な

り
、
１
９
９
２
年
82
歳
で
な
く
な
る
ま
で
の
作
家
生
活
40
年
で
約
９

８
０
作
品
を
残
し
た
。
作
家
高
額
納
税
者
と
し
て
司
馬
遼
太
郎
と
長

期
に
わ
た
っ
て
名
を
連
ね
た
。

〈
坂
口
安
吾
の
選
〉

　

坂
口
安
吾
の
選
評
が
、
そ
の
後
の
作
者
の
発
展
性
を
暗
示
し
て
い

る
。「
文
章
甚
だ
老
練
、
ま
た
正
確
で
、
静
か
で
も
あ
る
。
一
見
平

板
の
如
く
で
あ
り
な
が
ら
造
形
力
逞
し
く
底
に
奔
放
達
意
の
自
在
さ

を
秘
め
た
文
章
力
で
あ
っ
て
、
小
倉
日
記
の
追
跡
だ
か
ら
こ
の
よ
う

に
静
寂
で
感
傷
的
だ
け
れ
ど
も
、
こ
の
文
章
は
殺
人
犯
人
を
も
追
跡

し
う
る
自
在
な
力
が
あ
り
、
そ
の
時
は
ま
た
こ
れ
と
趣
き
が
変
り
な

が
ら
も
同
じ
よ
う
に
達
意
巧
者
に
行
き
届
い
た
仕
上
げ
の
で
き
る
作

者
で
あ
る
と
思
っ
た
。」

〈
作
品
の
あ
ら
す
じ
〉

　

大
男
で
、
し
ょ
う
が
い
を
持
つ
田
上
耕
作
が
主
人
公
。
森
鴎
外
が

小
倉
に
在
住
し
た
明
治
32
年
か
ら
３
年
間
の
間
の
所
在
不
明
の
日
記

を
巡
る
調
査
の
話
。
ふ
と
し
た
こ
と
で
、
友
人
か
ら
、
鴎
外
の
小
説

を
紹
介
さ
れ
、
幼
児
の
時
、
鈴
の
音
に
か
ら
ん
だ
伝
使
の
記
憶
が
蘇

り
、
探
求
す
る
動
機
に
つ
な
が
っ
た
。「
鷗
外
の
枯
渋
な
文
章
は
耕

作
の
孤
独
な
心
に
応
え
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」

　

「
耕
作
が
自
分
の
身
体
に
絶
望
し
て
ど
の
よ
う
に
煩
悶
し
て
い
る

か
は
、
他
人
に
は
分
か
ら
な
い
の
だ
。（
中
略
）
今
に
み
ろ
、
と

〈
受
賞
に
至
る
経
緯
〉　

　

『
或
る
「
小
倉
日
記
」
伝
』
は
、「
三
田
文
学
」
１
９
５
２
年
９

月
号
に
掲
載
さ
れ
た
。
同
誌
編
集
員
の
推
理
作
家
木
々
高
太
郎
が

書
か
せ
た
作
品
で
あ
る
。
１
月
直
木
賞
候
補
作
品
と
な
っ
た
が
、

選
考
委
員
の
永
井
龍
男
が
、
芥
川
賞
向
き
と
芥
川
賞
選
考
委
員
会

に
回
付
し
、
昭
和
27
年
度
下
期
の
第
28
回
芥
川
賞
と
決
定
し
た
。

作
者
44
歳
の
時
で
あ
る
。
一
緒
に
受
賞
し
た
作
品
は
、
五
味
康
祏

の
『
喪
神
』
で
あ
る
。

　

受
賞
に
い
た
る
経
緯
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
純
文
学
と
大
衆

文
学
、
そ
の
中
間
の
推
理
小
説
を
併
せ
持
つ
作
品
で
、
そ
の
後
の

膨
大
な
作
品
群
を
生
み
出
す
性
格
の
萌
芽
を
す
で
に
も
っ
て
い
た
。

　

芥
川
賞
受
賞
後
に
「
文
藝
春
秋
」
掲
載
に
あ
た
っ
て
、変
名
だ
っ

た
登
場
人
物
が
実
名
に
な
る
な
ど
全
面
改
稿
さ
れ
た
。

〈
受
賞
時
の
感
想
〉

　

清
張
は
受
賞
時
の
感
想
と
し
て
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
「
芥

川
賞
を
も
ら
う
に
は
運
不
運
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
『
西
郷

札
』
入
選
に
続
く
受
賞
で
、
自
分
の
幸
運
に
愕
い
て
い
る
。
若
い

時
か
ら
の
文
学
志
望
者
で
な
い
自
分
に
は
、
文
学
修
練
の
苦
労
の

時
代
が
な
か
っ
た
。
今
、
芥
川
賞
を
も
ら
っ
た
の
は
、
大
変
だ
と

思
っ
た
。
修
練
の
足
ら
な
さ
は
基
盤
の
脆
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
て

い
る
の
だ
。
も
う
三
四
年
は
、
埋
も
れ
て
苦
闘
し
た
か
っ
た
。
こ

の
受
賞
が
、
自
分
の
出
発
の
推
進
と
な
る
か
、
背
負
わ
さ
れ
た
重

荷
と
な
る
か
は
、
こ
れ
か
ら
の
運
命
と
同
様
分
か
ら
な
い
」

お
ど
ろ

い
う
気
持
も
そ
こ
か
ら
出
た
。
そ
れ
が
、
た
っ
た
一
つ
の
救
い
で

あ
っ
た
。」

　

耕
作
が
、
い
わ
ゆ
る
足
で
歩
い
て
資
料
を
集
め
、
鴎
外
の
「
小

倉
生
活
」
を
記
録
し
て
失
わ
れ
た
日
記
を
探
す
こ
と
に
全
身
を
打

ち
込
む
こ
と
に
な
る
。

　

東
某
の
「
そ
ん
な
こ
と
を
調
べ
て
何
に
な
り
ま
す
？
」　

実
際
こ

ん
な
こ
と
に
意
義
が
あ
る
の
か
、
空
し
い
こ
と
に
自
分
だ
け
が
気

負
い
た
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
反
問
し
な
が
ら
も
、
な
ん
と

か
成
功
さ
せ
た
い
と
い
う
母
ふ
じ
と
一
緒
に
、
伝
手
を
求
め
て
調

査
に
明
け
暮
れ
る
。
僅
か
な
家
作
も
失
い
貧
困
の
中
病
に
倒
れ
る
。

　

耕
作
の
死
後
、
鴎
外
の
『
小
倉
日
記
』
が
発
見
さ
れ
た
。
耕
作

が
、
こ
の
事
実
を
知
ら
ず
に
死
ん
だ
の
は
、
不
幸
か
幸
福
か
分
か

ら
な
い
。

〈
感
想
〉

　

伏
線
も
構
成
力
も
し
っ
か
り
と
し
た
、
根
気
強
い
調
査
の
過
程

と
内
容
を
示
し
た
短
編
で
あ
る
。
鷗
外
を
取
り
巻
く
無
名
の
人
た

ち
の
活
写
も
興
味
深
い
。

　

鈴
の
音
に
か
ら
む
幼
時
の
記
憶
と
亡
く
な
る
時
の
情
景
は
、
耕

作
の
生
き
方
の
象
徴
。
友
人
、
知
人
ら
の
好
意
を
受
け
な
が
ら
、

母
と
一
体
と
な
っ
た
調
査
は
、
生
き
て
何
を
す
る
か
が
貴
重
だ
と

問
い
か
け
る
。
清
張
は
「
人
間
の
努
力
と
い
う
も
の
が
む
な
し
い

作
業
だ
と
感
じ
て
、
本
小
説
を
書
く
気
に
な
っ
た
」
と
語
る
が
、

耕
作
は
清
張
の
影
の
姿
な
の
だ
ろ
う
。

松
本
清
張
著

  
『
或
る
「
小
倉
日
記
」
伝
』

—

清
張
の
膨
大
な
社
会
探
求
作
品
群
の
原
点
と
な
る—

  

大
井
利
雄

や
す
す
け

は
ん
も
ん
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宮
田
登　

民
俗
的
歴
史
論
へ
向
け
て 

宮
田
登
（
ア
ー
ツ
ア
ン
ド
ク
ラ
フ
ツ
）
380

沖
縄
か
ら
ア
ジ
ア
が
見
え
る 

比
嘉
政
夫
（
吉
川
弘
文
館
）
382

山
に
生
き
る 

三
宅
岳
（
山
と
溪
谷
社
）
384

〈
自
然
科
学
〉

Ｗ
Ｈ
Ｙ　

Ｔ
Ｉ
Ｍ
Ｅ　

Ｆ
Ｌ
Ｉ
Ｅ
Ｓ

 

ア
ラ
ン
・
バ
ー
デ
ィ
ッ
ク
（
東
洋
館
出
版
社
）
421

虹
の
む
こ
う
に
は 

小
川
秀
幸
（
皓
星
社
）
498

１
４
歳
か
ら
考
え
た
い
優
生
学 

フ
ィ
リ
ッ
パ
・
レ
ヴ
ィ
ン
（
す
ば
る
舎
）
498

〈
工
業
〉

沖
縄
島
料
理 

岡
本
尚
文
・
監
修
（
ト
ゥ
ー
ヴ
ァ
ー
ジ
ン
ズ
）
594

〈
産
業
〉

ユ
リ
の
文
化
誌 

マ
ー
シ
ャ
・
ラ
イ
ス
（
原
書
房
）
627

「
木
」
か
ら
辿
る
人
類
史 

ロ
ー
ラ
ン
ド
・
エ
ノ
ス
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
）
657

〈
芸
術
〉

そ
れ
で
も
映
画
は
「
格
差
」
を
描
く

 

町
山
智
浩
（
集
英
社
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
）
778

〈
文
学
〉

ぜ
ん
ぶ
愛
。 

安
藤
桃
子
（
集
英
社
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
）
91
あ

し
く
じ
り
家
族 

五
十
嵐
大
（
Ｃ
Ｃ
Ｃ
メ
デ
ィ
ア
ハ
ウ
ス
）
91
い

島
を
出
る 

上
江
洲
儀
正
（
水
曜
社
）
91
う

旅
す
る
少
年 

黒
川
創
（
春
陽
堂
書
店
）
91
く

こ
こ
に
物
語
が 

梨
木
香
歩
（
新
潮
社
）
91
な

夜
が
明
け
る 

西
加
奈
子
（
新
潮
社
）
91
に

父
の
ビ
ス
コ 

平
松
洋
子
（
小
学
館
）
91
ひ

星
を
掬
う 

町
田
そ
の
こ
（
中
央
公
論
新
社
）
91
ま

途
上
の
旅 
若
菜
晃
子
（
Ｋ
Ｔ
Ｃ
中
央
出
版
）
91
わ

ご
機
嫌
剛
爺 

逢
坂
剛
（
集
英
社
）
910
お

星
新
一
の
思
想 
浅
羽
通
明
（
筑
摩
書
房
）
910
ほ

漢
文
ノ
ー
ト 

齋
藤
希
史
（
東
京
大
学
出
版
会
）
92
さ

味
の
台
湾 

焦
桐
（
み
す
ず
書
房
）
92
ジ

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

〈
哲
学　

心
理
学　

宗
教
〉

１
４
歳
か
ら
の
個
人
主
義 

丸
山
俊
一
（
大
和
書
房
）
151

〈
歴
史
〉

ビ
ル
マ
危
機
の
本
質 

タ
ン
ミ
ン
ウ
ー
（
河
出
書
房
新
社
）
223

東
京
近
郊
ゆ
る
登
山 

西
野
淑
子
（
実
業
之
日
本
社
）
291

〈
社
会
科
学
〉

歩
く
・
知
る
・
対
話
す
る
琉
球
学 

（
松
島
泰
勝
・
編
著
）
302

コ
ロ
ナ
後
の
世
界 

内
田
樹
（
文
藝
春
秋
）
304

ウ
イ
グ
ル
大
虐
殺
か
ら
の
生
還　

再
教
育
収
容
所
地
獄
の
２
年
間

 

グ
ル
バ
ハ
ー
ル
・
ハ
イ
テ
ィ
ワ
ジ
（
河
出
書
房
新
社
）
316

黒
人
と
白
人
の
世
界
史 

オ
レ
リ
ア
・
ミ
シ
ェ
ル
（
明
石
書
店
）
316

ワ
ー
ク
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
バ
ラ
ン
ス

 

高
橋
美
恵
子
・
編
（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
）
366

性
差
（
ジ
ェ
ン
ダ
ー
）
の
日
本
史

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
・
監
修
（
集
英
社
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
）
367
こ

女
性
の
生
き
づ
ら
さ
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー

 

心
理
科
学
研
究
会
ジ
ェ
ン
ダ
ー
部
会
・
編
（
有
斐
閣
）
367
シ

声
を
あ
げ
て
、
世
界
を
変
え
よ
う
！

 

ア
ド
ー
ラ
・
ス
ヴ
ィ
タ
ク
（
Ｄ
Ｕ　

Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
Ｓ
）
367
ス

＃
Ｍ
ｅ
Ｔ
ｏ
ｏ
の
政
治
学 

鄭
喜
鎭
・
編
（
大
月
書
店
）
367
チ

女
性
た
ち
で
子
を
産
み
育
て
る
と
い
う
こ
と 

牟
田
和
恵
（
白
澤
社
）
367
む

ヤ
ク
ザ
・
チ
ル
ド
レ
ン 

石
井
光
太
（
大
洋
図
書
）
368

わ
た
し
は
黙
ら
な
い 

合
同
出
版
編
集
部
・
編
（
合
同
出
版
）
368

わ
た
し
た
ち
の
「
生
活
保
護
」   

石
黒
好
美
・
編
著
（
著
風
媒
社
）
369

故
郷
は
帰
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ざ
り
き 

小
島
力
（
西
田
書
店
）
369

ヤ
ン
グ
で
は
終
わ
ら
な
い
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー

 

仲
田
海
人
・
編
著
（
ク
リ
エ
イ
ツ
か
も
が
わ
）
369

ネ
ッ
ト
い
じ
め
の
現
在
（
い
ま
） 

原
清
治
・
編
著
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）
371

（３） 図書室月報 2022 年 (令和４年 )３月

　

こ
の
一
九
七
三
年
八
月
に
は
、
東
京
・
荻

窪
の
母
方
の
祖
父
母
宅
に
滞
在
し
な
が
ら
、

一
人
で
、
青
梅
線
ぞ
い
に
、
終
点
の
奥
多
摩

駅
ま
で
歩
い
て
い
る
。
羽
村
駅
、
青
梅
駅
、

二
俣
尾
駅
、
奥
多
摩
駅…

…

と
、
記
念
に
買

い
求
め
た
入
場
券
が
残
っ
て
い
る
。
駅
窓
口

で
売
ら
れ
る
硬
券
で
は
、
子
ど
も
運
賃
の
場

合
、
切
符
の
右
側
を
ハ
サ
ミ
で
斜
め
に
断
ち

落
と
す
。
子
ど
も
料
金
の
入
場
券
は
、
当
時

一
〇
円
で
あ
る
。

　

ま
た
、
も
う
現
物
は
私
の
手
元
に
も
残
っ

て
い
な
い
の
だ
が
、
作
文
「
や
り
た
い
事
」

で
も
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
は
国
鉄
の

「
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン
」
観
光
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
の
最
盛
期
で
、
少
年
の
私
も
、
ま
ん

ま
と
は
ま
っ
て
熱
心
に
駅
の
記
念
ス
タ
ン
プ

を
集
め
て
い
た
。
駅
の
キ
オ
ス
ク
で
「
ス
タ
ン

プ
ノ
ー
ト
」
を
買
っ
て
、
そ
こ
に
押
し
て
い

く
の
だ
が
、
何
冊
も
、
こ
れ
が
た
ま
っ
て
い
く
。

　

青
梅
線
ぞ
い
を
歩
い
た
の
は
、
お
盆
に
か

か
る
八
月
一
三
日
の
こ
と
だ
っ
た
。
天
気
も

よ
く
、
御
岳
駅
で
渓
流
を
な
す
多
摩
川
の
ほ

う
に
降
り
、
白
っ
ぽ
い
大
岩
に
座
っ
て
、
祖

母
が
作
っ
て
く
れ
た
お
む
す
び
を
一
人
で
頬

張
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。(

春
陽
堂
書
店
）

<

一
節>

黒
川
創 

著

  

『
旅
す
る
少
年
』



　　

「
私
の
本
棚
か
ら
」
私
の
担
当
は
今
月
が
最
後
で
す
。

私
は
毎
年
こ
の
時
期
に
な
る
と
こ
の
本
を
読
み
、
春
の
訪

れ
を
感
じ
て
、
野
山
に
散
歩
に
行
き
た
く
な
る
の
で
す

（
花
粉
症
で
す
が
）
。

　

タ
イ
ト
ル
は
『
植
物
図
鑑
』
で
す
が
、
い
わ
ゆ
る
図
鑑

で
は
な
く
、『
植
物
図
鑑
』
と
い
う
ラ
ブ
コ
メ
小
説
で
す
。

　

こ
の
本
は
『
天
空
の
城
ラ
ピ
ュ
タ
』
の
逆
バ
ー
ジ
ョ
ン

で
す
。
「
女
の
子
の
前
に
イ
ケ
メ
ン
が
落
ち
て
き
て
何
が

悪
い
！
」
と
い
う
発
想
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　　

二
月
中
旬
週
末
の
深
夜
の
寒
空
の
下
、
残
業
続
き
の
二

十
代
の
さ
や
か
の
一
人
住
ま
い
の
ア
パ
ー
ト
の
前
に
、「
白

馬
に
乗
っ
た
王
子
様
登
場
」
で
は
な
く
、
行
き
倒
れ
に
な

っ
た
凍
死
寸
前
の
イ
ケ
メ
ン
が
「
落
ち
て
」
い
ま
し
た
。

彼
の
名
は
イ
ツ
キ
。

「
行
き
倒
れ
て
ま
す
。
お
嬢
さ
ん
、
よ
か
っ
た
ら
僕
を
拾

っ
て
く
れ
ま
せ
ん
か
？
咬
み
ま
せ
ん
。
躾
の
で
き
た
よ
い

子
で
す
」
と
言
っ
て
、
イ
ツ
キ
は
さ
や
か
の
膝
に
丸
め
た

手
を
載
せ
ま
す
。

　

呑
み
会
帰
り
で
、
か
な
り
酔
っ
て
い
た
さ
や
か
は
捨
て

犬
で
も
拾
う
よ
う
に
、
見
ず
知
ら
ず
の
イ
ツ
キ
を
部
屋
に

あ
げ
、
カ
ッ
プ
ラ
ー
メ
ン
を
食
べ
さ
せ
、
一
泊
さ
せ
て
や

り
ま
す
。

　

翌
朝
、
さ
や
か
が
目
を
覚
ま
す
と
、
食
卓
に
美
味
し
そ
う

な
朝
ご
は
ん
の
支
度
が
で
き
て
い
ま
し
た
。
そ
う
、
こ
の

野
良
犬
の
イ
ケ
メ
ン
君
は
料
理
が
得
意
だ
っ
た
の
で
す
。

　

胃
袋
を
が
っ
ち
り
摑
ま
れ
た
さ
や
か
は
こ
の
あ
と
、
イ

ツ
キ
を
家
政
夫
と
し
て
同
居
生
活
を
始
め
ま
す
。
週
末
ご

と
に
二
人
で
散
歩
に
出
て
、
野
草
や
山
菜
の
「
狩
り
」
を

し
て
、
料
理
を
し
て
食
べ
る
と
い
う
充
実
し
た
食
事
の
描

写
は
ワ
ク
ワ
ク
し
ま
す
。

　

若
い
男
女
が
同
居
し
て
い
る
の
で
、
や
が
て
お
約
束
の

恋
愛
に
発
展
し
て
い
き
、
有
川
さ
ん
お
得
意
の
キ
ュ
ン
キ

ュ
ン
す
る
文
体
の
ラ
ブ
コ
メ
が
展
開
し
て
い
き
ま
す
。
ぜ

ひ
、
こ
の
小
説
を
読
ん
で
、
「
キ
ュ
ン
死
に
」
感
を
味
わ

っ
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
本
を
読
む
と
、
郊
外
の
野
山
や
河
川
敷
に
行
っ
て

野
草
や
山
菜
を
摘
み
た
く
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
が
、

中
に
は
毒
を
持
っ
た
物
が
あ
り
ま
す
の
で
、
自
分
で
間
違

わ
な
い
自
信
の
あ
る
も
の
以
外
は
絶
対
に
手
を
出
さ
な
い

よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
採
集
に
当
た
っ
て
は
、
私

有
地
に
は
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
、
農
薬
や
除
草
剤
が
散
布

さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
所
で
の
採
集
も
避
け
て
く
だ
さ
い
。

（
角
川
書
店
。
文
庫
本
も
あ
り
ま
す
が
、
野
山
草
の
写
真

が
大
き
く
、
図
鑑
風
な
装
丁
も
楽
し
め
る
単
行
本
が
お
ス

ス
メ
で
す
。
） 

　
　
　
　
　
　
　

図
書
室
の
つ
ど
い

中
井 

あ
つ
し

　

大
学
卒
業
後
、
地
元
の
石
川
県
金
沢
市
の
高
校
で
常
勤
の
英
語
教
師
を

し
て
い
た
よ
し
か
わ
さ
ん
は
、
約
４
年
間
で
車
や
テ
レ
ビ
、
冷
蔵
庫
、
洗

濯
機
、
５
０
０
冊
以
上
の
蔵
書
な
ど
99
％
以
上
の
所
有
物
を
手
放
し
ま
し

た
。
そ
の
後
、
住
ん
で
い
た
ア
パ
ー
ト
を
引
き
払
い
、
「
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
」

と
呼
ば
れ
る
旅
人
向
け
の
簡
易
宿
泊
施
設
に
滞
在
し
な
が
ら
、
午
前
中
は

高
校
の
非
常
勤
講
師
、
午
後
は
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
の
社
員
と
し
て
「
複
業
」

生
活
を
送
っ
て
い
ま
し
た
。

　

現
在
は
拠
点
を
東
京
に
移
さ
れ
て
い
る
よ
し
か
わ
さ
ん
に
、
最
小
限
の

物
で
暮
ら
す
生
き
方
や
、
物
や
住
ま
い
を
手
放
し
た
か
ら
こ
そ
学
べ
た
こ

と
な
ど
を
お
話
い
た
だ
き
ま
す
。
大
量
生
産
・
大
量
消
費
の
在
り
方
を
見

つ
め
直
し
、
少
な
い
物
で
心
豊
か
に
生
き
る
考
え
方
を
学
ぶ
機
会
に
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

※

「
ミ
ニ
マ
リ
ス
ト
」
と
は
自
分
に
必
要
な
最
小
限
の
物
だ
け
で
暮
ら
す

人
を
指
し
、
「
最
小
限
の
」
と
い
う
意
味
の
「
ミ
ニ
マ
ル
」
か
ら
派
生
し

た
造
語
で
す
。

〈
よ
し
か
わ
さ
ん
の
本
〉
表
題
作
（
河
出
書
房
新
社
）

　

中
井
さ
ん
の
「
私
の
本
棚
か
ら
」
は

今
回
が
最
終
回
に
な
り
ま
す
。
ど
れ
も

手
に
取
っ
て
読
み
た
く
な
る
魅
力
的
な

紹
介
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
本
当

に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

お
話  

よ
し
か
わ 

け
い
す
け

                　

 

（
会
社
員
、
ミ
ニ
マ
リ
ス
ト
）

〈
私
の
本
棚
か
ら　

第
６
回
〉

と　

き 

４
月
２
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 

３
月
9
日
（
水
） 

朝
９
時
～

 

公
民
館
☎(

５
７
２)

５
１
４
１

高
校
教
師
、
住
ま
いを
捨
て
る

有
川
浩
著

　

 

『
植
物
図
鑑
』

係から

（４）図書室月報 2022 年 (令和４年 )３月
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