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（１）

　

手
話
通
訳
の
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。
聴
こ
え
な
い

親
を
持
つ
聴
こ
え
る
子
ど
も
、
コ
ー
ダ
と
し
て
過
ご

さ
れ
て
き
た
五
十
嵐
さ
ん
の
お
話
を
、
強
い
関
心
を

持
っ
て
お
聞
き
し
ま
し
た
。
一
つ
一
つ
の
言
葉
を
大

切
に
伝
え
ら
れ
て
お
ら
れ
、
そ
れ
は
今
ま
で
守
り
続

け
て
き
た
五
十
嵐
さ
ん
の
ご
姿
勢
の
よ
う
に
も
感
じ

ま
し
た
。

　

私
は
以
前
か
ら
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
マ
ジ
ョ
リ

テ
ィ
に
つ
い
て
考
え
て
い
ま
し
た
。
現
在
「
多
様
性

を
認
め
る
社
会
」
が
謳
わ
れ
て
い
ま
す
。
「
多
様
性

を
認
め
る
」
と
は
、
「
差
別
す
る
、
差
別
し
な
い
」

と
は
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
ど
ん
な

心
の
在
り
方
な
の
だ
ろ
う
か
と
漠
然
と
考
え
て
い
ま

し
た
。

　

耳
の
聴
こ
え
な
い
お
母
さ
ま
を
め
ぐ
る
お
話
を
聞

き
な
が
ら
、
お
母
さ
ま
に
対
す
る
様
々
な
温
度
の
視

線
を
ふ
と
感
じ
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
近
く
で
、

あ
る
い
は
遠
く
で
見
て
い
た
五
十
嵐
さ
ん
の
ま
な
ざ

し
も
感
じ
ま
し
た
。
「
お
母
さ
ん
が
大
好
き
だ
け
ど

嫌
い
」
と
い
う
言
葉
が
深
く
重
く
、
心
に
残
っ
て
い

ま
す
。
一
方
、
社
会
全
体
を
見
れ
ば
聴
こ
え
な
い
人

に
関
わ
る
機
会
、
知
る
機
会
が
非
常
に
少
な
い
こ
と

も
改
め
て
考
え
ま
し
た
。

　

以
前
、
聴
覚
障
害
を
持
つ
大
学
の
先
生
が
「
マ
ジ

ョ
リ
テ
ィ
が
特
権
を
持
っ
て
い
る
」
と
ブ
ロ
グ
で
語

っ
て
お
ら
れ
る
の
を
見
た
時
、
そ
の
「
特
権
」
と
い

う
文
字
が
頭
の
中
を
巡
り
ま
し
た
。
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

と
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
間
に
置
か
れ
た
言
葉
と
し
て
、

初
め
て
そ
れ
を
見
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
五
十
嵐

さ
ん
も
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
つ
ま
り
「
聞
こ
え
る
世
界
」

に
社
会
の
「
普
通
」
が
引
き
寄
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
強
く
語
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

　

私
た
ち
通
訳
者
は
、「
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
マ
ジ
ョ
リ

テ
ィ
」
と
い
う
言
葉
の
み
を
聞
け
ば
、
手
話
で
そ
の

二
つ
を
横
並
び
に
表
現
す
る
の
で
す
が
、
あ
る
当
事

者
と
話
を
し
た
時
に
は
そ
の
感
覚
が
少
し
違
う
よ
う

に
感
じ
ま
し
た
。

　

「
差
別
」
と
い
う
手
話
を
よ
く
見
て
み
る
と
、
掌

を
下
に
向
け
た
両
手
を
上
下
に
引
き
離
す
も
の
と
、

片
手
の
み
を
引
き
下
げ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
も
し

か
す
る
と
前
者
は
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
「
特
権
」
を
意

識
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
改
め
て
、
こ
の
表
現

の
意
味
、
表
現
す
る
自
身
の
意
識
を
問
い
か
け
て
み

よ
う
と
思
い
ま
し
た
。

　

「
親
切
」
や
「
思
い
や
り
」
と
い
う
の
と
は
別
に
、

両
手
を
同
じ
位
置
へ
と
戻
す
。
こ
れ
が
本
当
は
必
要

な
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
、
社
会
は
具
体
的
に
ど
う
し

て
い
っ
た
ら
良
い
の
か
、
様
々
な
こ
と
を
考
え
さ
せ

ら
れ
る
講
演
で
し
た
。

　

当
日
は
手
話
通
訳
が
付
き
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
り

聴
こ
え
な
い
方
々
も
共
に
受
講
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
情
報
保
障
は
大
切
な
権
利
の
保
障
で
す
。
今

回
、
通
訳
を
含
め
た
オ
ン
ラ
イ
ン
映
像
の
見
や
す
さ

を
求
め
て
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
様
々
な
声
が
届
い
て
い

ま
し
た
が
、
そ
の
つ
ど
開
催
者
側
は
真
摯
に
対
応
さ

れ
、
格
差
の
な
い
情
報
提
供
に
努
め
て
お
ら
れ
ま
し

た
。
素
晴
ら
し
い
講
演
の
開
催
に
感
謝
し
ま
す
。

 
(

幻
冬
舎)

〈図書室のつどい 参加者の感想〉

五十嵐大 著
『ろうの両親から生まれたぼくが
　 聴こえる世界と聴こえない世界を行き来して
                            考えた30のこと』を受講して

小林 圭子

だ い



　

先
日
、
大
阪
高
裁
に
お
い
て
旧
優
生
保
護
法
に
基

づ
く
強
制
不
妊
手
術
に
関
わ
る
訴
訟
の
判
決
報
道
が

あ
り
ま
し
た
。
除
斥
期
間
の
適
用
は
「
正
義
に
反
す

る
」
と
し
、「
時
の
壁
」
を
崩
し
、
原
告
救
済
に
道

を
つ
け
た
判
決
で
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
各
地
裁
の
判

決
は
、
す
べ
て
原
告
側
の
賠
償
請
求
を
棄
却
す
る
も

の
だ
っ
た
だ
け
に
、
注
目
す
べ
き
判
決
で
あ
り
ま
し

た
。

　

こ
の
よ
う
な
一
連
の
判
決
の
流
れ
を
振
り
返
る
と

日
本
の
裁
判
所
は
本
当
に
正
し
く
機
能
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
、
裁
判
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
考

え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
公
正
な
裁
判
が
あ
っ
て
こ
そ

我
々
の
日
々
の
生
活
や
営
み
、
就
中
弱
い
立
場
の

人
々
の
権
利
や
暮
ら
し
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
か
が

か
か
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
日
本
の
裁
判
所
、
司
法

制
度
が
し
っ
か
り
と
機
能
し
、
正
義
が
担
保
さ
れ
な

く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

講
師
の
瀬
木
比
呂
志
先
生
は
、
元
裁
判
官
で
長
く

司
法
に
携
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
方
で
す
。
我
々
の
知
る

こ
と
が
で
き
な
い
、
裁
判
所
内
部
の
現
状
と
問
題
点

を
指
摘
さ
れ
て
い
た
内
容
は
、
か
な
り
衝
撃
的
で
あ

り
ま
し
た
。
講
師
の
著
書
『
絶
望
の
裁
判
所
』
に
お

い
て
「
日
本
の
裁
判
官
が
、
実
際
に
は
そ
の
本
質
に

お
い
て
裁
判
官
と
い
う
よ
り
、
官
僚
役
人
で
あ
り
な

が
ら
信
頼
さ
れ
て
き
た
大
き
な
理
由
は
、
平
均
的
な

裁
判
官
が
た
と
え
保
守
的
で
あ
り
考
え
方
や
視
野
は

狭
く
て
も
、
日
々
誠
実
に
仕
事
を
し
、
た
と
え
ば
行

政
訴
訟
や
憲
法
訴
訟
と
い
っ
た
類
型
の
事
件
を
除
い

た
日
常
的
な
事
件
に
関
す
る
限
り
は
、
当
事
者
の
言

い
分
に
も
そ
れ
な
り
に
耳
を
傾
け
て
き
た
か
ら
で
あ

る
。
つ
ま
り
職
人
タ
イ
プ
の
裁
判
官
が
日
本
の
裁
判

の
質
を
支
え
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
上
層

部
の
劣
化
、
腐
敗
に
伴
い
、
そ
の
よ
う
な
中
間
層
も
、

疲
弊
し
、
や
る
気
を
失
い
、
あ
か
ら
さ
ま
な
事
大
主

義
、
事
な
か
れ
主
義
に
陥
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
」

と
。

　

私
は
、
40
年
以
上
金
融
機
関
に
勤
務
し
、
そ
の
間

日
本
全
国
の
公
証
役
場
で
元
裁
判
官
で
あ
っ
た
公
証

人
の
先
生
方
と
多
々
接
す
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。

あ
る
公
証
人
の
先
生
は
、
愛
知
県
内
の
公
証
役
場
に

勤
務
さ
れ
て
い
て
、「
も
う
３
年
も
単
身
赴
任
で
疲

れ
ま
し
た
よ
。
毎
週
金
曜
日
の
夜
、
洗
濯
物
を
持
っ

て
東
京
の
自
宅
と
往
復
し
て
い
る
ん
で
す
」
と
か
、

ま
た
別
の
公
証
人
の
先
生
は
「
最
終
の
ポ
ス
ト
で
ど

こ
の
公
証
役
場
に
配
属
さ
れ
る
か
大
体
き
ま
っ
て
い

る
ん
で
す
。
だ
か
ら
な
る
べ
く
良
い
ポ
ス
ト
で
最
後

を
終
え
た
い
ん
で
す
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま

し
た
。

　

皆
さ
ん
大
変
そ
う
で
し
た
が
、
多
く
の
方
は
日
々

コ
ツ
コ
ツ
誠
実
に
職
務
を
こ
な
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
し

た
。
中
に
は
、
少
数
で
は
あ
り
ま
す
が
、
事
務
員
任

せ
で
、
書
類
文
書
の
点
検
等
ミ
ス
が
多
く
不
十
分
に

も
か
か
わ
ら
ず
高
圧
的
な
物
言
い
の
方
も
い
ま
し

た
が
。

　

裁
判
所
は
、
行
政
、
立
法
と
並
ぶ
三
権
分
立
の
根
幹

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
所
、
裁
判
制
度
に

関
す
る
報
道
や
著
書
も
少
な
く
、
私
た
ち
は
そ
の
実

情
を
知
る
機
会
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

本
講
演
会
を
機
に
日
本
の
裁
判
の
実
情
と
問
題
点

に
つ
い
て
考
え
る
機
会
と
な
っ
た
こ
と
は
、
大
変
有

意
義
で
あ
り
ま
し
た
。
前
記『
絶
望
の
裁
判
所
』の
他
、

『
ニ
ッ
ポ
ン
の
裁
判
（
城
山
三
郎
賞
受
賞)

』
も
大
変

参
考
に
な
り
ま
し
た
。 

（
Ｋ
Ａ
Ⅾ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
）

な
か
ん
づ
く
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〈
図
書
室
の
つ
ど
い 

参
加
者
の
感
想
〉

﹁
日
本
の
裁
判
所
︑
裁
判
官
︑
裁
判
と

        　
 

そ
の
制
度
的
・
構
造
的
な
問
題
﹂
を
受
講
し
て

瀬
木
比
呂
志 

著
﹃
檻
の
中
の
裁
判
官
❘
な
ぜ
正
義
を
全
う
で
き
な
い
の
か
﹄

松
本 

一
男

■ 昨年度の開室日数は、305 日

■ 貸出冊数は、23,385 冊

■ リクエストの件数は、

   窓口での受付分が     1,336 件

   Web での受付分が    6,882 件

■ 図書室の蔵書数は、26,716 冊

   （閉架を含む）

昨年度の
図書室利用状況



〈
自
然
科
学
〉

発
達
障
害
と
い
う
才
能 

岩
波
明
（
Ｓ
Ｂ
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
）
493

い
の
っ
ち
の
手
紙 

坂
口
恭
平
（
中
央
公
論
新
社
）
493

自
閉
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
症
の
女
の
子
が
出
会
う
世
界

 

サ
ラ
・
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
ス
（
河
出
書
房
新
社
）
493

保
健
所
の
「
コ
ロ
ナ
戦
記
」Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
２
０
２
０―

２
０
２
１

 

関
な
お
み
（
光
文
社
）
498

〈
工
業
〉

魚
は
な
ぜ
減
っ
た
？
見
え
な
い
真
犯
人
を
追
う 

山
室
真
澄
（
つ
り
人
社
）
519

日
本
の
近
代
建
築
ベ
ス
ト
５
０ 

小
川
格
（
新
潮
社
）
523

核
災
１
０
年
、
福
島
か
ら
の
声 

澤
正
宏
（
ク
ロ
ス
カ
ル
チ
ャ
ー
出
版
）
543

〈
芸
術
〉

目
の
見
え
な
い
白
鳥
さ
ん
と
ア
ー
ト
を
見
に
い
く 

川
内
有
緒
（
集
英
社
）
707

妄
想
美
術
館 

原
田
マ
ハ
（
Ｓ
Ｂ
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
）
720

新
海
誠
の
世
界 

榎
本
正
樹
（
Ｋ
Ａ
Ⅾ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
）
778

言
葉
の
花
束 

サ
ヘ
ル
・
ロ
ー
ズ
（
講
談
社
）
779

〈
言
語
〉

日
本
語
は
こ
わ
く
な
い 

飯
間
浩
明
（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
）
810

〈
文
学
〉

同
志
少
女
よ
、
敵
を
撃
て 

逢
坂
冬
馬
（
早
川
書
房
）
91
あ

正
欲 

朝
井
リ
ョ
ウ
（
新
潮
社
）
91
あ

遠
慮
深
い
う
た
た
寝 

小
川
洋
子
（
河
出
書
房
新
社
）
91
お

も
う
別
れ
て
も
い
い
で
す
か 

垣
谷
美
雨
（
中
央
公
論
新
社
）
91
か

と
ど
の
つ
ま
り
人
は
食
う 

佐
野
洋
子
（
河
出
書
房
新
社
）
91
さ

少
女
た
ち
の
戦
争 

中
央
公
論
新
社
編
（
中
央
公
論
新
社
）
91
ち

特
許
や
ぶ
り
の
女
王 

南
原
詠
（
宝
島
社
）
91
な

ミ
カ
エ
ル
の
鼓
動 

柚
月
裕
子
（
文
藝
春
秋
）
91
ゆ

ミ
ト
ン
と
ふ
び
ん 

吉
本
ば
な
な
（
新
潮
社
）
91
よ

黒
牢
城 

米
澤
穂
信
（
Ｋ
Ａ
Ⅾ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
）
91
よ

本
当
の
豊
か
さ 

ジ
ャ
ン
・
ジ
オ
ノ
（
彩
流
社
）
95
ジ

同
意 

ヴ
ァ
ネ
ッ
サ
・
ス
プ
リ
ン
ゴ
ラ
（
中
央
公
論
新
社
）
95
ス

緑
の
天
幕 

リ
ュ
ド
ミ
ラ
・
ウ
リ
ツ
カ
ヤ
（
新
潮
社
）
98
ウ

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

新
着
図
書
か
ら

〈
哲
学
〉

江
戸
の
学
び
と
思
想
家
た
ち 

辻
本
雅
史
（
岩
波
書
店
）
121

生
き
の
び
る
た
め
の
「
失
敗
」
入
門 

雨
宮
処
凛
（
河
出
書
房
新
社
）
159

〈
歴
史
〉

戦
時
下
の
日
常
と
子
ど
も
た
ち 

佐
々
木
賢
（
青
土
社
）
210

従
軍
日
記
と
報
道
挿
絵
が
伝
え
る
庶
民
た
ち
の
日
露
戦
争

 

西
川
武
臣
（
勉
誠
社
）
210

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド　

ア
ー
ダ
ー
ン
首
相

 

マ
デ
リ
ン
・
チ
ャ
ッ
プ
マ
ン
（
集
英
社
）
289

ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
生
還
者
か
ら
あ
な
た
へ

 

リ
リ
ア
ナ
・
セ
グ
レ
・
述
（
岩
波
書
店
）
289

旅
を
ひ
と
さ
じ 

松
本
智
秋
（
み
ず
き
書
林
）
290

東
海
道
五
十
三
次
い
ま
む
か
し
歩
き
旅 

高
橋
真
名
子
（
河
出
書
房
新
社
）
291

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
、
２
１
世
紀
の
ウ
ィ
ー
ン
を
歩
く
。

 

曽
我
大
介
（
集
英
社
）
293

ヘ
ル
シ
ン
キ
生
活
の
練
習 

朴
沙
羅
（
筑
摩
書
房
）
293

〈
社
会
科
学
〉

田
舎
は
い
や
ら
し
い 

花
房
尚
作
（
光
文
社
）
318

ル
ポ
死
刑 

佐
藤
大
介
（
幻
冬
舎
）
326

１
４
歳
か
ら
の
資
本
主
義 

丸
山
俊
一
（
大
和
書
房
）
332

な
ぜ
私
た
ち
は
友
だ
ち
を
つ
く
る
の
か 

ロ
ビ
ン
・
ダ
ン
バ
ー
（
青
土
社
）
361

も
う
空
気
な
ん
て
読
ま
な
い 

石
川
優
実
（
河
出
書
房
新
社
）
367
い

チ
ヨ
さ
ん
の
「
身
売
り
」 

い
の
う
え
せ
つ
こ
（
花
伝
社
）
367
い

地
域
女
性
史
へ
の
道 

折
井
美
耶
子
（
ド
メ
ス
出
版
）
367
お

私
は
男
で
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
で
す 

チ
ェ
・
ス
ン
ボ
ム
（
世
界
思
想
社
）
367
チ

あ
い
つ
ゲ
イ
だ
っ
て 

松
岡
宗
嗣
（
柏
書
房
）
367
ま

は
じ
め
て
の
西
洋
ジ
ェ
ン
ダ
ー
史 

弓
削
尚
子
（
山
川
出
版
社
）
367
ゆ

ヤ
ク
ザ
・
チ
ル
ド
レ
ン 

石
井
光
太
（
大
洋
図
書
）
368

水
底
を
掬
う 

河
上
正
二
（
信
山
社
）
369

＃
教
師
の
バ
ト
ン
と
は
な
ん
だ
っ
た
の
か 

内
田
良
（
岩
波
書
店
）
374

（３） 図書室月報 2022 年 (令和４年 )５月

　

リ
ン
ゴ
が
現
代
も
迷
信
と
切
り
離
せ
な
い
の
は

あ
る
意
味
で
は
当
然
だ
。
世
界
中
の
ほ
と
ん
ど
の

文
化
の
神
話
や
宗
教
、
芸
術
の
な
か
に
リ
ン
ゴ
が

深
く
植
え
付
け
ら
れ
て
き
た
の
だ
か
ら
。
リ
ン
ゴ

を
善
や
悪
と
結
び
つ
け
る
事
例
は
あ
ら
ゆ
る
時
代

の
物
語
や
絵
画
の
な
か
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
リ
ン

ゴ
は
、
美
と
欲
望
そ
し
て
罪
を
象
徴
す
る
も
の
で

あ
り
、
す
ぐ
れ
た
健
康
食
で
あ
り
、
毒
が
隠
さ
れ

た
存
在
で
も
あ
る
。
文
芸
作
品
に
最
も
よ
く
登
場

す
る
果
物
で
あ
り
、
繰
り
返
し
象
徴
的
な
表
現
と

し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
静
物
画
の
モ
チ
ー
フ
と
し

て
も
最
も
よ
く
選
ば
れ
て
き
た
。
そ
し
て
リ
ン
ゴ

そ
の
も
の
が
象
徴
と
な
り
、
ス
ー
パ
ー
の
棚
に
並

ぶ
だ
け
で
な
く
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
や
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
、
音
楽
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
ブ
ラ
ン
ド

と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
著
者
は
ジ
ャ

ー
ナ
リ
ス
ト
の
フ
ラ
ン
ク
・
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
と
共

著
で
『
ア
ッ
プ
ルA

p
ple

』（
１
９
９
８
年
）
と
い

う
本
を
出
版
し
た
こ
と
が
あ
る
。
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ

は
、
家
族
経
営
の
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
の
果
樹
園
で
父

親
と
リ
ン
ゴ
の
世
話
を
し
な
が
ら
成
長
し
た
人
物

だ
。
そ
の
書
籍
で
わ
た
し
た
ち
は
リ
ン
ゴ
の
も
つ

複
雑
な
ア
ピ
ー
ル
力
に
つ
い
て
こ
う
書
い
た
。

「
普
通
な
の
に
不
思
議
で
、
ト
ー
ス
ト
の
よ
う
に

当
た
り
前
な
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
夢
の
よ
う
に

つ
か
ま
え
ど
こ
ろ
が
な
い
」。 

（
原
書
房
）

マ
ー
シ
ャ
・
ラ
イ
ス
著 

柴
田
譲
治
訳

    『
リ
ン
ゴ
の
文
化
誌
』

<

一
節>



　　

子
ど
も
の
頃
、
新
聞
に
挟
ま
っ
た
チ
ラ
シ
の
中
か
ら
不

動
産
屋
の
広
告
を
見
つ
け
出
し
て
見
る
の
が
好
き
で
し

た
。
２
Ｌ
Ｄ
Ｋ
の
マ
ン
シ
ョ
ン
だ
と
か
、
庭
付
き
の
戸
建

て
な
ど
の
間
取
り
図
を
見
て
は
「
私
の
部
屋
は
こ
こ
で
、

妹
の
部
屋
は
こ
こ
！
」
「
ダ
イ
ニ
ン
グ
テ
ー
ブ
ル
は
こ
の

向
き
で
置
い
て
、
ソ
フ
ァ
ー
は
こ
の
あ
た
り
に
し
よ
う
か

な
」
な
ん
て
考
え
た
ら
止
ま
ら
な
く
な
り
、
時
間
を
忘
れ

て
妄
想
を
膨
ら
ま
せ
て
い
ま
し
た
。

　

学
生
時
代
に
一
人
暮
ら
し
を
始
め
て
か
ら
は
、
家
族
住

ま
い
の
お
部
屋
だ
け
で
な
く
一
人
暮
ら
し
の
趣
味
に
ど
っ

ぷ
り
浸
か
っ
た
お
部
屋
の
写
真
集
を
眺
め
る
の
が
楽
し
か

っ
た
で
す
。
ま
た
日
本
だ
け
で
な
く
、
パ
リ
の
ア
パ
ル
ト

マ
ン
の
部
屋
だ
と
か
モ
ン
ゴ
ル
の
移
動
式
住
居
、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
で
の
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
な
ど
世
界
の
部
屋
の
写
真
を

見
て
は
、
自
分
と
は
全
く
異
な
る
人
の
生
活
を
想
像
し
て

い
ま
し
た
。

　

お
部
屋
の
中
を
み
て
い
る
と
、
住
ん
で
い
る
人
の
生
活

が
見
え
て
き
ま
す
。
本
を
読
む
の
が
好
き
だ
と
か
、
調
理

器
具
が
多
い
し
見
た
目
と
違
っ
て
（
笑
）
自
炊
す
る
タ
イ

プ
な
の
か
な
、
と
か
。

　

こ
の
本
は
、
そ
れ
ら
の
想
像
の
ベ
ー
ス
と
な
っ
た
お
部

屋
の
間
取
り
図
や
写
真
た
ち
が
、
現
実
世
界
か
ら
物
語
の

世
界
に
広
が
っ
た
も
の
で
す
。
物
語
の
世
界
と
い
っ
て

も
、
初
め
て
見
る
世
界
で
は
な
い
気
が
し
ま
す
。
今
ま
で

読
ん
で
き
た
小
説
や
漫
画
、
映
画
の
世
界
の
、
主
人
公
と

は
ち
ょ
っ
と
違
う
土
地
で
の
出
来
事
。
な
ぜ
か
と
て
も
懐

か
し
さ
を
感
じ
つ
つ
、
同
時
に
新
し
く
も
感
じ
ま
す
。
自

分
の
思
っ
て
い
た
物
語
の
世
界
が
、
実
は
も
っ
と
も
っ
と

奥
行
き
が
あ
る
も
の
で
、
生
活
が
営
ま
れ
て
い
る
様
子
が

リ
ア
ル
感
を
持
っ
て
目
の
前
に
差
し
出
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ

で
す
。
著
者
の
手
書
き
の
コ
メ
ン
ト
も
奥
行
き
感
に
一
役

買
っ
て
い
ま
す
。

　

私
が
特
に
好
き
な
家
は
、「
巨
岩
と
暮
ら
す
家
」
！
「
巨

石
信
仰
の
一
種
と
し
て
、
巨
大
な
岩
に
寄
り
添
う
よ
う
に

建
て
ら
れ
た
家
」
な
の
で
す
が
、
シ
ン
プ
ル
で
余
計
な
も

の
が
な
く
、
そ
れ
で
い
て
心
の
充
実
感
を
感
じ
ら
れ
る
家

は
本
当
に
素
敵
で
、
ぜ
ひ
と
も
訪
れ
た
い
（
笑
）
。
一
人

で
住
ん
で
い
る
老
婆
の
佇
ま
い
に
も
魅
せ
ら
れ
ま
す
。

　

た
だ
の
面
白
い
家
の
イ
ラ
ス
ト
集
で
な
く
、
そ
の
家
を

ベ
ー
ス
と
し
て
頭
の
な
か
で
新
た
な
物
語
が
始
ま
っ
て
い

く
、
そ
ん
な
一
冊
で
す
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
パ
イ　

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
）

 

吉
田
誠
治 

著

  

『
も
の
が
た
り
の
家

         —

吉
田
誠
治　

美
術
設
定
集
』

〈
私
の
本
棚
か
ら　

第
２
回
〉

上
原 

真
弓

図
書
室
の
つ
ど
い

　

繊
細
な
味
わ
い
と
美
し
い
見
た
目
で
、
日
本
人
に
愛
さ
れ
て
き
た
和
菓

子
。
そ
の
歴
史
は
古
く
、
古
代
か
ら
現
代
ま
で
、
文
明
の
発
達
や
外
国
文

化
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
発
展
を
遂
げ
て
き
ま
し
た
。
嗜
好
品
と
し
て
だ

け
で
な
く
、
神
仏
の
お
供
え
物
や
、
ゲ
ン
担
ぎ
と
し
て
の
役
割
も
果
た
す

和
菓
子
は
、
日
本
人
の
人
生
の
節
目
に
は
無
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
と
言

え
ま
す
。

　

今
回
は
、
和
菓
子
の
歴
史
と
文
化
に
関
す
る
調
査
・
研
究
に
長
く
携
わ

っ
て
き
た
青
木
直
己
さ
ん
を
お
呼
び
し
、
和
菓
子
の
歴
史
を
た
ど
り
な
が

ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
由
来
や
役
割
を
解
説
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　〈
青
木
さ
ん
の
本
〉

『
美
し
い
和
菓
子
の
図
鑑
』（
二
見
書
房
）、『
図
説
和
菓
子
の
歴
史
』（
ち
く

ま
学
芸
文
庫
）、『
幕
末
単
身
赴
任
下
級
武
士
の
食
日
記　

増
補
版
』（
ち
く

ま
文
庫
）
、
『
江
戸
う
ま
い
も
の
歳
時
記
』
（
文
春
文
庫
）
ほ
か

と　

き 

６
月
12
日
（
日
）  

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 

５
月
18
日
（
水
） 

朝
９
時
～

           

公
民
館　

☎(

５
７
２)

５
１
４
１

講
師  
青
木 

直
己 

（
東
洋
大
学
、
立
正
大
学
非
常
勤
講
師
）

『
和
菓
子
の
歴
史
と
魅
力
』

（４）図書室月報 2022 年 (令和４年 )５月

講　師 山岸 郁子
 （日本大学 ・ 日本近代文学）

と 　 き  ５月１２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

―感傷から遠く離れて―

井上荒野 『あちらにいる鬼』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（朝日文庫）

＊次回は６月９日 ( 木 )
金原ひとみ 『持たざる者』
（集英社文庫） です。

くにたちブッククラブ
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