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国
民ほん
大好き

中央公民館図書室☎42局7200番

中央公民館
図書室からの
お知らせですBookINFOR

MATION

／８月の休館日は、７日（水）です
／開館時間は午前９時から午後５時まで／返却期限が過ぎている本は、至急ご返却ください

　じゃんけんぽん !! じゃんけんのすき
な女の子は、なにをきめるにもじゃん
けん。あいてがいないときは、じぶん
ひとりでもじゃんけん。（えっ、どうやっ
て？）右手と左手で。まわりにある石、
紙、はさみのかたちをした、いろいろ
なものをあいてに。ところが、ある日、
とてもとてもだいじなことをきめるの
に、とんでもない相手と、じゃんけん
をしなければならなくなって…。

じゃんけんのすきな女の子
作＝松岡亨子

　なぜ僕は生まれつき手足がないという
障がいを受けいれ、苦しむことなく、か
つ明るく生きてくることができたのか…。
乙武さんがたどりついたのが「自己肯定
感」という言葉。「自分は大切な存在だ」
と思う、この「自分を愛する力」について、
息子として両親の愛に満ちた子育てを振
り返り、教師として現代の親子が抱える
問題を見つめ、父親として自らの子育て
を初めて明かしながら考察していく。

自分を愛する力
作＝乙武洋匡

中でもこの本がオススメです。

●一般の本

／明日は晴れ（作＝瀬戸内寂聴）／蘭陵王の恋　新・
御宿かわせみ（作＝平岩弓枝）／五二屋傳蔵（作＝
山本一力）／心（作＝姜　尚中）／神去なあなあ夜
話（作＝三浦しをん）／昨日のカレー、明日のパン（作
＝木皿　泉）

今月新しく入りました。
●子どもの本

／スポーツが教えてくれたこと（作＝内海哲也 )、
中村憲剛）／こぎつねいちねんせい（作＝斉藤　洋）
／ふしぎなやまびこしゃしんかん（作＝中島和子）
／すやすやぷー（作＝山本祐司）／みどりさんのパ
ンやさん（作＝おおいじゅんこ）／あわてんぼ　う
さちゃん（作＝ナップマン）

てがみをください
作＝やました　はるお

い
ち
じ
く
の
木

に
パ
パ
と
作
っ

た
ぼ
く
の
赤
い

ゆ
う
び
ん
ば
こ
。
手
紙

が
き
て
い
る
か
チ
ェ
ッ

ク
す
る
の
は
ぼ
く
の
仕

事
。
な
の
に
、
大
き
な

め
が
ね
を
か
け
た
み
ど

り
い
ろ
の
か
え
る
が
一

匹
す
み
つ
い
て
し
ま
い

ま
す
。
自
分
あ
て
の
手

紙
が
ほ
し
い
か
え
る
に

「
手
紙
を
か
け
ば
い
い
の

さ
、
手
紙
を
く
だ
さ
い

て
。」
と
男
の
子
は
教

え
て
あ
げ
ま
す
。
画
面

い
っ
ぱ
い
の
い
ち
じ
く

の
木
に
大
き
な
み
ど
り

の
葉
、
そ
の
中
に
め
が

ね
を
か
け
た
ユ
ニ
ー
ク

な
か
え
る
。
い
つ
の
世

も
手
紙
を
待
つ
気
持
ち

は
複
雑
で
す
ね
。

の

本
だ
な

春
の
桜
、
夏
の
海
、
秋
の
紅
葉
、
冬
の
雪
…
。

美
し
い
四
季
が
体
感
で
き
る
の
は
日
本
人
の
特
権
。

そ
ん
な
私
た
ち
だ
か
ら
こ
そ
、

読
み
た
く
な
る
「
旬
」
の
本
が
あ
り
ま
す
。

シ
リ
ー
ズ
「
旬
の
本
だ
な
」。

８
月
は
「
手
紙
」
を
テ
ー
マ
に

２
冊
の
本
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

紹
介
者
は
松
浦
み
ち
子
さ
ん
（
鞍
手
町
文
庫
連
絡
会
）
で
す
。

父は空 母は大地
作＝寮　美千子

１
８
５
４
年
ア
メ

リ
カ
の
第
14
代

大
統
領
は
、
イ

ン
デ
ィ
ア
ン
た
ち
の
土

地
を
買
収
し
居
留
地
を

あ
た
え
る
と
申
し
出
た
。

１
８
５
５
年
イ
ン
デ
ィ

ア
ン
の
首
長
シ
ア
ト
ル

は
、
こ
の
条
約
に
署
名
。

こ
れ
は
、
シ
ア
ト
ル
首

長
が
大
統
領
に
宛
て
た

手
紙
で
あ
る
。
で
始
ま

る
こ
の
絵
本
は
キ
ラ
キ

ラ
し
た
言
葉
が
詩
の
様

に
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。

人
間
は
、
大
地
の
一
部

で
あ
る
こ
と
…
。
神
聖

な
も
の
は
神
聖
な
ま
ま

で
…
。
イ
ン
デ
ィ
ア
ン

に
か
ぎ
ら
ず
人
間
が
大

切
に
守
ら
ね
ば
な
ら
ぬ

も
の
は
…
。
ぜ
ひ
一
読

し
て
ほ
し
い
一
冊
で
す
。
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Health阿部リハビリ専門医の

調子は
いかが？
くらて病院☎42局1231番

くらて病院スタッフ。
からの健康。

アドバイスです。 ADVICE

？
誤
嚥
と
は
、
物
が
う
ま
く
飲
み
込
め
ず
、
気
道
に
入
っ
て
し
ま
う
こ
と
を

い
い
ま
す
。
気
道
に
空
気
以
外
の
異
物
が
入
り
肺
を
刺
激
す
る
と
、
肺
炎

を
起
こ
し
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
が
誤
嚥
性
肺
炎
で
す
。

阿
部
優
介
・
あ
べ
ゆ
う
す
け
・
平
成
13
年
産
業
医
科
大
学
卒
。
門
司
労
災
病
院
、
九
州
労
災
病
院
、
若
杉
病
院
を
経
て
、
平
成
25
年
度
よ
り
毎
週
火
曜
日
に
く
ら

て
病
院
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科
外
来
に
勤
務
。
リ
ハ
ビ
リ
専
門
医
。
36
歳
。

【
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
】

父
が
、
肺
炎
で
入
院
し
、
誤ご

え

ん嚥
性
肺
炎
だ
と
説
明
さ
れ
ま
し
た
。「
誤
嚥
性
」
と
は

ど
う
い
う
意
味
で
し
ょ
う
か
？
（
51
歳
・
女
性
）

誤
嚥
と
は

　

食
べ
物
、
飲
み
物
、
唾
液
、
空

気
も
含
め
て
「
も
の
」
が
、
口
か

ら
喉
を
通
っ
て
食
道
、
胃
へ
と
進

む
一
連
の
流
れ
を
「
嚥
下
（
え
ん

げ
）」
と
い
い
ま
す
。
誤
嚥
と
は
、

こ
の
嚥
下
に
障
害
が
お
き
、
物
が

う
ま
く
飲
み
込
め
ず
、気
道
に
入
っ

て
し
ま
う
こ
と
を
い
い
ま
す
。
気

道
と
は
、
空
気
の
通
り
道
で
あ
り
、

食
べ
物
の
通
り
道
は
食
道
に
な
り

ま
す
。
気
道
に
空
気
以
外
の
異
物

が
入
り
肺
を
刺
激
す
る
と
、
肺
炎

を
起
こ
し
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ

が
、
誤
嚥
性
肺
炎
で
す
。
ま
た
、

誤
嚥
し
た
も
の
が
気
道
を
塞
い
で

し
ま
う
と
窒
息
し
て
し
ま
い
ま
す
。

嚥
下
の
仕
組
み

　

誤
嚥
を
理
解
す
る
に
は
、
嚥
下

の
仕
組
み
を
理
解
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
図
は
「
平
常
時
」
か
ら

「
物
を
飲
み
込
む
と
き
」
の
顔
を
横

か
ら
見
た
図
に
な
り
ま
す
。
平
常

時
は
呼
吸
を
し
て
い
る
の
で
、
気

道
は
開
い

て
い
る
状

態
で
す（
下

左
図
）。
物

を
飲
み
込

む
と
き
は
、

下
右
図
の

よ
う
に
食

道
と
気
道

の
間
の
壁

が
せ
り
あ

が
っ
て
、

気
道
が
塞

が
れ
、
食

塊
は
食
道
に
流
れ
て
い
き
ま
す
。

誤
嚥
の
原
因

　

原
因
は
多
々
あ
り
ま
す
が
、
高

齢
者
で
誤
嚥
を
起
こ
す
理
由
の
多

く
は
、
こ
の
壁
の
動
き
に
あ
り
、

次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

①
せ
り
あ
が
り
が
弱
く
て
、
完
全

に
塞
げ
な
い

②
せ
り
あ
が
る
タ
イ
ミ
ン
グ
が
悪

く
、
気
道
を
塞
ぐ
前
に
、
食
べ

物
が
入
っ
て
し
ま
う

　

こ
れ
ら
は
、
脳
梗
塞
や
パ
ー
キ

ン
ソ
ン
病
な
ど
神
経
の
病
気
は
も

ち
ろ
ん
、
齢
を
と
っ
て
、
の
ど
の

筋
力
が
落
ち
て
も
起
こ
り
え
ま
す
。

つ
ま
り
、
高
齢
に
な
る
と
誰
で
も

誤
嚥
は
起
こ
り
う
る
こ
と
な
の
で

す
。

誤
嚥
の
サ
イ
ン

　

食
事
中
の
ム
セ
は
誤
嚥
の
サ
イ

ン
で
す
。
私
た
ち
で
も
、
話
を
し

な
が
ら
食
べ
て
い
る
と
ム
セ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
誤
嚥
に

な
り
ま
す
が
、
こ
の
程
度
の
誤
嚥

で
あ
れ
ば
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
普
通
に
食
事
を
し
て
い

て
、
む
せ
る
頻
度
が
多
く
な
れ
ば
、

嚥
下
障
害
を
疑
っ
た
ほ
う
が
い
い

で
し
ょ
う
。
脳
梗
塞
な
ど
を
発
症

し
て
い
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

い
つ
も
と
違
う
よ
う
で
あ
れ
ば
、

病
院
を
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。
誤

嚥
性
肺
炎
を
発
症
す
る
ま
で
に
い

た
っ
た
場
合
は
、
リ
ハ
ビ
リ
訓
練
、

指
導
を
勧
め
ま
す
。

誤
嚥
し
な
い
た
め
の
予
防

喉
の
筋
力
が
お
ち
て
、
食
事
中

の
ム
セ
が
増
え
て
き
た
程
度
の
軽

い
障
害
で
あ
れ
ば
、
専
門
的
な
リ

ハ
ビ
リ
は
必
要
な
く
、
自
主
訓
練

で
よ
く
な
り
ま
す
。
簡
単
な
も
の

で
は
、
食
事
の
際
、
一
口
量
を
お

さ
え
め
に
20
回
以
上
噛
む
こ
と
を

心
が
け
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
だ
け

で
も
、
十
分
改
善
に
つ
な
が
り
ま

す
。嚥

下
障
害
が
重
度
に
な
る
と
食

事
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、

一
日
に
必
要
な
栄
養
を
鼻
か
ら
胃

ま
で
管
を
通
し
て
栄
養
剤
を
直
接

胃
に
流
し
込
ん
だ
り
、
お
腹
か
ら

胃
に
直
接
通
り
道
を
作
り
（
胃い

ろ

う瘻
と

い
い
ま
す
）、
そ
こ
か
ら
胃
に
栄
養

剤
を
流
し
込
む
な
ど
の
対
応
が
と

ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
食
べ
る
楽

し
み
が
奪
わ
れ
る
の
は
そ
の
後
の

人
生
に
大
き
く
影
響
し
ま
す
。
食

事
に
対
す
る
心
が
け
で
誤
嚥
の
予

防
が
で
き
ま
す
の
で
、
是
非
、
意

識
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。


