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真
な
ど
を
お
寄
せ
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さ
い

　
毎
号
、
楽
し
く
バ
ラ
エ
テ
ィ

に
富
ん
だ
特
集
を
組
ん
で
い
る

ジ
ャ
ズ
専
門
誌
。
特
集
に
添
っ

て
名
盤
・
レ
ア
盤
・
珍
盤
・
最
新

盤
ま
で
多
く
の
ア
ル
バ
ム
（
巻

頭
カ
ラ
ー
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
含
め
）

を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
他
に
も
、
輸
入
盤
・
海

外
レ
ポ
ー
ト
・
コ
レ
ク
タ
ー
訪

問
な
ど
の
企
画
満
載
で
す
。

　
ま
た
、
町
図
書
館
で
は
毎
月

一
回
所
蔵
Ｃ
Ｄ
を
聴
く
会
を
開

い
て
い
ま
す
。
講
師
は
以
前
音

楽
関
係
の
仕
事
を
さ
れ
て
い
た

篠
原
さ
ん
で
す
。
毎
回
一
つ
の

テ
ー
マ
で
解
説
を
し
て
い
た
だ

き
な
が
ら
、
ジ
ャ
ズ
を
皆
さ
ん

で
楽
し
ん
で
い
ま
す
。

（
平
出
み
ち
よ
）

　
人
々
は
五
千
年
以
上
も
昔
か

ら
、
身
の
回
り
の
事
を
書
き
と

め
て
き
ま
し
た
。
や
わ
ら
か
い

粘
土
に
記
号
を
彫
っ
た
り
、
石

に
文
字
を
刻
ん
だ
り
…
。
　

　
今
の
よ
う
な
紙
に
印
刷
す
る

本
の
形
に
な
る
ま
で
に
、
書
物

は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
き
た

の
か
…
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
書

物
を
大
切
に
残
し
て
き
た
図
書

館
は
、
ど
ん
な
形
か
ら
始
ま
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
？

　
こ
の
本
は
、
子
ど
も
に
も
分

か
り
や
す
く
、
ラ
ク
ダ
を
使
っ

た
移
動
図
書
館
の
始
ま
り
や
現

在
の
電
子
書
籍
の
話
ま
で
、
本

と
図
書
館
の
歴
史
が
分
か
る
面

白
い
話
が
い
っ
ぱ
い
つ
ま
っ
て

い
ま
す
。
　
（
濵
　
智
栄
子
）

今
月
の
お
す
す
め
本

今
月
の
お
す
す
め
本

４月の暦　御頭祭 
八幡武義作 

モーリン・サワ 著
ビル・スレイビン 絵

松坂妃呂子 編集人

ジ
ャ
ズ
批
評

西
村
書
店

ジ
ャ
ズ
批
評
社

本
と
図
書
館
の
歴
史

諏
訪
の
い
ろ
は
か
る
た

　
全
国
各
地
に
存
在
す
る
郷
土
か
る
た
。
多
く
は
絶
版
と
な
り
現
在

で
は
入
手
が
困
難
で
す
。
ふ
る
さ
と
の
財
産
「
諏
訪
い
ろ
は
か
る
た

（
信
濃
文
化
研
究
会
作
成
）
」
に
詠
わ
れ
た
か
る
た
を
紹
介
し
ま
す
。

諏
訪
の
い
ろ
は
か
る
た
（11）（11）

　
武
田
信
玄
は
諏
訪
頼
重
を
滅
ぼ
し
て
諏
訪
地
方
を
支
配
し
た
。

信
玄
は
こ
こ
を
足
が
か
り
と
し
て
、
佐
久
を
手
中
に
お
さ
め
川

中
島
へ
と
兵
を
進
め
た
。
そ
の
出
陣
の
た
め
急
ぎ
作
ら
れ
た
の

が
、
い
わ
ゆ
る
信
玄
の
棒
道
で
あ
る
。
そ
の
名
の
示
す
よ
う
に

直
線
道
路
で
あ
っ
て
、
八
ヶ
岳
山
麓
を
南
か
ら
北
へ
上
・
中
・

下
の
三
筋
が
作
ら
れ
た
。
甲
府
か
ら
諏
訪
へ
の
道
は
、
「
ど
こ
の
山
の
木
を
伐
っ
て
橋
に
使
っ

て
も
よ
い
」
と
い
っ
た
お
触
れ
を
出
し
、
そ
の
権
力
と
武
力
に
も
の
を
い
わ
せ
た
大
規
模
な
軍

用
道
路
の
建
設
工
事
で
あ
っ
た
。
こ
の
道
を
通
っ
て
、
信
玄
の
軍
団
は
川
中
島
を
目
指
し
た
。

沿
線
に
は
信
玄
の
隠
し
湯
・
茶
清
水
・
隠
れ
岩
と
か
、
沢
山
の
の
ろ
し
台
な
ど
が
あ
っ
て
、
信

玄
に
ま
つ
わ
る
伝
承
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
。
茅
野
北
山
の
枡
形
城
は
、
甲
州
軍
の
足
だ
ま
り
と
し

て
構
築
さ
れ
た
。
そ
し
て
信
玄
は
幾
度
と
な
く
川
中
島
に
兵
を
進
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
合
戦

の
結
果
は
引
き
分
け
に
終
わ
っ
た
が
、
諏
訪
の
地
が
他
国
の
領
主
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
の
は

武
田
の
時
代
だ
け
で
あ
っ
た
。

　
信
濃
国
に
古
く
か
ら
蚕
糸
業
の
あ
っ
た
こ
と
は
、
「
続
日
本

紀
」
な
ど
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
生
糸
は
上

層
貴
族
の
使
用
す
る
も
の
で
、
一
般
庶
民
の
使
用
す
る
も
の
で

な
か
っ
た
。
古
代
に
あ
っ
て
は
生
糸
や
織
物
は
貢
租
と
し
て
庶

民
に
課
せ
て
い
た
が
、
中
世
の
時
代
は
戦
乱
に
明
け
暮
れ
蚕
糸

業
も
衰
え
た
が
、
江
戸
時
代
に
な
り
世
の
中
が
平
和
に
な
る
に
つ
れ
、
蚕
飼
も
盛
ん
に
な
り
、

中
で
も
京
都
西
陣
な
ど
は
織
物
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
地
方
で
も
蚕
飼
・

生
糸
製
造
が
盛
ん
に
な
り
仲
買
人（
糸
師
）に
よ
っ
て
買
い
集
め
ら
れ
多
く
が
京
都
に
運
ば
れ
た
。

　
こ
の
生
糸
は
京
に
登
る
こ
と
か
ら
「
の
ぼ
せ
糸
」
と
呼
ば
れ
た
。
岡
谷
地
方
で
は
江
戸
時
代

中
期
以
降
、
余
業
と
し
て
蚕
飼
・
生
糸
製
造
が
発
展
し
、
近
江
商
人
の
手
を
通
じ
て
「
の
ぼ
せ

糸
」
の
移
出
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
後
安
政
年
間
（
一
八
五
四―

五
九
）
開
港
と
な
り
、
市
場
が

外
国
に
開
け
「
の
ぼ
せ
糸
」
は
重
要
な
輸
出
品
と
な
っ
て
生
糸
業
は
発
展
し
、
世
界
の
岡
谷
と

い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ほ京
棒
道
は
信
玄
公
の
軍
道

ぼ
う
み
ち

き
ょ
う

き
ょ
う

い
と

ま
す
が
た

こ
う
そ

こ
が
い

い
と
し

よ
ぎ
ょ
う

し
ん
げ
ん
こ
う

い
く
さ
み
ち

京
へ
京
へ
と
の
ほ
せ
糸

～郷土かるたで故郷発見～

〜
町
図
書
館
か
ら
〜

元
気
い
っ
ぱ
い
！

　
　
ゲ
ー
ム
を
楽
し
む〜
南
小
〜

〜
北
小
〜

〜
南
小
〜

〜
北
小
〜

友
だ
ち
、
　

　
　
す
ぐ
で
き
ち
ゃ
っ
た
！

気分はもう一年生！

～来入児一日入学～

冠雪の石仏冠雪の石仏


