
珈　

昨
年
取
り
上
げ
た　

冊
の
中
か
ら
ベ
ス
ト
テ
ン
を

４７

選
ん
で
み
た
（
○
数
字
は
月
号
）。
ま
ず
檀
乃
歩
也
『
北

斎
に
な
り
す
ま
し
た
女
』⑤
、
全
卓
樹
『
銀
河
の
片
隅
で

科
学
夜
話
』⑥
、
濱
田
研
吾
『
俳
優
と
戦
争
と
活
字
と
』

⑩
は
「
こ
の
年
の
３
冊
」
の
原
稿
を
某
紙
か
ら
頼
ま
れ

て
挙
げ
た
秀
作
で
あ
る
。
劣
ら
ず
池
辺
晋
一
郎
『
音
楽

っ
て
な
ん
だ
ろ
う
？
』④
と
松
原
始
『
カ
ラ
ス
は
飼
え

る
か
』⑦
も
い
い
。
子
ど
も
や
孫
が
大
事
な
人
に
は
新

井
紀
子
『
Ａ
Ｉ
に
負
け
な
い
子
ど
も
を
育
て
る
』①
、

後
藤
道
夫
『
子
ど
も
に
ウ
ケ
る
科
学
手
品
ベ
ス
ト
版
』②

を
、
硬
派
で
は
毎
日
新
聞
取
材
班
『
公
文
書
危
機
』⑦
と

石
井
妙
子
『
女
帝　
小
池
百
合
子
』⑧
が
出
色
。
あ
と
１

冊
、
石
井
一
『
冤
罪
』④
は
異
色
の
角
栄
本
だ
。

玳　

日
本
に
と
っ
て
の
最
大
の
問
題
の
一
つ
は
国
と
地

方
の
関
係
で
あ
る
と
思
う
。
そ
れ
は
単
に
地
方
分
権
を

進
め
れ
ば
い
い
と
い
う
話
で
は
な
い
。
片
山
善
博
『
知

事
の
真
贋
』（
文
春
新
書
、
８
８
０
円
）
は
そ
の
こ
と

を
考
え
る
最
良
の
手
引
き
で
あ
り
、
見
事
な
論
考
で
あ

る
。
鳥
取
県
知
事
や
総
務
相
を
経
験
し
た
著
者
は
こ
の

問
題
を
両
側
か
ら
論
じ
る
に
最
適
の
一
人
と
思
う
。

　

論
点
は
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
へ
の
自
治
体
と
政
府
の
対
応

で
、
小
池
都
政
、
吉
村
府
政
な
ど
遠
慮
な
く
切
り
込
ん

で
い
る
。
政
府
も
厳
し
く
批
判
さ
れ
る
が
、
も
と
よ
り

気
楽
な
政
治
批
評
な
ど
で
は
な
く
、
法
令
解
釈
や
予
算
、

知
事
権
限
な
ど
地
方
自
治
の
根
幹
に
関
わ
る
部
分
を
詳

細
に
解
説
し
て
説
得
力
十
分
だ
。
脆
弱
な
地
方
自
治
に
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住
民
と
し
て
ど
う
向
か
い
合
う
か
、
大
い
に
刺
激
に
な

る
。
政
府
の
司
令
塔
に
著
者
の
よ
う
な
人
が
加
わ
っ
て

い
れ
ば
こ
れ
ほ
ど
無
残
な
感
染
対
応
に
は
な
ら
な
か
っ

た
ろ
う
が
、
政
権
は
こ
う
い
う
人
は
煙
た
い
の
だ
ろ
う
。

珎　

英
語
を
小
学
校
か
ら
必
修
に
と
い
う
謬
論
が
ま
か

り
通
っ
て
い
る
。
そ
れ
よ
り
国
語
力
を
し
っ
か
り
身
に

つ
け
て
ほ
し
い
。
鳥
飼
玖
美
子
・
斎
藤
兆
史
『
迷
え
る

英
語
好
き
た
ち
へ
』（
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
新
書
、

９
２
４
円
）
は
文
科
省
の
英
語
教
育
や
英
語
試
験
で
の

混
迷
を
痛
烈
に
批
判
し
て
い
て
評
者
に
と
っ
て
は
わ
が

意
を
得
た
感
が
あ
っ
た
。
と
く
に
英
語
試
験
で
の
「
四

技
能
（
読
む
、
書
く
、
話
す
、
聞
く
）
信
仰
」
を
完
膚
な

く
や
っ
つ
け
て
い
て
痛
快
で
さ
え
あ
る
。

　

も
う
一
つ
気
に
入
っ
た
の
は
カ
タ
カ
ナ
英
語
へ
の
批

判
で
、
ク
ラ
ス
タ
ー
、
Ｇ
Ｏ　
Ｔ
Ｏ
ト
ラ
ベ
ル
、
オ
ー
バ

ー
シ
ュ
ー
ト
が
み
な
間
違
い
で
あ
る
こ
と
も
き
ち
ん
と

説
明
さ
れ
て
い
る
。
感
染
症
に
限
ら
ず
カ
タ
カ
ナ
英
語

の
氾
濫
の
理
由
と
弊
害
に
つ
い
て
の
解
説
は
非
常
に
有

益
で
、「
英
語
好
き
」
で
な
く
と
も
一
読
の
価
値
が
あ
る
。

玻　

も
と
よ
り「
死
の
勝
利
」「
夜
警
」「
睡
蓮
」「
叫
び
」な

ど
の
名
画
を
感
性
で
楽
し
む
の
も
い
い
け
れ
ど
、
そ
れ

だ
け
で
は
物
足
り
な
い
。
名
画
の
背
後
に
は
宗
教
や
王

侯
貴
族
と
平
民
な
ど
多
様
な
文
化
が
あ
り
、
そ
れ
を
知

れ
ば
面
白
み
が
ぐ
ん
と
増
す
。
木
村
泰
司
『
名
画
は
お

し
ゃ
べ
り
』（
ワ
ニ
ブ
ッ
ク
ス
、
１
４
３
０
円
）
は
ル
ー

ベ
ン
ス
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
、
ヨ
ル
ダ
ー
ン
ス
、
フ
ェ
ル

メ
ー
ル
、
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
な
ど
の
名
画
を
素
材
に
彼
ら
の

人
生
を
も
語
っ
て
興
味
津
々
で
あ
る
。
著
者
の
お
し
ゃ

べ
り
も
縦
横
無
尽
だ
が
、
名
画
の
裏
に
あ
る
「
物
語
」

も
確
か
に
傾
聴
に
値
す
る
と
思
っ
た
。��
（
浅
野　
純
次
）
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