
みんなの
としょかん●小説　インドラネット（桐野夏生／著）　うらんぼんの夜（川瀬七緒／著）　野球が好きす

ぎて（東川篤哉／著）　黒牢城（米澤穂信／著）　宗棍（今野敏／著）　姉の島（村田喜代子

／著）　薔薇のなかの蛇（恩田陸／著）　アンソーシャルディスタンス（金原ひとみ／著）　

まだ人を殺していません（小林由香／著）　最終飛行（佐藤賢一／著）　白医（下村敦史／

著）　神さまのいうとおり（谷瑞恵／著）　リボルバー（原田マハ／著）　雷神（道尾秀介／

著）　僕が死んだあの森（ピエール・ルメートル／著）

●随筆・詩などの文学　どこからか言葉が（谷川俊太郎／著）　基礎からわかるはじめての短

歌上達のポイント（高田ほのか／監修）　養老先生のさかさま人間学（養老孟司／著）　鉄道

無常（酒井順子／著）

●その他の本　「勘違い」だらけの日本文化史（八條忠基／著）　アメリカのシャーロック・

ホームズ（ケイト・ウィンクラー・ドーソン／著）　ねころんで読めるワクチン（笠井正志／

著）　おうちで楽しい布ぞうり（市ノ瀬絵里子／著）　産業遺産（黒沢永紀、前畑洋平／著）

『インドラネット』
桐野夏生

KADOKAWA

『うらんぼんの夜』
川瀬七緒

朝日新聞出版

『野球が好きすぎて』
東川篤哉

実業之日本社

日
宋
貿
易
と
大
宰
府

としょかんカレンダー

○のついた日は休館日
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金・土曜日（祝日を除く）は午後７時まで開館しています。
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日
本
の
対
外
関
係
史
研
究
は
、
１
９
９

０
年
代
頃
か
ら
、
平
安
時
代
を
中
心
に
大

き
く
進
展
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と

思
い
ま
す
。
こ
の
時
期
の
対
外
関
係
史
の

主
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
が
日
宋
貿
易
で

す
。
こ
の
テ
ー
マ
に
関
し
て
、
通
説
と
し
て

の
地
位
を
占
め
て
き
た
の
は
、
中
央
大
学

教
授
を
長
く
勤
め
ら
れ
た
故
森
克
己
さ
ん

の
『
日
宋
貿
易
の
研
究
』
で
し
た
。
こ
の
書

物
は
、
平
安
時
代
以
降
の
対
外
関
係
史
を

考
察
す
る
た
め
に
、
日
本
側
の
史
料
の
み

な
ら
ず
中
国
関
係
史
料
な
ど
も
広

く
蒐
集
し
て
い
る
点
で
、
現
在
に

お
い
て
も
大
き
な
意
義
を
持
っ
て

い
ま
す
。

森
さ
ん
は
、
こ
の
著
書
の
な
か

で
、
日
宋
貿
易
の
特
徴
の
一
つ
と

し
て
、
「
荘
園
内
密
貿
易
」
と
い
う

形
態
が
現
れ
た
と
い
う
説
を
提
唱

し
て
い
ま
す
。
こ
の
「
荘
園
内
密
貿

易
」と
は
、
政
府
の
管
理
の
も
と
で

の
貿
易
を
嫌
っ
た
宋
商
人
た
ち

と
、
唐
物
を
手
に
入
れ
た
い
貴
族
・
寺
社

な
ど
の
荘
園
領
主
と
の
利
害
が
一
致
し
、

自
ら
の
荘
園
内
に
直
接
商
船
を
招
き
入

れ
、
政
府
の
管
理
に
よ
ら
な
い
貿
易
を

行
っ
た
と
す
る
も
の
で
す
。

こ
の
説
に
対
し
て
、
神
戸
女
子
大
学
教

授
の
山
内
晋
次
さ
ん
は
、
森
さ
ん
が「
荘
園

内
密
貿
易
」
の
存
在
を
示
す
と
し
た
諸
史

料
を
一
つ
一
つ
再
検
討
し
て
、
い
ず
れ
も

が
そ
の
確
定
的
な
根
拠
と
す
る
に
は
疑
問

が
あ
り
、
少
な
く
と
も
10
~
11
世
紀
、「
荘

園
内
密
貿
易
」が
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
、
政

府
の
貿
易
管
理
が
ほ
と
ん
ど
機
能
し
て
い

な
い
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
可
能
性
は
き

わ
め
て
低
い
、
と
結
論
付
け
て
い
ま
す
。
現

在
で
は
こ
の
考
え
方
が
広
く
受
け
入
れ
ら

れ
て
お
り
、
こ
れ
を
批
判
的
に
継
承
し
つ

つ
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
い
ま

す
。一

方
で
、
当
時
の
宋
商
人
に
つ
い
て
は
、

大
宰
府
来
着
の
事
例
が
圧
倒
的
に
多
く
、

し
た
が
っ
て
い
ま
述
べ
た
政
府
の
貿
易
管

理
の
場
も
大
宰
府
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
り

ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い

て
も
、
こ
の
点
に
ふ
れ
た
も
の
は

多
く
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
考
え

る
た
め
の
素
材
が
お
も
に
都
に

い
た
貴
族
た
ち
の
日
記
(
古
記

録
)
な
ど
で
あ
る
と
い
う
史
料
的

な
制
約
が
大
き
い
こ
と
は
否
め

ま
せ
ん
。
現
状
で
は
、
鴻
臚
館
跡

や
博
多
遺
跡
群
の
発
掘
調
査
成

果
な
ど
に
つ
い
て
は
、
し
ば
し
ば

言
及
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
大
宰
府

に
つ
い
て
い
え
ば
、
た
と
え
ば
10
世
紀
後

半
の
大
宰
府
政
庁
第
Ⅲ
期
の
再
建
、
11
世

紀
初
頭
の
府
官
層
の
台
頭
、
ま
た
当
該
期

に
お
け
る
大
宰
府
財
政
の
変
容
な
ど
の
問

題
が
頭
に
浮
か
び
ま
す
。
こ
う
し
た
点
を

加
え
て
、
平
安
時
代
に
お
け
る
大
宰
府
の

対
外
的
機
能
と
日
宋
貿
易
と
の
関
わ
り
を

さ
ら
に
深
く
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
、
今

後
の
課
題
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

太
宰
府
市
公
文
書
館　

重
松　

敏
彦

●新型コロナウイルス感染拡大防止のため、来館の際はマスク着用などのご協力を
お願いします。
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