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「
所
沢
市
子
ど
も
の
読
書
活
動
推

進
計
画
」
の
計
画
期
間
終
了
に
と
も

な
い
、
五
年
間
の
取
組
の
成
果
と
課

題
を
踏
ま
え
て
、
平
成
26
年
３
月
に

「
第
２
次
所
沢
市
子
ど
も
の
読
書
活

動
推
進
計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た
。 

こ
の
計
画
は
、「
所
沢
市
の
す
べ
て

の
子
ど
も
が
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
と
あ

ら
ゆ
る
場
所
に
お
い
て
、
自
主
的
に

読
書
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
し
ま
す
」
と
い
う
基
本
理
念

を
掲
げ
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の

取
組
を
掲
載
し
た
も
の
で
す
。 

計
画
の
三
つ
の
基
本
方
針
の
内
容

と
、
図
書
館
の
取
組
を
紹
介
し
ま
す
。 

 Ⅰ
 

子
ど
も
の
読
書
環
境
の 

整
備
・
充
実  

(1)
子
ど
も
が
読
書
に
親
し
む
機
会
の

提
供
・
充
実 

①
家
庭
に
お
け
る
読
書
活
動
の
促
進 

     

    

②
図
書
館
に
お
け
る
読
書
機
会
の

提
供
・
充
実 

              

 

③
学
校
・
園
に
お
け
る
読
書
機
会

の
提
供
・
充
実 

④
地
域
に
お
け
る
読
書
機
会
の
提

供
・
充
実 

(２)
子
ど
も
の
読
書
活
動
を
推
進
す
る

た
め
の
環
境
の
整
備 

①
身
近
に
本
の
あ
る
環
境
づ
く
り 

②
学
校
図
書
館
の
機
能
充
実 

③
図
書
館
の
機
能
充
実 

 

(1)
学
校
・
園
と
地
域
の
連
携 

①
図
書
館
利
用
教
育
の
推
進 

 

②
学
校
図
書
館
へ
の
支
援 

 

           

(2)
地
域
に
お
け
る
関
係
機
関
の
連
携 

 

①
生
涯
学
習
施
設
・
保
健
施
設
等
と

の
連
携 

②
地
域
団
体
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
と

の
連
携 

(3)
推
進
体
制
の
整
備 

(4)
子
ど
も
の
読
書
に
関
わ
る
人
材
の

育
成 

  (1)
読
書
活
動
の
啓
発
・
広
報 

(2)
優
良
な
図
書
の
普
及 
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       読書の楽しみを 
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「魅惑の古典文学」 

P.5   トベアの分館めぐり 

P.6   フレッシュマン登場    

◆
職
場
体
験
の
受
け
入
れ 

 

児
童
・
生
徒
が
貸
出
・
返
却
業
務
な

ど
図
書
館
の
仕
事
を
体
験
し
ま
す
。 

◆
ブ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
作
成
・
配
布 

小
中
学
生
に
お
す
す
め
の
本
を 

ブ
ッ
ク
リ
ス
ト
で
紹
介
し
て
い
ま
す
。 

  

 

◆
親
子
お
は
な
し
会 

絵
本
や
わ
ら
べ
う
た
を
赤
ち
ゃ
ん
と 

一
緒
に
楽
し
み
ま
す
。
お
気
に
入
り
の

絵
本
に
出
会
っ
た
ら
、
ご
家
庭
で
も
ぜ

ひ
読
ん
で
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。 

◆
学
級
訪
問 

図
書
館
司
書 

が
ブ
ッ
ク
ト
ー 

ク(

本
の
紹
介) 

や
図
書
館
の
利 

用
案
内
を
し
ま 

す
。 

Ⅱ
 

学
校
・
地
域
等
の
連
携
に
よ
る  

推
進
体
制
の
整
備 

 

Ⅲ
 

子
ど
も
の
読
書
活
動
へ
の 

理
解
や
関
心
の
普
及
・
啓
発  

。 

◆
お
は
な
し
会 

お
は
な
し
や
絵
本
の
読
み
聞
か
せ 

を
し
て
い
ま
す
。
季
節
や
行
事
に
合

わ
せ
た
特
別
な
お
は
な
し
会
も
あ
り

ま
す
。 

 

ぜひ、参加してみてくださいね。 

◆
か
が
く
あ
そ
び
・
工
作
教
室 

主
に
小
学 

生
を
対
象
に 

楽
し
い
工
作 

や
科
学
あ
そ 

び
を
実
施
し 

て
い
ま
す
。 

 

しゃぼんだまであそぼう 

す
べ
て
の
子
ど
も
に
読
書
の
楽
し
み
を 

「
第
２
次
所
沢
市
子
ど
も
の
読
書
活
動
推
進
計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た 
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 本

館
で
は
、「
魅
惑
の
古
典
文
学
」
と

題
し
て
、
第
一
回
は
、
所
沢
の
地
名
の

由
来
の
一
つ
と
関
わ
り
の
あ
る
在
原
業

平
に
つ
い
て
、
第
二
回
は
、
講
師
の
長

戸
先
生
の
ご
専
門
で
あ
る
『
蜻
蛉
日
記
』

を
中
心
と
し
た
平
安
時
代
の
日
記
文
学

に
つ
い
て
、
二
日
間
に
わ
た
り
講
義
を

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
抄
録
を

掲
載
し
ま
す
。 

 

第
一
回 

「
在
原
業
平
と
王
朝
の
雅
」 

『
所
沢
市
史
』
に
、
所
沢
の
地
名
の

起
源
の
一
つ
と
し
て
、「
平
安
朝
時
代
在

五
中
将
在
原
業
平
朝
臣
」
が
関
わ
っ
て

い
る
と
い
う
記
述
が
あ
り
ま
す
。
在
原

業
平
と
言
え
ば
、
文
学
史
で
は
な
か
な

か
の
有
名
人
。
こ
の
講
座
に
参
加
し
て

下
さ
っ
た
皆
さ
ん
に
と
っ
て
は
、
百
人

一
首
で
有
名
な
あ
の
業
平
か
と
思
い
出

さ
れ
る
人
物
だ
と
思
い
ま
す
。
平
安
時

代
約
四
百
年
の
中
で
は
前
期
の
歌
人
と

し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
『
伊
勢
物
語
』

と
い
う
平
安
時
代
の
物
語
で
は
、
在
原

業
平
と
思
し
き
「
男
」
が
作
品
全
体
の

主
人
公
と
目
さ
れ
て
お
り
ま
す
。『
所
沢

市
史
』
に
よ
る
と
、
こ
の
在
原
業
平 

    が
、
東
国
巡
行
の
折
に
野
老
（
と
こ
ろ
）

が
野
生
し
て
い
る
の
を
見
て
、「
野
老
の

沢
か
」
と
口
ず
さ
ん
だ
の
を
、
里
人
が

聞
き
伝
え
て
、
所
沢
（
野
老
沢
）
の
地

名
が
生
じ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
と
の

こ
と
で
す
。 

在
原
業
平
は
、
伝
説
化
の
著
し
い
人

物
で
す
が
、
平
城
天
皇
の
皇
子
を
父
に

持
ち
、
桓
武
天
皇
の
皇
女
を
母
に
持
つ
、

父
方
母
方
の
ど
ち
ら
か
ら
見
て
も
天
皇

の
孫
に
あ
た
る
高
貴
な
血
筋
で
あ
っ
た

こ
と
が
、
記
録
に
残
っ
て
い
ま
す
。
天

皇
の
血
筋
で
あ
り
な
が
ら
臣
下
に
な
っ

た
と
い
う
だ
け
で
も
思
い
当
た
る
方
も

い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
あ

の
『
源
氏
物
語
』
の
光
源
氏
の
モ
デ
ル

の
一
人
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
在
原
氏
で
、

五
男
で
あ
り
、
中
将
に
な
っ
た
こ
と
か

ら
「
在
五
中
将
」
と
も
呼
ば
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
歌
人
と
し
て
六
歌
仙
・
三
十
六

歌
仙
の
一
人
に
数
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

『
三
代
実
録
』
の
「
体
貌
閑
麗
。
放
縦

不
レ

拘
。
略
無
二

才
学
一

。
善
作
二

和
歌
一

。」

と
い
う
業
平
評
に
見
え
る
よ
う
に
、
美

男
で
和
歌
が
得
意
だ
っ
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。 

在
原
業
平
と
思
し
き
男
が
主
人
公
と

目
さ
れ
る
『
伊
勢
物
語
』
は
、
和
歌
を

中
心
と
し
た
小
さ
な
話
（
章
段
）
を
集

積
し
た
歌
物
語
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
作

品
で
す
。
作
者
は
不
詳
、
現
在
一
般
に

読
ま
れ
て
い
る
写
本
で
は
百
二
十
五
章

段
と
な
っ
て
い
ま
す
。
採
録
さ
れ
た
和

歌
の
中
で
作
者
が
確
認
で
き
る
も
の
は
、

在
原
業
平
の
も
の
が
一
番
多
く
、
大
部

分
の
章
段
が
「
昔
、
男
…
…
」
と
い
う

冒
頭
表
現
を
持
ち
、
初
冠
の
段
に
始
ま
っ

て
辞
世
の
段
で
終
わ
っ
て
い
ま
す
。
そ

れ
に
よ
っ
て
、
在
原
業
平
を
思
わ
せ
る

「
昔
男
」
の
一
代
記
風
の
緩
や
か
な
連

関
の
様
相
を
呈
し
て
い
ま
す
。
内
容
は
、

恋
愛
に
関
す
る
も
の
に
加
え
、
親
子
の

情
や
主
従
の
情
、
友
情
、
旅
情
な
ど
、

人
生
の
諸
相
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。 

講
座
の
タ
イ
ト
ル
に
入
れ
た
「
王
朝
」

は
、
文
学
史
で
は
従
来
、「
平
安
時
代
」

と
ほ
ぼ
同
義
の
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
ま
す
。
在
原
業
平
は
平
安
時
代
の

歌
人
で
あ
り
、『
伊
勢
物
語
』
も
平
安
時

代
の
作
品
で
、
か
つ
、
雅
（
み
や
び
）

の
文
学
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

『
伊
勢
物
語
』
の
初
段
で
、『
源
氏
物

語
』
へ
の
影
響
も
考
え
ら
れ
る
初
冠
の

段
で
は
、
美
し
い
姉
妹
を
垣
間
見
た
「
昔

男
」
が
、
す
か
さ
ず
自
分
の
着
衣
の
裾

を
切
り
、
そ
の
信
夫
摺
の
模
様
に
こ
と

よ
せ
た
恋
の
歌
を
書
い
て
贈
っ
て
い
ま

す
。
そ
れ
が
、
こ
の
章
段
の
末
尾
で
「
み

や
び
」
と
評
さ
れ
て
い
ま
す
。「
み
や
び
」

は
、「
風
流
」
と
現
代
語
訳
さ
れ
る
こ
と

が
多
い
の
で
す
が
、
一
種
の
美
意
識
を

表
す
言
葉
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。 

『
所
沢
市
史
』
に
は
業
平
の
東
国
巡

行
と
地
名
の
起
源
を
結
び
つ
け
た
伝
承

が
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
次
に
取
り
上

げ
る
『
伊
勢
物
語
』
第
九
段
は
、「
昔
男
」

の
東
下
り
の
章
段
で
す
。
絵
に
な
る
場

面
が
多
く
あ
り
、
何
度
も
絵
画
化
さ
れ

て
い
ま
す
。
隅
田
川
で
都
鳥
を
見
て
都

に
残
し
て
き
た
人
を
思
う
歌
を
詠
む
有

名
な
場
面
で
、
こ
の
第
九
段
は
終
わ
り

ま
す
。『
古
今
集
』
に
も
見
え
る
歌
で
す

が
、『
古
今
集
』
に
は
『
伊
勢
物
語
』
か

ら
東
下
り
に
関
す
る
歌
が
採
ら
れ
た
可

能
性
が
高
く
、
他
の
正
式
な
古
記
録
に

業
平
が
東
国
に
行
っ
た
と
い
う
こ
と
は

見
え
な
い
た
め
、
現
在
で
は
、
こ
の
東

国
巡
行
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
ろ
う
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、『
伊
勢
物

語
』
と
い
う
作
品
に
お
い
て
は
、
東
下

り
の
話
や
和
歌
が
貴
種
流
離
譚
の
趣
を

醸
し
出
し
て
お
り
ま
す
。 

ま
た
、「
昔
男
」
と
高
貴
な
女
君
達
と

の
恋
を
語
る
章
段
群
も
あ
り
ま
す
が
、

や
は
り
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
可
能
性
が
高

平
成
二
十
五
年
度 

図
書
館
文
学
講
座 

『
魅
惑
の
古
典
文
学
』 

講 

師 

長
戸 

千
恵
子 

氏 

(

秋
草
学
園
短
期
大
学
文
化
表
現
学
科
非
常
勤
講
師) 

 

平
成
26
年
1
月
30
日
（
木
） 

平
成
26
年
2
月
13
日
（
木
） 
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い
と
思
わ
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
第
四
段

は
、「
月
や
あ
ら
ぬ 

春
や
む
か
し
の 

春
な
ら
ぬ 

わ
が
身
ひ
と
つ
は 

も
と

の
身
に
し
て
」
と
い
う
業
平
の
代
表
的

な
歌
を
引
き
つ
つ
、
業
平
と
二
条
后
高

子
と
の
恋
を
思
わ
せ
る
章
段
と
な
っ
て

い
ま
す
が
、
こ
の
恋
は
事
実
と
は
考
え

に
く
く
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
っ
た
と
思

わ
れ
ま
す
。 

以
上
の
よ
う
に
、『
伊
勢
物
語
』
は
虚

実
と
り
ま
ぜ
て
成
っ
た
物
語
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
業
平
に
関
す
る
史
実

か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
和
歌

を
中
心
に
醸
し
出
さ
れ
て
い
る
情
緒
が

『
伊
勢
物
語
』
の
魅
力
で
あ
り
、
そ
れ

が
一
つ
の
「
王
朝
の
雅
」
の
表
れ
で
は

な
い
か
と
、
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

興
味
が
お
あ
り
で
し
た
ら
、
参
考
文

献
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
し
、
皆
様
ご

自
身
で
味
わ
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思

い
ま
す
。 

         

第
二
回 

「
平
安
の
人
生
と 

心
を
描
く
日
記
文
学
」 

日
記
文
学
と
言
い
ま
す
の
は
、
平
安

時
代
に
初
め
て
生
ま
れ
た
ジ
ャ
ン
ル
で

す
。
日
々
の
記
録
と
し
て
の
日
記
と
は

異
な
り
、
作
者
が
人
生
の
あ
る
時
点
で

自
分
の
人
生
を
回
想
し
て
書
い
た
も
の

で
、
回
想
記
、
自
伝
的
な
文
学
と
も
い

う
べ
き
も
の
で
す
。
作
者
が
自
分
の
人

生
を
題
材
と
し
つ
つ
、
書
き
た
い
主
題

の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
て
書
い
た
も
の

で
す
。 

文
学
史
で
日
記
文
学
の
最
初
の
作
品

と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
紀
貫
之
の
書
い

た
『
土
佐
日
記
』
で
す
。
ま
た
、
女
流

日
記
文
学
の
最
初
の
作
品
は
『
蜻
蛉
日

記
』
で
あ
り
、
次
に
、
和
泉
式
部
と
思

わ
れ
る
「
女
」
と
敦
道
親
王
と
思
わ
れ

る
「
宮
」
と
の
恋
の
経
緯
を
題
材
と
し

て
書
か
れ
た
、『
和
泉
式
部
日
記
』
が
あ

り
ま
す
。
『
紫
式
部
日
記
』
は
、
『
源
氏

物
語
』
の
作
者
と
し
て
知
ら
れ
る
紫
式

部
が
書
い
た
も
の
で
あ
り
、
女
房
日
記

と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、『
蜻
蛉
日
記
』
の
作
者
の
姪
で
あ
る

菅
原
孝
標
の
娘
が
書
い
た
『
更
級
日
記
』

は
、
約
四
十
年
間
の
回
想
記
と
な
っ
て

お
り
、『
蜻
蛉
日
記
』
の
系
譜
に
列
な
る

も
の
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
平
安
時
代

の
最
後
の
日
記
文
学
は
、
藤
原
長
子
に

よ
っ
て
書
か
れ
た
『
讃
岐
典
侍
日
記
』

で
、
女
房
日
記
の
性
格
を
有
し
て
い
ま

す
。
中
世
に
な
っ
て
も
日
記
文
学
は
続

い
て
い
き
ま
す
が
、
平
安
時
代
の
日
記

文
学
と
し
て
は
、
以
上
の
よ
う
な
諸
作

品
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。 

今
回
は
、
平
安
時
代
の
人
生
と
心
を

描
く
日
記
文
学
と
し
て
の
性
質
が
端
的

に
示
さ
れ
て
い
る
、『
蜻
蛉
日
記
』
を
取

り
上
げ
ま
す
。
こ
の
作
品
は
、
作
者
の

道
綱
母
が
、
夫
の
求
婚
以
来
の
我
が
身

の
上
を
振
り
返
っ
て
執
筆
し
た
も
の
で

す
。
道
綱
母
は
、
藤
原
兼
家
と
結
婚
し
、

道
綱
を
生
み
ま
し
た
。
夫
の
兼
家
の
家

系
は
摂
関
家
の
家
系
で
あ
り
、
兼
家
も

後
に
大
き
な
権
力
を
握
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
道
綱
母
は
、
同

じ
藤
原
氏
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
中
流

貴
族
の
受
領
階
級
の
娘
で
し
た
。
道
綱

母
は
、
中
古
三
十
六
歌
仙
の
一
人
と
し

て
選
ば
れ
て
お
り
、「
き
は
め
た
る
和
歌

の
上
手
」
と
『
大
鏡
』
で
評
さ
れ
て
い

ま
す
。
和
歌
が
得
意
だ
っ
た
人
で
す
が
、

和
歌
を
集
め
た
歌
集
を
編
纂
す
る
の
で

は
な
く
『
蜻
蛉
日
記
』
を
書
い
た
と
い

う
こ
と
に
、
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
と
、

私
は
思
い
ま
す
。 

『
蜻
蛉
日
記
』
全
体
の
構
成
と
し
ま

し
て
は
、
上
・
中
・
下
の
三
巻
に
分
か

れ
て
お
り
、
上
巻
に
の
み
序
文
と
跋
文

（
ば
つ
ぶ
ん
）
が
付
い
て
い
ま
す
。
序

文
の
後
は
、
兼
家
が
求
婚
し
て
き
た
と

こ
ろ
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
兼
家
に
は
、

こ
の
時
す
で
に
中
流
貴
族
の
娘
で
あ
る

時
姫
と
い
う
妻
が
あ
り
ま
し
た
。
当
時

は
、
一
夫
多
妻
婚
、
通
い
婚
の
婚
姻
形

態
の
時
代
で
し
た
。
正
妻
格
に
あ
た
る

女
性
と
い
う
の
も
、
単
に
結
婚
し
た
順

番
で
決
ま
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、

妻
の
親
の
身
分
や
夫
の
愛
情
の
程
度
、

子
ど
も
の
数
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
条
件

で
事
後
的
に
決
ま
る
も
の
で
し
た
。
で

す
か
ら
、
既
に
時
姫
と
い
う
妻
が
い
て

も
、
そ
の
た
め
に
正
妻
格
の
妻
に
は
な

れ
な
い
と
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

上
巻
は
、
十
五
年
間
の
こ
と
が
書
か

れ
て
い
て
、
雑
多
な
内
容
の
記
事
が
含

ま
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
中
で
も
主
要

な
テ
ー
マ
と
し
て
は
、
兼
家
と
の
結
婚
、

結
婚
生
活
の
最
初
の
危
機
で
あ
る
町
の

小
路
の
女
に
関
す
る
出
来
事
、
肉
親
と

の
悲
し
い
別
れ
な
ど
が
書
か
れ
て
い
ま

す
。
た
だ
し
、
悲
し
い
こ
と
だ
け
で
は

な
い
の
も
特
徴
で
す
。
兼
家
の
上
司
で

あ
っ
た
親
王
と
兼
家
夫
人
と
し
て
歌
の

や
り
と
り
を
す
る
こ
と
は
、
か
な
り
自

慢
げ
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
以
外

に
も
、
兼
家
の
妹
で
あ
り
村
上
天
皇
の

寵
愛
を
受
け
た
登
子
と
の
交
流
な
ど
も
、
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主
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
書
か
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
、
身
分
が
高
い
人
々

と
の
交
流
は
、
兼
家
と
の
結
婚
に
よ
り

生
じ
た
も
の
で
す
。
ま
た
、
上
巻
の
最

後
、
跋
文
の
前
に
位
置
す
る
初
度
初
瀬

詣
で
は
、
長
い
紀
行
文
と
な
っ
て
い
ま

す
。
上
巻
の
最
初
に
序
文
が
あ
り
ま
す

が
、
跋
文
と
呼
応
し
た
書
き
方
と
な
っ

て
い
る
た
め
、
跋
文
と
同
時
期
に
序
文

が
書
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
ま
す
。 

中
巻
・
下
巻
は
、
そ
れ
ぞ
れ
三
年
ず

つ
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
の
に
、
上

巻
十
五
年
間
よ
り
も
分
量
と
し
て
は
む

し
ろ
多
い
く
ら
い
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

中
巻
・
下
巻
で
は
、
一
つ
一
つ
の
出
来

事
に
関
す
る
記
述
が
詳
し
く
な
っ
て
い

る
と
い
う
変
化
が
あ
り
ま
す
。
中
巻
に

な
る
と
、
結
婚
生
活
の
苦
悩
が
深
ま
っ

て
き
て
、
作
者
の
心
の
う
ち
が
よ
り

綿
々
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
上
巻
の
最

後
の
方
で
兼
家
邸
の
近
く
に
転
居
す
る

の
で
す
が
、
そ
れ
に
よ
り
住
ま
い
が
近

く
な
っ
た
時
姫
と
の
間
で
も
め
ご
と
が

起
こ
り
、
作
者
の
方
が
、
遠
い
場
所
に

引
越
し
を
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
や
、

兼
家
の
新
邸
に
、
作
者
で
は
な
く
、
時

姫
が
迎
え
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
、
作

者
に
と
っ
て
は
辛
い
こ
と
が
起
こ
っ
て

い
き
ま
す
。
今
ま
で
に
は
な
い
夜
離
れ
、

近
江
と
い
う
女
性
と
兼
家
と
の
結
婚
の

噂
な
ど
、
夫
婦
関
係
は
悪
化
し
て
い
き

ま
す
。 

下
巻
で
は
、
兼
家
と
源
兼
忠
の
娘
と

の
間
に
生
ま
れ
た
子
を
、
作
者
が
養
女

に
し
ま
す
。
そ
の
養
女
に
関
す
る
話
が

下
巻
の
一
つ
の
主
要
な
テ
ー
マ
と
な
っ

て
お
り
、
兼
家
と
養
女
の
再
会
は
ド
ラ

マ
チ
ッ
ク
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

息
子
の
道
綱
も
成
長
し
て
い
き
、「
大
和

だ
つ
女
」
な
ど
と
歌
の
贈
答
を
し
た
り

す
る
様
子
も
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
、
養
女
や
道
綱
と
い
っ
た
子
ど

も
達
に
関
す
る
こ
と
が
、
下
巻
で
は
多

く
な
っ
て
い
ま
す
。
夫
婦
関
係
は
悪
化

し
て
い
き
ま
す
が
、
子
ど
も
達
の
父
親

と
し
て
の
兼
家
と
の
や
り
と
り
は
、
続

い
て
い
き
ま
す
。
し
か
し
、
父
の
計
ら

い
で
中
川
に
転
居
し
た
後
、
兼
家
は
一

度
も
作
者
の
も
と
を
訪
れ
て
い
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
、
こ
の
転
居
が
い
わ
ゆ
る
床

離
れ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

ま
す
。
床
離
れ
と
は
、
わ
か
り
や
す
く

言
え
ば
現
代
の
離
婚
に
相
当
す
る
も
の

で
す
。
通
い
婚
で
あ
っ
た
当
時
、
離
婚

と
い
う
の
は
あ
い
ま
い
で
し
た
。
男
性

の
側
は
行
く
気
が
な
く
な
り
行
か
な
く

な
れ
ば
そ
れ
で
離
婚
と
な
り
ま
す
が
、

女
性
の
側
で
は
い
つ
夫
が
来
る
か
わ
か

ら
な
い
た
め
、『
蜻
蛉
日
記
』
に
も
、
作

者
が
兼
家
の
訪
れ
を
期
待
し
て
い
る
様

子
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
転

居
の
後
訪
れ
が
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の

中
川
転
居
が
床
離
れ
だ
ろ
う
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
翌
年
の
記
事

で
、
下
巻
は
終
わ
っ
て
い
ま
す
。
作
者

は
、
こ
の
『
蜻
蛉
日
記
』
の
後
、
約
二

十
年
間
生
き
て
は
い
ま
し
た
が
、
続
き

は
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
よ
っ

て
も
、
兼
家
に
対
す
る
思
い
や
兼
家
と

の
結
婚
生
活
が
、
作
者
に
と
っ
て
は
一

番
書
き
た
か
っ
た
こ
と
な
の
だ
と
思
わ

れ
ま
す
。 

『
蜻
蛉
日
記
』
の
序
文
で
は
、
こ
の

日
記
を
、
極
め
て
身
分
の
高
い
人
（
や
、

そ
の
妻
）
の
生
活
は
ど
ん
な
も
の
か
と

い
う
先
例
に
も
し
て
ほ
し
い
と
し
つ
つ
、

自
分
の
身
の
上
を
書
く
と
い
う
こ
と
が

明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、「
過
ぎ
に

し
年
月
ご
ろ
の
こ
と
も
お
ぼ
つ
か
な
り

け
れ
ば
」
と
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、 

回
想
記
と
し
て
書
か
れ
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。 

さ
ら
に
、
例
え
ば
、
作
者
の
結
婚
生

活
の
最
初
の
危
機
に
当
た
る
、
町
の
小

路
の
女
に
関
す
る
記
事
で
は
、
あ
の
百

人
一
首
の
「
な
げ
き
つ
つ 

ひ
と
り
寝

る
夜
の 

あ
く
る
ま
は 

い
か
に
久
し

き 

も
の
と
か
は
知
る
」
と
い
う
和
歌

が
詠
ま
れ
た
際
の
状
況
や
心
情
が
書
か

れ
て
い
ま
す
。
単
に
、
こ
の
よ
う
な
歌

を
詠
み
合
っ
た
、
こ
う
い
う
出
来
事
が

あ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
自
分

の
そ
の
時
の
心
の
う
ち
が
詳
細
に
書
か

れ
て
い
ま
す
。
一
夫
多
妻
婚
の
時
代
だ
っ

た
か
ら
と
言
っ
て
、
夫
が
他
の
女
の
所

に
通
っ
て
も
決
し
て
平
気
だ
っ
た
わ
け

で
は
な
い
こ
と
な
ど
、
複
雑
微
妙
な
気

持
ち
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
中
巻
に
な

る
と
、
ま
す
ま
す
内
面
描
写
が
深
化
し

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
綿
々
と
作
者
自
身

の
心
の
う
ち
を
描
く
こ
と
は
、
文
学
史

の
上
で
『
蜻
蛉
日
記
』
が
初
め
て
で
あ

り
、
先
例
の
な
い
こ
と
で
し
た
。『
蜻
蛉

日
記
』
は
後
の
作
品
に
も
影
響
を
与
え

て
お
り
、『
更
級
日
記
』
や
『
源
氏
物
語
』

に
も
、
い
ろ
い
ろ
な
面
で
影
響
を
与
え

て
お
り
ま
す
。 

文
学
に
し
ま
し
て
も
、
当
時
の
風
習

に
し
ま
し
て
も
、
こ
の
講
座
で
触
れ
た

の
は
、
そ
の
ご
く
ご
く
一
端
に
す
ぎ
ま

せ
ん
。
今
後
も
、
皆
様
、
ぜ
ひ
図
書
館

の
本
を
活
用
し
て
、
お
楽
し
み
い
た
だ

き
た
い
と
存
じ
ま
す
。 

〇
講
座
参
考
・
引
用
資
料
〇 

『
所
沢
市
史
』 

 
 
 

所
沢
市 

『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』 

12･

13
巻 

小
学
館 

な
ど
。 
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第 6 回 

狭山ヶ丘分館 
狭山ヶ丘分館【基本情報】 

〒359-1151 若狭 4-2478-4 

TEL 04(2949)1193  FAX 04(2949)8577 

西武池袋線狭山ヶ丘駅西口より徒歩 5分 

ところバス西路線（三ヶ島循環コース） 

「和ケ原入口」下車 

 

 

 

ぼくは図書館のマスコット 

「トベア」。６回目は、 

狭山ヶ丘分館を紹介するよ♪ 

狭山ヶ丘分館の 

マスコット「さあや」よ！ 

いつも絵本の部屋にいる

ので会いに来てね♡ 

 

さあやちゃん。 

はじめまして！ 

いつも明るく元気な 

狭山ヶ丘分館スタッフです。 

皆さまのご来館をお待ちしています♪ 

狭山ヶ丘分館は 

狭山ヶ丘コミュニティセンターの３

階にあるよ！ 

山村分館長さん 

こんにちは！ 

今日は案内 

よろしくね。 

 

トベアくん 

 こんにちは！ 

狭山ヶ丘分館に 

ようこそ！ 

 

ぼくの探している本は

どこにあるかな？ 

この機械で 

探してみよう。 

大人向けの特集

コーナーだよ。 

毎月テーマが変

わるよ。 

絵 本 の 部 屋 
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日
が
落
ち
て
涼
し
く
な
る
時
間
に
、

図
書
館
へ
で
か
け
て
み
ま
せ
ん
か
。 

本
館
・
所
沢
分
館
・
新
所
沢
分
館
で

は
、
夜
間
開
館
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

日
中
、
お
忙
し
い
方
も
夜
間
開
館
を
ぜ

ひ
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

 

本
館 

 

火
曜
日
の
み
午
後
７
時
ま
で
開
館

（
７
～
９
月
は
、
午
後
８
時
ま
で
） 

 

所
沢
分
館 

 

火
～
金
曜
日
は
午
後
７
時
ま
で
開
館 

 

新
所
沢
分
館 

 

火
～
金
曜
日
は
午
後
９
時
ま
で
開
館 

※
そ
の
他
の
分
館
は
午
後
５
時
ま
で
の

開
館
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
祝
日
は

全
館
午
後
５
時
ま
で
の
開
館
に
な
り

ま
す
。 

   

◆
平
安
衣
装
を
身
に
つ
け
て
、
雅
の
世

界
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
い
。(

Ｔ)  
◆
ゴ
ー
ヤ
の
緑
が
涼
を
運
び
ま
す
。(

Ｋ) 

◆
こ
の
夏
で
、
ペ
ー
パ
ー
ド
ラ
イ
バ
ー

を
卒
業
し
た
い
。（
Ｔ
） 

◆
近
頃
の
異
常
気
象
が
こ
わ
い
。 

(

Ｙ) 

◆
夏
だ
！
暑
い
！ 

毎
日
ご
く
ろ
う
サ
マ
ー
!! 

 
(

Ｓ) 

   

 
 
 

 

 
 
 

 

編 
 

集 
 

後 
 

記 

カ
ウ
ン
タ
ー
業
務
・
書
架
整

理
・
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
・
お
は
な
し

会
・
学
校
と
の
連
携
事
業
・
事
務

作
業
な
ど
、
図
書
館
員
の
仕
事
は

多
岐
に
渡
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ

ら
を
万
遍
な
く
こ
な
せ
る
プ
ロ

の
図
書
館
員
に
な
れ
る
よ
う
、
こ

れ
か
ら
も
仕
事
に
励
ん
で
い
き

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

子
ど
も
も
大
人
も
楽
し
め
る
こ

ど
も
室
づ
く
り
を
目
指
し
て
い

き
た
い
で
す
。 

ま
だ
ま
だ
未
熟
者
で
す
が
、
よ

ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。 

こ
ん
に
ち
は
。
今
年
度
か
ら
新

し
く
所
沢
図
書
館
本
館
の
児
童
奉

仕
担
当
に
な
り
ま
し
た
、
鈴
木
沙

祐
里
と
申
し
ま
す
。
小
さ
い
頃
か

ら
本
が
好
き
で
図
書
館
に
通
い
つ

め
、
大
学
で
司
書
の
勉
強
を
し
た

私
に
と
っ
て
、
図
書
館
は
ま
さ
に

ぴ
っ
た
り
の
職
場
で
、
本
当
に
幸

運
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

鈴木沙祐里 
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小
説
を
読
み
終
え
る
と
短
い
書

評
を
書
く
こ
と
を
心
掛
け
て
い
ま

す
。
持
論
で
す
が
よ
ほ
ど
印
象
に

残
る
本
で
な
い
限
り
、
月
日
が
経

つ
と
本
の
内
容
は
徐
々
に
記
憶
か

ら
失
わ
れ
ま
す
。
ち
な
み
に
私
は

幼
い
時
期
に
読
ん
だ
本
の
内
容
を

ほ
と
ん
ど
忘
れ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
で
す
が
書
評
を
書
き
た
め
る 

ｓｓそｓだだ 曽田一平 

こ
と
で
、
い
つ
で
も
頭
の
引
き
出

し
か
ら
当
時
抱
い
て
い
た
感
想
を

思
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で

す
。
読
書
好
き
な
人
も
そ
う
で
な

い
人
も
一
度
実
践
し
て
み
て
く
だ

さ
い
。
２
、
３
行
書
く
だ
け
で
も

十
分
で
す
。
そ
の
中
か
ら
年
度
別

に
一
番
気
に
入
っ
た
本
を
決
め
る

の
も
面
白
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

昨
年
読
ん
だ
中
で
一
番
印
象
に

残
っ
た
本
は
小
川
洋
子
著
の
『
猫

を
抱
い
て
象
と
泳
ぐ
』。
図
書
館
員

と
な
っ
た
今
年
は
ど
ん
な
本
と
出

会
え
る
か
、
と
て
も
楽
し
み
で
す
。 

夜
間
開
館
の
お
知
ら
せ 

2014年 7月 31日発行 復刊いずみ７号（通巻 85号） 

フレッシュマン登場！
よろしくお願いいたします。 


