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「
装
丁
家
（
そ
う
て
い
か
）
」
と
名

乗
っ
て
も
、
ま
ず
何
の
仕
事
か
理
解
し

て
も
ら
え
ま
せ
ん
。
「
そ
う
て
い
」
を

辞
書
で
引
く
と
「
書
物
を
綴
じ
て
、
表

紙
・
扉
・
カ
バ
ー
・
外
箱
な
ど
を
つ 

け
、
意
匠
を
加
え
て
本
と
し
て
の
体
裁

を
飾
り
整
え
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
意

匠
。
装
本
。
」
（
大
辞
林
）
と
あ
り
ま

す
。
最
近
で
は
「
ブ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
」

と
い
う
呼
び
か
た
が
一
般
的
に
な
り
ま

し
た
。 

「
本
づ
く
り
」
に
は
二
つ
の
面
が
あ

り
ま
す
。
ひ
と
つ
は
テ
ク
ス
ト
を
書
い

て
編
集
す
る
作
業
。
言
う
ま
で
も
な
く

こ
れ
が
い
ち
ば
ん
大
事
な
作
業
で
す 

が
、
し
か
し
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
も
印 

刷
・
製
本
さ
れ
た
「
書
物
」
と
な
ら
な

け
れ
ば
読
者
に
は
届
き
ま
せ
ん
。
二
次

元
の
「
テ
ク
ス
ト
」
を
三
次
元
の
「
書

物
」
に
「
物
質
化
」
す
る
作
業
が
「
造

本
・
装
丁
」
で
す
。 

ど
ん
な
に
テ
ク
ス
ト
が
す
ば
ら
し

く
て
も
、
読
者
は
そ
の
テ
ク
ス
ト
に
い

き
な
り
接
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ 

ん
。
読
者
が
ま
ず
目
に
す
る
の
は
、
良

く
も
悪
く
も
テ
ク
ス
ト
を
包
み
こ
む 

装
丁
で
す
。
だ
か
ら
、
こ
の
本
は
お
も

し
ろ
い
よ
と
装
丁
が
誘
っ
て
く
れ
な 

い
と
、
す
ぐ
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
も
読
ん

で
も
ら
え
ま
せ
ん
。 

現
在
の
日
本
で
は
、
年
間
の
新
刊
点

数
が
八
万
点
を
超
え
、
平
均
す
る
と
一

日
あ
た
り
二
二
〇
冊
も
の
本
が
出
版
さ

れ
て
い
ま
す
。
読
者
の
手
に
と
っ
て 

も
ら
う
に
は
、
い
ろ
い
ろ
と
工
夫
が
必

要
で
す
。
だ
か
ら
装
丁
は
、
本
の
中
身

を
保
護
し
つ
つ
、
人
を
惹
き
つ
け
て
手

に
取
ら
せ
る
と
い
う
、
両
方
の
役
割
を

果
た
し
て
い
る
の
で
す
。
書
籍
が
電
子

化
さ
れ
、
テ
ク
ス
ト
が
物
質
的
な
制
約

か
ら
解
き
放
た
れ
れ
ば
装
丁
な
ど
必 

要
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
「
テ
ク
ス
ト

の
み
＝
情
報
の
み
」の
電
子
ブ
ッ
ク
は
、

は
た
し
て
「
本
」
な
の
で
し
ょ
う
か
。

皮
肉
に
も
電
子
ブ
ッ
ク
の
登
場
が
、 

「
物
で
あ
る
本
」
の
魅
力
を
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
し
た
面
も
あ
り
ま
す
。
装
丁 

は
、
単
に
テ
ク
ス
ト
を
包
み
保
護
す
る

パ
ッ
ケ
ー
ジ
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、

テ
ク
ス
ト
の
持
つ
構
造
や
世
界
観 

を
表
出
し
、
読
者
の
意
識
に
深
く
刻
み

こ
ま
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
装
丁
は 

        

「
本
の
顔
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
時
代

の
顔
」
で
も
あ
る
の
で
す
ね
。
作
家
で

哲
学
者
の
ウ
ン
ベ
ル
ト･

エ
ー
コ
は 

「
ス
プ
ー
ン
や
車
輪
が
、
古
代
か
ら
現

代
ま
で
い
さ
さ
か
も
変
わ
ら
な
い
よ
う

に
、
本
も
、
一
度
発
明
し
た
ら
そ
れ 

以
上
う
ま
く
作
り
よ
う
が
な
い
完
成 

品
な
の
だ
」
と
記
し
て
い
ま
す
。
本
を

手
に
す
る
と
き
、
造
本
装
丁
に
ち
ょ
っ

と
思
い
を
馳
せ
て
み
る
と
、
本
の
楽
し

さ
が
広
が
り
ま
す
よ
。 

（
つ
づ
く
） 
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丁
家
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造
本
装
幀
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手
が
け
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丁
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二
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は
じ
め
に 

私
は
所
沢
出
身
で
、
所
沢
に
住
ん

で
い
ま
す
。
小
説
を
書
き
た
い
と
思

い
、
日
本
大
学
の
芸
術
学
部
に
入
学

し
ま
し
た
。
大
学
院
で
は
創
作
活
動

を
し
つ
つ
、
庄
野
潤
三
と
い
う
作
家

を
研
究
し
て
き
ま
し
た
。
庄
野
潤
三

は
一
生
を
か
け
て
、
あ
る
一
つ
の
場

所
に
こ
だ
わ
り
、
場
所
づ
く
り
を
実

践
し
な
が
ら
、
作
品
と
人
と
が
共
に

成
熟
し
て
い
っ
た
作
家
だ
と
私
は
考

え
て
い
ま
す
。 

そ
の
よ
う
な
視
点
で
、
現
代
女
性

作
家
で
あ
る
角
田
光
代
さ
ん
に
つ
い

て
話
を
し
て
い
き
ま
す
。
角
田
さ
ん

は
有
名
で
ご
存
知
の
方
が
多
い
と
思

い
ま
す
が
、
そ
の
中
で
も
割
と
初
期

の
「
草
の
巣
」
は
、
現
在
の
角
田
さ

ん
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
、
ず
い
ぶ
ん
印

象
が
違
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
極
端
な
言
い
方
を
す
る

と
少
し
と
っ
つ
き
に
く
い
作
品
で
す
。 

       

そ
れ
を
、
ど
う
読
む
と
色
々
な
も
の 

が
見
え
て
く
る
の
か
、
こ
う
い
う
風

に
読
ん
で
み
る
と
面
白
い
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
を
、
ご
提
案
さ
せ

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 
角
田
光
代
さ
ん
に
つ
い
て 

角
田
さ
ん
は
一
九
六
七
年
に
神
奈

川
県
の
横
浜
市
に
生
ま
れ
ま
し
た
。

作
家
と
し
て
は
円
熟
期
を
迎
え
つ
つ

あ
る
時
期
で
、
正
に
こ
の
現
代
女
性

作
家
と
い
う
意
味
で
は
ト
ッ
プ
ラ
ン

ナ
ー
か
と
思
い
ま
す
。
小
学
校
一
年

生
の
頃
に
、
熱
心
な
国
語
の
先
生
に

作
文
等
を
よ
く
見
て
も
ら
い
、
書
く

楽
し
み
を
覚
え
、
将
来
は
作
家
と
し

て
生
き
て
い
く
こ
と
を
意
識
し
始
め

ま
し
た
。
一
九
八
八
年
に
「
お
子
様

ラ
ン
チ
・
ロ
ッ
ク
ソ
ー
ス
」
と
い
う

作
品
で
ジ
ュ
ニ
ア
小
説
の
賞
で
あ
る
、

コ
バ
ル
ト
・
ノ
ベ
ル
大
賞
を
受
賞
さ

れ
ま
す
。
当
時
は
、
彩
河
杏
と
い
う 

       ペ
ン
ネ
ー
ム
を
使
っ
て
お
り
、
こ
の

受
賞
後
、
約
二
年
間
に
わ
た
っ
て
七

冊
も
の
本
を
刊
行
さ
れ
ま
す
。
た
だ
、

元
々
純
文
学
志
向
が
強
い
方
で
、 

ジ
ュ
ニ
ア
小
説
は
望
ん
で
書
い
て
い

た
の
で
は
な
く
、
書
き
続
け
て
い
れ

ば
自
分
が
書
き
た
い
と
思
う
作
品
が

書
け
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
て
い
た

そ
う
で
す
。
そ
の
後
、
一
九
九
六
年

に
『
ま
ど
ろ
む
夜
の
Ｕ
Ｆ
Ｏ
』
と
い

う
作
品
で
芥
川
賞
、
三
島
由
紀
夫
賞

に
並
ぶ
、
第
十
八
回
野
間
文
芸
新
人

賞
を
受
賞
し
て
、
作
家
と
し
て
の
認

知
を
受
け
ま
す
。 

角
田
さ
ん
は
引
っ
越
し
好
き
と
い

う
こ
と
で
有
名
で
す
。
自
分
で
お
金

を
貯
め
て
、
二
十
一
歳
で
実
家
を
出

て
い
ま
す
。
窮
屈
な
想
い
を
抱
え
て

い
た
そ
う
で
、
母
親
が
泣
い
て
止
め

る
の
を
聞
か
ず
に
引
っ
越
し
、
そ
れ

か
ら
お
よ
そ
十
年
で
六
回
も
引
っ
越

し
を
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
他
に
も
二

十
五
歳
の
時
に
一
か
月
に
わ
た
り
、

タ
イ
、
マ
レ
ー
シ
ア
を
巡
る
旅
を
さ

れ
た
こ
と
で
旅
行
好
き
に
な
っ
た
そ

う
で
す
。ま
た
、自
宅
の
す
ぐ
傍
に
、

必
ず
仕
事
部
屋
を
借
り
て
、
そ
こ
へ

朝
九
時
に
通
い
、
夕
方
の
五
時
ま
で

仕
事
を
さ
れ
ま
す
。
作
家
と
し
て
は
、

ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
生
活
を
さ
れ
て

い
る
そ
う
で
す
。 

角
田
さ
ん
の
性
質
は
実
は
作
品
に

も
表
れ
て
い
て
、
角
田
光
代
作
品
を

全
体
で
見
た
場
合
に
、
「
家
」
「
家

族
」
「
場
所
」
「
移
動
」
「
逃
避
」

「
旅
」
と
い
う
六
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド

が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
キ
ー

ワ
ー
ド
の
ほ
と
ん
ど
は
、
こ
の
「
草

の
巣
」の
中
に
集
約
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

「
草
の
巣
」
と
は 

「
草
の
巣
」
は
主
人
公
の
「
私
」

が
、
ガ
ラ
ク
タ
を
集
め
て
山
の
中
に

家
を
作
っ
て
い
る
村
田
と
い
う
男
の

車
に
乗
っ
て
移
動
を
続
け
る
話
で
す
。

よ
く
分
か
ら
な
い
で
す
よ
ね（
笑
）。

も
う
少
し
こ
の
話
を
か
み
砕
い
て
い

き
ま
す
。
女
性
で
あ
る
「
私
」
に
は

同
棲
し
て
い
る
中
野
と
い
う
男
が
い

ま
す
。
家
賃
は
折
半
で
、
中
野
は
家

で
仕
事
を
、
「
私
」
は
家
の
近
く
の

飲
み
屋
で
ア
ル
バ
イ
ト
と
し
て
働
い
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て
い
ま
す
。
そ
の
飲
み
屋
の
お
客
で

あ
る
、
村
田
と
い
う
口
数
の
少
な
い

男
に
、
様
々
な
経
緯
か
ら
山
の
中
の

家
を
見
に
来
な
い
か
と
誘
わ
れ
、
同

棲
し
て
い
る
中
野
か
ら
逃
げ
る
よ
う

な
形
で
村
田
の
車
に
乗
り
、
そ
の
土

地
を
離
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
車
に 

乗
っ
て
家
を
見
に
行
く
の
で
す
が
、

山
の
中
の
家
は
脚
の
欠
け
た
卓
袱
台

や
壊
れ
た
テ
レ
ビ
等
の
ガ
ラ
ク
タ
を
、

な
ん
と
な
く
並
べ
て
あ
る
変
な
家
で

し
た
。
村
田
は
文
房
具
の
営
業
の
仕

事
を
し
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
合

間
に
廃
屋
等
に
足
を
運
ん
で
ガ
ラ
ク

タ
を
集
め
て
お
り
、
「
私
」
は
変
な

人
と
思
い
つ
つ
も
、
そ
の
ま
ま
一
緒

に
居
続
け
ま
す
。
主
人
公
は
元
の
場

所
に
帰
ら
な
い
理
由
と
し
て
、
飲
み

屋
の
お
金
を
盗
ん
で
き
た
こ
と
を
挙

げ
ま
す
が
、
本
当
は
そ
ん
な
こ
と
は

し
て
い
ま
せ
ん
。
で
も
男
は
そ
の
話

を
信
じ
、
そ
ん
な
彼
女
を
気
に
か
け

て
車
を
貸
し
て
く
れ
ま
す
。
「
私
」

は
な
ぜ
か
家
に
帰
ら
な
い
と
い
う
生

活
を
何
日
も
続
け
て
い
き
ま
す
。
昼

は
文
房
具
の
営
業
車
に
乗
っ
て 

、
夜

は
車
を
借
り
て
安
い
ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ

ル
等
に
独
り
で
宿
泊
す
る
と
い
う
流

れ
に
な
り
、
た
だ
車
に
乗
っ
て
移
動

し
続
け
て
い
る
、
そ
ん
な
お
話
で
す
。 

異
界
往
来
譚 

私
が
「
草
の
巣
」
を
読
ん
だ
時
に
、

イ
メ
ー
ジ
と
し
て
挙
が
っ
た
の
が
メ

リ
ー
ゴ
ー
ラ
ン
ド
で
し
た
。
何
処
か

に
行
け
る
気
分
に
さ
せ
て
く
れ
る
木

馬
に
乗
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
実
は

同
じ
場
所
を
ぐ
る
ぐ
る
回
っ
て
い
る

だ
け
で
、
何
処
に
も
行
け
な
い
。
馬

の
装
飾
を
剥
い
だ
ら
非
常
に
無
機
質

な
鉄
の
塊
が
露
出
し
、
い
く
つ
も
の

部
品
が
繋
が
っ
て
い
て
動
い
て
い
る

だ
け
…
…
。
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ

で
す
。
こ
こ
で
は
な
い
何
処
か
へ
行

き
た
い
け
れ
ど
も
、
行
け
な
い
。
大

雑
把
に
い
う
と
異
界
往
来
譚
と
言
え

る
作
品
で
、
異
界
へ
行
く
話
と
す
る

読
み
方
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。 

日
常
を
過
ご
す
中
で
、
「
こ
こ
で

は
な
い
何
処
か
へ
」
と
い
う
気
持
ち

は
、
少
な
か
ら
ず
皆
さ
ん
が
抱
く
感

情
で
す
よ
ね
。
主
人
公
は
そ
の
よ
う

な
気
持
ち
を
非
常
に
強
く
抱
え
て
い

る
と
読
め
ま
す
。
内
容
は
全
く
異
な

り
ま
す
が
、
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
の
、

「
千
と
千
尋
の
神
隠
し
」
と
い
う
作

品
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
た
だ
け

る
と
分
か
り
や
す
い
と
思
い
ま
す
。

千
尋
と
い
う
少
女
が
異
界
に
迷
い
込

ん
で
、
名
前
を
奪
わ
れ
て
千
と
い
う

名
前
に
な
る
。
や
が
て
元
の
世
界
に

帰
る
と
い
う
話
で
す
。
「
私
」
が
山

の
中
の
家
を
初
め
て
見
に
行
く
場
面

で
は
、
男
に
連
れ
ら
れ
て
進
ん
だ
山

道
の
入
り
口
に
地
蔵
が
あ
り
ま
す
。

「
千
と
千
尋
の
神
隠
し
」
で
も
地
蔵

の
よ
う
な
も
の
が
登
場
し
、
そ
れ
を

境
界
に
異
界
と
現
実
が
分
か
れ
て
い

ま
す
。
地
蔵
は
あ
ち
ら
と
こ
ち
ら
の

世
界
の
境
界
線
に
置
か
れ
る
習
慣
が

古
く
か
ら
あ
り
ま
す
し
「
草
の
巣
」

で
は
地
蔵
を
意
識
的
に
使
っ
て
い
て
、

何
度
も
登
場
し
ま
す
。
神
社
の
側
の

地
蔵
が
笑
い
か
け
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
等
、
普
通
の
世
界
で
は
な
い
か

の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

「
私
」
が
夜
の
海
に
浮
か
ぶ
漁
船
の

光
を
、
対
岸
に
あ
る
民
家
の
光
の
よ

う
に
見
え
る
と
い
う
場
面
が
あ
り
ま

す
。
漁
船
だ
と
分
か
っ
て
い
る
け
れ

ど
も
、対
岸
に
あ
る
民
家
に
見
え
る
。

こ
れ
は
何
故
で
し
ょ
う
か
。
主
人
公

が
い
る
世
界
が
異
界
だ
と
し
た
ら
、

対
岸
に
あ
る
民
家
の
光
の
よ
う
に
見

え
る
世
界
は
、
元
々
自
分
が
居
た
現

実
の
世
界
で
は
な
い
か
、
そ
ん
な
書

き
方
を
し
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。 

「
私
」
が
「
こ
こ
で
は
な
い
何
処

か
へ
」
と
い
う
想
い
を
抱
く
理
由
と

し
て
は
、
彼
女
が
引
っ
越
し
の
多
い

家
庭
環
境
で
育
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
男
の
家
が
主
人

公
に
と
っ
て
な
ぜ
異
界
で
あ
る
の
か
、

異
質
な
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ

と
に
繋
が
り
ま
す
。
引
っ
越
し
の
多

い
家
に
育
っ
て
い
る
た
め
、
家
具
が

少
な
く
、
最
低
限
の
も
の
だ
け
を
残

す
習
慣
が
主
人
公
の
家
族
に
は
あ
り

ま
し
た
。
一
回
目
の
引
っ
越
し
で
必

要
な
も
の
だ
け
を
持
っ
て
い
く
。
そ

し
て
次
に
は
さ
ら
に
厳
選
し
た
も
の

を
持
っ
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
を
繰

り
返
し
、
ど
ん
ど
ん
荷
物
が
少
な
く

な
り
ま
す
。 

最
終
的
に
彼
女
は
「
（
ど
ん
な
と

こ
ろ
で
暮
ら
し
て
も
）
ど
こ
も
私
に

と
っ
て
同
じ
だ
っ
た
」と
語
り
ま
す
。

帰
属
す
る
場
所
が
な
く
、
こ
こ
が
私

の
暮
ら
す
場
、
生
存
の
場
だ
と
い
う

気
持
ち
を
彼
女
は
感
じ
て
い
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
、
自
分
自
身
の
根
拠
と
な

る
部
分
を
持
ち
得
て
い
な
い
と
分
析

で
き
ま
す
。 

 

異
界
性
の
崩
壊 

男
の
家
は
ゴ
ミ
等
の
不
必
要
な
も

の
を
集
め
て
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
一

方
で
「
私
」
の
家
は
、
実
用
的
で
必
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要
最
低
限
の
も
の
で
構
成
さ
れ
て
い

ま
す
。
男
の
家
は
「
私
」
の
家
の
真

逆
で
す
ね
。
そ
れ
故
に
、
現
実
と
し

て
自
分
自
身
が
当
た
り
前
の
こ
と
と

考
え
て
き
た
世
界
観
と
は
か
け
離
れ

た
男
の
家
が
、
男
も
含
め
て
「
私
」

に
と
っ
て
異
質
な
も
の
だ
と
感
じ
ら

れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

 
 

「
私
」
は
男
に
連
れ
ら
れ
て
異
界

へ
行
っ
た
と
思
う
こ
と
で
、
自
分
の

願
望
を
遂
げ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
後
、

こ
の
異
界
性
は
崩
壊
し
て
い
き
ま
す
。

主
人
公
の
異
界
へ
の
憧
れ
か
ら
、
異

界
性
が
崩
壊
し
て
い
く
ま
で
の
過
程

が
こ
の
小
説
の
中
心
を
貫
く
筋
で
あ

る
と
言
え
ま
す
。
「
こ
こ
で
は
な
い

何
処
か
へ
」
と
い
う
も
の
が
、
実
際

に
そ
の
場
に
立
つ
こ
と
で
、
や
が
て

時
間
と
と
も
に
普
遍
的
な
も
の
に 

変
っ
て
現
実
に
な
り
、
こ
れ
が
異
界

性
の
崩
壊
に
繋
が
っ
て
い
き
ま
す
。 

ま
た
、
作
中
で
は
空
き
家
等
か
ら

男
と
一
緒
に
家
具
を
集
め
て
い
く
描

写
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
す
る
う
ち

に
、
男
は
自
分
に
と
っ
て
全
く
異
質

な
も
の
と
言
う
認
識
が
、
実
は
そ
う

で
は
な
い
こ
と
が
見
え
て
き
ま
す
。 

 
 

当
初
、
「
私
」
が
、
異
質
だ
と
思
っ

て
い
た
家
も
、
だ
ん
だ
ん
と
現
実
の

家
に
見
え
始
め
、
日
常
が
追
い
付
い

て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

こ
の
物
語
の
最
後
は
再
び
男
の
家

が
舞
台
と
な
り
、
卓
袱
台
の
前
に
座

る
男
の
横
に
「
私
」
が
並
ん
で
座
る

場
面
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。こ
こ
で
、

「
私
」
は
自
分
の
家
族
と
卓
袱
台
を

囲
ん
で
い
る
よ
う
な
意
識
を
得
て
し

ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
気
付
き
始
め

た
主
人
公
は
、
「
こ
こ
」
か
ら
逃
げ

よ
う
と
し
ま
す
。
何
故
逃
げ
る
の
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
異

界
性
の
崩
壊
を
受
け
入
れ
ら
れ
ず
に

い
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。そ
し
て
、

現
実
的
な
場
と
な
っ
た
男
の
家
か
ら

逃
げ
る
の
で
す
が
、
こ
こ
で
、
ま
た

地
蔵
が
登
場
し
ま
す
。
男
が
自
分
を

追
い
か
け
て
き
て
く
れ
る
の
で
は
な

い
か
と
、
地
蔵
の
あ
た
り
に
目
を
凝

ら
し
な
が
ら
待
つ
描
写
が
あ
り
、
自

分
が
逃
げ
た
い
の
か
、
男
を
待
ち
た

い
の
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
表
現
を

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
男
が
あ
ち

ら
の
世
界
の
異
質
な
も
の
で
あ
っ
て

ほ
し
い
と
い
う
思
い
が
、
ま
だ
心
に

残
っ
て
い
る
と
読
み
と
く
こ
と
が
で

き
ま
す
。 

そ
の
後
の
「
私
」
に
つ
い
て
は
何

も
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
余
韻
を
残

す
形
で
、
こ
の
作
品
は
終
わ
っ
て
い

ま
す
。 

場
所
と
人
間 

主
人
公
は
生
の
感
覚
が
希
薄
な
人

間
で
す
。
ま
た
帰
属
す
る
場
所
の
感

覚
も
希
薄
で
、ど
こ
に
居
て
も
同
じ
、

根
拠
た
る
場
を
持
た
な
い
、
生
存
の

場
が
な
い
。
あ
る
意
味
で
は
現
代
に

生
き
る
人
間
の
象
徴
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
男
と
の
時

間
を
通
し
て
、
日
常
生
活
は
様
々
な

細
部
が
堆
積
し
、
地
中
深
く
で
、
複

雑
に
絡
ま
り
あ
っ
て
匂
い
を
発
す
る

よ
う
な
、
濃
密
な
根
を
形
成
し
て
い

る
も
の
だ
と「
私
」は
気
づ
き
ま
す
。

日
常
の
堆
積
の
場
が
家
で
あ
り
、
人

間
が
そ
う
し
た
場
に
生
か
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
、
ぼ
ん
や
り
と
で
す
が
、

主
人
公
に
は
感
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
「
私
」
は
無

駄
な
も
の
と
実
用
的
な
も
の
を
分
け

て
考
え
て
き
た
け
れ
ど
も
、
生
存
の

場
の
形
成
に
は
、
実
は
無
駄
な
も
の

は
な
い
と
気
づ
い
た
こ
と
で
自
分
自

身
の
存
在
を
肯
定
す
る
、
そ
ん
な
可

能
性
に
も
繋
が
っ
て
い
く
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。 

こ
の
作
品
は
、
場
所
と
の
関
わ
り

が
希
薄
に
な
っ
た
現
代
人
の
生
の
空

虚
さ
を
表
現
し
、
場
所
と
人
間
と
の

関
係
を
再
考
さ
せ
る
、
場
所
を
め
ぐ

る
物
語
と
も
読
め
ま
す
。
例
え
ば
、

親
の
家
に
子
ど
も
が
住
み
、
さ
ら
に

孫
が
住
む
な
ど
、
一
つ
の
場
所
に
人

間
が
二
代
、
三
代
と
深
く
関
わ
っ
て

い
き
、
場
所
の
記
憶
が
そ
の
場
所
に

堆
積
し
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
が
人
間

を
形
成
し
て
い
く
、
大
事
な
土
台
に

な
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
が
、
時

代
背
景
も
あ
り
、
今
の
私
た
ち
は
濃

密
な
土
地
と
の
関
係
性
が
昔
に
比
べ

る
と
希
薄
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

あ
る
意
味
で
は
、
我
々
の
生
存
感
覚
、

自
分
自
身
を
根
拠
づ
け
る
場
所
の
な

い
、
そ
の
よ
う
な
空
虚
さ
に
繋
が
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
角
田
さ

ん
は
そ
れ
ら
の
こ
と
も
意
識
し
な
が

ら
、
場
所
と
人
間
の
関
係
性
を
考
察

し
て
、
「
草
の
巣
」
と
い
う
不
思
議

な
作
品
を
書
い
た
の
で
は
な
い
か
と
、

私
は
考
え
て
い
ま
す
。 

       

  

 ●
上
坪
裕
介
氏 

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル 

 

埼
玉
県
所
沢
市
出
身
。
日
本
大
学
芸
術
学

部
専
任
講
師
と
し
て
活
躍
。 

「
椿
荘
五
号
室
」
で
第
十
八
回
日
大
文
芸

賞
佳
作
受
賞
。
「
コ
ン
タ
ク
ト
」
・
「
路
地

の
灯
」
で
第
十
四
回
・
第
十
五
回
舟
橋
聖
一

顕
彰
青
年
文
学
賞
佳
作
を
受
賞
。 

共
著
に
『
現
代
女
性
作
家
読
本
⑮ 

角
田

光
代
』
・
『
現
代
女
性
作
家
読
本
⑯ 

宮
部

み
ゆ
き
』
な
ど
。 
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◆プログラムの例◆ 

１．すばなし『鳥吞爺（とりのみじい）』 

２．図書館クイズ 

３．大型絵本『かわいそうなぞう』 

４．すばなし『みょうが宿』 

５．手遊び 『あんたがたどこさ』 

６．紙芝居『金色夜叉』 

７．詩の朗読（『草野心平詩集』より）  

８．手遊び『海』 

【すばなし】 

本などは一切見ずに、

昔話を語ります。 

【図書館クイズ】 

図書館のことを知ってい

ただくため、図書館に関す

るクイズを行っています。 

【朗読】 

心に響く作品の朗読も行っていま

す。絵本や紙芝居とは少し違った雰

囲気を楽しんでいただいています。 

【手遊び】 

椅子に座ったままできる、簡

単な手遊びも行っています。

毎回たくさんの方が笑顔で

参加してくださいます。 

【紙芝居】 

紙芝居は、紙芝居舞台を

使って行っています。 

【絵本】 

絵本の読み聞かせも行います。

この写真は大型絵本の読み聞

かせの様子です。 

出張おはなし会の様子をご紹介しました。 

所沢図書館では、図書館の利用促進や地域貢献につながる

活動を、今後も積極的に行ってまいります！ 

所沢図書館では、地域の高齢者施設等への出張おはなし会を実施しています。 

図書館職員が施設を訪問し、読み聞かせや手遊びなどを行います。 

今回は、出張おはなし会の様子をご紹介します！ 
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編
集
後
記 

No.1 日本茶を調べる！  

日本三大銘茶のひとつ“狭

山茶”や、おいしいお茶の

淹れ方、お茶の効能など 

No.4 相続について調べる！ 

相続税や贈与、財産分与、

遺言、終活など 

No.9 文化遺産を調べる！ 

郷土の文化遺産、日本の文

化遺産、世界の文化遺産な

ど 

No.7 日本の昔話・伝承を調

べる！ 

日本の昔話・伝承や所沢の

昔話・伝承、埼玉の昔話・

伝承など 

No.5 所沢飛行場を調べる！ 

航空発祥の地としての所

沢、陸軍航空学校、基地 

返還運動など 

No.2 所沢を走る鉄道 

所沢の交通の要である西武

鉄道の歴史や現在の車両、

かつて市内にあった車両工

場など 

No.10 鎌倉街道を調べる！ 

鎌倉街道の歴史や歩き方、

市内の鎌倉街道など 

No.8 はじめて学ぶ法律 

法律の調べ方、身近な法律

問題、判例、法律用語など 

No.6 郷土の祭りを調べる！ 

所沢の祭りや埼玉の祭り、

所沢音頭や所沢市民音頭な

ど 

No.3 川を調べる！ 

川の現状や特徴、防災・

治水、環境問題、郷土の

川や川の楽しみ方など 

パスファインダーって何ですか？ 
さんとく～知っ得！読ん得？調べ得！～ 

パスファインダー（Pathfinder）とは、path（小道）+finder（発見者）の複合語で、道案内・
誘導者のことをいいます。図書館では、あるテーマに関する資料や情報を探すための手順をまと
めたものを「パスファインダー」と呼んでいます。いわば調べ方の「道しるべ」です。ここでは
所沢図書館で発行している 10種類のパスファインダー「さんとく～知っ得！読ん得？調べ得！
～」をご紹介します。パスファインダーは市内各図書館で配布しておりますので、是非お手に  
取ってごらんください。所沢図書館ホームページにも掲載されています。 

編集発行：所沢市立所沢図書館  〒359-0042 所沢市並木 1-13 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ パソコン https://lib.city.tokorozawa.saitama.jp 

携帯電話 https://lib.city.tokorozawa.saitama.jp/k 

     ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ https://lib.city.tokorozawa.saitama.jp/opw/OPS/OPSINDEX.CSP 
電話 / FAX 

本 館     富 岡 分 館   

所 沢 分 館     吾 妻 分 館   

椿 峰 分 館     柳 瀬 分 館   

     新所沢分館   

                         

２０１７年１月３１日発行 復刊いずみ１４号（通巻９２号） 

編
集
後
記 

今
回
、
初
め
て
私
も
記
事
を
書
き
ま

し
た
。
み
な
さ
ん
に
読
ん
で
い
た
だ
く

こ
と
を
想
像
す
る
と
、
ど
き
ど
き
し
ま

す
。 

図
書
館
で
働
き
始
め
て
か
ら
も
う
す

ぐ
一
年
。
た
く
さ
ん
の
方
に
助
け
ら
れ

な
が
ら
過
ご
し
て
き
ま
し
た
。
自
分
も

い
つ
か
誰
か
を
支
え
、
誰
か
の
役
に
立

つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
人
間
に
な

り
た
い
と
願
う
毎
日
で
す
。
（
Ｎ
） 
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