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長
期
休
館
中
、
図
書
館
は
何
を
し
て
い
る
の
？ 

                             

  

  

所
沢
図
書
館
で
は
、
毎
年
二
月
、
蔵

書
点
検
の
た
め
に
お
休
み
を
い
た
だ
い

て
い
ま
す
。 

 

特
に
今
年
は
、
蔵
書
点
検
に
加
え

て
、
新
し
い
図
書
館
シ
ス
テ
ム
へ
の
更

新
作
業
等
を
行
っ
た
た
め
、
全
館
同
時

に
約
二
週
間
、
休
館
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。 

さ
て
、
皆
さ
ま
、
「
こ
ん
な
に
長
く

休
館
し
て
、
図
書
館
の
中
で
は
い
っ
た

い
何
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
？
」
と
お

思
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
一
見
、
静

ま
り
か
え
っ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
休

館
中
も
図
書
館
内
で
は
、
職
員
が
さ
ま

ざ
ま
な
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。
今
回
は

、
そ
の
仕
事
の
う
ち
の
い
く
つ
か
を
、

ご
紹
介
し
ま
す
。 

ま
ず
、
蔵
書
点
検
で
す
。
蔵
書
点
検

で
は
、
そ
の
時
書
架
に
あ
る
本
の
バ
ー

コ
ー
ド
を
一
冊
一
冊
す
べ
て
読
み
込
み

、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
上
の
全
蔵
書
の
デ

ー
タ
と
照
ら
し
合
わ
せ
ま
す
。
そ
う
す

る
こ
と
で
、
行
方
不
明
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
本
が
な
い
か
、
間
違
っ
た
棚
に
置

い
て
あ
る
本
が
な
い
か
な
ど
、
本
の
所

在
状
況
を
確
認
す
る
の
で
す
。 

年
に
一
度
の
こ
の
作
業
で
、
本
館
・ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

分
館
の
書
架
と
書
庫
、
す
べ
て
の
本
を

確
認
す
る
た
め
、
職
員
総
出
で
数
日
が

か
り
の
作
業
と
な
り
ま
す
。 

          

次
に
、
前
年
度
の
朝
日
・
読
売
・
毎

日
新
聞
の
埼
玉
版
の
記
事
を
、
保
存
の

た
め
に
切
り
取
る
作
業
が
あ
り
ま
す
。 

 
 
 

 

こ
れ
は
、
単
純
で
す
が
膨
大
な
量
が

あ
る
作
業
で
、
か
な
り
の
時
間
が
必
要

と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
た
く
さ
ん
の
新

聞
を
広
げ
ら
れ
る
作
業
ス
ペ
ー
ス
が
必

要
と
な
る
た
め
、
休
館
中
の
読
書
室
な

ど
、
広
い
ス
ペ
ー
ス
を
活
用
し
て
行
い

ま
す
。
切
り
取
っ
た
埼
玉
版
は
貴
重
な

郷
土
資
料
な
の
で
、
酸
化
し
な
い
よ
う

中
性
紙
の
保
存
箱
に
入
れ
て
、
書
庫
に

入
れ
て
い
き
ま
す
。 

こ
の
ほ
か
、
開
館
中
に
は
難
し
い
大 

    

  

が
か
り
な
書
架
の
清
掃
や
、
本
の
落
下

防
止
シ
ー
ト
の
設
置
な
ど
も
行
っ
て
い

ま
す
。 

ま
た
、
今
年
は
特
に
新
し
い
図
書
館

シ
ス
テ
ム
へ
の
更
新
と
、
そ
れ
に
伴
う

機
器
の
入
れ
替
え
作
業
を
行
い
ま
し
た

。 

具
体
的
に
は
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
強

化
に
加
え
、
新
し
い
蔵
書
検
索
用
端
末

の
設
置
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
等
で
す
。
本
館
の
二
階
に
は
、
新

し
く
デ
ジ
タ
ル
サ
イ
ネ
ー
ジ
（
電
子
看

板
）
を
設
置
し
ま
し
た
の
で
、
ぜ
ひ
ご

利
用
く
だ
さ
い
。 

こ
の
よ
う
に
、
休
館
中
の
図
書
館
で

は
利
用
者
の
皆
様
が
、
よ
り
快
適
に
ご

利
用
い
た
だ
け
る
よ
う
、
職
員
が
様
々

な
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。 

新
し
く
な
っ
た
図
書
館
へ
、
ど
う
ぞ

足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
。
お
待
ち
し
て

お
り
ま
す
。 
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本
日
は
、
『
枕
草
子
』
の
中
の
「
香

炉
峯
の
雪
」
と
い
う
章
段
が
、
後
世
の

人
々
に
ど
の
よ
う
に
享
受
さ
れ
て
き
た

の
か
と
い
う
点
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
、

文
学
、
絵
画
、
教
育
の
面
か
ら
考
え
て

い
き
ま
す
。 

【
「
香
炉
峯
の
雪
」
の
解
釈 

①
】 

『
枕
草
子
』
の
作
者
で
あ
る
清
少
納
言

は
、
一
条
天
皇
の
お
后
で
あ
る
中
宮
定

子
の
女
房
と
し
て
宮
中
に
仕
え
て
い
ま

し
た
。
「
香
炉
峯
の
雪
」
の
冒
頭
で
は
、

大
雪
の
た
め
早
々
に
御
格
子
（
窓
）
を

下
ろ
し
、
角
火
鉢
の
周
り
で
女
房
達
が

話
し
こ
ん
で
い
る
様
子
が
書
か
れ
て
い

ま
す
。
そ
こ
で
、
中
宮
定
子
が
「
香
炉

峯
の
雪
は
い
か
に
（
香
炉
峯
の
雪
は
ど

う
な
っ
て
い
る
の
か
し
ら
）
」
と
清
少

納
言
に
お
尋
ね
に
な
り
ま
す
。
中
宮
か

ら
御
下
問
を
受
け
た
清
少
納
言
は
返
事

を
す
る
代
わ
り
に
、
御
格
子
と
御
簾
を

上
げ
ま
し
た
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
、
中

宮
は
感
心
し
て
お
笑
い
に
な
っ
た
と
い

う
内
容
で
す
。
清
少
納
言
の
「
簾
を
上

げ
る
」
と
い
う
行
為
は
何
を
意
味
し
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

   

【
白
楽
天
と
「
香
炉
峯
の
雪
」
】 

唐
の
都
長
安
（
現
在
の
西
安
）
か
ら

遠
く
東
南
に
位
置
す
る
香
炉
峯
に
、
漢

詩
人
で
あ
る
白
楽
天
が
警
吏
の
長
官
と

し
て
（
実
質
、
左
遷
さ
れ
た
状
態
で
）

赴
任
し
ま
す
。
そ
し
て
、
「
香
炉
峯
下

新
卜
山
居
草
堂
初
成
偶
題
東
壁
」
と
い

う
題
で
有
名
な
漢
詩
を
詠
み
ま
し
た
。

そ
の
中
に
「
香
炉
峯
の
雪
は
簾
を
か
か

げ
て
見
る
」
と
い
う
詩
句
が
あ
り
ま
す
。

清
少
納
言
は
こ
の
白
楽
天
の
漢
詩
を
う

ま
く
活
用
し
ま
し
た
。
中
宮
定
子
が

「
香
炉
峯
の
雪
は
い
か
に
」
と
お
尋
ね

に
な
っ
た
時
、
普
通
は
「
『
簾
を
か
か

げ
て
見
る
』
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
答
え

れ
ば
良
い
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
当

時
誰
も
が
知
っ
て
い
る
有
名
な
漢
詩
を

そ
の
ま
ま
文
言
で
答
え
る
と
い
う
こ
と

は
、
あ
る
意
味
で
は
セ
ン
ス
の
な
い
答

え
方
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
清
少
納
言
は

言
葉
で
は
な
く
、
行
動
で
示
し
ま
し
た
。

同
僚
の
女
房
に
御
格
子
を
上
げ
さ
せ
、

自
身
は
御
簾
を
上
げ
る
こ
と
で
、
中
宮

定
子
の
御
下
問
に
答
え
た
の
で
す
。
そ

う
し
た
と
こ
ろ
、
中
宮
は
大
変
感
心
し

て
お
笑
い
に
な
り
ま
し
た
。 

【
「
香
炉
峯
の
雪
」
の
解
釈 

②
】 

次
の
場
面
で
は
、
周
り
に
い
た
他
の

女
房
た
ち
が
、
清
少
納
言
の
よ
う
な
行

為
は
思
い
も
つ
か
な
か
っ
た
、
清
少
納

言
は
中
宮
に
お
仕
え
す
る
人
と
し
て
適

格
だ
と
称
賛
し
た
と
い
う
解
釈
が
一
般

的
で
す
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
さ
れ
て

い
た
た
め
に
、
「
香
炉
峯
の
雪
」
は
、

清
少
納
言
が
中
宮
の
御
下
問
に
当
意
即

妙
に
対
応
し
た
こ
と
を
自
慢
す
る
自
讃 

譚
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
清
少
納
言
は
傲
慢
な
人
物

だ
と
長
い
間
誤
解
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。

し
か
し
、
『
日
本
古
典
集
成
』
（
新
潮

社
）
で
は
、
異
な
る
解
釈
を
し
て
い
ま

す
。
中
宮
の
「
香
炉
峯
の
雪
は
い
か
に
」

と
い
う
御
下
問
そ
の
も
の
に
「
御
簾
を

上
げ
な
さ
い
」
と
い
う
意
味
が
込
め
ら

れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
に
清
少
納
言
以

外
の
女
房
た
ち
は
気
が
つ
か
な
か
っ
た

と
い
う
解
釈
で
す
。
こ
の
よ
う
な
観
点

で
整
理
す
る
と
、
「
香
炉
峯
の
雪
」
の

章
段
の
ね
ら
い
は
、
せ
っ
か
く
こ
ん
な

に
雪
が
降
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
御
簾

を
上
げ
て
雪
景
色
を
楽
し
み
な
さ
い
と

女
房
た
ち
に
そ
れ
と
な
く
促
し
た
中
宮

を
称
賛
す
る
た
め
に
執
筆
さ
れ
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
清
少
納

言
は
、
中
宮
定
子
を
称
賛
す
る
た
め
に 

「
香
炉
峯
の
雪
」
を
執
筆
し
た
の
で

あ
っ
て
、
決
し
て
自
ら
の
機
知
を
自
慢

す
る
こ
と
が
ね
ら
い
で
は
な
か
っ
た
の

で
す
。 

こ
こ
ま
で
文
学
的
な
解
釈
に
つ
い
て

お
話
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
「
香
炉
峯

の
雪
」
は
、
様
々
な
文
学
作
品
に
引
用

さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

【
『
十
訓
抄
』
に
お
け
る
「
香
炉
峯
の
雪
」
】 

『
十
訓
抄
』
は
『
枕
草
子
』
の
二
五

二
年
後
頃
に
成
立
し
た
説
話
文
学
で
す
。

そ
こ
に
は
、
清
少
納
言
が
中
宮
定
子
の

女
房
で
は
な
く
、
一
条
天
皇
の
女
房
と

し
て
登
場
し
ま
す
。
史
実
と
し
て
は
誤

り
で
す
が
、
説
話
文
学
の
性
質
上
、
皇

后
よ
り
も
天
皇
に
称
賛
さ
れ
た
方
が
清

少
納
言
の
名
声
が
伝
わ
る
た
め
、
話
を

変
容
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

ま
す
。
ま
た
、
『
十
訓
抄
』
の
絵
入
り

本
に
は
、
御
簾
を
上
げ
る
清
少
納
言
の

姿
や
、
御
簾
に
顔
が
隠
れ
た
一
条
天
皇

の
姿
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、

江
戸
期
に
な
る
と
『
十
訓
抄
』
の
流
れ

を
く
ん
だ
作
品
が
様
々
な
形
で
出
て
き

ま
す
。
江
戸
時
代
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
『
絵

本
故
事
談
』
で
も
、
清
少
納
言
は
一
条

天
皇
の
女
房
で
あ
る
と
い
う
設
定
が
採

用
さ
れ
て
い
ま
す
。
天
皇
が
「
香
炉
峯

枕
草
子
「
香
炉

こ

う

ろ

峯 ほ
う

の
雪
」
章
段
と
絵
画 
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の
雪
は
い
か
に
」
と
お
尋
ね
に
な
っ
た

と
き
、
お
そ
ば
に
い
た
公
卿
た
ち
は
み

な
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、

清
少
納
言
は
御
簾
を
上
げ
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
、
天
皇
は
ひ
ど
く
感
激
さ
れ

た
と
い
う
内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

【
絵
画
に
み
る
「
香
炉
峯
の
雪
」
】 

ま
た
、
「
香
炉
峯
の
雪
」
に
ち
な
ん

だ
絵
画
も
多
く
現
存
し
て
い
ま
す
。
伝

土
佐
光
信
の
作
品
に
は
、
雪
の
降
る
様

や
清
少
納
言
と
思
わ
れ
る
女
性
が
簾
を

上
げ
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
作
品
は
、
人
物
だ
け
で
な
く
庭
の
景

色
も
描
い
た
「
景
観
一
体
型
」
の
絵
画

で
す
。
そ
の
他
に
、
清
少
納
言
そ
の
人

に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
た
絵
画
も
あ
り
ま

す
。
梶
田
半
古
、
上
村
松
園
、
鏑
木
清

方
、
伊
東
深
水
な
ど
や
ま
と
絵
の
絵
師

た
ち
に
よ
る
清
少
納
言
の
絵
は
、
み
な

同
じ
よ
う
な
構
図
で
描
か
れ
て
い
ま
す
。

今
な
ら
盗
作
と
言
わ
れ
て
し
ま
う
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
時
代
、
弟
子
は

師
匠
の
作
風
に
似
せ
て
描
く
こ
と
が
普

通
だ
っ
た
た
め
、
似
た
よ
う
な
作
品
が

多
く
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
他
、
「
遠

山
型
」
（
香
炉
峯
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
山

を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
枕
草
子
の
世
界

観
を
表
す
）
、
「
背
面
型
」
（
清
少
納

言
の
後
ろ
姿
を
描
く
）
な
ど
様
々
な
描

か
れ
方
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
安
達

吟
光
の
作
品
に
は
、
庭
の
景
色
の
中
に

鴨
が
巣
立
つ
姿
な
ど
が
描
か
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
『
枕
草
子
』
原
典
に
は
無

い
描
写
で
、
吟
光
の
構
想
力
に
よ
っ
て

描
か
れ
た
付
属
の
光
景
で
す
。
そ
の
他

に
も
、
清
少
納
言
と
猫
が
一
緒
に
描
か

れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
江
戸
時

代
の
美
人
画
で
は
、
猫
と
女
性
が
セ
ッ

ト
で
描
か
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う

で
す
。
さ
ら
に
、
私
の
ゼ
ミ
の
学
生
が

卒
業
式
で
着
て
い
た
巻
き
ス
カ
ー
ト
に

も
「
香
炉
峯
の
雪
」
の
絵
柄
が
デ
ザ
イ

ン
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
い
か
に
「
香
炉

峯
の
雪
」
の
絵
画
が
広
が
り
を
見
た
か

と
い
う
こ
と
が
窺
え
ま
す
。 

【
児
童
向
け
雑
誌
や
教
科
書
に 

み
ら
れ
る
教
育
的
側
面
】 

明
治
初
期
の
児
童
雑
誌
『
小
国
民
』

の
口
絵
に
は
、
清
少
納
言
や
御
簾
、
御

格
子
の
ほ
か
に
、
雪
や
松
な
ど
外
の
情

景
も
作
品
に
忠
実
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
小
林
清
親
と
い
う
画
家
の
作
品

で
、
子
ど
も
向
け
の
雑
誌
で
す
が
、
か

な
り
緻
密
に
描
か
れ
て
い
て
教
育
的
な

配
慮
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
明
治

か
ら
昭
和
に
か
け
て
「
香
炉
峯
の
雪
」

は
双
六
や
か
る
た
に
も
デ
ザ
イ
ン
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
明
治
三
十
四
年

刊
行
の
雑
誌
の
付
録
「
教
訓
名
婦
双
六
」

や
、
画
家
の
梶
田
半
古
に
よ
る
「
名
媛

絵
端
書
双
六
」
（
明
治
三
十
九
年
）
に

は
、
清
少
納
言
が
名
媛
（
才
女
）
と
し

て
描
か
れ
て
い
ま
す
。
『
枕
草
子
』
の

章
段
は
数
多
く
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ほ

ど
多
く
の
絵
素
材
と
し
て
使
わ
れ
て
い

る
の
は
「
香
炉
峯
の
雪
」
だ
け
で
す
。

ま
た
、
か
る
た
の
読
み
札
に
も
「
抜
け

出
で
て
才
名
高
し
香
爐
峯 

清
少
納
言
」

と
あ
り
、
清
少
納
言
の
才
名
を
か
る
た

遊
び
で
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
今
で
い
う
小
学
五
年
生
用
の

教
科
書
『
国
定
教
科
書
尋
常
小
学
読
本

巻
十
』
（
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇

年
）
刊
行
）
に
も
掲
載
が
あ
り
ま
す
。 

こ
れ
は
『
枕
草
子
』
の
原
本
に
則
し
た

内
容
で
、
清
少
納
言
は
中
宮
定
子
の
女

房
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
な

ぜ
「
香
炉
峯
の
雪
」
が
、
小
学
校
の
教

科
書
の
題
材
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
日
露
戦
争
直
後

と
い
う
時
局
が
関
係
し
て
い
ま
す
。
皇

后
に
奉
仕
す
る
清
少
納
言
の
忠
義
心
、

教
養
の
高
さ
や
勤
勉
さ
、
そ
う
い
っ
た

も
の
を
教
え
込
む
の
に
「
香
炉
峯
の
雪
」

は
格
好
の
教
材
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
さ
ら
に
、
昭
和
十
年
～
十

六
年
の
間
刊
行
さ
れ
た
小
学
校
二
年
生

用
の
『
新
訂
高
等
小
学
唱
歌
』
に
は
、

な
ん
と
「
香
炉
峯
の
雪
」
が
音
楽
の
教

材
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
は
男
子

用
・
女
子
用
が
あ
り
、
女
子
用
の
方
に

だ
け
「
香
炉
峯
の
雪
」
が
入
っ
て
い
ま

す
。
こ
ち
ら
も
女
生
徒
に
対
し
て
「
清

少
納
言
の
よ
う
に
な
り
な
さ
い
」
と
教

化
す
る
目
的
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
『
枕
草
子
』
「
香
炉
峯

の
雪
」
は
、
文
学
や
絵
画
、
時
に
は
音

楽
な
ど
様
々
な
角
度
で
後
世
の
人
々
に

伝
え
ら
れ
、
そ
の
時
代
に
応
じ
て
教
育

的
題
材
と
し
て
も
享
受
さ
れ
て
き
た
作

品
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。 

 
 《 

講
師
紹
介 

》 

浜
口 

俊
裕(

は
ま
ぐ
ち 

と
し
ひ
ろ) 

 

大
東
文
化
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科 

准 
 

  

教
授
。
著
書
は
『
枕
草
子
の
新
研
究 

作

品
の
世
界
を
考
え
る
』
（
共
編
著
／
二
〇

〇
六
年
）
『
枕
草
子
大
事
典
』
（
共
編
著

／
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
。 

浜口 俊裕 先生 

か

じ
た
は

ん
こ 

う
え
む
ら
し
ょ
う
え
ん 

か
ぶ
ら
ぎ
き
よ 

か
た 

い
と
う
し
ん
す
い 

あ
だ
ち 

ぎ
ん
こ
う 

め
い
え
ん 



４ 

知
ら
れ
ざ
る
図
書
館 

あ
な
た
の
お
住
ま
い
の
近
く
に
も
！
地
域
の
中
の
図
書
館
分
館 

  
 

 

椿峰分館・館内の様子 

【 

所
沢
図
書
館
の
分
館 

】 

所
沢
市
に
は
、
航
空
公
園
内

の
所
沢
図
書
館
本
館
の
他
に
、

七
か
所
の
分
館
が
あ
り
ま
す
。 

 
 

そ
れ
ぞ
れ
の
分
館
は
、
地
域

の
特
色
を
活
か
し
て
、
地
域
に

密
着
し
た
図
書
館
と
し
て
、
積

極
的
に
活
動
し
て
い
ま
す
。 

地
域
密
着
…
な
の
で
、
異
な

る
地
域
の
図
書
館
に
つ
い
て
は
、

あ
ま
り
ご
存
じ
で
な
い
方
が
多

い
よ
う
で
す
。「
あ
る
の
は
知
っ

て
い
る
け
れ
ど
…
」
と
い
う
声

を
耳
に
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

時
々
は
、
少
〜
し
だ
け
遠
出
し

て
、
違
う
図
書
館
に
も
足
を
運

ん
で
い
た
だ
き
た
い
。
そ
ん
な

願
い
を
込
め
て
、
意
外
と
知
ら

れ
て
い
な
い
市
内
各
分
館
の

サ
ー
ビ
ス
を
ご
紹
介
し
ま
す
！ 

 

【 

１ 

所
沢
分
館 

】 

所
沢
分
館
は
、
市
内
図
書
館

で
唯
一
、
Ｃ
Ｄ
・
Ｄ
Ｖ
Ｄ
等
の

視
聴
覚
資
料
を
所
蔵
し
て
お
り
定
例
の

映
画
会
や
、
レ
コ
ー
ド
コ
ン
サ
ー
ト
な

ど
の
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
所
沢
市
在
住
の
シ
ナ
リ
オ
作

家
・
高
橋
玄
洋
氏
の
特
設
コ
ー
ナ
ー
で

は
、
高
橋
氏
の
シ
ナ
リ
オ
や
Ｄ
Ｖ
Ｄ
な

ど
を
展
示
し
て
い
ま
す
。 

建
物
前
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
広
場
は
、

所
沢
市
最
大
の
イ
ベ
ン
ト
「
と
こ
ろ
ざ

わ
ま
つ
り
」
の
会
場
に
も
な
り
ま
す
。

「
と
こ
ろ
ざ
わ
ま
つ
り
」
開
催
中
は
、

所
沢
分
館
も
ま
つ
り
会
場
と
一
体
と
な

り
、
一
日
の
入
館
者
数
が
普
段
の
三
倍

に
達
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
分
館
周

辺
は
旧
町
と
呼
ば
れ
る
歴
史
あ
る
市
街

や
寺
社
が
点
在
し
て
お
り
、
所
沢
の
歴

史
に
触
れ
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。 

          

【 

２ 

椿
峰
分
館 

】 

 

椿
峰
分
館
は
、
周
囲
を
森
に
囲
ま
れ

た
自
然
豊
か
な
環
境
に
あ
り
ま
す
。
春

は
、
ウ
グ
イ
ス
の
さ
え
ず
り
が
間
近
で

聞
こ
え
、周
辺
で
は
ト
カ
ゲ
、
ヤ
モ
リ
、

時
に
は
ヘ
ビ
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
館
内
に
は
「
埋
蔵
文
化
財
展
示

室
」
が
あ
り
、
椿
峰
地
区
で
発
掘
さ
れ

た
埋
蔵
品
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

ま
た
「
く
つ
ろ
ぎ
る
う
む
」
は
、
イ

ベ
ン
ト
が
な
い
と
き
は
親
子
連
れ
や
子

ど
も
た
ち
に
開
放
し
て
い
ま
す
の
で
、

紙
芝
居
や
絵
本
を
声
に
出
し
て
読
む
こ

と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
他
、
近
隣
の
児

童
館
や
公
民
館
と
の
イ
ベ
ン
ト
共
催
な

ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

         

【 

３ 

狭
山
ヶ
丘
分
館 

】 

 

狭
山
ヶ
丘
分
館
は
、
住
宅
街
に
あ
る

こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
図
書
館
で
す
が
、

蔵
書
数
は
分
館
で
三
番
目
に
多
く
、
子

ど
も
優
先
の
閲
覧
席
を
設
け
る
な
ど
、

図
書
館
機
能
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め

て
提
供
し
て
い
ま
す
。              

 

さ
ら
に
、
同
じ
狭
山
ヶ
丘
コ
ミ
ュ
ニ

本館 

３．狭山ヶ丘分館 

２．椿峰分館 

４．富岡分館 

７．新所沢分館 

６．柳瀬分館 

1．所沢分館 

５．吾妻分館 

所沢分館・高橋玄洋コーナー 



                      ５ 

富岡分館マスコットの 
“トミトミ”と“おかみ” 

 

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
内
に
あ
る
、
狭
山
ヶ
丘

サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
や
老
人
福
祉
セ
ン

タ
ー
さ
や
ま
が
お
か
荘
と
イ
ベ
ン
ト
の

共
催
な
ど
で
、協
力
し
あ
っ
て
い
ま
す
。 

地
域
連
携
で
は
、
地
区
内
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
へ
の
出
張
お
は
な
し
会
や
児
童

館
で
の
か
る
た
会
の
開
催
、
市
内
の
大

学
と
の
お
は
な
し
会
の
共
催
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
定
期
的
な
お

は
な
し
会
な
ど
も
行
っ
て
い
ま
す
。 

       

【 

４ 

富
岡
分
館 

】 

富
岡
地
区
は
、
川
越
藩
主
柳
沢
吉
保

の
命
で
新
田
が
開
拓
さ
れ
た
当
時
の
姿

を
そ
の
ま
ま
残
し
て
お
り
、
埼
玉
県
指

定
旧
跡
「
三
富
開
拓
地
割
遺
跡
」
と
し

て
、
そ
の
景
観
保
存
が
図
ら
れ
て
い
ま

す
。
分
館
周
辺
も
茶
畑
に
囲
ま
れ
、
の

ど
か
で
緑
あ
ふ
れ
る
環
境
に
あ
り
ま
す
。 

富
岡
分
館
で
は
、
未
就
学
児
を
対
象

と
し
た
読
み
聞
か
せ
に
力
を
入
れ
て
お

り
、
毎
週
水
曜
日
に
、
年
齢
別
に
二
種

類
の
お
は
な
し
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。 

さ
ら
に
地
域
連
携
と
し
て
、
日
本
大

学
芸
術
学
部
の
マ
ジ
ッ
ク
研
究
会
に
公

演
を
お
願
い
し
て
お
り
、
大
道
芸
や
マ

ジ
ッ
ク
を
観
た
あ
と
に
は
、
自
分
で
体

験
で
き
る
時
間
を
設
け
る
な
ど
、
子
ど

も
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
楽
し
ん
で
ご
参

加
い
た
だ
い
て
い
る
、
人
気
の
イ
ベ
ン

ト
で
す
。 

      
【 
５ 
吾
妻
分
館 

】 

吾
妻
分
館
は
、
市
内
で
一
番
小
さ
な

図
書
館
で
す
。
書
架
に
あ
る
資
料
の
数

は
限
ら
れ
ま
す
が
、
利
用
者
の
ニ
ー
ズ

に
応
え
ら
れ
る
よ
う
奮
闘
し
て
い
ま
す
。 

周
辺
は
、
緑
豊
か
な
狭
山
丘
陵
が
広

が
る
土
地
柄
で
、
近
隣
施
設
「
埼
玉
県

狭
山
丘
陵
い
き
も
の
ふ
れ
あ
い
の
里
セ

ン
タ
ー
」
と
の
共
催
イ
ベ
ン
ト
等
も

行
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
吾
妻
ま
ち
づ

く
り
セ
ン
タ
ー
と
協
力
し
、
子
育
て
支

援
講
座
や
、
大
人
向
け
の
お
は
な
し
会

を
共
催
し
て
い
ま
す
。 

    

 

【 

６ 

柳
瀬
分
館 

】 

 

柳
瀬
分
館
の
近
隣
に
は
、
か
つ
て
北

条
氏
照
が
城
主
で
あ
っ
た
滝
の
城
が
あ

り
ま
し
た
。
そ
の
跡
地
に
あ
る
滝
の
城

址
公
園
で
は
、
毎
年
五
月
に
滝
の
城
ま

つ
り
が
開
催
さ
れ
、
東
所
沢
駅
か
ら
滝

の
城
ま
で
甲
冑
行
列
な
ど
が
催
さ
れ
ま

す
。 柳

瀬
分
館
で
は
、
滝
の
城
ま
つ
り
に

合
わ
せ
て
関
連
資
料
を
展
示
し
好
評
を

得
て
い
ま
す
。
柳
瀬
分
館
の
特
徴
は
、

貸
出
資
料
の
約
四
十
％
が
児
童
書
で
あ

る
こ
と
で
、
週
末
は
親
子
連
れ
の
利
用

が
多
い
賑
や
か
な
図
書
館
で
す
。
こ
の

特
徴
を
活
か
し
て
、
毎
週
土
曜
日
の
午

前
中
に
お
は
な
し
会
を
行
い
、
年
間
延

べ
千
百
名
以
上
の
子
ど
も
た
ち
に
楽
し

ん
で
も
ら
う
な
ど
、
児
童
サ
ー
ビ
ス
の

充
実
に
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。 

       

   

 

【 

７ 

新
所
沢
分
館 

】 

新
所
沢
分
館
は
、
開
館
し
て
六
年
目

の
新
し
い
図
書
館
で
す
。市
内
で
唯
一
、

平
日（
月
曜
は
休
館
、祝
休
日
を
除
く
）

夜
九
時
ま
で
開
館
し
て
お
り
、
仕
事
帰

り
で
も
立
ち
寄
れ
る
図
書
館
と
し
て
、

多
く
の
方
に
ご
利
用
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。
館
内
は
ワ
ン
フ
ロ
ア
構
造
で
、
児

童
書
、
新
聞
・
雑
誌
、
一
般
書
な
ど
、

全
て
の
コ
ー
ナ
ー
が
同
じ
フ
ロ
ア
に
あ

り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
ご
家
族
で
来
館

さ
れ
た
お
子
さ
ん
と
親
御
さ
ん
が
、
お

互
い
の
顔
が
見
え
る
距
離
で
本
を
選
ん

だ
り
、
読
書
を
し
た
り
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。 

 
 
 

地
域
と
の
連
携
に
つ
い
て
は
、
み
ど

り
児
童
館
へ
の
出
張
お
は
な
し
会
や
、

「
キ
ッ
ズ
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ア
ン
体
験
」
な

ど
の
イ
ベ
ン
ト
共
催
、
中
学
校
等
へ
の

資
料
貸
出
や
、
ブ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
共
同

制
作
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

      

「埼玉県狭山丘陵いきもの 

ふれあいの里センター」 

との共催イベント 

柳瀬分館入口 

新所沢分館・こども読書席 

狭山ヶ丘コミュニティ 

センター外観 
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★ピ
ッ
ク
「
ゴ
ー
ル
ボ
ー
ル
」
の
強
化
拠 

点
に
！ 

所
沢
市
民
体
育
館
が
、
東
京
パ
ラ
リ

ン
ピ
ッ
ク
の
強
化
拠
点
施
設
の
指
定
を

受
け
ま
し
た
。 

ゴ
ー
ル
ボ
ー
ル
と
は
、
目
隠
し
を
し

な
が
ら
、
ゴ
ー
ル
に
向
か
っ
て
、
鈴
の

入
っ
た
ボ
ー
ル
を
転
が
す
よ
う
に
投
球

し
合
い
得
点
を
競
う
競
技
で
す
。
審
判

が
「
Ｑ
ｕ
ｉ
ｅ
ｔ 

Ｐ
ｌ
ｅ
ａ
ｓ
ｅ
」

（
お
静
か
に
）
の
コ
ー
ル
を
し
た
ら
、

静
か
に
見
守
る
の
が
ル
ー
ル
で
す
。 

二
〇
一
二
年
ロ
ン
ド
ン
パ
ラ
リ
ン

ピ
ッ
ク
で
女
子
が
金
メ
ダ
ル
、
二
〇
一

六
年
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
パ
ラ
リ
ン

ピ
ッ
ク
で
は
五
位
に
入
賞
す
る
な
ど
、

今
後
も
活
躍
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ま
た
、
市
内
の
小
学
校
で
は
障
害
者
ス

ポ
ー
ツ
の
普
及
・
発
展
を
目
的
と
し

て
、
ゴ
ー
ル
ボ
ー
ル
の
体
験
会
も
行
っ

て
い
ま
す
。 

 

★
イ
タ
リ
ア
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
チ
ー
ム
の

キ
ャ
ン
プ
地
に
決
定
！ 

 

早
稲
田
大
学
所
沢
キ
ャ
ン
パ
ス
を
拠

点
と
し
、
陸
上
水
泳
な
ど
複
数
競
技
、

二
〇
〇
人
以
上
の
選
手
が
事
前
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
キ
ャ
ン
プ
を
実
施
す
る
予
定
で

す
。 

   

◆
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
歴
史 

 

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
始
ま
り
は
、
約
二

七
〇
〇
年
前
に
遡
り
ま
す
。 

紀
元
前
七
七
六
年
か
ら
紀
元
後
三
九

三
年
ま
で
、
ギ
リ
シ
ャ
で
古
代
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の

と
き
か
ら
す
で
に
、
四
年
に
一
度
の
開

催
で
あ
り
、
前
後
の
三
か
月
間
を
含
む

七
か
月
間
は
、
戦
争
中
で
あ
っ
て
も
戦

い
を
休
止
し
、
大
会
を
優
先
し
て
い
ま

し
た
。 

そ
の
後
、
一
度
途
絶
え
た
古
代
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
が
、
一
八
九
六
年
に
近
代
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
と
し
て
復
活
し
ま
し
た
。

一
位
に
は
銀
メ
ダ
ル
、
二
位
に
は
銅
メ

ダ
ル
が
贈
ら
れ
、
三
位
の
メ
ダ
ル
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
金
・
銀
・
銅
の
三

種
類
の
メ
ダ
ル
が
贈
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
第
三
回
大
会
か
ら
と

な
っ
て
い
ま
す
。 

◆
今
は
行
わ
れ
て
い
な
い
競
技 

 

古
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
は
、
馬
が
引

く
戦
車
で
速
さ
を
競
う
戦
車
競
走
、
か

ぶ
と
等
を
身
に
つ
け
て
走
る
武
装
競

走
、
目
つ
ぶ
し
と
噛
み
つ
き
以
外
で
あ

れ
ば
何
を
し
て
も
よ
い
総
合
格
闘
技
で

あ
る
パ
ン
ク
ラ
チ
オ
ン
等
、
現
代
に
は

な
い
過
酷
な
競
技
が
存
在
し
ま
し
た
。 

近
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
お
い
て
も
、

綱
引
き
、
凧
揚
げ
、
魚
釣
り
等
、
現
在

は
行
わ
れ
て
い
な
い
競
技
が
存
在
し
ま

し
た
。
さ
ら
に
、
建
築
、
彫
刻
、
絵

画
、
文
学
、
音
楽
の
五
つ
の
部
門
の
芸

術
が
競
技
と
な
っ
て
い
た
大
会
も
あ

り
、
ス
ポ
ー
ツ
に
関
係
す
る
作
品
が
募

集
さ
れ
、
順
位
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
し

た
。 

 

【
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『
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著 
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・
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大
修
館
書
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『
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リ
ン
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大
事
典
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和
田
浩
一
／
監
修 

金
の
星
社 

他 

  

・
平
昌
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
。
選
手
の
活
躍

に
は
、
感
動
を
も
ら
い
ま
し
た
（
Ｓ
） 

・
東
京
大
会
ま
で
あ
と
二
年
。
時
が
経

つ
の
は
早
い
で
す
ね
。
（
Ｎ
） 
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