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切り紙絵：永窪綾子 

スリランカ・シンハラ語に 
翻訳された詩集の表紙 

 

                             

  

二
○
○
七
年
に
「
ら
く
だ
出
版
」
よ

り
出
版
さ
れ
た
詩
集
『
何
か
い
い
こ
と

が
起
こ
り
そ
う
な
』
を
ス
リ
ラ
ン
カ
国

の
高
僧
ソ
ー
マ
シ
リ
先
生
が
シ
ン
ハ
ラ

語
（
ス
リ
ラ
ン
カ
語
）
に
翻
訳
し
て
下

さ
り
、対
訳
詩
集
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。 

子
ど
も
の
こ
ろ
、
地
理
の
勉
強
で
セ

イ
ロ
ン
（
ス
リ
ラ
ン
カ
）
は
紅
茶
の
産

地
で
、
亜
熱
帯
の
島
国
だ
と
習
っ
た
く

ら
い
で
、
私
に
と
っ
て
は
関
係
の
な
い

国
だ
と
思
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
詩

集
出
版
と
い
う
思
い
が
け
な
い
出
来
事

で
、
急
に
身
近
な
国
に
な
っ
た
。 

翻
訳
者
の
ソ
ー
マ
シ
リ
先
生
は
ス

リ
ラ
ン
カ
の
ケ
ラ
ニ
ア
大
学
卒
業
後
、

大
正
大
学
に
留
学
、
さ
ら
に
筑
波
大
学

で
も
学
ば
れ
、
日
本
ペ
ン
ク
ラ
ブ
に
も

所
属
さ
れ
て
『
は
だ
し
の
ゲ
ン
』
や
日

本
昔
話
な
ど
を
翻
訳
さ
れ
、
親
日
家
と

し
て
知
ら
れ
て
い
る
。 

 

折
り
し
も
、
先
生
が
ス
リ
ラ
ン
カ
国

で
僧
正
に
ご
昇
格
さ
れ
、
就
任
式
と
祝

賀
会
が
盛
大
に
挙
行
さ
れ
た
と
き
、
私

も
式
典
に
参
列
し
た
が
、
そ
の
際
、
こ

の
翻
訳
詩
集
も
披
露
さ
れ
た
。 

 

ス
リ
ラ
ン
カ
国
は
イ
ン
ド
洋
に
浮
か

ぶ
小
さ
な
島
国
だ
が
、
ア
ジ
ア
と
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
を
結
ぶ
海
上
交
通
の
中
継
地
と 

  

な
り
、
歴
史
の
中
で
イ
ギ
リ
ス
な
ど
の

植
民
地
支
配
を
受
け
た
り
、
ま
た
多
民

族
、
多
宗
教
の
国
で
あ
る
。
そ
の
た
め

民
族
紛
争
な
ど
し
ば
し
ば
内
戦
が
起
こ
っ

た
激
動
の
歴
史
を
持
っ
て
い
る
。
け
れ

ど
、
国
民
は
穏
や
か
で
、
街
角
で
お
互

い
に
手
を
合
わ
せ
て「
ア
ー
ユ
ボ
ー
ン
」

と
笑
顔
で
挨
拶
す
る
。 

 

笑 

顔 
 

イ
ン
ド
洋
か
ら
ふ
く 

風
に
ふ
か
れ
て 

キ
ラ
キ
ラ
輝
く 

黒
い 

大
き
な
目 

白
い
歯
を
み
せ
て 

咲
う 

子
ど
も
た
ち 

 

旅
人
も 

お
も
わ
ず 

ほ
ほ
え
み
返
す 

国
境
も 

人
種
も 

超
え
て 

 

パ
チ
リ
ン 

と 

心
と
心
が 

は
じ
け 

笑
顔
の
糸
が 

つ
な
が
っ
た 

 
 イ

ン
ド
洋
に
う
か
ぶ 

小
さ
な 
島
国 

ス
リ
ラ
ン
カ
の
街
角
で 

 
 
 

『
て
の
ひ
ら
詩
集
』
よ
り 

 
 
 
 

 

 

  

昨
年
の
四
月
に
起
こ
っ
た
コ
ロ
ン

ボ
で
の
テ
ロ
事
件
で
は
、
日
本
人
も
犠

牲
に
な
り
、
ニ
ュ
ー
ス
に
接
し
て
驚
き

と
同
時
に
心
が
痛
ん
だ
。
あ
れ
か
ら
一

年
近
く
が
過
ぎ
、
今
は
落
ち
着
い
て
い

る
と
の
話
を
聞
き
、
安
堵
し
て
い
る
。 

「
一
期
一
会
」
は
、
私
の
好
き
な
言
葉

の
一
つ
。
人
と
人
と
の
出
会
い
、
国
境

や
人
種
を
越
え
て
、
相
手
を
大
切
に
思

い
や
る
こ
と
で
新
し
い
世
界
が
広
が
る
。 

今
年
は
世
界
の
祭
典
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
の
年
で
あ
る
。
世
界
の
人
た
ち
の
来

日
で
賑
わ
う
だ
ろ
う
。
出
会
い
や
交
流

は
未
知
の
世
界
を
知
る
い
い
機
会
で
も

あ
る
。
た
く
さ
ん
の
人
々
に
、
た
く
さ

ん
の
何
か
い
い
こ
と
が
起
こ
れ
ば

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
い
い

な
と
願
っ
て
い
る
。 

所沢図書館だより 

復刊２４号（通巻１０２号） 

題字 高橋 玄洋 氏 
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－２－ 

令
和
元
年
度
の
所
沢
図
書
館
ま
つ
り

の
テ
ー
マ
は
、
「
つ
い
に
２０
回
突
破
！

新
し
い
時
代
の
図
書
館
ま
つ
り
」
で
す
。 

記
念
す
べ
き
２０
回
目
を
迎
え
た
図

書
館
ま
つ
り
。
そ
の
模
様
を
、
所
沢
図

書
館
の
マ
ス
コ
ッ
ト
、
ト
ベ
ア
と
い
っ

し
ょ
に
お
伝
え
し
ま
す
。 

     

              

 

      

                   

     

               

    

      

    

              

          

  

大人が大活躍！ 

『ビブリオバトル』 

今回のビブリオバトルは 

「Ｒ40大人のビブリオバトル㏌埼玉」の予選会も兼ねて開

催されました。優勝者は、越谷での県大会に出場しました。 

素敵な作品が集まりました！ 

『詩を書こう、詩を読もう。』 

講師は須永紀子先生です。 

みなさんから募集した詩について、先生からの講評もありました。 

今回は８作もの応募がありました。 

一味違う！  

『大人のための朗読会』 

朗読サークル「わ」のみなさんによる朗読会です。 

ゲストとして、演出家の小林裕さんにも出演していただきました。 

出演はアコースティックマリンバ Jr.＆市川みどりさんです。 

綺麗な音色が図書館に響き渡りました。 

まつりのラストを飾る♪ 

『マリンバミニコンサート』 

そのほかにも、おはなし会、こうさく会や図書館探検など、たくさんのイベ

ントがあったよ。所沢市のゆかりの作家の本の展示も行ったんだ。 

所
沢
図
書
館
ま
つ
り 

つ
い
に
20
回
突
破
！ 

新
し
い
時
代
の
図
書
館
ま
つ
り 

ぼく、トベア！ 

今回の図書館まつりも 

楽しいイベントが 

もりだくさんだったよ！ 

本館 １１月１６日（土）・１７日（日）開催！ 

＼トコろんも来てくれたよ！／ 

県大会での結果は準優勝！ 

おめでとうございます！ 

みなさん、真剣に聞き入っていたのが 

印象的だったなあ。 

今回は、１作品を複数人で朗読するという 

新しい試みがあったよ。 



 

－３－ 

  

      

   
 

                   

          

      

 

     

                

              

  

             

市
民
の
皆
様
と
、
図
書
館
が
手
を
取

り
合
っ
て
作
り
あ
げ
る
、
年
に
一
度
の

所
沢
図
書
館
ま
つ
り
。
第
１
回
目
は
、

平
成
１２
年
に
、
市
制
施
行
５０
周
年
記
念

お
よ
び
、
子
ど
も
読
書
年
を
記
念
し
て

開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

 

そ
ん
な
図
書
館
ま
つ
り
も
、
今
年
で

２０
回
目
を
迎
え
ま
し
た
。
そ
れ
も
、
市

民
の
皆
様
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
お
か

げ
で
す
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。 

 

所
沢
図
書
館
で
は
、
今
後
も
、
皆
様

が
楽
し
め
る
図
書
館
ま
つ
り
を
開
催
し

て
い
き
ま
す
。 

 

各分館・松井小学校図書館でも、それぞれ多彩なイベントを開催しました！ 

所沢分館『親子おはなし会スペシャル』 

椿峰分館『親子おはなし会スペシャル 親子ヨガ』 

 狭山ヶ丘分館 

『歌人三ヶ島葭子～逆境における生き方～』 

富岡分館『貸出・返却体験』 

吾妻分館『紙芝居スペシャル』 

柳瀬分館『どんぐりでトトロをつくろう！』 

松井小学校図書館  

『あなたも三ツ星シェフ  

～紙でつくるおいしいレストラン～』 

各図書館で、さまざまな 

工作会を行いました。 

どの作品も素敵です。 

新所沢分館  

『工作会～ねんどでかわいいストラップを作ろう！～』 

おはなしだけでなく、ヨガなど体

を動かす場面もあり、普段とは一

味違う、特別なおはなし会が開催

されました。 

図書館のお仕事を 

少しだけ体験です。 

所沢市ゆかりの歌人、三ヶ島葭子

についての講演を行いました。 

みんなじょうずだね！ 

親子で楽しめるプログラム

だったね！ 



－４－ 

さ
つ
ま
い
も
の
始
作
地 

 
 

       

幕
末
期
の
流
行
り
言
葉
に
「
九
里
よ

り
う
ま
い
十
三
里
」
と
い
う
言
葉
が
あ

り
ま
す
。 

江
戸
時
代
、
焼
き
芋
屋
が
、
栗
み
た

い
に
お
い
し
い
が｢

栗(

九
里)｣

に
は
少

し
及
び
ま
せ
ん
、
と
い
う
意
味
で
「
八

里
」
ま
た
は
、「
八
里
半
」
と
い
う
看
板

を
掲
げ
て
い
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
を
江

戸
の
あ
る
焼
き
芋
屋
が
、「
十
三
里
」
と

名
付
け
た
と
こ
ろ
が
、
「
九
里(

栗)

よ

り(

＋

四
里)

う
ま
い
十
三
里
」
と
い
う
、

粋
な
洒
落
が
う
け
て
、
さ
つ
ま
い
も
を

「
十
三
里
」
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
そ

う
で
す
。 

「
川
越
」
は
当
時
か
ら
、
こ
の
お
い

し
い
「
十
三
里
」
の
産
地
の
一
つ
と
し 

    

て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
今
で
は
「
川 

越
い
も
」
で
お
な
じ
み
に
な
っ
て
い
ま

す
が
、
埼
玉
地
方
に
お
い
て
、
最
初
に

さ
つ
ま
い
も
の
試
作
に
成
功
し
た
の
は
、

入
間
郡
南
永
井
村(

現
在
の
所
沢
市
南

永
井)

の
名
主
、
吉
田
弥
右
衛
門
で
し
た
。 

               

吉
田
家
に
寛
保
３
年(

１
７
４
３)

か

ら
書
き
始
め
た
「
弥
右
衛
門
覚
書
」(

市

指
定
文
化
財
／
吉
田
家
所
蔵)

と
い
う

記
録
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ

れ
ば
、
寛
延
４
年(

＝
宝
暦
元
年
、
１
７

５
１)

２
月
、
名
主
で
あ
っ
た
弥
右
衛
門

は
、
江
戸
木
挽
町
の
川
内
屋
八
郎
兵
衛

の
世
話
で
、
息
子
の
弥
左
衛
門
を
上
総

国
志
井
津
村(

現
在
の
千
葉
県
市
原
市)

の
長
十
郎
の
所
に
遣
わ
し
、
さ
つ
ま
い

も
二
百
を
五
百
文
で
買
い
受
け
、
お
礼

や
小
遣
い
で
一
分
二
朱
か
か
っ
た
。
そ

し
て
、
九
日
目
に
家
へ
帰
っ
て
き
た
、

と
あ
り
ま
す
。 

弥
右
衛
門
が
さ
つ
ま
い
も
に
つ
い
て

自
ら
「
作
り
初
め
申
し
候
」
と
記
し
た

の
は
、
４
年
が
経
過
し
た
宝
暦
４
年
の

こ
と
で
し
た
。
親
子
二
代
の
苦
労
に 

よ
っ
て
試
作
に
成
功
し
、
さ
つ
ま
い
も

栽
培
は
近
隣
に
広
ま
り
ま
し
た
。 

こ
れ
以
降
、
川
越
藩
領
と
そ
の
周
辺

の
村
々
で
は
、
さ
つ
ま
い
も
の
生
産
が

高
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
地
域
は
、

ち
ょ
う
ど
武
蔵
野
台
地
上
に
あ
り
、
関

東
ロ
ー
ム
層
が
厚
く
堆
積
し
て
い
る
地

で
、
水
は
け
が
よ
く
、
痩
せ
た
土
地
で

し
た
が
、
さ
つ
ま
い
も
の
生
育
に
は
適

し
て
い
ま
し
た
。 

 
川
越
と
江
戸
と
の
間
は
、
新
河
岸
川

舟
運
で
結
ば
れ
て
お
り
、
芋
を
俵
に
詰

め
、
近
く
の
河
岸
場
の
船
問
屋
に
運
ぶ

こ
と
で
、
大
量
に
江
戸
ま
で
送
る
こ
と

が
可
能
で
し
た
。
こ
う
し
て
、
集
散
地

で
あ
る
城
下
町
・
川
越
の
名
を
と
っ
て

「
川
越
い
も
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に 

な
り
、
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。 

 
 

ま
た
、
中
富
に
あ
る
神
明
社
に
は
、

こ
の
吉
田
弥
右
衛
門
の
功
績
を
称
え
、

関
東
で
初
め
て
さ
つ
ま
い
も
を
試
作
し

た
青
木
昆
陽(

甘
藷
先
生))

と
と
も
に
、

「
甘
藷
乃
神(

い
も
の
か
み)

」
と
し
て

祀
っ
た
「
い
も
神
社
」
が
あ
り
ま
す
。

社
前
に
は
、
さ
つ
ま
い
も
を
抱
い
た
狛

犬
、
神
様
の
力
を
い
た
だ
け
る
「
な
で

い
も
」
が
祀
っ
て
あ
り
ま
す
。 

 【
参
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－５－ 

ぶ 

ば 

い 

が 

わ 

ら 

そ
う 

と
く 

小
手
指
ヶ
原
古
戦
場 

所
沢
市
北
野
に
は
、
小
手
指
ヶ
原
古

戦
場
と
い
う
史
跡
が
あ
り
ま
す
。 

昔
は
、
一
面
の
原
野
で
あ
り
、
小
手

指
ヶ
原
と
呼
ば
れ
て
、
北
は
入
曽(

狭
山

市)

か
ら
藤
沢(

入
間
市)
辺
り
ま
で
が
、

そ
の
範
囲
に
含
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。 

元
弘
３
年(

１
３
３
３)

、
新
田
義
貞

が
鎌
倉
幕
府
打
倒
の
兵
を
挙
げ
ま
し
た
。

新
田
軍
は
、
鎌
倉
街
道
を
南
下
し
、
幕

府
軍
と
は
じ
め
て
激
突
し
た
の
が
、
こ

の
小
手
指
ヶ
原
で
す
。
鎌
倉
幕
府
が
、

倒
れ
る
さ
き
が
け
と
な
っ
た
合
戦
で
し

た
。 

      

新
田
義
貞
は
、
上
野
国
新
田
庄(

群
馬

県
太
田
市)

を
本
拠
地
と
す
る
源
氏
の

一
族
で
、
幕
府
内
で
は
中
流
の
御
家
人

で
し
た
。
義
貞
は
、
は
じ
め
、
後
醍
醐

天
皇
の
呼
び
か
け
に
応
じ
て
蜂
起
し
た
、

西
国
の
武
士
を
鎮
圧
す
る
軍
に
加
わ
っ

て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
西
上
の
途

中
で
故
郷
上
野
に
取
っ
て
返
し
、
元
弘

３
年
に
生
品
明
神(

群
馬
県
太
田
市)

で
、

倒
幕
の
兵
を
挙
げ
た
の
で
し
た
。 

         

５
月
８
日
に
新
田
庄
を
出
た
義
貞
は
、

利
根
川
を
渡
り
、
武
蔵
国
に
入
り
児

玉
・
菅
谷
と
鎌
倉
街
道
を
一
路
下
っ
て
、

11
日
に
は
小
手
指
ヶ
原
に
至
り
ま
し

た
。
初
め
１
５
０
騎
ほ
ど
で
あ
っ
た
一

行
は
、
足
利
氏
ら
の
勢
力
も
加
わ
っ
た

こ
と
も
あ
っ
て
膨
れ
上
が
り
、
最
後
に

は
、
20
万
騎
に
も
及
ん
だ
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。 

緒
戦
と
な
っ
た
小
手
指
ヶ
原
の
合
戦

は
、
30
余
回
も
打
ち
合
っ
て
勝
敗
が
つ

か
ず
、
新
田
軍
は
入
間
川(

狭
山
市)

に
、

幕
府
軍
は
久
米
川(

東
村
山
市)

に
そ
れ

ぞ
れ
退
い
て
陣
を
取
り
ま
し
た
。 

翌
12
日
朝
、
新
田
軍
は
再
び
攻
撃
を

開
始
し
、
久
米
川
に
押
し
寄
せ
、
幕
府

軍
は
さ
ら
に
分
倍
河
原(

府
中
市)

に
ま

で
退
き
ま
し
た
。 

15
日
、
幕
府
軍
に
新
手
10
万
が
加
わ

っ
た
の
で
、
形
勢
が
不
利
と
な
り
、
新

田
軍
は
、
堀
兼(

狭
山
市)

ま
で
後
退
し
、

陣
容
を
立
て
直
し
ま
し
た
。 

そ
し
て
、
16
日
早
朝
、
新
た
な
援
軍

を
得
た
新
田
軍
は
、
分
倍
河
原
の
幕
府

軍
を
急
襲
し
、
こ
れ
を
打
ち
破
っ
た
の

で
し
た
。 

勢
い
に
乗
っ
た
新
田
軍
は
、
一
気
に

鎌
倉
に
迫
り
、
18
日
に
は
村
岡(

神
奈

川
県
藤
沢
市)

、
21
日
に
は
極
楽
寺
坂

(

鎌
倉
市)

に
達
し
ま
し
た
。 

そ
し
て
、
元
弘
３
年
５
月
22
日
、
得

宗(

※)

北
条
高
時
ら
は
、
鎌
倉
東
勝
寺
で

自
害
し
、
こ
こ
に
鎌
倉
幕
府
は
滅
び
た

の
で
し
た
。 

歴
史
的
に
、
小
手
指
ヶ
原
が
戦
場
と

な
っ
た
有
名
な
合
戦
に
は
、
こ
の
新
田

義
貞
の
鎌
倉
攻
め
を
は
じ
め
と
し
て
、

建
武
２
年(

１
３
３
５)

の
中
先
代
の
乱
、

そ
し
て
正
平
７
年(

１
３
５
２)

の
武
蔵

野
合
戦
等
が
あ
り
ま
す
。 

    

こ
の
地
域
は
、
義
貞
を
は
じ
め
新
田

一
族
の
活
躍
の
舞
台
と
な
っ
た
た
め
、

市
内
に
は
、
同
氏
に
ま
つ
わ
る
伝
承
が

多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。 

小
手
指
原
古
戦
場
碑(

北
野
２
丁
目)

近
く
に
あ
る
白
旗
塚
は
、
義
貞
が
源
氏

の
白
旗
を
立
て
た
場
所
と
い
い
、
そ
の

北
に
あ
る
誓
詞
橋
は
倒
幕
の
誓
詞
を
取

っ
た
場
所
、
久
米
の
長
久
寺
近
く
の
柳

瀬
川
に
か
か
る
勢
揃
橋
は
、
新
田
軍
が

勢
揃
い
し
た
場
所
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。 ま

た
、
有
楽
町
に
あ
る
「
薬
王
寺
」

に
は
、
本
尊
の
薬
師
如
来
が
、
新
田
一

族
の
祟
り
と
さ
れ
た
鼠
の
厄
を
払
う
仏

と
し
て
「
鼠
薬
師
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
い
う
話
も
残
っ
て
い
ま
す
。 

※
得
宗
…
北
条
氏
の
嫡
流
の
こ
と
。 
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新田義貞進軍図 

(『ところざわ歴史物語』より) 

小手指原古戦場碑 

 

白旗塚土盛修復記念碑

碑 

 

し
ら
は
た
づ
か 

せ
い
し
が
は
し 

せ
い
ぞ
ろ
い
ば
し 

い
く
し
な
み
ょ
う
じ
ん 



 

－６－ 

   

本
館
で
は
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
改
修

工
事
を
行
い
ま
し
た
。
み
な
さ
ん
は
、

も
う
乗
ら
れ
ま
し
た
か
？ 

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
新
し
く
す
る
工
事

は
ど
の
よ
う
に
す
る
の
か
、
疑
問
に
思
っ

た
人
も
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
？ 

そ
こ
で
、
簡
単
に
ご
紹
介
し
ま
す
。 

皆
さ
ん
が
乗
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か

ご
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
大
き
く
て
、
出

入
口
を
壊
さ
な
い
と
交
換
で
き
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
か
ご
を
分
解
し
て
か
ら
運
び

出
し
ま
す
。 

     

か
ご
を
巻
き
上
げ
る
モ
ー
タ
ー
な
ど

の
大
き
な
部
品
は
、
屋
上
か
ら
ク
レ
ー

ン
車
を
利
用
し
て
運
び
出
し
ま
し
た
。 

       

そ
し
て
、
か
ご
が
上
が
っ
た
り
下
が
っ

た
り
す
る
昇
降
路
だ
け
と
な
り
ま
し
た
。 

       

続
い
て
、
新
し
い
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の

か
ご
も
、
昇
降
路
の
中
で
部
品
か
ら
組

み
立
て
ま
し
た
。
安
全
検
査
も
無
事
に

合
格
し
、
皆
さ
ん
に
ご
利
用
し
て
い
た

だ
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

工
事
期
間
中
は
、
騒
音
や
振
動
が
激

し
く
、
機
材
の
運
び
出
し
な
ど
も
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、
ご
来
館
の
皆
様
の
安
全

を
考
え
、
や
む
な
く
休
館
と
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
ご
不
便
を
お
か
け
し
、

申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

ど
う
ぞ
、
こ
れ
か
ら
も
新
し
く
な
っ

た
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

        

                     

編
集
後
記 

暖
冬
と
言
わ
れ
る
こ
の
冬
は
、
確
か

に
短
か
っ
た
。
桜
の
開
花
も
例
年
に
な

く
早
い
と
聞
く
。
雪
不
足
の
影
響
が
心

配
で
あ
る
。
平
成
か
ら
令
和
に
時
代
が

変
わ
っ
た
今
年
度
は
、
様
々
な
こ
と
が

あ
っ
た
。
暖
か
く
な
っ
て
き
た
気
候
に
、

新
た
な
出
会
い
を
も
た
ら
す
春
が
そ
こ

ま
で
来
て
い
る
と
感
じ
る
。 
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本
館
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が 

新
し
く
な
り
ま
し
た 

  

ま
す 

（
Ｍ
） 

かご分解中 

モーター クレーン車 

昇 降 路 

釣合 
おもり 

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
工
事
期
間

中
は
、
臨
時
窓
口
を
開
設

し
、
本
の
貸
出
、
返
却
で
ご

利
用
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

かご 

のりば 

エレベーター 

イメージ図 

昇降路 

完 

成 

 

（下から上を覗いたところ） 


