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日
本
女
子
大
学
児
童
学
科
教
授
。
専
門
は
児
童
文
化
領
域
及
び
絵
本
研
究
。

国
際
子
ど
も
図
書
館
の
客
員
調
査
員
や
絵
本
学
会
の
理
事
及
び
事
務
局
長
を

歴
任
。
現
在
は
教
鞭
を
と
る
傍
ら
、
絵
本
専
門
士
養
成
講
座
の
講
師
や
審
査

部
会
の
委
員
を
務
め
る
。

日本女子大学児童学科教授

石
いし
井
い
　光

みつ
恵
え

【53】

　
　

こ
ん
な
絵
本
を
待
っ
て
い
た
。
と
思
っ
た
の
は
、『
と

し
ょ
か
ん
ラ
イ
オ
ン
』
を
読
ん
だ
時
で
し
た
。
あ
れ
か
ら
も
う

13
年
に
な
り
ま
す
。
図
書
館
て
、
す
っ
ご
く
自
由
で
い
い
な
ー

と
思
っ
た
絵
本
で
し
た
。
何
し
ろ
、
あ
る
日
突
然
、
図
書
館
に

ラ
イ
オ
ン
が
や
っ
て
く
る
の
で
す
。
ど
う
し
て
、
ラ
イ
オ
ン
が

そ
ん
な
気
に
な
っ
た
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
理
由
は
な
に
も

書
い
て
な
い
の
で
す
か
ら
。
図
書
館
員
は
大
騒
ぎ
で
す
。
当
然

で
す
。
で
も
、
館
長
は
、
決
ま
り
を
守
る
な
ら
、
ラ
イ
オ
ン

だ
っ
て
図
書
館
に
来
て
よ
い
の
だ
と
平
然
と
し
て
言
い
ま
す
。

そ
う
、
図
書
館
は
誰
に
で
も
平
等
に
開
か
れ
て
い
る
場
所
な
の

だ
、
と
し
み
じ
み
思
っ
た
も
の
で
し
た
。
ラ
イ
オ
ン
は
字
が
読

め
ま
せ
ん
。
で
も
、
子
ど
も
た
ち
と
一
緒
に
本
を
読
ん
で
も
ら

え
る
図
書
館
が
た
い
そ
う
気
に
入
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
事
件

が
起
こ
り
ひ
と
騒
動
、
こ
れ
も
ま
た
泣
か
せ
る
話
で
す
が
、
ご

興
味
が
あ
っ
た
ら
図
書
館
で
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

　

図
書
館
の
存
在
意
義
に
つ
い
て
見
識
を
持
っ
た
大
人
が
い

て
、
本
を
楽
し
む
子
ど
も
た
ち
が
い
て
、
面
白
い
本
が
た
く
さ

ん
あ
っ
て
、
い
つ
で
も
自
由
に
読
ん
で
よ
く
て
、
そ
れ
も
無
料

で
。
で
も
、
決
ま
り
は
し
っ
か
り
守
る
こ
と
。
こ
う
し
た
図
書

館
の
公
共
性
、
公
平
性
、
ま
た
面
白
い
も
の
を
提
供
す
る
宝
庫

で
あ
る
こ
と
を
、
子
ど
も
た
ち
に
感
覚
と
し
て
知
っ
て
も
ら
い

た
い
と
、
私
は
常
々
願
っ
て
い
ま
す
。
で
き
れ
ば
、
ど
の
図
書

館
に
も
児
童
書
に
詳
し
い
図
書
館
員
が
い
て
、
い
つ
で
も
子
ど

も
が
望
む
本
を
サ
ポ
ー
ト
で
き
る
よ
う
な
体
制
が
望
ま
し
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
図
書
館
は
大
人
の
た
め
に
も
あ
る
の
で
す

が
、
子
ど
も
た
ち
に
本
や
図
書
館
を
好
き
に
な
っ
て
も
ら
う
た

め
に
は
、
よ
り
一
層
の
サ
ポ
ー
ト
が
必
要
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
。
あ
そ
こ
に
行
け
ば
、
あ
の
人
が
い
て
、
一
緒
に
本
を
読
ん

で
も
ら
え
る
、
め
っ
ち
ゃ
面
白
い
！　

本
が
好
き
で
、
子
ど
も

た
ち
に
本
を
手
渡
す
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
て
い
る
人
た
ち
は
た

く
さ
ん
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
人
た
ち
の
手
を
借
り
て
、

図
書
館
に
ラ
イ
オ
ン
が
来
た
と
き
の
よ
う
に
、
本
を
介
し
て
の

子
ど
も
た
ち
の
居
場
所
作
り
が
図
書
館
な
ら
で
き
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

※ 『
と
し
ょ
か
ん
ラ
イ
オ
ン
』
ミ
シ
ェ
ル
・
ヌ
ー
ド
セ
ン
／
作
、
ケ
ビ
ン
・

ホ
ー
ク
ス
／
絵
、
福
本
友
美
子
／
訳
、
岩
崎
書
店
、
２
０
０
７
年

図
書
館
て
、す
っ
ご
く
自
由
！ 

豊島区立図書館のホームページをリニューアルしました

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
で
、
イ
ベ
ン
ト
が
軒
並
み
中

止
・
延
期
に
な
る
直
前
、
２
月
22
日
〜
24
日
の
３
日
間
、
渋
谷
Ｐ
Ａ

Ｒ
Ｃ
Ｏ
の
８
Ｆ
で「
本
屋
さ
ん
、あ
つ
ま
る
。」と
い
う
ち
い
さ
な「
本

の
フ
ェ
ス
」
を
や
り
ま
し
た
。
私
も
「
河
野
書
店
」
と
い
う
こ
の
場

限
り
の
お
店
を
出
し
て
、
22
冊
の
選
書
を
並
べ
ま
し
た
。
３
日
間
で

４
０
０
０
人
近
く
の
方
が
来
場
し
、
各
店
の
売
上
も
好
調
で
し
た
。

　

東
京
の
中
小
の
書
店
数
軒
と
、「
光
文
社
古
典
新
訳
文
庫
」「
Ｎ
Ｈ
Ｋ 

１
０
０
分 

de 

名
著
」
な
ど
特
徴
的
な
商
品
を
持
つ
出
版
社
の
本
屋

さ
ん
、
そ
れ
に
今
回
の
目
玉
と
し
て
は
小
野
不
由
美
さ
ん
の
フ
ァ
ン

タ
ジ
ー
小
説
に
ち
な
ん
だ
「
十
二
国
記
屋
」
と
い
う
お
店
を
構
え
ま

し
た
。『
十
二
国
記
』
の
シ
リ
ー
ズ
は
ま
だ
完
結
し
て
い
ま
せ
ん
が
、

昨
秋
、『
白し
ろ

銀が
ね

の
墟お
か　

玄く
ろ

の
月
』（
全
４
巻
、
新
潮
文
庫
）
と
い
う
新

作
長
篇
が
18
年
ぶ
り
に
刊
行
さ
れ
る
や
、
凄
ま
じ
い
勢
い
で
売
れ
は

じ
め
、
現
在
４
巻
合
わ
せ
て
２
５
０
万
部
を
突
破
！　

文
庫
本
の
シ

リ
ー
ズ
累
計
で
は
１
２
０
０
万
部
を
超
え
て
い
ま
す
。

　

お
店
で
は
『
十
二
国
記
』
関
連
グ
ッ
ズ
を
揃
え
て
販
売
し
た
の
で

す
が
、お
も
し
ろ
か
っ
た
の
は
、そ
れ
が
売
り
切
れ
た
り
品
薄
に
な
っ

て
以
降
で
す
。「
話
が
し
た
く
て
来
ま
し
た
」
と
は
っ
き
り
言
う
人

も
あ
ら
わ
れ
て
、お
店
が
一
種
、オ
フ
会
の
よ
う
な
交
流
の
場
に
な
っ

た
の
で
す
。
物
語
の
持
つ
底
力
を
見
せ
つ
け
ら
れ
た
よ
う
で
、
た
の

し
げ
に
語
ら
う
そ
の
様
子
は
、
傍
で
見
て
い
て
も
羨
ま
し
い
く
ら
い

で
し
た
。

　

赤
坂
に
あ
る
ひ
と
り
書
店
「
双
子
の
ラ
イ
オ
ン
堂
」
に
も
出
店
し

て
も
ら
っ
た
の
で
す
が
、
こ
こ
は
書
棚
の
写
真
を
撮
影
し
て
送
る
と
、

店
主
が
「
い
つ
か
必
要
に
な
る
本
」
を
セ
レ
ク
ト
し
て
送
っ
て
く
れ

る
と
い
う
デ
ィ
ー
プ
な
販
売
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
ま
す
。
次
に
読

ん
だ
ら
い
い
本
を
子
ど
も
に
教
え
て
く
れ
る
、
昔
な
が
ら
の
本
屋
の

オ
ヤ
ジ
さ
ん
と
、
図
書
館
の
司
書
を
掛
け
算
に
し
た
よ
う
な
新
機
軸
。

小
さ
な
書
店
な
ら
で
は
の
進
取
の
意
欲
が
み
な
ぎ
っ
て
い
ま
す
。

　
「
本
」
で
呼
び
か
け
る
と
人
が
確
実
に
集
ま
っ
て
く
る
。
こ
の
力

を
決
し
て
侮
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

本
屋
さ
ん
、あ
つ
ま
る
。

ほ
ぼ
日
の
学
校
長
／
編
集
者
　

河
野
　
通
和

こらこら

bo]

第
12
回

　利用者の皆様には、大変ご不便をおかけしましたが、今
年の年始休館日を延長し、無事に図書館システムを更新す
ることができました。これまで以上に使いやすくなりまし
た図書館ホームページをご紹介します。
　豊島区は外国人人口割合が 10.22％（23区中第 2位）と
高く、以前より、外国人の方に図書館をもっと利用してい
ただきたいと考えていました。東京 2020 を迎えるにあた
り、図書館ホームページに多言語（英語、中国語、韓国語）
の翻訳機能を導入しました。また、バリアフリーの観点から、
音声読み上げ機能も導入しました。こちらも、目のご不自
由な方にご利用いただきたいと思います。
　さらに検索機能も格段に向上しました。例えば「芥川賞」
と入力すると、所蔵する受賞作品が検索されるなど、関連

ワードからの検索が可能になり、ヒットがない場合でも「も
しかして」検索も可能になりました。
　利用者メニューの読書記録照会では、「読み終えた後に、
ちょっとした感想を残しておきたい」という利用者のご要
望に応え、「借りた図書資料にコメントや評価」を記入でき
るようになりました。
　10代のためのYA（Young Adult）ページもリニューア
ルし、新規の「Pickup!」コーナーで、YA世代に向けた
イベントや各館の特集展示など「担当からの推し！情報」
を紹介しています。また、スマホやタブレット等の端末サ
イズに合わせて閲覧できるようになりましたので、ぜひ、
図書館ホームページをご利用ください。
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僕
が
こ
の
本
と
出
会
っ
た
の
は
、
高
校
3
年
生
で
バ

イ
ク
事
故
に
よ
り
入
院
し
て
い
た
時
で
す
。
高
校
で
は

柔
道
部
に
所
属
し
て
い
た
僕
に
顧
問
の
先
生
が
「
花
岡
、

こ
れ
を
読
ん
で
が
ん
ば
れ
」
と
贈
っ
て
く
れ
た
の
で
す
。　

　

こ
の
本
の
主
人
公
、
猿
木
唯
資
さ
ん
は
、
名
門
、
関

西
学
院
大
学
ア
メ
フ
ト
部
の
エ
ー
ス
で
ク
ォ
ー
タ
ー

バ
ッ
ク
と
し
て
活
躍
さ
れ
て
い
た
時
、
試
合
中
の
事
故

に
よ
り
頸
椎
を
損
傷
、
わ
ず
か
に
肩
の
筋
肉
が
動
か
せ

る
だ
け
の
全
身
麻
痺
と
な
り
ま
し
た
。
入
院
中
、
医
師

か
ら
の
宣
告
に
よ
り
治
癒
の
見
込
み
が
な
い
こ
と
を
知

ら
さ
れ
た
猿
木
さ
ん
は
絶
望
の
淵
に
立
ち
ま
す
が
、
持

ち
前
の
「
な
に
く
そ
魂
」
で
前
を
向
い
て
生
き
始
め
ま

す
。
そ
し
て
、
リ
ハ
ビ
リ
の
先
に
大
学
卒
業
と
税
理
士

に
な
る
目
標
を
立
て
邁
進
し
ま
す
。

　

身
体
能
力
の
化
身
の
よ
う
な
ア
ス
リ
ー
ト
だ
っ
た
猿

木
さ
ん
が
、
一
瞬
の
出
来
事
に
よ
り
全
身
の
自
由
を
失

い
、
ア
メ
フ
ト
ど
こ
ろ
か
生
活
も
ま
ま
な
ら
な
い
よ
う

な
状
況
を
受
け
入
れ
る
の
は
簡
単
で
は
な
か
っ
た
と
思

い
ま
す
。
し
か
し
、
周
囲
の
助
け
も
あ
り
「
で
き
な
く

な
っ
た
こ
と
」
で
は
な
く
「
で
き
る
こ
と
」
に
目
を
む
け
、

自
分
で
決
め
た
目
標
に
向
か
っ
て
今
の
自
分
に
で
き
る

こ
と
を
全
力
で
一
つ
ず
つ
積
み
上
げ
て
い
き
ま
す
。

　

病
院
の
ベ
ッ
ド
の
上
で
こ
の
本
を
読
ん
だ
僕
は
、
自

分
の
現
状
と
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
も
、
自
分
よ
り
重
傷

を
負
っ
た
人
が
、
葛
藤
し
な
が
ら
も
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ

に
パ
ワ
フ
ル
に
将
来
を
見
据
え
て
前
進
し
て
い
く
生
き

様
が
と
て
も
か
っ
こ
よ
く
思
え
て
、
自
分
も
こ
ん
な
生

き
方
を
し
た
い
と
感
じ
ま
し
た
。
自
分
の
可
能
性
は
自

分
で
見
つ
け
る
、
ス
モ
ー
ル
チ
ャ
レ
ン
ジ
・
ス
モ
ー
ル

ス
テ
ッ
プ
で
未
来
を
切
り
開
く
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た

こ
の
本
は
、
僕
が
世
界
へ
と
羽
ば
た
く
扉
を
開
け
て
く

れ
た
一
冊
で
す
。

この本カフェ
❦ Café  KONOHON ❦

〜
❦ 今回のテーマ ❦

な ぜ ？
書名  『秩父事件─自由民権期の農民蜂起』
井上幸治／著　中公新書 1968年
　2月、有志とともに豊島区の友好姉妹都市・秩父市を訪ねた。秩父事件という当
地の悲しみの記憶を辿り、農民蜂起の現場となった椋神社100年記念碑の前に
立った。当時処分を受けた暴徒らは100年後、自由民権運動の鑑として名誉を回
復。秩父出身の著者は、埼玉、群馬、長野まで派生した事件の調書を精査し、貧しい
養蚕業の地でなぜ自由民権運動が起きたのかを解き明かしている。明治17年の
恐慌と農民への厳しい課税、困民党と自由党の関係から秩父事件の謎に迫った近
代史ノンフィクション。  【沼田　篤 （ぬまた あつし）】

書名  『朗読者』 
ベルンハルト・シュリンク／著　松永美穂／訳　　新潮社 2000年
　「ねぇ坊や、本を読んでよ」。逢瀬のたびにハンナは本を朗読することをミヒャ
エルに求めた。甘くほろ苦い恋の記憶。ハンナは戦時中、強制収容所で看守を
していた。戦後、その罪で裁かれることに。しかし、彼女はなぜか一切抗弁せ
ず、裁判長に問いかける。「私は皆と同じようにしただけ。あなただったらど
うしましたか？」と。これは戦争という狂気の時代を生きた全ての人に投げか
けた言葉だ。1960年代、ドイツは自ら戦争犯罪を裁く裁判を始めた。アウシュ
ビッツ裁判と呼ばれ、強制収容所の看守等がホロコーストの罪を問われた。贖
罪を背負う重く厳しい時代を背景に、ハンナの罪と孤独に寄り添う朗読者の愛
が切ない。  【小湊　建侍 （こみなと けんじ）】

書名  『 日本語を味わう名詩入門15　石垣りん』
萩原昌好／編　あすなろ書房 2013年
　「表札～自分の住むところには、自分で表札を出すにかぎる～石垣りん、それ
でよい。」
　潔い覚悟を行間から受け取る。わたしはわたしであり、わたし以外にない。人
はピンチの時、だじろがずに凛として立っていられるか。どこかで迎合している自
分の姿はないか。揺るがない詩人のこころの秘密は、やはりその言葉の中にある。
　精神の在り方に活を入れたい時、へこんでしまい元気をなくした時に、自身に
深く問いかける本。夢持ち輝けるみなさんへ、おすすめの一冊です。
  【清水　悦子 （しみず えつこ）】

寄稿者はとしまコミュニティ大学の内、登録して学んでいる「マナビト生」です。マナビトゼミ担当の人類学者佐藤壮広氏の
監修のもと、毎回テーマに合わせて文学、児童書、科学や評論などの分野のお薦め本を1冊紹介しています。

21杯目

　世の中、わからないことだらけ。だから我々は本を読む。SFやミステリー
だけなく、歴史ものやノンフィクションまで、人や社会の動きを追うのは
面白い。たとえ謎が解けなくても、「なぜ」と
考えながら読むと行動や事件の筋が見えて
くる。これが、読むことの醍醐味だ。

世
界
へ
の
扉
を

 

開
い
て
く
れ
た
生
き
様

株式会社プーマジャパン所属

花岡 伸和（はなおか  のぶかず）
1976年大阪府生まれ。17歳の時
にバイク事故で脊髄を損傷し車いす
生活に。事故から約1年半で車いす
マラソンを始め、2004年アテネ、
2012年ロンドンのパラリンピック２
大会に出場、アテネ大会では6位、
ロンドン大会では5位に入賞した。

生涯の一冊（55）
～オリンピアン・パラリンピアンが選ぶ1冊～

子どもから学ぶ 
～昔話は残酷ですか？～

図書館と私42 

JPIC 読書アドバイザー

児玉ひろ美（こだま ひろみ）
【プロフィール】
公共図書館司書とJPIC読書アドバイ
ザーのふたつの立場から子どもの読書
推進活動を展開し、豊島区立中央図書
館読み聞かせボランティア養成にも関
わった。

　オリンピック・パラリンピックまで 3か月
余り。世界的な祭典のある年は、さまざまな国
や地域の昔話を子どもたちに手渡す絶好のチャ
ンスです。昔話には、その国の文化や伝統、民
族の誇りなどが凝縮されており、異文化を知る
よいきっかけになります。積極的にその楽しさ
や豊かさを、子どもと楽しみたいものです。そ
の一方、昔話の伝承が正しく為されていないの
では？　という危惧感もあります。2010 年の
絵本学会における筑波大学大学院の徳田克己教
授らの発表（http://www.ehongakkai.com/
_src/sc2588/8Aw89EFnews40.pdf）では、
我が国の昔話の伝承が危機的な状況にあること
が報告され、司書として、その責任を感ぜずに
はいられませんでした。
　日本の五大昔話は、室町末期から江戸初期に
かけて成立した、代表的な五つの昔話、「桃太
郎」・「かちかち山」・「猿蟹（さるかに）合戦」・「舌
切り雀（すずめ）」・「花咲爺（はなさかじじい）」

の総称で、江戸時代に赤本（絵本）として広まっ
たそうです。そのうちのひとつである『かちか
ちやま』は、残念なことに、我が国の大切な昔
話の一つでありながら近年、「残酷で恐ろしい」
と言われ、大人が物語を子どもたちから遠ざけ、
出会う機会が少なくなっているお話の一つに
なっています。このお話は、大切なばあさまを
殺したタヌキはウサギに懲らしめられるべくし
て、懲らしめられ、最後は土の船もろとも、川
に沈んでしまいます。実際に子どもたちに絵本
の読み聞かせをしていると、子どもたちはウサ
ギとタヌキの言葉のやり取りを面白がり、物語
の展開に興味を持って「それから、どうなる
の？」という表情で聞きいります。子どもは無
意識に、人と動物の暮らしが間近であったころ
の、素朴な昔話として受けとめているのでしょ
う。大人が残酷だと子どもから遠ざけてしまう
シーンは、子どもの受け止め方がまったく違う
ということを、子どもから学んだ瞬間でした。

■ 『
勇
者
に
翼
あ
り
て
│
ア
メ
リ
カ
ン
・
フ
ッ

ト
ボ
ー
ル
の
名
Ｑ
Ｂ
猿
木
唯
資
・
車
椅
子

の
青
春
』

　

草
鹿　

宏
／
著

　

一
光
社　

１
９
８
０
年
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古
代
オ
リ
エ
ン
ト
博
物
館 

（全４回）

第１回 

古
代
オ
リ
エ
ン
ト
と　

　

 
世
界
最
古
の
図
書
館

　
公
益
財
団
法
人
　
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
博
物
館
　

研
究
員
　
津つ 
本も

と    

英ひ
で 

利と
し

△
オ
リ
エ
ン
ト
と
は

　

一
昨
年
の
2
0
1
8
年
、
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
シ

テ
ィ
内
に
あ
る
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
博
物
館
は
、

開
館
40
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
1
9
7
8
年
10

月
の
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
シ
テ
ィ
の
開
業
と
と
も
に

開
館
し
て
か
ら
40
年
以
上
経
っ
た
の
で
す
が
、

残
念
な
が
ら
地
元
の
皆
様
に
す
ら
未
だ
知
名
度

は
高
い
と
は
い
え
な
い
と
思
い
ま
す
。
古
代
オ

リ
エ
ン
ト
と
い
う
、
一
見
浮
世
離
れ
し
て
い
る

テ
ー
マ
を
扱
う
こ
と
も
関
係
す
る
の
で
し
ょ
う

か
。
で
は
、
そ
も
そ
も
当
館
が
専
門
と
す
る
古

代
オ
リ
エ
ン
ト
と
は
何
で
し
ょ
う
？

　
「
オ
リ
エ
ン
ト
」
と
は
、
古
代
の
ロ
ー
マ
帝

国
で
使
わ
れ
て
い
た
ラ
テ
ン
語
で
「
東
」
を
意

味
す
る
言
葉
で
す
。
ロ
ー
マ
か
ら
見
て
東
、
つ

ま
り
現
在
の
中
近
東
（
西
ア
ジ
ア
）
を
指
し
て

い
ま
す
。
ロ
ー
マ
人
た
ち
は
、
自
分
た
ち
よ
り

も
は
る
か
に
古
い
文
明
が
東
方
に
あ
っ
た
こ
と

を
よ
く
知
っ
て
お
り
、「
光
は
東
方
か
ら
」
と

い
う
言
葉
を
残
し
て
い
ま
す
。

　

古
い
ど
こ
ろ
か
、
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
は
世
界

最
初
の
文
明
が
誕
生
し
た
地
で
す
。
紀
元
前

3
0
0
0
年
頃
、
今
の
イ
ラ
ク
辺
り
で
世
界
最

初
の
都
市
、
国
家
、
文
字
、
法
律
な
ど
が
生
ま

れ
ま
し
た
。
地
中
海
世
界
を
制
覇
し
た
誇
り
高

い
ロ
ー
マ
人
た
ち
も
、
自
分
た
ち
の
文
明
は
オ

リ
エ
ン
ト
の
模
倣
で
始
ま
っ
た
こ
と
を
、
よ
く

理
解
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
の
ロ
ー
マ
帝
国

は
キ
リ
ス
ト
教
の
広
が
り
と
同
時
期
に
衰
亡
し

て
ゆ
き
ま
す
が
、
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ー
ム

教
は
、
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
の
も
っ
と
も
偉
大
な

遺
産
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

△
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
博
物
館
の

展
示

　

も
ち
ろ
ん
、
オ
リ
エ
ン
ト
文
明
の
影
響
は
、

西
方
に
伝
わ
っ
た
の
み
で
な
く
、
い
わ
ゆ
る
シ

ル
ク
ロ
ー
ド
を
通
っ
て
、
東
方
に
も
伝
わ
り
ま

し
た
。
日
本
人
に
一
番
な
じ
み
深
い
も
の
で
い

え
ば
、
仏
教
が
そ
れ
に
あ
た
る
で
し
ょ
う
か
。

奈
良
の
正
倉
院
に
は
、
イ
ラ
ン
で
作
ら
れ
、
は

る
ば
る
日
本
ま
で
運
ば
れ
て
き
た
御
物
（
ガ
ラ

ス
碗
な
ど
）
が
い
く
つ
か
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

欧
米
の
歴
史
系
博
物
館
に
行
け
ば
、
当
た
り

前
の
よ
う
に
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
か
ら
歴
史
が
始

ま
っ
て
い
ま
す
。
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
文
明
や

キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
を
多
大
に
受
け
た
欧
米
人

か
ら
す
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
ま
た

上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
世
界
の
歴
史
と
い
う
も

の
は
繋
が
っ
て
い
て
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
東

端
に
あ
る
日
本
す
ら
、
様
々
な
か
た
ち
で
古
代

オ
リ
エ
ン
ト
文
明
と
繋
が
っ
て
い
ま
す
。

　

1
9
7
0
年
代
、
日
本
経
済
が
飛
躍
的
に
成

長
し
、
国
際
的
に
活
躍
す
る
日
本
人
が
増
え
る

に
つ
れ
、
世
界
へ
の
関
心
が
高
ま
り
ま
し
た
。

そ
う
し
た
中
、
世
界
の
歴
史
を
ひ
も
と
く
う
え

で
、
必
ず
最
初
に
語
ら
れ
る
の
が
古
代
オ
リ
エ

ン
ト
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
認
識
さ
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
有
志
の
学
識
者
や
財
界
人
が
中
心
と
な

り
、
日
本
最
初
の
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
専
門
の
博

物
館
と
し
て
、
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
博
物
館
が
当

時
建
設
中
だ
っ
た
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
シ
テ
ィ
内
に

設
置
さ
れ
た
訳
で
す
。

　

当
館
は
決
し
て
大
き
い
博
物
館
で
は
な
い
の

で
す
が
、
古
代
オ

リ
エ
ン
ト
の
歴
史

資
料
を
各
時
代
・

地
域
に
渡
っ
て
満

遍
な
く
所
蔵
し
て

お
り
、
展
示
を
見

る
こ
と
で
系
統
立

て
て
古
代
オ
リ
エ

ン
ト
の
歴
史
、
そ

し
て
後
世
へ
の
影

響
を
学
べ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
「
お
宝
」
で
は

な
く
、
当
時
の
人
び
と
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
感
じ

さ
せ
る
資
料
が
中
心
で
あ
る
こ
と
も
特
徴
で
す
。

△
世
界
最
古
の
図
書
館

　

こ
ち
ら
は
図
書
館
通
信
な
の
で
、
図
書
館
の

話
題
で
最
後
は
閉
め
た
い
の
で
す
が
、さ
て
、世

界
最
古
の
図
書
館
は
ど
こ
に
あ
っ
た
で
し
ょ
う
？

　

答
え
は
も
ち
ろ
ん
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
で
す
。

現
在
知
ら
れ
て
い
る
限
り
で
は
、
今
か
ら

2
6
5
0
年
ほ
ど
前
、
今
の
イ
ラ
ク
に
あ
っ
た

ア
ッ
シ
リ
ア
帝
国
の
王
ア
ッ
シ
ュ
ル
バ
ニ
パ
ル

が
、
自
身
の
都
ニ
ネ
ヴ
ェ
に
設
置
し
た
図
書
館

が
、
世
界
最
古
の
図
書
館
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

ア
ッ
シ
ュ
ル
バ
ニ
パ
ル
は
ア
ッ
シ
リ
ア
以
前
か

ら
伝
え
ら
れ
て
き
た
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
文

書
3
万
枚
以
上
（
当
時
は
ま
だ
紙
が
な
か
っ
た

の
で
、
粘
土
板
や
羊
皮
紙
、
パ
ピ
ル
ス
に
記
さ

れ
て
い
ま
し
た
）
を
収
集
さ
せ
、
自
身
の
書
庫

に
収
蔵
し
ま
し
た
。

　

彼
の
死
後
ま
も
な
く

ア
ッ
シ
リ
ア
帝
国
は
滅

ぼ
さ
れ
、
都
も
灰
燼
に

帰
し
ま
し
た
が
、
書
庫

内
の
粘
土
板
は
焼
き
固

め
ら
れ
て
土
中
に
残
り
、

19
世
紀
に
英
国
人
に
よ

り
発
掘
さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
が
解
読
さ
れ
た
結

果
、
一
度
は
完
全
に
忘

れ
去
ら
れ
て
い
た
、
古

代
オ
リ
エ
ン
ト
の
豊
か

な
文
明
が
再
発
見
さ
れ

た
の
で
す
。

◆筆
者
紹
介
　
1
9
7
0
年

岡
山
市
生
ま
れ
。
筑
波
大

学
大
学
院
博
士
課
程
歴

史
・
人
類
学
研
究
科
単
位

取
得
退
学
。
ド
イ
ツ
留
学

後
、
2
0
0
9
年
よ
り
現
職
。
専
門
は
西
ア
ジ
ア
考

古
学
。
ト
ル
コ
、
シ
リ
ア
、
イ
ス
ラ
エ
ル
で
の
発
掘

調
査
に
参
加
。

映 画 の ま ち “ と し ま ”

第
１
回

成
り
立
ち
か
ら
現
在
ま
で

 

伊い 

藤と
う   

暢の
ぶ 

直た
だ

　
豊
島
区
の
映
画
文
化
は
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
、
成
長
・

変
化
し
現
在
に
至
っ
て
い
る
の
か
、
令
和
二
年
一
月

二
十
五
日
と
二
月
一
日
の
中
央
図
書
館
・
地
域
研
究
ゼ
ミ

ナ
ー
ル
で
二
日
間
に
わ
た
っ
て
解
説
し
た
。

　
豊
島
区
域
内
の
映
画
館
の
嚆こ
う
矢し

は
、
大
正
５
（
１
９
１
６
）
年
に
大
塚
の
天
祖

神
社
前
に
建
て
ら
れ
た
「
オ
ヤ
マ
館
」
だ
と
さ
れ
る
。
日
本
で
初
め
て
の
映
画
館

「
電
気
館
」が
浅
草
に
で
き
て
か
ら
13
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
、大
正
10
年

に
は
巣
鴨
に「
巣
鴨
館
」が
誕
生
し
、翌
年
に
は
池
袋
に「
武
蔵
野
館
」と「
平
和
館
」

が
建
ち
、
続
い
て
大
正
12
年
に
は
巣
鴨
に
「
巣
鴨
劇
場
」、
長
崎
に
「
洛
西
館
」

が
建
て
ら
れ
、
大
正
年
間
に
は
ほ
ぼ
、
豊
島
区
域
は
〝
映
画
の
ま
ち
〞
と
し
て
の

様
相
を
呈
し
つ
つ
あ
っ
た
。

　
〝
映
画
の
ま
ち
〞
を
構
成
さ
せ
る
要
素
は
映
画
館
ば
か
り
で
は
な
い
。
池
袋
駅

か
ら
３
０
０
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
位
置
（
現
在
の
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
通
り
、
東
池
袋
１

－

20
・
21
付
近
）
に
は
、
大
正
６
年
か
ら
７
年
に
か
け
て
映
画
製
作
会
社
で
あ
る

「
小
林
商
会
」
の
池
袋
撮
影
所
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
現
在
の
旧
朝
日
中
学
校
の
敷

地
に
は
戦
前
に
娯
楽
映
画
を
量
産
し
、
安
価
で
上
映
し
て
人
気
だ
っ
た
「
大
都
映

画
」
の
巣
鴨
撮
影
所
が
あ
っ
た
。
そ
の
場
所
は
大
正
８
年
に
「
天
活
」
の
撮
影
所

と
し
て
誕
生
し
、「
大
都
映
画
」
が
戦
時
再
編
に
よ
り
、
昭
和
17（
１
９
４
２
）年

「
大
映
」
に
統
合
さ
れ
る
ま
で
使
用
さ
れ
た
。

　
昭
和
17
年
頃
の
豊
島
区
内
の
映
画
館
は
16
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
う
ち

池
袋
駅
周
辺
に
は
８
館
が
あ
り
、
池
袋
が
〝
映
画
の
ま
ち
〞
の
中
心
と
な
っ
て
い

く
。
こ
れ
に
は
昭
和
14
年
に
池
袋
駅
前
ま
で
都
電
が
延
伸
さ
れ
た
こ
と
が
大
き
く

影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
映
画
館
は
、
椎
名
町
の
「
目
白
松
竹
」
を
除
い
て
、
昭
和
20
年
３
月

10
日
の
空
襲
に
よ
り
す
べ
て
が
焼
失
し
た
。
し
か
し
、
戦
後
の
昭
和
21
年
に
は
、

「
山
手
映
画
劇
場
」・「
池
袋
日
勝
映
画
劇
場
」・「
シ
ネ
マ
・
ロ
サ
」
な
ど
が
建
ち
、

昭
和
23
年
に
は
人
丗
坐
が
、
31
年
に
は
文
芸
坐
が
オ
ー
プ
ン
し
た
。
そ
の
後
も
映

画
館
数
は
増
加
し
、
昭
和
32
年
に
は
、
区
内
に
39
館
（
う
ち
池
袋
周
辺
は
29
館
）

が
営
業
す
る
ま
で
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
テ
レ
ビ
の
普
及
や
娯
楽
の
多

様
化
に
よ
り
、
平
成
10
年
頃
に
は
10
館
前
後
に
ま
で
そ
の
数
を
減
ら
し
た
。

　
平
成
20
年
代
か
ら
、
池
袋
の
映
画
館
は
復
活

の
兆
し
を
見
せ
て
い
る
。
シ
ネ
マ
コ
ン
プ
レ
ッ

ク
ス
と
い
う
新
し
い
上
映
形
態
の
普
及
な
ど
も

あ
り
、令
和
２
年
に
は
、池
袋
周
辺
の
ス
ク
リ
ー

ン
数
が
33
に
増
え
、
最
盛
期
の
昭
和
32
年
を
上

回
る
こ
と
に
な
り
、
再
び
〝
映
画
の
ま
ち
〞
と

し
て
の
復
活
が
期
待
さ
れ
る
。

◆

〈
著
者
紹
介
〉　
豊
島
区
教
育
部
庶
務
課
文
化
財
係

（
学
芸
員
）。
郷
土
資
料
館
に
勤
務
し
て
い
た
１
９

９
４
年
当
時
特
別
展
「
テ
レ
ビ
が
な
か
っ
た
こ
ろ

落
語
と
映
画
は
娯
楽
の
王
様
だ
っ
た
」
を
担
当
。

伊藤講師（左）　地域研究ゼミナールにて

展示風景　4000年前の住居を表現

楔形文字粘土板文書
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特別整理期間のお知らせ
下記の日程で休館します。ご不便をおかけしますが、

ご理解とご協力をお願いします。

◉巣 鴨 図 書 館 … 5月12日（火）～15日（金）
◉中 央 図 書 館 … 5月18日（月）～24日（日）
◉雑司が谷図書貸出コーナー … 5月18日（月）～24日（日）
◉池 袋 図 書 館 … 6月1日（月）～3日（水）
◉千 早 図 書 館 … 6月9日（火）～12日（金）
◉目 白 図 書 館 … 6月15日（月）～16日（火）
◉上池袋図書館 … 6月22日（月）～23日（火）
◉駒 込 図 書 館 … 6月29日（月）～30日（火）

図 書 館 イ ベ ン ト 情 報
★…児童・あかちゃん向け　●…一般向け

毎週、本の読み聞かせなどのイベントを行っています。遊びに来てくださいね。

各図書館の
連絡先

□中 央 図 書 館　3983-7861
□駒 込 図 書 館　3940-5751
□巣 鴨 図 書 館　3910-3608
□上池袋図書館　3940-1779

□池 袋 図 書 館　3985-7981
□目 白 図 書 館　3950-7121
□千 早 図 書 館　3955-8361
□雑司が谷図書貸出コーナー　3590-1335

編集後記

4　

月

開
館
時
間

6　

月

中央図書館
平　日　午前10時～午後10時
土日祝　午前10時～午後 6 時

日 月 火 水 木 金 土

◯は土日祝の開館時間　
■は休館日

図
書
館
カ
レ
ン
ダ
ー

5　

月

駒込・上池袋・千早図書館
● 駒込・上池袋 ●

平　日　午前9時～午後8時
土日祝　午前9時～午後6時

● 千早 ●
平　日　午前9時～午後7時
土日祝　午前9時～午後6時

日 月 火 水 木 金 土

巣鴨・池袋・目白図書館
● 巣鴨 ●

平　日　午前9時～午後7時
土日祝　午前9時～午後6時

● 池袋・目白 ●
平　日　午前9時～午後8時
土日祝　午前9時～午後6時

日 月 火 水 木 金 土

雑司が谷図書貸出コーナー
平　日　午前10時～午後7時
土日祝　午前10時～午後5時

日 月 火 水 木 金 土

※駒込図書館は、平日は、午前８時から資料の返却と、予約資料の受取りができます。

『図書館通信』は豊島区公式ホームページに掲載しています。　https://www.city.toshima.lg.jp/bunka/shogai/toshokan/kankobutsu/index.html

● 新型コロナウイルス感染症で先の見えない不安もあると思います。こんなときこそ本を！　本のご予約はwebかお電話で
承っています。6年間お世話になりました。（狩）
● 今年度も特別講演会や各種講座の開催を予定しています。講師のみなさまも魅力あふれる方ばかりです。ぜひ、受講のお
申し込みをお待ちしています。（小）

文学講座 （前期・全4回）  
～読んで観る！ 映像・舞台原作の世界～
講師　 後藤隆基氏

（早稲田大学演劇博物館助教）
日時　 6月13日(土)、7月11日(土)、

9月12日(土)、10月10日(土)
午前10時～正午

会場　中央図書館5階会議室
申込　電話・FAX・メール・直接来館
定員　30名（5月1日より申込受付）先着順
問合せ　参加無料、課題本は各自用意してください。

課題本　第１回…『舟を編む』（三浦しをん著）
　　　　第２回…『吾輩は猫である』（夏目漱石著）
　　　　第３回…『日の名残り』（カズオ・イシグロ著）
　　　　第４回…『天守物語』（泉鏡花著）

第8回　泡
あわ

坂
さか

妻
つま

夫
お

展
　豊島区に長くお住まいになっていた直木賞作家・泡
坂妻夫さん（1933.5.9～2009.2.3）の特集展示を
行っています。東京・神田で「松葉屋」の屋号を持つ紋
章上絵師の家に生まれ、会社勤めを経て家業を継ぎ、絵
師となりました。また奇術愛好家兼奇術師としても有
名でした。
　今回は、『奇術探偵曾我佳城全集』が創元推理文庫か
ら発行されたのを機に「奇術・マジック」をテーマに展
示をしています。
期間　2月29日(土) ～5月17日(日)
会場　中央図書館5階特別展示コーナー

主催／会場
おはなし会開催日 スペシャルイベント

幼児・小学生 あかちゃん 4月 5月 6月

中央図書館
児童コーナー
(※印は会議室)

日曜日
14:00

最終日曜日
10:30
11:30

おはなし会は中止します
★3日・おはなしこうさく会　14：00～14：30
★31日・おはなし会（池袋親子読書会）
　14：00～14：30

駒込図書館
こまちゃんのへや
(※印は
地域文化創造館)

土曜日
14:30

第1水曜日
11:00※ おはなし会は中止します ★16日・生物多様性スペシャル　14:30～15：30 ★14日・親子ではじめてのプログラミング※

　14:00～16:00

巣鴨図書館
地下会議室

水曜日
15:30

第3火曜日
11:00 おはなし会は中止します ★27日・KAMISHIBAIの日　15:30～16:00 ★24日・こうさく会　15：30～16：00

上池袋図書館
おはなしの部屋
（※印は地下ホール）

水曜日
15:00

最終水曜日
11:00※ おはなし会は中止します

●4日・GWスペシャル映画会※　10:00～11:10
★10日・生物多様性スペシャル※　11:00～12:00
★23日・親子で楽しむ映画会※　11:00～11:30

★6日・ぬいぐるみおとまり会※　15:00～15:30
●14日・バリアフリー映画会※　13：30～16：00
★28日・親子で楽しむ映画会※　11:00～11:30

池袋図書館
ワークルーム
（※印は区民集会室）

土曜日
14:30

第1水曜日
11:00 おはなし会は中止します

●13日・読みきかせ講座※　10:30～12:00
●18日・俳句会※　10:00～12:00
★23日・ようこそ図書館へ　14:30～15:30
★30日・よんでみよう！やってみよう！かがくのほん！※
　14:30～15:30

●7日・バリアフリー映画会※　13:30～15:30
●14日・イクメン読みきかせ講座※
　14:00～15:00
●15日・ハンドメイド倶楽部※　10:00～12:00
★27日・ぬいぐるみおとまり会　14:30～15:30

目白図書館
地下区民集会室

水曜日
15:00

第1水曜日
14:00 おはなし会は中止します ★16日・おりがみこうさく会　14:00～15:30 ★6日・かがくこうさく会　14:00～15:30

●21日・大人の調べる学習講座　14:00～15:30

千早図書館
視聴覚室

水曜日
（第3水曜日除く）

15:30

水曜日
10:30 おはなし会は中止します ★17日・おたのしみ会　15：30～16：00 ★21日・おたのしみ会　15：30～16：00

新型コロナウィルス感染症防止対策のため 4月のおはなし会は全館で中止します。また、日程・会場等が変更になることがあります。事前にお問合せください。
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◉ 特別講演会・文学講座・古典文学講座について ◉

【問い合わせ】 中央図書館企画調整グループ
電話：3983－7861　FAX：3983－9904
メール：A0027900＠city.toshima.lg.jp

特別講演会  
テーマ 「オリンピックと文学者」
　東京2020大会の開催を目前に控え、
より大会を楽しむために鎌倉文学館館
長富岡幸一郎氏の特別講演会を開催し
ます。近代オリンピックはスポーツの祭
典ですが、様々なところで文学とのつな
がりがあります。日本の近代文学とス
ポーツ、オリンピックとの意外な相愛ぶりをお話しいただ
きます。
日時　 5月30日（土）　午後2時～3時30分
会場　 あうるすぽっと　会議室B
申込方法　 電話、FAX、メール、直接来館
受付開始　 4月11日（土）　午前10時から
定員　 80名（先着順）
その他　 参加費無料、手話通訳あり
申込先　 中央図書館企画調整グループ

古典文学講座 （全8回）  
「源氏物語と仏教」
講師　大場朗氏（大正大学名誉教授）
日時　 原則第3木曜日

午前9時30分～11時30分
（初回5月21日（木））

会場　あうるすぽっと会議室B2ほか
申込　往復はがき
定員　 30名

（4月11日より申込受付） 抽選制
その他　 受講料として年間500円（初回受講時にいた

だきます）

展示の様子（草稿ノート）

こちらに掲載した講座・講演会・展示の
情報は、新型コロナウイルス感染症防止
対策のため変更となる場合があります。


