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青
山
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
修
了
（
文
学
修
士
）。

１
９
８
８
年
４
月　

川
村
学
園
女
子
大
学
文
学
部
講
師
。

１
９
９
４
年
４
月
〜
１
９
９
５
年
３
月O

xford U
niversity C

ollege

に

て
客
員
研
究
員
。

２
０
０
０
年
４
月
よ
り
図
書
館
長
・
文
学
部
長
等
を
歴
任
し
て
２
０
１
４
年

４
月
よ
り
学
長
。

川村学園女子大学　学長

熊
くま
谷
がい
　園

その
子
こ

【48】

　

年
は
取
り
た
く
な
い
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

巻
頭
言
を
頼
ま
れ
て
か
ら
本
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

が
、
最
近
は
テ
レ
ビ
ば
か
り
観
て
い
る
自
分
に
気
が
付
い
て
し

ま
っ
た
か
ら
だ
。
元
は
活
字
好
き
で
文
庫
本
程
度
の
ボ
リ
ュ
ー

ム
な
ら
全
6
巻
本
を
二
日
半
ぐ
ら
い
で
読
ん
だ
記
憶
が
あ
る
。

眠
る
の
も
嫌
っ
て
。

　

そ
の
6
巻
本
と
は
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
・
ヨ
ゼ
フ
ス
の
『
ユ
ダ
ヤ

古
代
誌
』
で
あ
っ
た
と
思
う
が
、
そ
れ
が
人
と
本
と
社
会
の
繋

が
り
に
つ
い
て
ち
ょ
っ
と
し
た
示
唆
を
私
に
与
え
た
よ
う
に
思

う
。
ネ
ッ
ト
の
時
代
が
到
来
し
て
、
炎
上
と
か
著
作
権
と
か
随

分
き
ち
き
ち
と
し
て
き
た
感
の
あ
る
昨
今
、「
ボ
ー
っ
と
生
き

て
い
る
」
世
代
（
私
）
に
対
し
て
、
う
っ
か
り
し
て
い
る
と
損

害
賠
償
の
案
件
に
な
る
よ
と
教
え
ら
れ
る
機
会
が
し
ば
し
ば
あ

る
。
そ
の
語
調
は
真
剣
で
正
し
い
が
、
た
い
て
い
威
圧
的
な
の

が
特
徴
で
あ
る
。

　

コ
ピ
ペ
で
レ
ポ
ー
ト
！
、
そ
ん
な
も
の
は
も
ち
ろ
ん
許
さ
れ

な
い
。
た
だ
コ
ピ
ー
と
い
う
と
、
こ
の
『
ユ
ダ
ヤ
古
代
誌
』
も

今
日
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
は
、
そ
の
昔
、
修
道
僧
た
ち
が

膨
大
な
時
間
を
か
け
て
原
本
を
羊
皮
紙
に
書
き
写
し
て
く
れ
た

か
ら
だ
。
こ
れ
は
旧
約
時
代
か
ら
紀
元
後
60
年
代
ユ
ダ
ヤ
戦
争

前
夜
ま
で
の
ユ
ダ
ヤ
の
歴
史
だ
か
ら
終
盤
は
キ
リ
ス
ト
が
活
動

し
た
時
期
を
含
ん
で
い
る
。
僧
た
ち
は
キ
リ
ス
ト
の
足
跡
を
見

つ
け
よ
う
と
そ
れ
こ
そ
寝
る
暇
も
惜
し
ん
で
作
業
に
勤
し
ん
だ

に
違
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
ど
こ
ま
で
書
き
写
し
て
も
イ
エ
ス
の

記
述
が
な
い
。
洗
者
ヨ
ハ
ネ
が
あ
っ
て
イ
エ
ス
が
な
い
！
悔
し

く
て
悲
し
く
て
た
ま
ら
な
く
な
っ
た
僧
は
、
思
い
余
っ
て
イ
エ

ス
の
こ
と
を
書
き
加
え
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
。

　

私
た
ち
は
過
去
か
ら
大
い
な
る
「
知
の
移
転
」
を
受
け
て
、

今
日
の
文
明
社
会
を
築
い
て
き
た
。
そ
こ
に
は
血
の
通
っ
た
生

き
た
人
間
の
様
々
な
想
い
や
意
図
も
織
り
こ
ま
れ
て
い
る
。
そ

の
恩
恵
に
こ
そ
あ
る
我
々
現
代
人
が
、
ま
る
で
す
べ
て
の
勝
利

者
の
よ
う
に
威
圧
的
に
正
義
を
振
り
か
ざ
す
の
は
ち
ょ
っ
と
違

和
感
を
覚
え
る
の
だ
。
寛
容
さ
も
同
時
に
受
け
継
い
で
行
く
に

は
や
は
り
多
様
な
「
知
」
の
探
索
・
図
書
館
が
最
も
有
用
な
場

と
し
て
私
た
ち
に
常
に
開
か
れ
て
い
る
こ
と
は
と
て
も
大
切
な

こ
と
だ
と
思
う
。

「
知
」
は
先
人
の
コ
ピ
ー
か
ら

健康寿命と読書の意外な関係

　

昨
年
よ
り
11
月
１
日
が
「
本
の
日
」
に
な
り
ま
し
た
。「
11
月
１

日
は
本
屋
へ
行
こ
う
！
」
と
呼
び
か
け
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
も
展
開
さ

れ
ま
し
た
。
読
書
週
間
（
10
月
27
日
〜
11
月
９
日
）
と
連
動
さ
せ
て

10
月
１
日
か
ら
11
月
30
日
ま
で
行
わ
れ
た
よ
う
で
す
が
、
残
念
な
が

ら
私
の
目
に
は
留
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
間
、
何
軒
か
の
本
屋

さ
ん
に
立
ち
寄
っ
て
い
た
は
ず
な
の
で
す
が
…
…
。

　

11
月
１
日
は
す
で
に
、
２
０
１
２
年
９
月
、
国
の
制
定
す
る
記
念

日
と
し
て
「
古
典
の
日
」
に
な
っ
て
い
ま
す
。『
源
氏
物
語
』
の
存
在

が
初
め
て
具
体
的
に
書
き
留
め
ら
れ
た
『
紫
式
部
日
記
』
１
０
０
８
年

11
月
１
日
の
記
述
に
ち
な
み
、『
源
氏
物
語
』
１
０
０
０
年
紀
を
機

に
法
制
化
が
実
現
し
ま
し
た
。「
本
の
日
」
と
親
和
性
も
高
い
の
で

す
が
、
い
ま
の
と
こ
ろ
連
動
し
て
い
る
気
配
は
な
い
よ
う
で
す
。

　
「
本
の
日
」
を
提
唱
し
た
の
は
地
方
有
力
書
店
の
団
体
「
書
店
新

風
会
」
で
、
京
都
を
中
心
に
大
垣
書
店
を
営
む
同
会
会
長
の
大
垣
守

弘
さ
ん
が
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
取
り
ま
し
た
。
11
月
１
日
に
決
め
た

理
由
を
同
氏
は
「
考
え
る
力
や
創
造
・
想
像
す
る
力
は
１
冊
の
本
か

ら
生
ま
れ
る
の
で
『
１
』
に
こ
だ
わ
っ
た
。
ま
た
、
11
・
１
は
本
棚

に
差
し
た
本
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
か
ら
」
と
語
っ
て
い
ま
す
。

　

ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
の
は
12
月
１
日
を
「
映
画
の
日
」
と
し
、
毎
月

１
日
を
割
引
サ
ー
ビ
ス
の
日
に
す
る
な
ど
、
来
館
者
の
低
落
傾
向
に

歯
止
め
を
か
け
た
映
画
業
界
の
事
例
だ
と
か
。
た
だ
し
、
値
引
き
販

売
に
走
る
の
で
は
な
く
、
来
店
促
進
へ
の
知
恵
を
業
界
全
体
で
絞
り
、

書
店
は
各
店
舗
に
見
合
っ
た
イ
ベ
ン
ト
、
企
画
を
実
施
し
、
と
も
か

く
ア
ク
シ
ョ
ン
を
起
こ
そ
う
と
い
う
の
が
初
年
度
の
狙
い
だ
っ
た
よ

う
で
す
。

　

私
の
視
界
に
入
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
、
浸
透
す
る
ま
で
に
は
時
間

が
か
か
る
で
し
ょ
う
。
人
が
わ
ざ
わ
ざ
足
を
運
び
た
く
な
る
（
そ
こ

へ
行
け
ば
楽
し
い
こ
と
が
待
っ
て
い
る
！
）
と
感
じ
る
よ
う
な
「
場
」

作
り
に
は
、
周
到
さ
と
粘
り
強
さ
が
必
要
で
す
。
書
店
自
体
に
本
を

扱
う
こ
と
の
楽
し
さ
、
喜
び
が
溢
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
人
の
心
は
な

か
な
か
動
き
ま
せ
ん
。
近
く
の
図
書
館
と
の
連
携
も
今
後
の
チ
ャ
レ

ン
ジ
に
な
る
で
し
ょ
う
。

「
そ
こ
へ
行
き
た
い
」
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／
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新年　あけましておめでとうございます
　昨年10月にNHＫで放送された番組「AIに聞いてみた どう
すんのよ！？ ニッポン 第３回 健康寿命」で、日本全国の65
歳以上、のべ41万人の生活習慣や行動に関するアンケートを
NHK独自に開発した人工知能が分析した結果、「健康寿命（日
常生活に制限がなく、健康で自立して生きられること）」と最
も多くつながっていたのが、「本や雑誌を読む」ことでした。
山梨県は運動やスポーツの実施率では全国最下位なのに、男
女とも健康長寿。人口に対する図書館の数が全国1位が影響
しているのではないかと。また、海外ではすでに「本を読む
ことが長寿につながっていた」という研究結果も出されてい
るようです。
　番組の中で千葉大学の近藤克則教授が、「“心が動くと体

が動く”という言葉があるが、何かやってみたいことを見つ
けると、旅行に行こうとか、行動を起こそうとなる。読書は
心を動かし、行動を起こすきっかけを与えてくれるのでは」
とコメントされていました。※

　2019年、豊島区は東アジア文化都市の日本の代表として、
中国西安市、韓国仁川広域市と国境を越えて文化による国
際交流を行います。図書館としても様々な企画や事業を計画
しています。第一弾として、「日本の伝統芸能」を中央図書
館５階で1月24日まで展示しています。
　今年も「国際アート・カルチャー都市」豊島区にふさわし
い図書館として、また、健康長寿に貢献すべく、更なる飛躍
を目指しますのでどうぞご期待ください。
※https://www.nhk.or.jp/special/plus/articles/20181029/index.html
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私
は
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
本
が
好
き
で
し
た
。
本
と
名
前

が
付
け
ば
ど
ん
な
も
の
も
開
い
て
読
む
本
の
虫
だ
っ
た
よ

う
で
す
。
大
人
に
な
っ
て
か
ら
も
そ
の
習
慣
は
変
わ
ら
ず
、

視
覚
障
害
と
な
り
文
字
を
読
む
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た

今
で
も
音
声
図
書
と
い
う
形
式
で
年
間
２
０
０
冊
前
後
の

読
書
を
楽
し
ん
で
い
ま
す
。
意
外
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
私

の
よ
う
な
視
覚
障
害
者
は
か
な
り
の
数
い
て
、
年
間

５
０
０
冊
以
上
読
む
強
者
も
存
在
し
ま
す
。
そ
ん
な
私
に

と
っ
て
今
回
の
テ
ー
マ
の
「
生
涯
の
一
冊
」
と
い
う
の
は

な
か
な
か
に
難
し
い
お
題
で
す
。
し
か
も
普
段
か
ら
ジ
ャ

ン
ル
の
え
り
好
み
も
な
く
、
実
用
書
か
ら
ビ
ジ
ネ
ス
書
、

古
典
か
ら
現
代
の
小
説
、
新
書
に
自
己
啓
発
本
ま
で
興
味

が
あ
れ
ば
手
を
出
し
て
し
ま
う
雑
食
の
本
好
き
で
す
。
目

が
悪
く
な
る
前
は
古
書
店
の
お
や
じ
に
も
憧
れ
た
こ
と
も

あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
こ
の
お
題
の
お
か
げ
で
本
当
に
自

分
が
胸
を
躍
ら
せ
わ
く
わ
く
し
な
が
ら
読
ん
で
き
た
ジ
ャ

ン
ル
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ど
う
や
ら
冒
険
、
探

検
、
潜
入
、
旅
、
食
、
ハ
プ
ニ
ン
グ
、
生
還
、
調
査
、
体

当
た
り
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
私
の
大
好
物
ら
し
い
で
す
。

ガ
リ
バ
ー
や
ロ
ビ
ン
ソ
ン
ク
ル
ー
ソ
ー
、
15
少
年
漂
流
記
、

人
跡
未
踏
の
地
へ
の
冒
険
や
探
検
も
の
、
旅
行
記
な
ど
を

好
ん
で
読
ん
で
い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。
危
険
を
か
え

り
み
ず
自
分
の
信
じ
る
こ
と
に
挑
戦
す
る
作
品
や
小
説
、

私
が
持
ち
た
い
と
思
っ
て
い
る
探
究
心
や
成
長
意
欲
と
い

う
も
の
に
共
感
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
パ
ラ
リ

ン
ピ
ッ
ク
だ
け
で
な
く
、
障
害
当
事
者
と
し
て
社
会
に
ス

ポ
ー
ツ
や
ビ
ジ
ネ
ス
で
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
る
自
分
を
そ

う
や
っ
て
奮
い
立
た
せ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
な
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
ジ
ャ

ン
ル
か
ら
の
生
涯
の
一
冊
と
し
た
い
の
は
高
野
秀
行

さ
ん
の
「
ビ
ル
マ
・
ア
ヘ
ン
王
国
潜
入
記
」
で
す
。「
誰

も
行
か
な
い
と
こ
ろ
へ
行
き
、
誰
も
や
ら
な
い
こ
と
を
や

り
、
そ
れ
を
お
も
し
ろ
お
か
し
く
書
く
」
を
モ
ッ
ト
ー
と

さ
れ
て
い
る
だ
け
あ
っ
て
ど
の
著
書
も
面
白
く
て
仕
方
な

い
で
す
が
、
こ
ち
ら
の
本
は
特
に
ず
ば
ぬ
け
て
ハ
チ
ャ
メ

チ
ャ
で
す
。
ア
ヘ
ン
の
一
大
産
地
へ
潜
入
し
、
ア
ヘ
ン
を
育

て
、
収
穫
し
、
ヘ
ロ
イ
ン
中
毒
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ア

ヘ
ン
を
善
悪
の
彼
岸
に
お
い
て
一
人
の
村
人
と
し
て
混
ざ
っ

て
体
験
し
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
ら
を
魅
力
的
な
文
章
に
し

て
し
ま
う
観
察
力
、
筆
力
に
や
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

人
生
っ
て
何
で
も
で
き
る
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
っ
て
で
き
る
と
思

わ
せ
て
く
れ
ま
す
。
現
代
に
生
き
る
作
家
に
大
好
き
な
人

が
い
る
と
続
々
と
新
作
が
出
る
の
で
そ
れ
も
楽
し
み
の
ひ

と
つ
で
す
。
素
敵
な
作
家
に
出
会
う
た
め
に
こ
れ
か
ら

も
読
書
の
旅
を
続
け
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

この本カフェ
❦ Café  KONOHON ❦

〜

図 書 館と「 胎 内 めぐり」

❦ 今回のテーマ ❦

多文化と出会う本
書名  『時が滲

にじ

む朝』　
楊逸／著　文藝春秋(文春文庫)　2011年
　梁浩遠と謝志強は、苦労して大学に進学し、我愛中国を歌い上げ、寮生活が始ま
る。しかし1989年、天安門事件で警察沙汰を起こし、二人は大学を去り、それぞれ
の道を進む。浩遠は日本人と結婚し日本へ。志強は中国で働く。ここ中国でも、苦
悩と挫折を繰り返しながら、若者は小市民の生活に帰っていく。国の体制は異なる
が、常に若者は夢とロマンを追いかけるもの。漢詩と日本語の融和もあり、知的な
刺激の多い小説である。楊逸は、日本語を母国にしない作家として、初めて芥川賞
を受賞。 【石関 慎一（いしぜき しんいち）】

書名  『ずっと─ねがいはひとつだけ─』　
ケイト・クライス／文　Ｍ・サラ・クライス／絵　なかがわちひろ／訳　
WAVE出版　2018年
　愛犬バロンと初めて会ったのは、エリが生まれたばかりの時。だから、エリ
にとって彼は家族だ。とある日、エリは気づく、彼の老いに。ドキン。何をし
てあげたら喜んでもらえるのか、エリはバロンのために一生懸命試みる。
　バロンの心のつぶやきに胸を打たれ、切ない想いに涙が止まらない。彼のたっ
たひとつの望み、願いは何でしょうか。お互いを想い合うことの大切さを私達
に気づかせてくれるこの作品。是非手に取ってみてください。
 【清水 悦子 （しみず えつこ）】

書名  『「韓流」と「日流」  文化から読み解く日韓新時代』
クォン・ヨンソク／著　NHK出版　2010年
　韓国には「反日感情」があり、日本大衆文化が「倭色文化」として規制されて
きた歴史的な壁がある。しかしそれに風穴をあけたのは、日本の映画やドラマ、
J-POPであり、村上春樹の作品をはじめとする日本小説ブーム。日本国内でも、
韓国料理や儒教倫理色の強い韓流ドラマ・映画など、韓国文化の流行が一大潮流に。
　日韓の一般市民つまり消費者が主体的に選び取ったこの異文化理解と交流ス
タイルには、持続性と拡張性があるという。今後これに中国も加わり「東アジ
ア流」がブームとなれば、このエリアでの文学や映画賞の創設ほか文化・社会
面での展開が期待できよう。 【中谷 範行 （なかや のりゆき）】

図書館と私37 

寄稿者はとしまコミュニティ大学の学習者の内、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
壮広氏の指導のもと、毎回テーマに合わせて文学、児童書、評論や科学などの分野からお薦め本を1冊紹介しています。

16杯目

豊島区は、日本有数のアジア文化交流地域。街では中国、韓国、台湾、
マレーシア、タイ、ベトナムなど各国の食べものを手軽に楽しめる。表現
芸術や文学など広い分野でも異文化理解の輪を広げる拠点として、これ
からが楽しみだ。

大正大学文学部教授
大場　朗
【プロフィール】
博士（文学）。専門は『源氏物語』、
西行和歌、『宝物集』と仏教思想の関
係。著書に『宝物集の研究』（おうふう）
ほか。（現在、中央図書館の古典文学
講座「源氏物語と仏教」の講師）

　学生時代のある夏の日の体験である。四十年
以上も昔で、当時、学生の下宿には冷房などは
ほとんどなかった。私は猛暑の中、読書の継続
に限界を感じ、四畳半の部屋を出た。足は、自
然と大学の図書館に向いていた。修士論文用の
参考図書を見る必要もあったが、涼を求める方
が大きかった。吹き出る汗を拭きながら、吸い
込まれるように図書館に入り、冷房を全身で受
け止めた。汗が引くのを機に、専門書が並ぶ書
架に移動した。
　この日は、暑さの限界もあったが、ここ数週
間思うような研究書や史料に恵まれず、読めば
読むほど出口が見えなくなり能力の限界にも直
面していた。悶々としながら、絶望的な思いで
あてもなく書架を巡り歩いていた。背表紙の書
名にうつろな目を向けるだけで、手にすること
もできない状況であった。整然と並んだ著名な
研究者の名前とタイトル。どの本も分厚く、威
圧感があった。その時、ふと著作の背後にある
執筆者の精神の営為に思いが及んだのである。

何十年という期間、孤独の中で、壮絶な精神の
格闘を経て、この書架に並んでいるのではない
か。しかも何も言わず物静かに。先程まで煩悶
していた私の思いは「書架の精神たち」から無
言の激励を受け、少しずつ癒やされるのであっ
た。私は嬉しくなって図書館を出た。見上げる
と入道雲があり、相変わらず猛暑であったが、
何かが変わったような気がした。
　私はこの奇妙な体験を図書館の「胎内めぐり」
と称して、時々思い起こしている。「胎内めぐり」
とは、有名寺院の本尊の下（地下）に付設され
た狭くて暗い通路を巡って出口に至る行為で、
過去の未熟な自分を捨て、生まれ変わるという
「死と再生の儀式」である。言うまでもなく、狭
くて真っ暗な通路は「胎内」に見立てられている。
真夏の図書館での体験が、自分にとっての「胎
内めぐり」であったと気づいたのは、それから
後のこととなるが、私にとっては今も図書館は
「胎内めぐり」で、自己の「再生」の場となって
いる。

冒
険
に
出
た
く
な
る
一
冊

㈱ユニバーサルスタイル 代表取締役

初瀬 勇輔（はつせ ゆうすけ）
　中央大学法学部卒業。大学在学中、
緑内障により中心視野を失い視覚障
害となる。その後、視覚障害者柔道と
出会い、障害を克服。北京パラリンピッ
ク出場を果たす。現在、㈱ユニバーサ
ルスタイルの代表を努めながらパラス
ポーツの普及活動も精力的に行う。

■
ビ
ル
マ
・
ア
ヘ
ン
王
国
潜
入
記

高
野
秀
行
／
著

草
思
社　

１
９
９
８
年

生涯の一冊（50）
オリンピアン・パラリンピアン編
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と
し
ま
南
長
崎
ト
キ
ワ
荘

協
働
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
協
議
会
　
小
出
　
幹
雄

「
漫
画
集
団
」
と
池
袋
「
人
世
坐
」

　
前
回
は
、
昭
和
初
期
に
豊
島
区
千
早
に
住
ん
だ

漫
画
原
作
者
・
小
熊
秀
雄
や
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
漫
画

家
た
ち
の
功
績
な
ど
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
し
た
。

現
南
長
崎
2
丁
目
に
あ
っ
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
美
術

研
究
所
の
受
講
生
で
そ
の
事
務
員
も
兼
ね
て
い
た

小
野
沢
亘
（
わ
た
る
）
ら
と
「
カ
リ
カ
レ
」
と
い

う
漫
画
雑
誌
を
創
っ
た
松
下
井
知
夫
は
「
漫
画
昭

和
史

－

漫
画
集
団
の
50
年
」（
河
出
書
房
新
社
）

の
な
か
で
、
当
局
の
捜
査
か
ら
の
逃
げ
道
と
し
て
、

当
時
流
行
し
て
い
た
エ
ロ
グ
ロ
ナ
ン
セ
ン
ス
を
風

刺
漫
画
を
描
く
上
の
オ
ブ
ラ
ー
ト
と
し
て
使
っ
て

い
た
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
松
下
は
子
供

向
け
長
編
物
語
漫
画
も
手
掛
け
、
戦
後
は
少
女
向

け
ス
ト
ー
リ
ー
漫
画
を
手
塚
治
虫
の
「
リ
ボ
ン
の

騎
士
」
に
先
立
ち
「
少
女
ク
ラ
ブ
」
な
ど
に
描
い

て
い
ま
し
た
。
松
下
は
、
手
塚
の
結
婚
式
の
媒
酌

人
も
務
め
て
い
ま
す
。

　「
漫
画
集
団
」
と
は
、
明
治
大
正
時
代
か
ら
の

先
輩
漫
画
家
に
対
抗
し
て
若
手
た
ち
が
集
ま
り
、

事
務
所
と
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
を
置
き
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ

ン
と
し
て
結
成
し
た
「
新
漫
画
派
集
団
」
が
戦
後

ま
も
な
く
新
発
足
し
た
も
の
で
し
た
。
そ
の
臨
時

事
務
所
が
終
戦
の
年
の
暮
れ
に
置
か
れ
た
の
は
高

台
に
あ
り
焼
け
残
っ
た
豊
島
区
高
田
本
町
の
永
井

保
（
た
も
つ
）
の
家
で
し
た
。
永
井
は
、「
広
報

と
し
ま
」の「
わ
た
し
の
豊
島
紀
行
」と
い
う
コ
ー

ナ
ー
で
「
集
団
に
は
戦
前
か
ら
親
し
く
し
て
い
た

先
輩
友
人
が
多
か
っ
た
。
そ
の
人
た
ち
が
友
団
を

結
成
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
り
、
作
家
で
人
世
坐

の
社
長
で
も
あ
っ
た
三
角
寛
の
肝
い
り
で
発
会
式

を
兼
ね
た
『
漫
画
集
団
・
喜
の
カ
ー
ニ
バ
ル
』
を

人
世
坐
に
於
て
催
す
こ
と
が
で
き
た
」
と
書
い
て

い
ま
す
。
人
世
坐
と
は
、
後
に
ト
キ
ワ
荘
の
漫
画

家
た
ち
も
よ
く
通
っ
た
池
袋
東
口
に
あ
っ
た
映
画

館
。「
文
士
経
営
」
と
称
し
、
同
志
会
員
に
は
、

久
米
正
雄
、
永
井
龍
男
、
井
伏
鱒
二
、
江
戸
川
乱

歩
ら
と
並
ん
で
漫
画
集
団
で
リ
ー
ダ
ー
格
の
横
山

隆
一
も
名
を
連
ね
て
い
ま
し
た
。
そ
う
い
え
ば
、

小
林
秀
雄
が
戦
後
す
ぐ
に
龍
男
を
誘
っ
て
創
刊
に

携
わ
っ
た
新
聞
「
新
夕
刊
」
の
予
告
号
に
は
横
山
、

清
水
崑
ら
の
漫
画
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
文
士
と

漫
画
家
の
交
友
の
深
さ
が
分
か
り
ま
す
。
池
袋
近

住
の
漫
画
集
団
仲
間
で
は
、
千
早
町
の
南
義
郎
、

雑
司
ヶ
谷
に
加
藤
芳
郎
も
い
ま
し
た
。

「
六
日
会
」
と
「
児
漫
長
屋
」

　
漫
画
集
団
に
は
、
松
下
や
「
フ
ク
ち
ゃ
ん
」
の

横
山
の
よ
う
に
子
供
向
け
漫
画
を
描
く
も
の
も
多

く
い
ま
し
た
が
、
基
本
的
に
大
人
漫
画
の
グ
ル
ー

プ
で
し
た
。
豊
島
区
要
町
に
住
み
、
や
は
り
空
襲

に
よ
る
類
焼
か
ら
免
れ
た
帷
子
（
か
た
び
ら
）
す

す
む
は
、戦
後
最
初
に
「
少
年
倶
楽
部
」
に
2
ペ
ー

ジ
漫
画
「
日
出
ち
ゃ
ん
」
を
連
載
し
ま
し
た
。
千

早
町
の
南
も
漫
画
社
か
ら
「
頑
張
り
父
娘
」
を
な

ん
と
昭
和
20
年
11
月
15
日
に
発
行
し
て
い
ま
す
。

　
帷
子
は
、
第
2
回
で
ご
紹
介
し
た
大
正
時
代
に

子
供
漫
画
の
先
駆
作
品
を
描
い
た
山
田
み
の
る
の

弟
子
で
、
山
田
を
慕
っ
て
す
ぐ
近
隣
に
居
を
構
え

た
そ
う
で
す
。
昭
和
25
年
に
、
帷
子
と
芳
谷
ま
さ

る
の
提
案
で
両
者
の
弟
子
で
あ
る
太
田
じ
ろ
う
が

連
絡
係
と
な
り
、
児
童
漫
画
家
た
ち
が
帷
子
宅
に

集
ま
る
こ
と
に
な
り
、「
六
日
会
」
が
始
ま
り
ま
す
。

そ
の
会
員
に
は
他
に
、
花
野
原
芳
明
、
根
岸
こ
み

ち
、
古
沢
日
出
夫
、
木
村
一
郎
、
入
江
し
げ
る
、

笹
山
茂
、
宮
坂
榮
一
そ
し
て
帷
子
の
近
所
に
住
ん

で
い
た
福
井
英
一
と
木
下
と
し
お 

が
い
ま
し
た
。

　
同
年
暮
れ
頃
、
出
版
美
術
家
連
盟
の
パ
ー

テ
ィ
ー
が
上
野
で
開
か
れ
、
そ
の
会
に
出
席
し
て

い
た
「
冒
険
ダ
ン
吉
」
の
島
田
啓
三
を
中
心
に
池

袋
で
児
童
漫
画
家
10
数
人
の
二
次
会
が
あ
り
、
児

童
漫
画
家
も
会
を
作
ろ
う
と
い
う
提
案
が
さ
れ
ま

し
た
。
明
け
て
昭
和
26
年
1
月
に
会
が
発
足
、
島

田
は
「
会
長
の
自
分
が
大
家
で
み
ん
な
が
店
子
と

い
う
関
係
で
や
り
ま
し
ょ
う
」
と
「
児
漫
長
屋
」

と
命
名
、後
に
対
外
的
に
は
「
東
京
児
童
漫
画
会
」

と
名
乗
り
ま
し
た
。
控
え
目
な
帷
子
は
参
加
せ
ず
、

六
日
会
は
数
回
だ
け
で
自
然
に
な
く
な
り
ま
し
た
。

　
児
漫
長
屋
の
会
員
た
ち
は
、
ト
キ
ワ
荘
の
漫
画

家
た
ち
を
結
び
付
け
た
「
漫
画
少
年
」
誌
で
も
活

躍
し
ま
し
た
が
、
同
誌
が
廃
刊
に
な
る
昭
和
30
年

頃
に
は
「
悪
書
追
放
運
動
」
も
始
ま
り
、
漫
画
は

悪
書
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
良

質
な
漫
画
を
描
い
て
い
た
彼
ら
に
と
っ
て
は
寝
耳

に
水
だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
昭
和
34
年

に
は
テ
レ
ビ
の
普
及
や
少
年
漫
画
誌
の
週
刊
化
な

ど
決
定
的
変
化
が
起
こ
り
、
児
漫
長
屋
メ
ン
バ
ー

の
多
く
は
ア
ニ
メ
の
世
界
な
ど
に
活
躍
の
場
を
移

し
て
い
き
ま
す
。
ア
シ
ス
タ
ン
ト
制
を
採
用
す
る

な
ど
時
代
の
変
化
に
対
応
し
て
い
っ
た
の
が
ト
キ

ワ
荘
の
漫
画
家
た
ち
で
し
た
が
、
児
童
漫
画
を
急

発
展
さ
せ
た
児
漫
長
屋
の
存
在
が
な
け
れ
ば
、
ト

キ
ワ
荘
の
マ
ン
ガ
文
化
も
生
ま
れ
な
か
っ
た
の
は

間
違
い
な
い
の
で
す
。

〈
著
者
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
〉

１
９
５
８
年
、
旧
椎
名
町
生
ま
れ
、
ト
キ
ワ
荘
記
念
碑
設

置
実
行
委
員
会
、
ト
キ
ワ
荘
通
り
協
働
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
協

議
会
の
事
務
局
長
歴
任
後
、
現
在
、
と
し
ま
南
長
崎
ト
キ

ワ
荘
協
働
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
協
議
会
広
報
担
当
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
日
本
マ
ン
ガ
・
ア
ニ
メ
ト
キ
ワ
荘
フ
ォ
ー
ラ
ム
理
事

読んで観る！  映像・舞台原作の世界（全 4回）

豊
島
区
と
マ
ン
ガ

（
全
四
回
）

ト
キ
ワ
荘
前
夜
〜

　
戦
後
・
豊
島
区

　
　
ゆ
か
り
の
漫
画
家
た
ち

最
終
回

「頑張り父娘」南義郎作  昭和20年
終戦からわずか２週間後に漫画社は
雑誌「漫画」を復刊、そこに連載さ
れた「頑張り父娘」の単刊で早くも
戦後の世相をコミカルに扱っている

「人世」第31号
昭和26年12月28日発行
発行兼編集者：三角寛

発行所は豊島区雑司ヶ谷の
「文芸同志会編集部」とある

〈
著
者
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
〉

立
教
大
学
兼
任
講
師
、
日
本
女

子
大
学
・
川
村
学
園
女
子
大
学

非
常
勤
講
師
。
専
門
は
近
現
代

日
本
演
劇
・
文
学
・
文
化
。
著

書
に
『
高
安
月
郊
研
究
―
―
明

治
期
京
阪
演
劇
の
革
新
者
』（
晃

洋
書
房
、
２
０
１
８
）
ほ
か
。

芸団協から寄贈された
「演芸画報」大正10年２月号
演芸倶楽部発行

♢
最
終
回
♢

資
料
か
ら
昔
の
舞
台
を
復
元
す
る

 

立
教
大
学
兼
任
講
師
　
後
藤
　
隆
基

　
昔
の
文
献
や
資
料
を
読
む
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
生
活
の
一
部
に
な
っ
て

い
ま
す
。
な
ん
と
も
地
味
な
日
々
…
…
と
我
な
が
ら
思
い
ま
す
が
、
明
治
・

大
正
時
代
の
日
本
の
演
劇
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
る
身
と
し
て
は
、
当
時
の

新
聞
や
雑
誌
記
事
な
ど
は
情
報
の
宝
庫
な
の
で
す
。

　
か
つ
て
新
聞
に
は
必
ず
芸
能
欄
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
横
に
は
大
抵

花
柳
界
の
動
向
を
伝
え
る
コ
ー
ナ
ー
が
あ
り
ま
し
た
。
芸
能
界
や
花
柳
界
を

め
ぐ
る
毎
日
の
些
細
な
出
来
事
が
載
り
、
一
種
の
ゴ
シ
ッ
プ
記
事
の
よ
う
な

性
格
も
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
新
聞
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
以
前
は
た
く
さ

ん
の
演
劇
雑
誌
が
発
行
さ
れ
、
文
芸
誌
や
総
合
誌
の
類
に
も
演
劇
の
話
題
が

豊
富
に
載
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
し
た
小
さ
な
記
事
の
数
々
は
逝
き
し
世
の

記
憶
の
欠
片
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
集
め
、
パ
ズ
ル
の
よ
う
に

組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
も
う
観
る
こ
と
の
で
き
な
い
舞
台
や
そ
の
制
作
プ

ロ
セ
ス
を
復
元
し
て
い
く
作
業
は
、
な
か
な
か
楽
し
い
も
の
で
す
。

　
先
日
、
豊
島
区
立
中
央
図
書
館
が
日
本
芸
能
実
演
家
団
体
協
議
会
（
芸
団

協
）
か
ら
膨
大
な
演
劇
資
料
の
寄
贈
を
受
け
た
、と
い
う
話
を
聞
き
ま
し
た
。

中
に
は
非
常
に
保
存
状
態
の
い
い
演
劇
雑
誌
や
、
作
家
や
役
者
の
署
名
本
な

ど
も
多
数
あ
り
、
久
松
保
夫
氏
の
木
偶
坊
（
で
く
の
ぼ
う
）
文
庫
、
六
世
中

村
歌
右
衛
門
丈
の
中
村
文
庫
と
い
っ
た
旧
蔵
書
も
含
め
、
き
わ
め
て
貴
重
な

資
料
群
で
す
。
中
央
図
書
館
の
特
集
展
示
（
一
月
二
十
四
日
ま
で
）
で
は
こ

れ
ら
の
資
料
の
一
部
が
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
が
、「
あ
う
る
す
ぽ
っ
と
」
と

い
う
劇
場
と
同
じ
建
物
に
あ
る
図
書
館
で
、
こ
う
し
た
演
劇
資
料
の
ア
ー
カ

イ
ブ
が
整
理
さ
れ
る
こ
と
は
、
豊
島
区
の
劇
場
文
化
の
た
め
に
も
大
切
な
取

り
組
み
で
あ
り
、
心
か
ら
応
援
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
さ
て
、
昨
年
四
月
か
ら
、
全
八
回
に
わ
た
っ
て
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

文
学
講
座
「
読
ん
で
観
る
！
　
映
像
・
舞
台
原
作
の
世
界
」
は
一
月
で
お
し

ま
い
で
す
。
映
像
や
舞
台
の
原
作
と
な
る
物
語
を
読
む
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト

で
行
っ
て
き
た
講
座
で
す
が
、
文
学
作
品
だ
け
で
は
な
く
、
関
連
す
る
文
献

や
資
料
を
読
む
こ
と
も
「
読
書
」
の
幅
を
ひ
ろ
げ
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
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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

1　

月

開
館
時
間

3　

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

2　

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

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

※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

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

●平成最後の年、本で平成を語りましょう！「平成最後の書評講座」でお待ちしています。（狩）
●はやいものでもう2019年。今年は個人的には結婚20年の記念すべき年。皆様にとって素晴らしい年になりますように。（こりす）
● 今年は豊島区で「赤い電気バス」の運行がはじまります！バスに乗って「そうだ、図書館へいこう」という方が増えてくれ
ると嬉しいです。（高）

開催中 ！

東アジア文化都市・日本の伝統芸能
～公益社団法人日本芸能実演家団体協議会寄贈本展示～

　重要無形文化財狂言保持者・人間国宝で、豊島区名誉区民
でもある野村萬氏が会長を務める「公益社団法人日本芸能
実演家団体協議会」から寄贈を受けた貴重資料の特別展示。
期間  11月24日(土)～1月24日(木)
場所  中央図書館5階特別展示コーナー

絵本作家  かさいまりさん
トークショー
日時  2月3日(日)　午後2時～3時30分
場所  駒込地域文化創造館　第2会議室
定員  25名　（1月12日より申込受付）
申込  駒込図書館　電話 3940-5751

千
ち は や し ん ぽ じ ゅ う む

早 進 歩 自 由 夢

日時  2月16日(土) 午前10時～正午
講演  三遊亭 窓輝（さんゆうてい そうき）
内容  古典落語2題、落語に関する四方山話
定員  各部50名当日先着順
 
会場  千早図書館　視聴覚室
問合せ  千早図書館　☎3955-8361

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

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 1月 2月 3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

★6日・かるた大会※　14:00～15:00
★13日・新年おやこ映画会※　14:00～14:30
★19日・豊島岡女子学園おはなし会 
　14:00～14:30
★27日・としま♭みち草の会おはなし会 
　14:00～14:30

★3日・おはなしこうさく会　14:00～14:30 ★3日・おはなしこうさく会　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※ ★12日・かるた大会※　14:30～16:00 ●10日・百人一首大会※　14:00～16:00 ●21日・名所ツアー　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 ★9日・カルタ大会　15:30～16:00 ★20日・ほんのじかん こうさく会　15:30～16:00 ★20日・ほんのじかん 紙芝居　15:30～16:00

★27日・ほんのじかん 映画会　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※

★5日・親子で楽しむ映画会※　14:00～14:30
★12日・かるた大会※　13:30～14:30
★26日・親子で楽しむ映画会※　14:00～14:30

★23日・親子で楽しむ映画会※　14:00～14:30 ★23日・親子で楽しむ映画会※　14:00～14:30

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

★12日・カルタ大会　14:30～15:30
●16日・読み聞かせ講座※　10:30～12:00
●20日・バリアフリー映画会※　13:30～15:30
●21日・ふくろう俳句会※　10:00～12:00

●10日・イクメン読み聞かせ講座※ 
　14:00～15:00
★23日・おはなしたんぽぽスペシャル 
　14:30～15:30

●13日・読み聞かせ講座※　10:30～12:00
●18日・ふくろう俳句会※　10:00～12:00
●21日・終活講座「想い出サロン」※
　14:00～16:00
★30日・よんでみよう！やってみよう！かがくの本！※
　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

★12日・かるた大会　15:00～16:00
●27日・バリアフリー映画会　14:00～16:00

●14・21・28日・俳句入門講座（3回連続）
　10:00～12:00 ★27日・外国語おはなし会　14:00～15:00

千早図書館
視聴覚室

第3水曜日除く
15:30

水曜日
10:30 ★20日・かるた大会　15:30～16:00 ★17日・工作会「ポップアップカードでひなまつり」

　15:30～16:00
★ 17日・スペシャルおはなし会
　「文字のないおはなし会」　15:30～16:00

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。

大人向け中央図書館ナイトガイドツアー
日時  1月26日(土)　午後6時15分～7時30分
場所  中央図書館
内容  普段入ることのできない閉架書庫内の見学など
定員  15名　（1月20日申込締切後抽選）
申込   1月11日（金）から1月20日（日）まで、中央図

書館へ電話または来館にて  電話 3983-7861

大人の職場体験
日時  2月17日(日)　午前10時～12時、午後2時～4時
場所  巣鴨図書館 地下会議室
定員  各3名　（2月1日より申込受付）
申込  巣鴨図書館　電話 3910-3608

ふくろうハンドメイド倶楽部
日時  2月18日(月)　午前10時～正午
場所  池袋第三区民集会室
内容  フェルトで作る、春のつるし飾り
 （材料費100円）
定員  15名　（2月1日より申込受付）
申込  池袋図書館　電話 3985-7981

目白アート散歩
日時  2月27日(水)　午前10時～正午
場所  徳川黎明会本部～目白庭園～上り屋敷公園
 ～自由学園明日館～郷土資料館
定員  15名　（1月21日より申込受付）
申込  目白図書館　電話 3950-7121

ビブリオバトル
日時  3月24日(日)　午後2時～3時30分
場所  池袋第三区民集会室
内容  テーマ「窓をあけて」
定員  バトラー8名（2月11日より申込受付）
 観覧者40名（当日直接会場へ）
申込  池袋図書館　電話 3985-7981

平成最後の書評講座（全3回）
　平成の30年間を本で振り返り、語
り合いましょう！また、図書館司書が
選んだ「平成のベスト本100冊」の
中から本を1冊選び、書評とポップ
を作成・展示します。

講師  佐藤壮広氏
 （書評家、立教・大正大学非常勤講師）
日時  1月14日（月・祝）、20日(日)、27日(日) 
 午後1時～3時
 ※1回目（平成について語り合う）のみの参加も可。
場所  中央図書館
定員  なし（申込受付中）
申込  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

＜平成30年を本で振り返る特集展示＞
平成のベスト本利用者投票…1月5日(土) ～24日(木)
書評・ポップ展示期間…2月23日(土) ～3月21日(木)


