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か
い
せ
い
　

安
全
・
安
心
だ
よ
り

自
転
車
の
正
し
い
乗
り
方

　

自
転
車
は
道
路
交
通
法
で
は
、
軽
車
両
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
歩
行
者
感
覚
の
ま
ま
運
転
を
す
る
例
が
後
を
絶
た
ず
、
様
々
な

事
故
や
ト
ラ
ブ
ル
を
起
こ
し
て
い
ま
す
。
交
通
ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー
を
守
っ

て
、
事
故
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
　
道
路
交
通
法
で
新
た
に
禁
止
さ
れ
た
事
項

　
①
自
転
車
は
、
道
路
右
側
に
あ
る
路
側
帯
を
通
行
す
る
こ
と
は
で
き
ま

　
　
せ
ん
。

　
※
路
側
帯
と
は
、
歩
道
の
な
い
道
路
で
歩
行
者
の
通
行
ス
ペ
ー
ス
を
確

　
　
保
す
る
た
め
に
、
白
線
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
部
分
を
い
い
ま
す
。
路

　
　
側
帯
で
は
、
歩
行
者
の
通
行
が
優
先
で
す
。

　
②
ブ
レ
ー
キ
不
良
自
転
車
は
厳
し
く
対
処
さ
れ
ま
す
。

　
※
ブ
レ
ー
キ
の
整
備
不
良
や
、
ブ
レ
ー
キ
自
体
が
な
い
こ
と
が
確
認
さ

　
　
れ
た
場
合
、
警
察
官
は
そ
の
自
転
車
の
運
転
者
に
、
ブ
レ
ー
キ
の
整

　
　
備
や
応
急
措
置
を
と
る
こ
と
や
、
運
転
の
中
止
を
命
じ
る
こ
と
が
で

　
　
き
ま
す
。

　
　
守
っ
て
ほ
し
い
交
通
ル
ー
ル

　
・
信
号
を
守
り
、
一
時
停
止
場
所
で
は
必
ず
停
止
し
て
、
左
右
の
安
全

　
　
を
確
か
め
て
通
行
し
ま
し
ょ
う
。

　
・
二
人
乗
り
、
携
帯
電
話
を
利
用
し
な
が
ら
の
運
転
、
夜
間
の
無
灯
火

　
　
運
転
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

　
・
自
転
車
の
通
行
が
認
め
ら
れ
て
い
る
歩
道
で
は
、
徐
行
を
し
て
歩
行

　
　
者
の
安
全
を
確
保
し
ま
し
ょ
う
。

　
・
進
路
を
変
更
す
る
と
き
は
、
必
ず
周
囲
の
安
全
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

　

こ
の
度
、
延
沢
駐
在
所
に
丸
山

正
一
さ
ん
が
新
し
く
着
任
さ
れ
ま

し
た
。
丸
山
さ
ん
は
横
浜
市
の
ご

出
身
で
す
。
延
沢
駐
在
所
に
着
任

さ
れ
る
前
は
、
川
崎
警
察
署
地
域

課
で
、
川
崎
区
内
の
地
域
の
指
令

業
務
な
ど
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

「
以
前
は
、
歓
楽
街
の
あ
る
地
域

を
担
当
し
て
い
た
の
で
、
昼
夜
を

問
わ
ず
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
に
比
べ
る
と
、
開
成
町
は
犯

罪
の
少
な
い
安
全
な
町
だ
と
思
い

ま
す
」
と
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

町
の
印
象
を
お
伺
い
す
る
と

「
着
任
し
て
間
も
な
い
で
す
が
、

町
民
の
方
は
、
私
に
よ
く
挨
拶
を

し
て
く
れ
て
、
と
て
も
温
か
い
感

じ
が
し
ま
す
」
と
笑
顔
で
答
え
て

く
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
町
民
の
皆
さ
ん
に
お
知

ら
せ
し
た
い
こ
と
を
お
伺
い
す
る

と
「
開
成
町
は
、
侵
入
盗
の
被
害

が
あ
り
ま
す
。
夜
間
だ
け
で
な
く
、

昼
間
の
防
犯
意
識
を
高
め
て
い
く

こ
と
が
大
切
で
す
。
少
し
の
間
の

外
出
で
も
、
戸
締
ま
り
を
徹
底
し

て
ほ
し
い
と
思
い

ま
す
」
と
話
し
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。

侵
入
盗
防
止
対
策
の
ポ
イ
ン
ト

●
戸
締
ま
り
を
し
っ
か
り
と
！

　

ゴ
ミ
出
し
な
ど
、
少
し
の
間
で

も
必
ず
戸
締
ま
り
を
し
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
ト
イ
レ
の
小
窓
や
、
上
階

の
ベ
ラ
ン
ダ
な
ど
も
油
断
せ
ず
、

必
ず
鍵
を
掛
け
ま
し
ょ
う
。

●
光
や
音
で
撃
退
し
よ
う
！

　

侵
入
盗
は
、
大
き
な
音
や
明
る

く
照
ら
さ
れ
て
い
る
場
所
や
見
通

し
の
良
い
場
所
、
犯
行
に
時
間
が

か
か
る
こ
と
を
嫌
い
ま
す
。
扉
や

ガ
ラ
ス
な
ど
を
破
壊
し
た
際
に
大

き
な
音
が
発
生
す
る
よ
う
に
し
た

り
、
セ
ン
サ
ー
ラ
イ
ト
、
ピ
ッ
キ

ン
グ
し
に
く
い
鍵
な
ど
を
取
り
付

け
た
り
し
ま
し
ょ
う
。
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環
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災
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延
沢
駐
在
所
に

丸
山
正し

ょ

う

一い

ち

さ
ん
が
着
任

　
そ
の
他
、建
物
の
周
囲
に
防

犯
用
の
砂じ

ゃ

利り

を
敷
き
詰
め
る
、

ご
み
箱
や
は
し
ご
な
ど
、侵
入

の
足
場
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
な

物
を
置
か
な
い
こ
と
も
効
果
が

あ
り
ま
す
。

＊文　芸
俳　句 短　歌開成俳句会 ともしび短歌会 十二月詠一月吟

蜜
柑
狩
手
柄
ば
な
し
の
膨ふ

く

ら
み
ぬ	

下
澤　

操
子	

　
　
　
　
　

蜜み

か

ん柑
は
馴
染
み
深
い
果
物
で
正
月
に
は
欠
か
す
事
が
出
来
ず
、
冬
の
果
物
の
主
役

　
　
　
　

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
冬
の
季
語
の
代
表
で
も
あ
り
ま
す
。〈
青
み
か
ん
〉
は
秋
の
季

　
　
　
　

語
で
す
。
さ
て
記
掲
句
は
〈
蜜
柑
狩
り
〉
を
楽
し
ん
で
い
る
景
で
す
。
蜜
柑
狩
り
の

　
　
　
　

休
憩
中
か
、
終
っ
て
か
ら
の
団だ

ん

欒ら
ん

の
時
か
、
誰
か
の
〈
手
柄
話
〉
が
大
袈
裟
な
の
で

　
　
　
　

あ
る
。
回
り
の
方
々
も
そ
の
話
の
〈
膨
ら
み
〉
を
楽
し
ん
で
い
る
。
青
空
の
下
の
蜜

　
　
　
　

柑
狩
り
の
一
コ
マ
を
巧
み
に
詠
ん
だ
佳
句
で
す
。	

新
井
た
か
志　

選

年
玉
を
渡
す
倖
せ
老
の
春	

波
多
野
す
み
枝

太
氷
柱
ど
ん
な
音
色
か
奏
で
た
し	

有
賀　

孝
子

溜
息
の
ひ
と
つ
を
落
す
冬
田
か
な	

遠
藤
ま
つ
子

祝
喜
寿
と
篆て

ん

書し
ょ

に
書
け
り
初
硯	

遠
藤
マ
ツ
エ

格
言
に
決
意
新
た
や
初
暦	

遠
藤
美
津
子

今
朝
の
春
新
ら
の
前
掛
け
凛
と
締
め	

奥
津
ち
わ
き

一
万
歩
目
指
す
媼お

う
な

の
冬
田
道	

瀬
戸　

悦
子

健
や
か
に
産う

ぶ

土す
な

神
に
初
詣	

濱
本　

主
雄

鷺
降
り
る
冬
田
俄
か
に
華
や
げ
り	

遠
藤
シ
ヅ
子

足
柄
の
冬
田
に
遺の

こ

る
祀ま

つ

り
石	

新
井
た
か
志

寡か

婦ふ

と
な
り
七
十
余
年
を
働
き
し

　

母
の
背
中
も
流
せ
ず
逝ゆ

か
し
む	

府
川
ハ
ツ
エ

　
　
　
　
　
　

作
者
の
ご
母
堂
は
、
未
亡
人
後
、
子
ど
も
達
の
為
に
七
十
余
年
働
き
、
立
派
に

　
　
　
　
　

育
て
ら
れ
た
。
作
者
は
亡
き
ご
母
堂
を
思
う
と
、
自お

の

ず
と
感
謝
で
一
杯
に
な
る
。

　
　
　
　
　
「
下
の
句
」
の
表
現
が
万
感
に
迫
り
、
読
者
に
も
強
い
余
韻
を
与
え
る
。

今
年
ま
た
実
の
な
き
花
梨
は
詫わ

び
る
如ご

と

　

葉
の
茂
る
ま
ま
冬
を
迎
へ
り	
諸
星　

末
子

　
　
　
　
　
　

収
穫
を
期
待
し
て
い
た
花
梨
は
、
今
年
も
実
ら
ず
葉
だ
け
が
茂
り
冬
を
迎
え
た

　
　
　
　
　

と
い
う
。
作
者
は
そ
の
花
梨
の
立
場
を
思
い
遣や

り
、「
詫
び
る
ご
と
」
と
温
か
く

　
　
　
　
　

捉
え
、
来
季
こ
そ
は
と
期
待
す
る
気
持
ち
が
そ
こ
か
ら
読
み
と
れ
る
。

好
き
な
言
葉
数
数
あ
れ
ど

　
「
少
年
よ
大
志
を
抱
け
！	

…
」
は
勇
気
湧
く
な
り	

石
井
は
ま
江

　
　
　
　
　
　
「
少
年
よ
…
」
の
言
葉
は
、
ク
ラ
ー
ク
博
士
が
現
在
の
「
北
大
」
を
去
る
時
に

　
　
　
　
　

説
い
た
こ
と
で
有
名
。
作
者
は
、
勇
気
を
与
え
続
け
る
と
し
て
、
多
数
の
好
き
な

　
　
　
　
　

言
葉
の
中
か
ら
選
ん
だ
。
時
代
を
超
え
て
輝
く
箴し

ん

言げ
ん

と
言
え
る
。

※
北
大
＝
北
海
道
大
学
。
箴
言
＝
教
訓
や
戒
め
と
な
る
短
い
言
葉
。
金
言
。

	

近
藤　
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選

図書室だより（２月)
町民センター３階

【開室時間】火〜金曜日　10：00〜20：30　
　　　　　　土・日曜日　10：00〜17：00
　　　　　　祝日(11日)　10：00〜17：00
【休 室 日】毎週月曜日

※貸し出し冊数は４冊まで、期限は２週間です

今月のこの１冊 新しく購入した図書（主なもの）

みんな集まれ！子どもの広場・おはなし会

毎月１日は、【開成ファミリー読書デー】
家族みんなで本を読もう！

●家庭・地域・学校などでの読書活動を推進するため、
開成町では毎月１日を「開成ファミリー読書デー」にし、
読書活動を推進します。

◇子どもの広場
　内　容　「つるしびな」をつくります
　日　時　２月 15 日㈯　10：00 ～
　持ち物　はさみ
　対　象　５歳（保護者同伴）～
　場　所　町民センター２階　小会議室A
　　申し込みは直接図書室へ　または、☎ 82-5221

◇おはなし会（第２土曜日、第３水曜日）
　日　時　２月８日㈯　10：30 ～
　　　　　２月19日㈬　15：00 ～
　場　所　町民センター３階図書室
　　申し込みはいりません

はなとゆめ　　　　　　　　　　　　　冲
うぶ

方
かた

丁
とう

　「春はあけぼの」
　平安時代の随筆文学「枕草子」は誰もが学校で出
会い、冒頭の文章を諳んじる方もいるであろう。
　本書は、清少納言が中宮定子に女房として仕えな
がら「枕」をものするまでの
道筋がつづられている。
　作者は「天地明察」で江戸
の天文学者を、「光圀伝」で
猛々しい副将軍を書いてきた。
　この本では、「高い教養を
誇る勝気な女房」とは少し違
う女性像で、清少納言に静か
に一人語りさせている。

●　一　般　書　●
・原罪	 遠

えん

藤
どう

武
たけ

文
ふみ

・宝の山	 梶
かじ

よう子
・Qrosの女	 誉

ほん

田
だ

哲
てつ

也
や

・漁師の愛人	 森
もり

絵
え

都
と

・その鏡は嘘をつく	 薬
やく

丸
まる

岳
がく

・爛	 瀬
せ

戸
と

内
うち

寂
じゃく

聴
ちょう

・ディア・ライフ	 アリス・マンロー
●　児　童　書　●

・木かげの秘密	 浅
あさ

野
の

竜
りゅう

・あしってエラい！	 大
おお

島
しま

妙
たえ

子
こ

・ほんとうのおにごっこ	 筒
つつ

井
い

敬
けい

介
すけ

・カエルのおひっこし	 ルーシー・ダニエルズ
・ゾウと旅した戦争の冬	 マイケル・モーパーゴ


