
1
名古屋市鶴舞中央図書館

第五回

開館１００周年プレ企画　　図書館のルーツを求めて

名古屋市鶴舞中央図書館

司書の顔がうっすら見えるマガジン

めがね

いっ
しょにペ

ージをめくろう
いっ
しょにペ

ージをめくろう

名古屋市図書館１００周年名古屋市図書館１００周年



中日新聞　昭和 56年 9月 6日朝刊の記事

中日新聞の許可を得て転載しています。

世は空前のご先祖探しブーム。図書館にも

毎日のように家系図を求めるお客さんがい

らっしゃいます。

ならばそのブームに乗っかって、図書館の

歴史を振り返ってみるのもいいかもしれな

い。奇しくも来年は図書館が開館してちょ

うど 100年。過去をたどる絶好の機会です。

そう思っていた矢先、偶然にも右の記事を

見つけました。今から約 40年前、まだ図

書館が古い建物だった時代の様子を、当時

の職員が映像に残したというのです。今回、

さまざまな方の協力を得て、その映像を探

し出すことに成功。あわせて当時を知る

OBの方々にお話を聞くことができました。

40年というと、およそ人が働きはじめて定

年を迎えるまでの時間です。歴史が動くに

はちょっと短い、だからこそ気を付けてい

ないとあっという間に忘れられてしまう時

間。それを書き残したい。

図書館と、そこで働く人間のささやかな営

みを読み取っていただけるとうれしいです。

第五回

開館１００周年プレ企画

図書館のルーツ
を求めて

お茶が好きで、体操が得意で、ものごとをすぐ実行に移す

いるか。 ビールが好きで、よく詩や小説を書き、ものごと

をじっくり考えてみるくじら。 ふたりは見た目も性格もち

がうけれど、お互いのことを大切に思う気持ちは同じです。

本が好きなくじらは、口の中にりっぱな書斎を持っていま

す。そして心理学など、「学」という字のつく本をよむときは、

めがねをかけることにしているのです。

あるとき、いるかがくじらを訪ねると、くじらは本をよん

でいないのにめがねをかけていました。理由は「哲学的な

一日」を送ろうと思ったから。

それを聞いているかは言います。「あんた、いつだって、て

つがくてきじゃない！」。

賢そう、頭が良さそうといったイメージのあるめがねです

が、本当にそうであるかは、その人の内から自ずとにじみ

出て伝わるものなのですね。

ともだちは海のにおい
 工藤直子／作　長新太／絵　理論社

め が ね な 一 冊

今
回
は
登
場
す
る
４
人
中
、
２
人
は
マ
ス
ク
を
と
っ
て
の
撮
影
に
成
功
し
た
も
の
の
、
残
り
の
２
人
は
顔
出
し
Ｎ
Ｇ
と
い
う
こ
と
で
似
顔
絵
に
。
開
館
99
年
目
も
う
っ
す
ら
が
止
ま
り
ま
せ
ん
。

この冊子は、図書館で働いている私たちのことを

うっすら知ってほしいという思いで作っています。

名前の由来は図書館司書＝めがねというイメージ

から。

めがねとは

＊図書館の中での置き場所などくわしいことはおたずねください。

What's this magazine ?
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８
ｍｍ
フ
ィ
ル
ム
で
振
り
返
る

昔
の
鶴
舞
中
央
図
書
館
っ
て
こ
ん
な
と
こ
ろ
だ
っ
た
！

下から丸見えのすけすけ構造。スカート厳禁。当時は多くの本が
書庫に入っていたため、お客さんは読みたい本を窓口で請求し、
それを受けて職員が書庫（5階もある！）の中を全力疾走して取
りに行くというスタイルでした。

書庫請求するために、
読みたい本の目録カードを
探すお客さん。

そよかぜ食堂という名なのに全然そよかぜが
吹かなさそうな食堂があった

パソコンのなかった時代、本の情報は目録カード
（題名や著者名などが書かれたカード）で管理して
いました。そのカードはタイプライターを使って

作成。今とは違うスキルが必要でした。

1階と 2階は吹き抜けになっていました。

児童室で大好き
な本に没頭する

子、

おはなし会で夢
中になっておは

なしを聞く子、

みんなみんなか
わいい！現在は

40～50代になって
いるはず。

この頃のこと、
覚えている方は

いるでしょうか
。

事務室の汚い机…
散らかり具合は今と変わりません。

点字文庫もこのときすでにありました。

映
像
は
も
し
か
し
た
ら
100
周
年
企
画
の

ひ
と
つ
と
し
て
み
な
さ
ん
に
も
観
て
い
た

だ
け
る
…
か
も
。
お
楽
し
み
に
！

40年前も子ども
はやっぱりかわ

いかった

「黒澤明の映画から抜け出たような」（古田部さん談）ザ・昭和の雰囲気
だったとか。食堂内には鶴舞図書館ノートが置いてあり、訪れた人たち
がメッセージを書き残したそうです。

書
庫
の
床
が
す
け
す
け
だ
っ
た

タイプライターが現役だった

大
正
時
代
に
開
館
し
た
初
代
図
書
館
は
、
残
念
な
が
ら
戦
災
で
焼
失
。
今
回
ご
紹
介
す
る
の
は
、
そ
の
後
に
建
て
ら
れ
た

建
物
で
す
。
昭
和
27
年
に
開
館
し
、次
の
建
物
に
替
わ
る
ま
で
の
約
30
年
間
、戦
争
を
生
き
の
び
た
人
た
ち
の
「
学
び
た
い
」

「
知
り
た
い
」
に
応
え
つ
づ
け
ま
し
た
。
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当時を知る方の証言 映像を作った研究会に所属していた
古田部純子さんのおはなし

卓球に興じる若かりし頃の酒徳さん（左）

この頃は図書館の中に児
童サービス、ヤングアダ
ルトサービスなどいくつ
もの研究会があり、自分
の関心のあることについ
てより深く勉強すること
ができました。わたしは
この映像を制作した「ネットワーク研究会」に所
属していました。制作には直接は関わっていない
のですが、担当されていた方がとても熱心で、当
時の様子を映像に残しておきたいという強い思い
があったのだと思います。
ネットワーク研究会では、図書館同士のやりとり
の仕組み、たとえばそれぞれの図書館にある本を
貸し借りしてお客さんに利用してもらう方法など
を研究していました。今はコンピュータで管理し
ているので、どこの図書館にどんな本があるかす
ぐにわかりますが、それを当時は手動でやってい
たわけです。むしろその仕組みがきっちりしてい
たために、わざわざ切り替える必要はないと、コ
ンピュータの導入がなかなか進まなかったくらい
でした。
良い時代だったと思います。研究会は図書館の研
修計画の中に位置づけられていたため、仕事とし
て行うことができました。他県で開催される研究
集会に行き、そこで情報交換をしたり、つながり
を深めたりすることもできました。今働いている
みなさんはとても多忙で、そういった機会を持ち
づらくなってしまったのは残念ですね。何かを深
く学んで、それを形にするためには、ある程度の
余裕が必要なように思います。

旧鶴舞中央図書館で働いていた
酒徳重典さんのおはなし

に卓球などをしていました。好きな人たちが集
まってやっていたという感じです。ときにはソ
フトボールもやっていて、図書館チームとして
市職員の大会にも出ていました。弱かったです
が（笑）。
あの頃は今より娯楽が少なかったですし、職員
同士、仕事以外のつながりも強かったと思いま
す。何かといえば理由をつけてよく飲み会を開
いていました。毎週のように飲みに行っていた
人もいましたね。忘年会も、あるときは知多の
方まで遠出して一泊し、翌日はいっしょに釣り
に行ったこともありました。
わたし自身は図書館人生の多くを整理課で過ご
したので、レファレンス（調べ物の相談）など
のいわゆる「司書らしい」仕事はあまりやって
きませんでした。整理課の仕事の中で、一番大
きかったのは、やはりコンピュータの導入で
しょうか。最初は目録カード（本の情報が書
いてあるカード）を機械化するところからはじ
めました。それまでは手書きか、タイピングで
職員が一枚一枚作っていたのを、機械で印字で
きるようにしたのです。名古屋市のコンピュー
タ導入は比較的早く、システム開発の会社も最
初は図書館のことがよくわかっていなかったの
で、図書館の要望を理解してもらうのが大変で
した。
今ではコンピュータで当たり前のように図書館
の情報を管理していますが、導入当時は反発も
ありました。理由はいくつか考えられますが、
人間は慣れ親しんだ環境を取り上げられると
（便利になるとわかっていても）拒否反応を引
き起こす生き物なのだと思います。
これからの図書館に望むことは、大変でしょう
ががんばってくださいということくらいです。
年配者が出しゃばって言うことは特にないで↗　

建て替え前の図書館で 1
年半ほど勤務しました。
その頃はエレベータも
ブックトラックもなかっ
たので、本は全部手で抱
えて運んでいました。遅
番のときも朝は同じ時間
に出勤していた（※現在はシフト制）ので、そ
の日はだいたい 10 時間くらい働いていたこと
になりますね。そう考えるとなかなかハードで
した。
映像にあるとおり旧書庫の床は「すのこ」です
けていました。薄暗かったとはいえ、床下が気
になる女性職員は多かったと思います。古い建
物だったので、夏は暑く、冬は寒かったです。
特に書庫の最上階は、夏には熱気がこもって独
特なにおいがしていたのを覚えています。今思
えば、戦災で焼け残った什器や資料のにおい
だったのかもしれません。
1階にあった「そよかぜ食堂」は早くて安いの
でよく利用しました。裏メニューで「カツ別」
というのがあって、カツ丼のカツとごはんを
別々に出してもらっていたのを覚えています。
昼休憩は早めにごはんをすませて、残りの時間

Wing（ダブリング）のこと

ネットワーク研究会で作った「図書館用語豆
事典」（1979 年）の中に「Wing（ダブリン
グ）」という項目があります。意味は「ダブっ
て何かをする」こと。今ではカウンター業務
のかたわら自分の仕事をするのは当たり前で
すが、当時は「非情（原文ママ）な状態」と
みなされていました。

↘す。次の世代の人たちがやりたいようにやれば
いいし、よくないと思ったものはどんどん変えて
いけばいい。その代わり、変えるなら状況をよく
検証して、覚悟を持って臨むこと。場当たり的な
ことばかりしていてはだめです。
自分が長年関わってきた仕事や、積み上げてきた
ものが変えられることにも、特にこだわりはあり
ません。大事なのは、昨日ではなく今日です。明
日につなげる今日です。今をちゃんと生きてくだ
さい。
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—

館
長
に
就
任
さ
れ
た
と
き
は
、
す
で
に
コ
ロ
ナ
禍
ま
っ
た
だ
中
で
し
た
ね
。

図
書
館
の
あ
り
方
を
見
直
す
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、
自
宅
に
い
な
が

ら
本
を
楽
し
め
る
よ
う
電
子
書
籍
サ
ー
ビ
ス
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
ま
し
た
。
こ
れ
は
感
染
防

止
対
策
に
な
る
と
同
時
に
、
今
ま
で
家
が
遠
い
な
ど
の
理
由
で
図
書
館
ま
で
気
軽
に
来
ら

れ
な
か
っ
た
人
た
ち
に
も
使
っ
て
も
ら
え
ま
す
。
「
非
来
館
型
」
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
ニ
ー
ズ
は
今
後
も
高
い
と
思
い
ま
す
し
、
他

に
で
き
る
こ
と
は
な
い
か
引
き
続
き
考
え
て
い
き
た
い
で
す
。

—

館
長
に
な
る
ま
で
に
も
、き
っ
と
い
ろ
い
ろ
な
取
り
組
み
を
さ
れ
て
き
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。
印
象
に
残
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

守
山
図
書
館
で
係
長
を
し
て
い
た
と
き
に
、
開
館
30
周
年
で
何
か
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
通
常
は
６
冊
貸
出
の
と
こ
ろ
、

夏
休
み
中
は
ク
イ
ズ
に
正
解
で
き
た
ら
８
冊
貸
出
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
実
は
、
貸
出
冊
数
は
名
古
屋
市
図
書
館
の
全
館
に
関

わ
る
こ
と
な
の
で
、
簡
単
に
変
え
て
は
い
け
な
か
っ
た
ら
し
く
、
中
央
館
か
ら
呼
び
出
し
を
く
ら
っ
て
怒
ら
れ
ま
し
た
(
笑
)。
で
も

実
際
に
や
っ
て
み
た
ら
子
ど
も
に
も
大
人
に
も
好
評
で
。
ク
イ
ズ
に
答
え
な
い
と
い
け
な
い
の
で
、
お
客
さ
ん
と
職
員
と
の
間
で
会

話
も
生
ま
れ
て
よ
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
わ
た
し
も
ク
マ
の
着
ぐ
る
み
を
着
て
接
客
し
ま
し
た
。

—

す
て
き
で
す
ね
！

も
ち
ろ
ん
、
全
部
を
ひ
と
り
で
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
で
す
か
ら
、
周
り
の
人
た
ち
の
力
も
大
き
か
っ
た
で
す
よ
。
わ
た
し
は
自
分

自
身
の
や
り
た
い
こ
と
よ
り
も
、
他
の
人
た
ち
の
や
り
た
い
こ
と
や
得
意
な
こ
と
を
、
今
求
め
ら
れ
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
と
結
び
つ
け

て
実
現
さ
せ
て
い
く
方
が
向
い
て
い
る
し
、
好
き
で
す
ね
。

実
は
わ
た
し
は
名
古
屋
市
図
書
館
で
働
い
て
い
る
期
間
は
そ
ん
な
に
長
く
な
い
ん
で
す
よ
。
10
年
ほ
ど
短
大
の
図
書
館
で
働
い
て
、

係
長
に
昇
任
す
る
と
同
時
に
こ
ち
ら
に
来
ま
し
た
。
最
初
は
基
本
的
な
用
語
な
ど
も
わ
か
ら
な
い
状
態
で
、
何
で
も
周
り
に
教
え
て

も
ら
い
な
が
ら
仕
事
を
し
て
き
ま
し
た
。
今
で
も
実
務
経
験
豊
か
な
職
員
さ
ん
た
ち
の
こ
と
を
と
て
も
頼
り
に
し
て
い
ま
す
。

ざ
っ
く
り
わ
か
る

名
古
屋
市
図
書
館

100
年
の
あ
ゆ
み

大
正
12
年　

開
館

昭
和
20
年　

空
襲
で
焼
け
る
。
７
年
後
、

新
館
（
４
ペ
ー
ジ
）
開
館

昭
和
32
年　

中
央
館
に
伊
藤
圭
介
像

が
立
つ

昭
和
34
年　

伊
勢
湾
台
風
襲
来

被
害
を
受
け
た
地
域
の
子
ど
も
た
ち
を
元
気
づ

け
よ
う
と
、自
動
車
図
書
館
が
本
を
届
け
て
回
る

昭
和
44
年　

中
央
館
の
全
室
に
冷
房
が
入
る
。

や
っ
た
ね
！

昭
和
48
年　

開
館
50
周
年
。
ロ
ス

と
姉
妹
都
市
へ
。
後
に
中
央
館

へ
趣
深
い
オ
ブ
ジ
ェ
（
？
）
が

贈
ら
れ
る

昭
和
52
年　

中
区
を
の
ぞ
く
す
べ
て
の
区
に
図

書
館
設
置

昭
和
59
年　

現
在
の
中
央
館
開
館

年　

中
央
館
に
伊
藤
圭
介
像

周
年
。
ロ
ス

応
接
室
に
は
、
江
戸
時
代
の
尾
張
に
あ
っ
た
貸
本
屋
・

大
惣
（
だ
い
そ
う
）
の
絵
が
。
な
か
な
か
の
充
実
ぶ
り

だ
っ
た
よ
う
で
、か
の
坪
内
逍
遥
が
「
心
の
ふ
る
さ
と
」

と
言
っ
た
と
か
。
う
ち
の
図
書
館
も
い
つ
か
そ
う
呼

ば
れ
る
こ
と
を
目
指
し
ま
す
！

ど
う
な
る
？
こ
れ
か
ら
の
名
古
屋
市
図
書
館

わ
れ
ら
が
ボ
ス
に
聞
い
て
み
た

市
内
に
21
館
！

そ
の
す
べ
て
を
統
べ
る
大
沢
中
央
館
長
に
、

図
書
館
へ
の
熱
い
思
い
を
聞
い
て
み
ま
し
た
。

名
古
屋
市
図
書
館

年　

空
襲
で
焼
け
る
。
７
年
後
、

平
成
８
年　

全
館
が
オ
ン
ラ
イ
ン
で
つ
な
が
る

平
成
９
年
〜　

面
積
が
大
き
い
区
に
は
も
う
ひ

と
つ
図
書
館
が
で
き
る

平
成
22
年　

現
在
の
21
館
体
制
に

平
成
29
年　

東
日
本
大
震
災
の
復
興
支
援
の
ひ

と
つ
と
し
て
、
陸
前
高
田
市
に
田
中
さ
ん
（
次

ペ
ー
ジ
）
が
派
遣
さ
れ
る

令
和
５
年　

開
館
100
周
年
!

—

名
古
屋
市
図
書
館
の
い
い
と
こ
ろ
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
？

市
内
に
21
館
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
い
っ
せ
い
に
同
じ
こ
と
を
す
る
と
き
の
発
信
力
は
す
ご
い
と
思
い
ま
す
。
一
方
で
、
い
つ
も
同
じ

で
な
く
て
も
い
い
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
館
で
い
ろ
ん
な
行
事
や
取
り
組
み
が
で
き
る
の
も
強
み
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
が
独

自
の
カ
ラ
ー
を
打
ち
出
せ
れ
ば
、
誰
か
し
ら
の
琴
線
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
ら
。

最
近
は
こ
こ
に
も
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
※
１
の
よ
う
に
、
建
物
館
と
ま
っ
た
く
同
じ
サ
ー
ビ
ス
は
で
き
な
く
て
も
、
市
民
の
み
な
さ
ん
の

よ
り
身
近
な
場
所
に
「
本
と
出
合
え
る
場
」
が
増
え
る
と
い
い
な
と
考
え
て
い
ま
す
。

—

今
ま
で
図
書
館
を
使
っ
て
い
な
か
っ
た
人
た
ち
に
も
利
用
し
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。

少
し
で
も
多
く
の
人
た
ち
に
読
む
喜
び
を
知
っ
て
ほ
し
い
で
す
し
、そ
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
努
力
を
続
け
て
い
き
た
い
で
す
。
た
だ
、

読
書
体
験
と
い
う
の
は
必
ず
し
も
図
書
館
の
本
だ
け
で
得
ら
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
目
が
見
え
な
い
方
に
サ
ピ
エ

図
書
館
※
２
を
紹
介
し
た
り
、
保
健
所
で
の
読
み
聞
か
せ
事
業
※
３
を
通
じ
て
家
に
あ
る
本
を
親
子
で
楽
し
む
習
慣
を
身
に
つ
け
て

も
ら
っ
た
り
、
そ
う
し
た
取
り
組
み
は
貸
出
実
績
に
は
現
れ
ま
せ
ん
が
、
図
書
館
の
大
事
な
役
割
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

—

来
年
は
い
よ
い
よ
100
周
年
で
す
が
、
何
か
特
別
な
企
画
は
あ
り
ま
す
か
？

具
体
的
に
は
ま
だ
言
え
な
い
の
で
す
が
、
市
民
の
方
た
ち
に
参
加
し
て
も
ら
え
る
よ
う
な
企
画
を
考
え
て
い
ま
す
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

さ
ん
な
ど
、
今
ま
で
図
書
館
を
支
え
て
き
て
く
れ
た
人
た
ち
と
も
何
か
い
っ
し
ょ
に
や
れ
た
ら
い
い
で
す
ね
。
普
段
図
書
館
を
よ
く

利
用
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
方
々
に
楽
し
ん
で
も
ら
え
る
と
同
時
に
、
初
め
て
の
方
々
に
も
関
心
を
持
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
年
に

し
た
い
で
す
。

用
語
解
説

※
１　

こ
こ
に
も
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー:

地
域
の
ち
ょ
っ
と
し
た
ス
ペ
ー
ス
を
間
借
り
し
て
作
ら
れ
た
ミ
ニ
図
書
館
。
現
在
市
内
に
３
カ
所
。
親
子
で
楽

し
め
る
絵
本
や
児
童
書
が
並
ぶ
ほ
か
、
不
定
期
で
イ
ベ
ン
ト
も
。

※
２　

サ
ピ
エ
図
書
館:

視
覚
障
害
の
あ
る
方
向
け
の
全
国
的
な
オ
ン
ラ
イ
ン
サ
ー
ビ
ス
。
会
員
に
な
る
と
、
点
字
図
書

・
録
音
図
書
の
書
誌

情
報
や
デ
ー
タ
の
利
用
な
ど
が
で
き
る
。

※
３　

保
健
所
で
の
読
み
聞
か
せ
事
業:

市
内
の
保
健
所
に
て
乳
幼
児
健
診
時
に
、
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
や
、
お
す
す
め
絵
本
リ
ス
ト
の
配
布

な
ど
を
実
施
し
て
い
る
。

９ ８



古
典
に
な
る
か
ら
大
丈
夫
」と
言
っ
て
く
れ
て
、ほ
っ

と
し
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
読
む
の
が
あ
ま
り

速
く
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
松
岡
享
子

さ
ん
※
が
、
速
け
れ
ば
い
い
わ
け
で
は
な
く
て
ゆ
っ

く
り
自
分
の
中
に
落
と
し
込
ん
で
読
め
て
い
る
な
ら

そ
れ
で
い
い
と
仰
っ
て
い
た
の
も
心
強
か
っ
た
で
す

ね
。
あ
と
は
研
修
や
児
図
研
な
ど
に
参
加
し
た
り
。

︱
児
図
研
で
は
ど
ん
な
こ
と
を
し
て
い
る
ん
で
す

︱
児
図
研
で
は
ど
ん
な
こ
と
を
し
て
い
る
ん
で
す

か
？
か
？

絵
本
や
児
童
書
な
ど
の
課
題
図
書
を
読
ん
で
意
見
を

言
い
合
っ
た
り
、
ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
を
実
演
し

合
っ
た
り
、
講
師
を
招
い
て
講
演
会
を
開
い
た
り
と

色
々
し
て
い
ま
す
。
司
書
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
児

童
の
読
書
活
動
に
携
わ
る
人
達
の
勉
強
と
交
流
の
場

で
す
。
児
図
研
の
活
動
で
は
な
い
で
す
が
、
講
師
を

し
て
く
だ
さ
っ
た
池
田
正
孝
先
生
と
児
童
文
学
の
舞

台
を
訪
ね
る
旅
と
し
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
行
っ
た
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

︱
素
敵
で
す
ね
！　
行
っ
て
み
た
い
！

︱
素
敵
で
す
ね
！　
行
っ
て
み
た
い
！

ウ
ィ
ン
メ
ル
ビ
ー
と
い
う
村
に
あ
る
リ
ン
ド
グ
レ
ー

ン
の
テ
ー
マ
パ
ー
ク
が
す
ご
く
楽
し
く
て
お
す
す
め

で
す
。
や
か
ま
し
村
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
村
に
も

行
っ
て
、
藁
の
山
に
飛
び
込
ん
だ
り
し
た
の
は

い
い
思
い
出
︵
笑
︶。

︱
田
中
さ
ん
の
天
真
爛
漫
さ
が
伝
わ
る
エ
ピ

︱
田
中
さ
ん
の
天
真
爛
漫
さ
が
伝
わ
る
エ
ピ

ソ
ー
ド
で
す
ね
︵
笑
︶︒　

ソ
ー
ド
で
す
ね
︵
笑
︶︒　
子
ど
も
と
の
関
わ
り

子
ど
も
と
の
関
わ
り

で
特
に
印
象
に
残
っ
て
い
る
思
い
出
は
あ
り
ま
す

で
特
に
印
象
に
残
っ
て
い
る
思
い
出
は
あ
り
ま
す

か
？
か
？

沢
山
あ
る
か
ら
悩
み
ま
す
ね
。
港
図
書
館
に
い

た
と
き
に
顔
な
じ
み
に
な
っ
た
子
が
、
鶴
舞
中

央
図
書
館
の
２
階
ま
で
わ
ざ
わ
ざ
会
い
に
来
て

く
れ
た
こ
と
と
か
。
あ
と
、小
学
校
に
行
っ
て﹃
も

の
ぐ
さ
ト
ミ
ー
﹄
の
読
み
聞
か
せ
を
し
た
と
き

に
、「
本
っ
て
こ
ん
な
に
面
白
い
な
ん
て
知
ら
な

か
っ
た
よ
」
と
言
い
に
き
て
く
れ
た
子
が
い
て
、

そ
れ
も
忘
れ
ら
れ
な
い
で
す
ね
。

︱
司
書
冥
利
に
尽
き
ま
す
ね
！

︱
司
書
冥
利
に
尽
き
ま
す
ね
！

本
当
に
。
別
に
子
ど
も
自
身
が
夢
中
に
な
れ
る

も
の
や
打
ち
込
め
る
も
の
が
あ
る
の
な
ら
、
無

理
に
本
を
読
ま
な
く
て
も
い
い
と
思
っ
て
は
い

ま
す
。
で
も
本
に
携
わ
っ
て
い
る
の
で
、
一
人

で
も
本
好
き
が
増
え
て
く
れ
れ
ば
そ
れ
は
や
っ

ぱ
り
嬉
し
い
で
す
ね
。

※
松
岡
享
子
さ
ん
：
児
童
文
学
者
︒
東
京
子
ど
も
図
書
館　

の
設
立
者
の
一
人

︱
も
と
も
と
児
童
担
当
を
目
指
し
て
い
た
ん

︱
も
と
も
と
児
童
担
当
を
目
指
し
て
い
た
ん

で
す
か
？

で
す
か
？

全
然
そ
う
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
で
す
。

働
き
始
め
た
当
初
は
一
般
担
当
だ
っ
た
ん
で

す
が
、
先
輩
が
児
図
研
に
誘
っ
て
く
れ
て
、

流
さ
れ
る
が
ま
ま
に
入
っ
て
勉
強
は
し
て
い

ま
し
た
。
そ
の
後
、
児
童
担
当
に
な
っ
た
こ

と
も
あ
っ
て
ど
ん
ど
ん
の
め
り
こ
ん
で
い
っ

た
感
じ
で
す
。

︱︱
一
般
担
当
か
ら
児
童
担
当
に
な
っ
た
と
き

一
般
担
当
か
ら
児
童
担
当
に
な
っ
た
と
き

は
ど
う
で
し
た
か
？

は
ど
う
で
し
た
か
？

大
人
と
は
違
う
子
ど
も
た
ち
の
ダ
イ
レ
ク
ト

な
反
応
に
驚
き
ま
し
た
。
こ
れ
こ
そ
が
児
童

担
当
の
醍
醐
味
な
ん
で
す
よ
ね
。
子
ど
も
だ

か
ら
と
い
っ
て
侮
れ
な
い
。
最
初
の
頃
は
そ

の
正
直
さ
が
怖
か
っ
た
で
す
。
だ
っ
て
読
み

聞
か
せ
や
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
を
楽
し
ん
で
く
れ

て
い
る
か
ど
う
か
す
ぐ
に
わ
か
っ
て
し
ま
う
の
で
。
た

だ
、
そ
の
一
方
で
、
い
わ
ゆ
る
「
ウ
ケ
る
」
か
ど
う
か

に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
て
は
だ
め
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
つ

ま
ら
な
さ
そ
う
で
、
全
然
聞
い
て
く
れ
て
い
な
い
よ
う

に
見
え
る
子
で
も
、
そ
の
子
の
心
の
ど
こ
か
に
は
残
っ

て
く
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
ら
。

︱
子
ど
も
の
本
で
あ
っ
て
も
︑
や
っ
ぱ
り
勉
強
っ
て
必

︱
子
ど
も
の
本
で
あ
っ
て
も
︑
や
っ
ぱ
り
勉
強
っ
て
必

要
な
ん
で
す
よ
ね
︒

要
な
ん
で
す
よ
ね
︒

そ
り
ゃ
も
ち
ろ
ん
！　
最
初
は
知
識
が
足
り
な
い
せ
い

で
先
輩
た
ち
の
雑
談
す
ら
よ
く
わ
か
ら
な
く
て
す
ご
く

焦
り
ま
し
た
。
勉
強
し
な
い
と
！
っ
て
。

︱
ど
の
よ
う
に
勉
強
し
て
い
っ
た
ん
で
し
ょ
う
か
？

︱
ど
の
よ
う
に
勉
強
し
て
い
っ
た
ん
で
し
ょ
う
か
？

と
に
か
く
読
む
。
い
い
と
さ
れ
る
本
を
沢
山
読
ん
で
自

分
の
中
に
ち
ゃ
ん
と
基
準
を
つ
く
る
。
こ
れ
は
絶
対
だ

と
思
い
ま
す
。
古
典
を
も
っ
と
読
ま
な
け
れ
ば
と
焦
っ

て
い
た
頃
に
、
先
輩
が
「
今
読
ん
で
い
る
本
も
い
ず
れ

児
童
担
当
歴
は
20
年
以
上
、
仕
事
以
外
に
も
児
童
図
書
館
研
究
会︵
通
称
：
児
図
研
︶や

小
澤
俊
夫
氏
主
宰
の
昔
話
の
再
話
研
究
会
に
所
属
し
て
い
る
田
中
さ
ん
に
、
児
童
担
当

の
魅
力
や
子
ど
も
と
本
に
つ
い
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
て
み
ま
し
た
。

『よみからかす』飯田治代／著　ゆいぽおと

尊敬する大先輩の著書。圧倒的な読書量に驚愕です。

『たくさんのふしぎ』　福音館書店

児童担当の時は福音館の絵本雑誌系には目を通すよ

うにしていました。「地下につくられた町カッパドキ

ア」と「バルセロナ建築たんけん」で興味を持って

実際にトルコとスペインに見に行ってきました。今

でも大好きな場所のひとつです。

『ねえ、おきて！』さとうわきこ／作・絵　ポプラ社

大学の司書課程の読み聞かせ実習に使う絵本を、同

級生と学校の図書館で探しているときに出会った本。

みんなで大笑いした思い出があります。『よかったねネッドくん』

レミー・チャーリップ／ぶん・え　偕成社

大好きな絵本のひとつ。人生はいいこととよくない

ことの繰り返し。でも最後は「よかった！」で終わ

りたい。幅広い年齢の子どもたちに喜んでもらえる

ので、急に読み聞かせをしなくてはいけないときの

お助け本でもあります。自分でも買って、ネッドく

んを引きだしにひそませていました。

思い入れのある本

田
中
里
枝
子
さ
ん

　（
奉
仕
第
二
係
）

図
書
館
司
書
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
！

自
由
研
究
は
終
わ
ら
な
い

第３回
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電話：052-741-3131

FAX：052-733-6337

名古屋市鶴舞中央図書館

発行：2022 年 9月

名古屋市鶴舞中央図書館について

映像に出てくる書庫の古い階段、

実は一部が今も保存されていま

す。新館を建てるとき、記念に何

か残そうということになり、「書

庫出納員の汗と涙がしみ込んだ書

庫の階段」が選ばれたそうです。

おまけ

今も残る木造の階段

この印刷物は再生紙を利用しています。感想お待ちしています。

大正時代に開館して以来、あらゆる書物をせっせと収集・保存し続け、現在の蔵書は

約140万冊。貴重な古典籍なども多く所蔵しており、一部はネット上で見ることがで

きます（くわしくは「なごやコレクション」で検索を）。去年からは電子書籍サービス

も開始。図書館に来る人も、来ない人も利用できる環境づくりを目指しています。

来年はついに 100 周年。とはいえ（記念イベントはあれど）雰囲気をがらりと変える

こともなく、これからも淡々と続けていくと思います。

みなさんも肩ひじ張らず、普段着のまま利用してください。

↑バックナンバー ↑１００周年特設ページ
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