
た
く
さ
ん
で
き
て
し
ま
い
ま
し
た
。

実
は
、
日
本
に
あ
る
図
書
館
の
多
く
が
今
も
こ
の
タ
イ

プ
で
す
。
私
は
こ
れ
を
“
第
２
世
代
”
の
図
書
館
と
呼
ん

で
い
ま
す
。
戦
後
最
初
に
G
H
Q
指
導
下
で
つ
く
ら
れ

な
が
ら
定
着
し
な
か
っ
た
“
第
1
世
代
”
の
図
書
館
に
対

し
、
貸
し
出
し
数
を
競
い
な
が
ら
市
民
に
近
づ
い
て
い
っ

た
、
こ
れ
ら
第
２
世
代
の
図
書
館
に
も
、
も
ち
ろ
ん
評
価

で
き
る
部
分
は
大
い
に
あ
る
で
し
ょ
う
（
表
）。

「
つ
な
ぐ
」機
能
を
生
か
し
た

新
世
代
の
図
書
館
像

と
こ
ろ
が
1
9
9
0
年
代
後
半
く
ら
い
か
ら
、
こ
れ

ら
第
2
世
代
の
図
書
館
に
対
し
「
無
料
貸
本
屋
」
論
争
と

も
呼
ば
れ
る
よ
う
な
疑
問
が
呈
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
た
と
え
ば
、
ひ
と
つ
の
図
書
館
で
『
ハ
リ
ー
・
ポ
ッ

タ
ー
』
を
数
十
冊
も
購
入
し
、
そ
れ
で
も
予
約
し
た
人
は

2
年
待
ち
と
い
う
よ
う
な
極
端
な
話
が
出
て
き
た
の
で
す
。

市
民
の
要
望
に
は
、
確
か
に
応
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

戦
後
の
図
書
館
は

ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
た
か
？

本
は
ヒ
ト
・
モ
ノ
・
コ
ト
を
つ
な
ぐ
存
在
で
す
。
著
者

と
読
者
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
ヒ
ト

と
ヒ
ト
を
つ
な
ぎ
、
ヒ
ト
と
モ
ノ
や
コ
ト
を
つ
な
ぐ
。
さ

ら
に
モ
ノ
と
モ
ノ
、
コ
ト
と
コ
ト
も
つ
な
ぎ
ま
す
。
本
は
、

あ
ら
ゆ
る
組
み
合
わ
せ
で
異
な
る
も
の
を
結
び
つ
け
、
出

会
い
を
生
む
こ
と
が
で
き
る
力
を
も
っ
て
い
る
。
だ
か
ら

図
書
館
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
無
限
の
つ
な
が
り
が
生

ま
れ
る
可
能
性
を
も
っ
た
場
所
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
日
本
で
は
、
多
く
の
図
書
館
が
既
成
概
念
に

縛
ら
れ
、
時
代
に
取
り
残
さ
れ
た
退
屈
な
場
所
に
な
っ
て

い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
な
ぜ
な
の
で
し
ょ
う
か
？　

歴

史
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
戦
後
日
本
で
は
図
書
館
が
Ｇ

Ｈ
Ｑ
（
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部
）
指
導
の
も
と
で

始
ま
っ
た
か
ら
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
Ｃ
Ｉ
Ｅ
（
民
間
情

報
教
育
局
）
が
各
地
に
ア
メ
リ
カ
式
の
図
書
館
を
つ
く
り
、

日
本
の
官
僚
も
熱
心
に
討
議
を
重
ね
、
な
ん
と
か
図
書
館

法
の
成
立
ま
で
漕
ぎ
つ
け
ま
す
が
、
な
か
な
か
実
態
は
伴

わ
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、
現
在
の
私
た
ち
に
な
じ
み
深
い
図
書

館
の
あ
り
方
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
が
、
1
9
6
3

年
に
出
さ
れ
た
「
中
小
都
市
に
お
け
る
公
共
図
書
館
の
運

営
」（
通
称
「
中
小
レ
ポ
ー
ト
」）、
さ
ら
に
は
1
9
7
0
年

の
「
市
民
の
図
書
館
」
と
い
う
2
つ
の
指
針
で
し
た
。
こ

れ
ら
の
影
響
を
受
け
る
形
で
定
着
し
た
の
が
、「
と
に
か

く
貸
し
出
し
数
を
増
や
そ
う
」「
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
図
書

館
サ
ー
ビ
ス
を
届
け
よ
う
」
と
い
う
考
え
方
で
す
。
移
動

図
書
館
を
充
実
さ
せ
、
児
童
書
に
力
を
入
れ
た
の
が
、
そ

の
大
き
な
特
徴
と
い
え
ま
す
が
、
結
果
と
し
て
小
説
な
ど

の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
や
、
市
民
が
読
み
た
が
る
流
行
本
を
大

量
に
購
入
し
、「
安
易
な
読
書
推
進
」
に
走
る
図
書
館
が

い
け
れ
ど
、
そ
れ
で
は
図
書
館
が
無
料
の
貸
本
屋
で
し
か

な
い
の
で
は
な
い
か
？

こ
う
い
う
批
判
の
な
か
で
新
し
く
注
目
さ
れ
て
き
た
の

が
、
い
わ
ゆ
る
「
滞
在
型
」
の
図
書
館
で
、
そ
れ
を
“
第

3
世
代
”
の
図
書
館
だ
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
要
は
、

本
の
貸
し
出
し
数
よ
り
も
、
多
く
の
人
が
ゆ
っ
く
り
時
間

を
過
ご
す
こ
と
を
意
図
し
た
図
書
館
で
す
。
快
適
な
閲
覧

席
は
も
と
よ
り
、
居
心
地
の
よ
い
カ
フ
ェ
が
併
設
さ
れ
て

い
た
り
、
他
の
文
化
施
設
（
美
術
館
や
郷
土
資
料
館
な
ど
）

や
商
業
施
設
（
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
や
駅
ビ
ル
な
ど
）
と

の
組
み
合
わ
せ
だ
っ
た
り
と
、
ゆ
っ
た
り
と
過
ご
し
て
も

ら
え
る
よ
う
な
配
慮
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

２
０
１
６
年
開
館
の
『
大
和
市
立
図
書
館
（
文
化
創
造

拠
点
シ
リ
ウ
ス
）』
や
、
２
０
１
７
年
開
館
の
『
土
浦
市
立

図
書
館
（
ア
ル
カ
ス
土
浦
）』
な
ど
は
、
そ
の
流
れ
と
い
え

る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
こ
の
第
３
世
代
に
も
問
題
が
な

い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
２
０
１
２
年
に
カ

ル
チ
ュ
ア
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
・
ク
ラ
ブ
が
佐
賀
県
の

『
武
雄
市
図
書
館
』
で
指
定
管
理
者
［
＊
1
］
と
な
り
、
県

内
初
の
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
を
併
設
し
て
話
題
と
な
り
ま
し

た
。
し
か
し
、
確
か
に
多
く
の
人
が
来
て
お
茶
を
飲
ん
で

い
る
け
れ
ど
、
ほ
と
ん
ど
本
を
読
ん
で
い
な
い
。
図
書
館

を
た
だ
の
集
客
装
置
と
し
か
見
て
い
な
い
の
で
は
な
い

か
？　

ま
た
、
グ
ル
ー
プ
企
業
か
ら
無
駄
な
蔵
書
を
大
量

購
入
し
た
り
、
Ｃ
Ｄ
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
レ
ン
タ
ル
店
を
併
設
す

る
一
方
で
、
貴
重
な
郷
土
資
料
を
大
量
に
廃
棄
す
る
な
ど
、

不
透
明
で
不
適
切
な
運
営
に
も
批
判
が
集
ま
り
ま
し
た
。

私
た
ち
「
図
書
館
と
地
域
を
む
す
ぶ
協
議
会
（
略
称
＝

図と

＆ん

地ち

協き
よ
う）」
が
活
動
を
開
始
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
に
図

書
館
が
大
き
な
変
革
期
を
迎
え
て
い
る
最
中
で
、
未
来
の

図
書
館
を
構
想
し
つ
つ
、
図
書
館
が
本
来
も
っ
て
い
る
存

在
意
義
を
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
―
―
と
主
張
し
ま
し
た
。

そ
の
頃
か
ら
、
本
や
図
書
館
が
も
っ
て
い
る
「
つ
な
ぐ
」

機
能
を
最
大
限
に
生
か
す
こ
と
で
、
地
域
づ
く
り
の
核
と

な
っ
て
、
課
題
解
決
に
積
極
的
に
取
り
組
む
“
第
４
世

代
”
図
書
館
が
注
目
さ
れ
ま
す
。
２
０
１
５
年
開
館
の

『
岐
阜
市
立
中
央
図
書
館
（
み
ん
な
の
森
ぎ
ふ
メ
デ
ィ
ア
コ
ス

モ
ス
）』
な
ど
が
そ
う
で
す
が
、
佐
賀
県
の
『
伊
万
里
市

民
図
書
館
』
や
、
長
野
県
の
『
小
布
施
町
立
図
書
館
ま
ち

と
し
ょ
テ
ラ
ソ
』［
＊
2
］
な
ど
は
、
市
民
が
図
書
館
の
設

立
や
運
営
に
積
極
的
に
参
加
し
た
事
例
と
し
て
有
名
で
す
。

私
た
ち
が
、
さ
ら
に
次
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
指
向
し
て

い
る
の
は
、
図
書
館
の
運
営
そ
の
も
の
が
ヒ
ト
・
モ
ノ
・

コ
ト
の
新
し
い
「
つ
な
が
り
」
を
創
出
し
、
地
域
の
人
材

育
成
や
雇
用
創
出
を
も
た
ら
し
、
そ
こ
に
地
域
経
済
を
循

環
さ
せ
る
よ
う
な
新
し
い
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
」
を
巻
き
起
こ
し
て
い
く
図
書
館
―
―
そ
れ
が
“
第
５

世
代
”
図
書
館
と
い
う
位
置
づ
け
で
す
。

ひ
と
口
に
第
４
世
代
か
ら
第
５
世
代
へ
と
い
っ
て
も
、

地
域
づ
く
り
の
拠
点
と
し
て
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
を
起
こ
し
て
い
く
に
は
、
た
だ
ハ
ー
ド
を
変
え
る
だ
け

で
は
不
十
分
で
、
図
書
館
の
ソ
フ
ト
す
べ
て
、
そ
れ
こ
そ

本
や
資
料
の
選
び
方
か
ら
調
達
方
法
ま
で
、
ネ
ッ
ト
対
応

や
デ
ジ
タ
ル
化
戦
略
な
ど
も
含
め
て
、
運
用
の
仕
組
み
そ

の
も
の
を
見
直
し
、
日
々
の
現
場
か
ら
変
革
を
起
こ
す
必

要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
際
に
欠
か
せ
な
い
の
が
、
既
成
概

念
を
突
破
す
る
「
図
書
館
の
自
由
」
で
あ
り
、
多
様
な
セ

ク
タ
ー
と
関
係
を
結
ぶ
「
図
書
館
の
信
頼
」
で
あ
る
は
ず

で
す
。
少
子
高
齢
化
が
進
み
、
地
方
自
治
体
が
疲
弊
す
る

時
代
、
地
域
が
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
（
回
復
力
・
復
元
力
）
を
も

つ
た
め
に
、
図
書
館
が
で
き
る
こ
と
は
決
し
て
少
な
く
な

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

自
由
に
本
を
購
入
し
、

自
由
に
書
棚
を
つ
く
る
と
こ
ろ
か
ら

で
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
起
こ
す
た
め

█表：「無料貸本屋」から「ソーシャルイノベーション」へ

第１世代 戦前の理念を引きずり、権威的で市民の支持から
はかけ離れた図書館運営に終始。

第２世代

日本図書館協会の「中小レポート」（1963年）、「市
民の図書館」（1970年）の普及で一般化した図書
館のモデル。90年代後半に「無料貸本屋」論争を
巻き起こすなど、時代の変化のなかで役割を終え
つつあるともいわれる。

第3世代
資料の貸し出し数よりも、空間のつくりを重視する
滞在型の図書館。のちに図書館を集客装置と見な
す、俗に「ツタヤ図書館」と呼ばれる事例が登場し、
賛否両論を引き起こした。

第4世代
第２世代および第３世代への移行の反省から、図
書館そのものの機能を生かし、まちづくりの核施
設として位置づける図書館。課題解決型図書館と
もいわれる。

第5世代
図書館の運営そのものが、ヒト・モノ・コトの交流
と人材育成、雇用創出をもたらし、地域経済を循
環させるソーシャルイノベーションを起こす。

脇坂敦史＝取材・執筆　栗原論＝撮影

Ota Tsuyoshi太田剛
［図書館と地域をむすぶ協議会チーフディレクター］

今、日本各地で公共図書館を新たな「ハブ」とした、
地域の再活性化がさまざまな形で進められている。
従来の、本を並べ、貸し出すだけの図書館から、
ソーシャルイノベーションを目指す新世代の図書館へ。
そこでは何が変わり、何が生まれようとしているのか？
自らも日本全国で企画・運営にたずさわる太田剛さんに、
進化する図書館の“現場力”についてうかがった。

新世代図書館が
ヒト・モノ・コトの 
結びつきを取り戻す

インタビュー
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に
は
、
ま
ず
何
が
必
要
か
？　

そ
れ
は
、
何
よ
り
も
図
書

館
が
本
来
果
た
す
べ
き
役
割
、
運
用
そ
の
も
の
に
自
由
を

取
り
戻
す
と
い
う
こ
と
で
す
。

公
共
図
書
館
に
つ
い
て
規
定
し
た
「
図
書
館
法
」
に
よ

れ
ば
、
図
書
館
の
機
能
は
必
ず
し
も
「
本
を
貸
し
出
す
」

こ
と
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
図
書
、
記
録
そ
の
他
必

要
な
資
料
を
収
集
し
、
整
理
し
、
保
存
し
て
、
一
般
公
衆

の
利
用
に
供
し
、
そ
の
教
養
、
調
査
研
究
、
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
等
に
資
す
る
」。
つ
ま
り
、
地
域
の
人
の
①
教
養

を
担
保
し
、
②
調
査
研
究
や
③
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
支

援
す
る
の
が
図
書
館
の
役
割
で
す
。
で
も
残
念
な
が
ら
、

こ
の
３
つ
を
ち
ゃ
ん
と
や
っ
て
い
る
と
い
え
る
図
書
館
は

少
な
い
で
し
ょ
う
。
逆
に
い
え
ば
、
そ
れ
を
本
気
で
や
る

だ
け
で
図
書
館
は
劇
的
に
変
わ
っ
て
く
る
は
ず
で
す
。

図
書
館
の
中
心
に
あ
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
書
棚
で
す
。

そ
こ
に
本
を
並
べ
る
こ
と
が
図
書
館
の
基
本
に
あ
る
わ
け

で
す
が
、
現
状
は
そ
こ
に
「
自
由
」
の
発
想
が
な
い
。
具

体
的
に
は
、
す
べ
て
の
本
が
「
日
本
十
進
分
類
法
（
Ｎ
Ｄ

Ｃ
）」
で
分
類
・
管
理
さ
れ
、
全
国
ど
こ
の
図
書
館
も
同

じ
よ
う
な
配
列
で
、
同
じ
項
目
の
棚
で
は
、
著
者
名
の

“
あ
い
う
え
お
順
”
で
並
ん
で
い
た
り
す
る
。
そ
も
そ
も

今
ど
き
、
Ｎ
Ｄ
Ｃ
の
硬
い
分
類
の
ひ
と
つ
だ
け
に
お
さ
ま

る
よ
う
な
単
純
な
本
は
、
専
門
書
で
な
い
限
り
ほ
と
ん
ど

出
版
さ
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
Ｎ
Ｄ
Ｃ
は
既
知
の
本

を
探
す
た
め
に
は
合
理
的
で
す
が
、
未
知
の
本
と
出
会
う

た
め
に
は
役
に
立
ち
ま
せ
ん
。
こ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
時

代
に
、
住
民
の
教
養
を
担
保
す
る
に
は
、
新
し
い
知
と
の

出
会
い
が
重
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？　

そ
れ
ぞ
れ
の

図
書
館
が
工
夫
し
て
、
利
用
者
の
興
味
や
好
奇
心
を
触
発

す
る
自
由
な
分
類
や
配
架
を
考
え
て
も
い
い
は
ず
で
す
。

私
た
ち
が
２
０
１
３
年
か
ら
お
手
伝
い
を
し
て
い
る
北

海
道
十
勝
の
『
幕
別
町
図
書
館
』
で
は
、
物
流
で
注
目
さ

れ
て
い
た
カ
メ
レ
オ
ン
コ
ー
ド
を
図
書
館
用
に
規
格
化
し

た
「
Ｌ
Ｅ
Ｎ
コ
ー
ド
」［
＊
3
］
と
、
自
治
体
で
使
わ
れ
て

い
たChange M

agic

と
い
う
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
図

書
館
用
に
改
良
し
て
導
入
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
貸

し
出
し
や
返
却
処
理
が
格
段
に
楽
に
な
り
、
以
前
は
１
週

間
以
上
休
館
し
て
い
た
蔵
書
点
検
の
時
間
が
大
幅
に
短
縮

し
、
さ
ら
に
既
存
の
図
書
館
シ
ス
テ
ム
で
は
困
難
だ
っ
た

Ｎ
Ｄ
Ｃ
に
と
ら
わ
れ
な
い
本
棚
構
成
や
、
特
集
棚
や
企
画

棚
の
自
由
な
編
集
が
い
つ
で
も
可
能
に
な
り
ま
し
た
。

こ
う
し
て
、
日
常
の
資
料
管
理
業
務
の
負
担
を
軽
く
し

な
が
ら
、
本
棚
の
編
集
力
を
高
め
る
こ
と
で
、
テ
ー
マ
ご

と
の
特
集
棚
―
―
た
と
え
ば
「
ス
ト
レ
ス
」
を
テ
ー
マ
に

し
た
棚
に
、
医
学
関
係
の
本
と
ス
ト
レ
ス
解
消
の
た
め
の

落
語
の
本
を
一
緒
に
並
べ
る
な
ど
―
―
が
自
在
に
組
め
る

よ
う
に
な
る
と
、
選
書
や
配
架
は
も
ち
ろ
ん
、
ネ
ッ
ト
を

通
じ
て
の
本
の
紹
介
な
ど
、
司
書
が
本
来
担
う
べ
き
さ
ま

ざ
ま
な
ス
キ
ル
が
存
分
に
発
揮
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
す
。
こ
れ
ま
で
画
一
的
で
つ
ま
ら
な
か
っ
た
図
書
館
の

棚
が
、
眺
め
て
い
る
だ
け
で
ワ
ク
ワ
ク
す
る
エ
ン
タ
ー
テ

イ
ン
メ
ン
ト
装
置
に
変
わ
る
。
そ
れ
だ
け
で
、
図
書
館
空

間
の
魅
力
は
増
し
、
人
が
集
ま
る
図
書
館
へ
の
第
一
歩
を

踏
み
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

も
う
ひ
と
つ
大
き
な
改
革
に
挑
ん
だ
の
は
、
本
を
地
元

の
書
店
か
ら
購
入
す
る
こ
と
で
す
。
実
は
現
在
、
多
く
の

公
共
図
書
館
で
は
東
京
の
大
手
専
門
業
者
か
ら
蔵
書
を
調

達
す
る
の
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
見
直

し
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
幕
別
町
図
書
館
の
場
合
は
年
間

7
0
0
万
円
ほ
ど
の
資
料
購
入
予
算
が
あ
り
、
こ
れ
を
地

元
の
書
店
か
ら
す
べ
て
買
う
と
、
店
側
の
利
益
が

1
4
0
万
円
ほ
ど
に
な
り
ま
す
。
１
冊
あ
た
り
の
利
幅
が

少
な
い
書
店
に
と
っ
て
、こ
の
金
額
は
小
さ
く
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
ま
で
、
そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
本
に
ラ
ベ

ル
を
貼
付
し
た
り
、
フ
ィ
ル
ム
で
包
ん
だ
り
す
る
「
装

備
」
作
業
の
問
題
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
全
国
規
模
で
大

量
の
本
を
さ
ば
く
大
手
専
門
業
者
は
、
こ
の
「
装
備
」
を

無
料
で
提
供
す
る
こ
と
で
競
争
力
を
保
持
で
き
ま
す
。
地

元
の
小
さ
な
書
店
に
は
、
と
て
も
太
刀
打
ち
で
き
ま
せ
ん
。

地
方
の
図
書
館
に
と
っ
て
は
、
地
元
か
ら
本
を
購
入
す
る

と
い
う
自
由
も
ま
ま
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
れ
な
ら
、
そ
の
「
装
備
」
作
業
を
地
元
の
福
祉
施
設

に
委
託
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
？　

こ
の
試
み
は
、
非
常
に

う
ま
く
い
き
ま
し
た
。
多
く
の
福
祉
施
設
で
は
入
所
者
に

パ
ソ
コ
ン
講
習
は
じ
め
、
い
ろ
い
ろ
な
職
業
訓
練
を
し
て

い
ま
す
が
、
仕
事
自
体
が
な
い
の
が
悩
み
で
す
。
一
方
、

図
書
館
の
本
の
「
装
備
」
な
ら
、
毎
月
一
定
の
仕
事
を
お

願
い
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
幕
別
町
で
は
、
こ
の
「
装

備
」
作
業
を
通
じ
て
社
会
と
の
つ
な
が
り
に
自
信
を
も
っ

た
２
人
の
方
が
、
一
般
企
業
に
就
職
で
き
ま
し
た
。
こ
れ

は
、
税
収
に
悩
む
小
さ
な
町
に
と
っ
て
は
実
に
大
き
な
こ

と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
地
元
の
書
店
も
潤
い
ま
す
が
、
何
よ

り
図
書
館
を
核
に
し
た
書
店
と
福
祉
施
設
の
新
し
い
関
係

が
、
小
さ
な
経
済
循
環
を
つ
く
っ
て
い
る
の
が
大
事
で
す
。

近
年
は
、
地
元
に
本
屋
が
な
い
自
治
体
も
増
え
て
い
ま

す
。
そ
れ
で
も
、
既
存
の
「
道
の
駅
」
を
通
し
て
蔵
書
を

購
入
し
た
り
、
ブ
ッ
ク
カ
フ
ェ
を
や
り
た
い
若
者
が
い
れ

ば
積
極
的
に
手
を
組
む
な
ど
、
方
法
は
い
く
ら
で
も
あ
り

ま
す
。
そ
の
よ
う
に
人
材
を
育
て
、
雇
用
を
生
む
こ
と
で

地
域
が
経
済
的
に
も
活
性
化
す
る
。
そ
れ
が
ソ
ー
シ
ャ
ル

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
生
み
出
す
場
と
し
て
の
第
５
世
代
の

図
書
館
の
あ
り
方
だ
と
思
い
ま
す
（
図
1
）。

ス
ト
レ
ス
測
定
器
が
生
ん
だ

新
た
な
つ
な
が
り

幕
別
町
図
書
館
で
は
、
定
期
的
に
落
語
会
を
開
い
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
、
私
た
ち
“
図
＆
地
協
”
と
落
語
芸
術
協

会
、
疲
労
科
学
研
究
所
が
組
ん
で
提
供
し
て
い
る
モ
デ
ル

で
、
町
民
が
図
書
館
に
足
を
運
ぶ
機
会
を
増
や
し
、
同
時

に
図
書
館
に
設
置
し
た
「
ス
ト
レ
ス
測
定
器
」
に
触
れ
て

も
ら
う
の
が
目
的
。

こ
の
「
ス
ト
レ
ス
測
定
器
」
に
指
を
入
れ
る
と
、
脈
波

（
Ｐ
Ｐ
Ｇ
）・
心
電
波
（
Ｅ
Ｃ
Ｇ
）
が
同
時
に
測
定
で
き
、
自

律
神
経
の
バ
ラ
ン
ス
や
自
律
神
経
機
能
年
齢
を
表
示
し
て

く
れ
ま
す
。
測
定
結
果
に
よ
り
図
書
館
で
は
、
た
と
え
ば

ス
ト
レ
ス
状
態
が
「
黄
（
注
意
）」
の
お
年
寄
り
に
は
、

可
愛
い
猫
の
写
真
集
や
、
疲
労
回
復
に
効
く
体
操
の
本
を

薦
め
る
…
…
そ
し
て
、
そ
の
本
を
返
し
に
来
て
く
れ
た
と

き
に
、
ま
た
測
っ
て
み
ま
し
ょ
う
と
い
う
わ
け
で
す
。
ス

ト
レ
ス
の
状
態
を
知
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
、

予
防
医
学
の
見
地
か
ら
非
常
に
重
要
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
っ
て
お
り
、
ま
た
「
笑
い
」
が
ス
ト
レ
ス
解
消
に
有
効

な
こ
と
も
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
面
白
い
こ
と
に
、
測
定
で
「
青
（
正
常
）」
と

い
う
結
果
が
出
た
の
に
、
逆
に
「
そ
ん
な
こ
と
は
ね
ぇ
だ

ろ
、
実
は
ウ
チ
の
嫁
が
…
…
」
と
打
ち
明
け
て
く
れ
る
お

年
寄
り
が
い
た
り
す
る
。
そ
う
し
た
声
の
な
か
に
地
域
の

課
題
が
潜
ん
で
い
て
、
今
ま
で
の
図
書
館
カ
ウ
ン
タ
ー
で

は
絶
対
に
な
か
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
、
課
題

解
決
の
種
が
芽
生
え
つ
つ
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
活
動
を
通
し
、
ほ
ん
の
数
％
で
あ
っ
て
も
病

気
の
予
防
が
で
き
た
と
し
た
ら
、
あ
る
い
は
社
会
的
な
問

題
解
決
の
糸
口
が
つ
か
め
た
と
し
た
ら
、
ど
う
で
し
ょ
う

か
？　

医
療
費
を
は
じ
め
と
す
る
社
会
保
障
費
に
お
い
て
、

図
書
館
の
蔵
書
購
入
予
算
な
ど
と
は
比
べ
る
こ
と
が
で
き

な
い
ほ
ど
、
大
き
な
削
減
効
果
が
あ
る
は
ず
で
す
。
そ
れ

と
と
も
に
、
Ｋ
Ｐ
Ｉ
（
重
要
業
績
評
価
指
標
）
を
き
ち
ん
と

設
定
す
る
こ
と
で
、
幕
別
町
図
書
館
で
は
、
こ
れ
ま
で
図

書
館
を
受
け
皿
と
し
て
採
択
さ
れ
る
の
が
難
し
い
と
さ
れ

て
き
た
地
方
創
生
交
付
金
な
ど
の
予
算
も
獲
得
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

昨
年
は
幕
別
町
図
書
館
の
落
語
会
に
前
座
と
し
て
何
度

も
来
て
く
れ
た
若
い
落
語
家
さ
ん
が
、
令
和
初
の
二
ツ
目

昇
進
を
し
て
お
披
露
目
し
ま
し
た
。
町
の
人
た
ち
に
可
愛

が
ら
れ
て
、
育
て
ら
れ
た
落
語
家
さ
ん
が
、
出
世
し
て
有

名
に
な
っ
て
い
く
。
そ
ん
な
新
た
な
つ
な
が
り
が
生
ま
れ

て
き
て
い
る
の
を
見
る
に
つ
け
、
ほ
ん
の
少
し
や
り
方
を

変
え
る
だ
け
で
、
図
書
館
に
は
ま
だ
ま
だ
新
し
い
関
係
を

創
出
し
て
、
地
域
の
価
値
を
高
め
る
可
能
性
が
あ
る
と
実

感
し
て
い
ま
す
。

█図1：図書館と地域がつながる
            第5世代図書館のあり方
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春、一面のタンポポに囲まれた幕別町図書館（上）。館内は、
いたるところに特集棚が配置され、森村誠一氏、福原義春氏
ら著名人が読み終わった本を預けてくれている「北の本箱」は
特に人気の的だ（下）。写真提供／太田剛（以下すべて）

LENコードは一般的に使われ
るバーコードよりかなり小さく、
本を取り出さず書棚に並べた
まま、webカメラなどでスピー
ディに認識が可能。複数冊同
時に一瞬で認識できるため、
カウンター業務も大幅に効率
化できる。

地元の公的福祉施設への委託
によって行われる、幕別町図書
館の書籍資料の装備作業（上）。
同館に設置されたストレス測定
器。測定を通じて司書による対
話と本の紹介に結びつき、地
域の課題解決のヒントにつなが
ることもある（左）。
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太
田
剛

お
お
た
・
つ
よ
し

図
書
館
と
地
域
を
む
す
ぶ
協
議
会
チ
ー

フ
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
。
編
集
工
学
機
動
隊

Ｇ
Ｅ
Ａ
Ｒ
代
表
。
１
９
６
５
年
、
和
歌

山
県
生
ま
れ
。
茨
城
県
潮
来
市
で
育
つ
。

高
校
理
科
教
員
等
を
経
て
、
１
９
９
０
年
に
編
集
工
学
研
究
所
（
松
岡

正
剛
所
長
）
に
入
社
。
編
集
工
学
を
応
用
し
た
各
種
メ
デ
ィ
ア
制
作
か

ら
地
域
活
性
化
ま
で
、
幅
広
い
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
統
括
。
２
０
１
２
年

に
独
立
し
現
職
。

注＊
1	

指
定
管
理
者
は
、
地
方
公
共
団
体
が
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る
た
め
に
、

期
間
を
定
め
て
指
定
す
る
団
体
。
２
０
０
３
年
の
地
方
自
治
法
改
正
に
よ
り
、

株
式
会
社
を
は
じ
め
と
す
る
営
利
企
業
な
ど
に
よ
る
代
行
も
認
め
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。

＊
2	

伊
万
里
市
民
図
書
館
は
３
５
０
人
の
サ
ポ
ー
タ
ー
と
十
数
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団

体
の
参
加
に
よ
り
、
市
民
主
体
で
運
営
。
小
布
施
町
立
図
書
館
ま
ち
と
し
ょ
テ

ラ
ソ
は
、
設
立
の
計
画
段
階
か
ら
市
民
が
参
加
し
た
こ
と
で
話
題
と
な
っ
た
。

＊
3 Library Editorial N

avigation

の
略
。
小
さ
な
２
次
元
カ
ラ
ー
コ
ー
ド
を

本
の
背
表
紙
に
貼
る
こ
と
で
、
書
架
に
並
べ
た
ま
ま
カ
メ
ラ
で
認
識
が
可
能
。

10
～
20
冊
程
度
を
一
度
に
認
識
で
き
る
た
め
、
貸
出
・
返
却
や
蔵
書
管
理
が

飛
躍
的
に
効
率
化
で
き
る
。

「
本
の
処
方
」が
ノ
ッ
ク
し
た
心
の
扉

近
年
は
、
情
報
収
集
な
ど
を
通
じ
て
、
比
較
的
小
規
模

な
ビ
ジ
ネ
ス
や
起
業
の
手
伝
い
を
図
書
館
が
担
う
「
ビ
ジ

ネ
ス
・
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
」
も
各
地
で
盛
ん
に
な
っ
て
い
ま

す
。
確
か
に
、
そ
れ
は
重
要
な
役
割
で
す
し
、
成
果
も
わ

か
り
や
す
い
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
特
に
地
方
の
小

さ
な
自
治
体
の
図
書
館
で
は
、
も
っ
と
身
近
な
視
線
で
本

を
選
び
、
長
い
目
で
人
と
本
を
つ
な
い
で
い
く
ニ
ー
ズ
に

注
目
し
て
も
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

た
と
え
ば
「
考
え
る
図
書
館
」
を
コ
ン
セ
プ
ト
に
、
私

た
ち
が
シ
ス
テ
ム
改
修
や
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
お
手
伝
い
を

し
て
い
る
和
歌
山
県
の
『
那
智
勝
浦
町
立
図
書
館
』
で
は
、

文
部
科
学
省
の
教
育
格
差
解
消
に
関
す
る
事
業
に
採
択
さ

れ
、
５
種
類
の
テ
ー
マ
で
「
本
の
コ
ー
ス
ウ
ェ
ア
」
を
つ

く
り
、
学
校
に
行
き
づ
ら
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
子
ど
も
に

社
会
と
の
つ
な
が
り
を
取
り
戻
す
試
み
を
教
育
委
員
会
と

連
携
し
て
行
い
ま
し
た
（
図
2
）。
各
地
で
読
書
推
進
運
動

が
盛
ん
で
す
が
、
私
は
読
書
が
“
目
的
”
に
な
っ
て
は
い

け
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
読
書
は
あ
く
ま
で
も
手
段
や

方
法
で
あ
り
、
本
を
た
く
さ
ん
読
む
こ
と
で
は
な
く
、
目

的
に
合
っ
た
本
を
探
す
手
伝
い
を
す
る
。
そ
ん
な
視
点
か

ら
、
学
校
支
援
員
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
と
組
ん
で
、

不
登
校
の
子
ど
も
た
ち
の
家
に
本
を
届
け
ま
す
。
そ
の
う

え
で
本
人
や
家
族
か
ら
、
ど
の
本
を
手
に
し
た
か
、
ど
の

本
に
興
味
を
も
っ
た
か
な
ど
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
受
け

て
、
コ
ー
ス
ウ
ェ
ア
を
設
定
し
て
い
く
。

そ
の
な
か
に
、
複
雑
な
家
庭
環
境
の
た
め
、
小
さ
な
と

き
か
ら
引
き
こ
も
り
の
子
ど
も
が
い
ま
し
た
。
ソ
ー
シ
ャ

ル
ワ
ー
カ
ー
さ
ん
が
半
年
間
、
家
に
通
っ
て
本
を
届
け
て

も
、
会
話
ど
こ
ろ
か
、
か
ぶ
っ
た
毛
布
か
ら
一
度
も
出
て

き
て
く
れ
な
い
。
母
親
に
聞
け
ば
「
夜
に
な
る
と
、
本
を

手
に
し
て
い
る
よ
う
だ
け
ど
…
…
」
と
い
う
心
も
と
な
い

回
答
。
そ
れ
で
も
諦
め
ず
通
い
続
け
、
あ
る
と
き
、
興
味

を
も
っ
て
も
ら
え
れ
ば
と
、
電
子
図
書
館
が
利
用
で
き
る

タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
を
も
っ
て
い
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。

そ
の
と
き
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
女
性
が
端
末
の

操
作
に
戸
惑
っ
て
い
る
と
、
か
ぶ
っ
た
毛
布
か
ら
、
そ
の

子
の
指
が
1
本
伸
び
て
き
て
手
伝
っ
て
く
れ
た
！　

置
い

て
い
っ
た
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
で
そ
の
子
が
喜
ん
で
読
ん
だ

の
は
、
意
外
に
も
『
お
さ
る
の
ジ
ョ
ー
ジ
』
の
多
言
語
版

で
し
た
。
聞
い
た
こ
と
の
な
い
外
国
語
の
響
き
で
聞
く
の

が
と
て
も
面
白
か
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
こ
う
い
う
、
半

年
で
や
っ
と
指
が
１
本
出
る
よ
う
な
、
遅
々
と
し
て
進
ま

な
い
反
応
で
も
、
一
度
扉
が
開
く
と
驚
く
よ
う
な
成
果
が

生
ま
れ
る
こ
と
が
、
図
書
館
の
働
き
に
は
あ
り
ま
す
。

も
う
ひ
と
つ
、
こ
こ
で
「
コ
ー
ス
ウ
ェ
ア
」
と
呼
ん
で

い
る
「
本
の
処
方
」、
あ
る
い
は
「
そ
の
人
に
合
っ
た
本

を
選
ぶ
能
力
」
は
今
、
非
常
に
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
図

書
館
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
北
海
道
砂
川
市
の
「
い
わ
た

書
店
」
を
営
む
岩
田
徹
さ
ん
が
始
め
た
「
一
万
円
選
書
」

な
ど
は
、
そ
の
代
表
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
、
顧
客
の
希
望

や
嗜
好
を
つ
づ
っ
た
カ
ル
テ
に
基
づ
き
、
店
主
が
提
案
す

る
１
万
円
分
の
書
籍
が
届
く
と
い
う
サ
ー
ビ
ス
で
、
ネ
ッ

ト
の
口
コ
ミ
や
メ
デ
ィ
ア
へ
の
登
場
を
き
っ
か
け
に
火
が

つ
き
、
小
さ
な
町
の
書
店
さ
ん
が
全
国
的
な
注
目
を
浴
び

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
（
現
在
は
受
付
停
止
中
）。

多
く
の
人
が
本
を
読
ま
な
い
の
は
、
読
み
た
く
な
い
か

ら
で
は
な
く
、
何
を
読
ん
で
い
い
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て

い
る
か
ら
―
―
そ
う
い
う
意
味
で
も
、
図
書
館
に
で
き
る

こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
い
ま
す
。

図
書
館
を「
開
い
て
い
く
」し
か
な
い

昨
年
、『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
公
共
図
書
館 

エ
ク
ス
・
リ
ブ

リ
ス
』
と
い
う
映
画
が
話
題
に
な
り
ま
し
た
。「
世
界
一

の
知
の
殿
堂
」
と
も
呼
ば
れ
る
こ
の
図
書
館
は
、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
市
の
予
算
も
使
わ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
財
源
の

多
く
を
寄
付
で
ま
か
な
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
日
本
の

公
共
図
書
館
と
は
仕
組
み
も
違
う
し
、
単
純
に
比
較
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
は
思
い
ま
す
。

こ
の
映
画
の
感
想
を
日
本
の
図
書
館
関
係
者
に
聞
く
と
、

図
書
館
で
行
わ
れ
て
い
る
活
動
自
体
は
日
本
と
基
本
的
に

変
わ
ら
な
い
と
い
う
反
応
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

け
れ
ど
も
、
図
書
館
の
現
場
で
交
わ
さ
れ
て
い
る
言
葉

―
―
知
の
深
さ
や
広
さ
、
言
葉
の
量
の
圧
倒
的
な
違
い

に
、
私
は
愕
然
と
し
ま
し
た
。
図
書
館
は
予
算
を
得
て
い

る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
の
意
向
に
沿
う
べ
き
か
？　

図
書
館

の
自
由
を
ど
う
守
る
か
？　

人
種
差
別
や
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
差
別

を
ど
う
考
え
る
か
？　

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
、
図
書
館
の

な
か
で
徹
底
的
に
議
論
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

そ
の
点
で
日
本
の
図
書
館
は
、
ま
だ
ま
だ
成
熟
し
て
い

な
い
気
が
し
ま
す
。
図
書
館
自
体
の
地
位
が
非
常
に
低
く
、

行
政
と
の
距
離
も
遠
い
。
何
よ
り
、
司
書
の
給
与
が
驚
く

ほ
ど
低
い
こ
と
が
大
き
な
課
題
で
す
。
一
方
、
司
書
の
質

的
な
地
位
向
上
の
た
め
に
は
、
資
格
取
得
に
必
要
な
教
育

の
中
身
も
変
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
本
に
関

わ
る
仕
事
を
す
る
以
上
、
せ
め
て
書
籍
の
出
版
や
流
通
の

仕
組
み
や
、
最
低
限
の
行
政
の
予
算
の
動
き
や
、
地
域
経

済
の
仕
組
み
は
教
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

こ
う
い
う
状
況
の
な
か
、
そ
れ
で
も
図
書
館
か
ら
ソ
ー

シ
ャ
ル
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
起
こ
し
て
地
域
を
活
性
化
さ

せ
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
？　

そ
の
た
め

に
は
、
図
書
館
を
「
開
い
て
い
く
」
し
か
な
い
と
私
は
考

え
て
い
ま
す
。

「
開
か
れ
た
図
書
館
」
と
い
う
言
葉
で
イ
メ
ー
ジ
す
る
の

は
、
ふ
つ
う
誰
も
が
利
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
親
し
み
や

す
い
図
書
館
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、「
利
用
者
」
に
対
し
て

オ
ー
プ
ン
な
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
こ
れ
か
ら
の
図
書
館

は
運
営
そ
の
も
の
を
開
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

た
と
え
ば
、
い
ろ
い
ろ
な
図
書
館
を
巡
っ
て
い
る
と
、

理
数
系
の
本
を
う
ま
く
選
書
で
き
る
司
書
が
圧
倒
的
に
少

な
い
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
理
系
の
学
生

が
司
書
の
資
格
を
取
る
の
が
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
難
し

い
と
い
う
理
由
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
理
系
に
限
ら
ず
、

専
門
性
の
高
い
知
識
を
も
っ
た
人
材
が
少
な
い
こ
と
が
、

結
果
と
し
て
多
く
の
図
書
館
の
蔵
書
が
児
童
書
や
小
説
ば

か
り
に
な
る
原
因
に
も
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

で
も
、
ど
の
地
域
で
も
中
学
校
や
高
校
の
先
生
な
ど
、

理
系
の
本
に
詳
し
い
人
は
必
ず
い
る
で
し
ょ
う
。
医
療
分

野
の
選
書
な
ら
、
地
域
の
病
院
に
ア
イ
デ
ィ
ア
を
も
ら
う

こ
と
だ
っ
て
で
き
る
。「
司
書
の
仕
事
が
奪
わ
れ
る
」
な

ど
と
い
う
、
小
さ
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
場
合
じ
ゃ
な
い

で
す
よ
ね
。
ほ
か
に
も
、
司
書
が
や
る
べ
き
仕
事
は
そ
れ

こ
そ
山
の
よ
う
に
あ
る
の
で
す
か
ら
。

幕
別
町
で
は
、「
ま
ぶ
さ
（
ま3

く
べ
つ
Ｂ3

Ｏ
О
Ｋ
サ3

ポ
ー

タ
ー
）」
と
呼
ば
れ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
市
民
エ
デ
ィ
タ
ー

を
育
成
し
て
、
選
書
か
ら
本
棚
づ
く
り
、
本
の
修
理
・
装

備
、
イ
ベ
ン
ト
の
企
画
、
そ
し
て
ネ
ッ
ト
の
情
報
発
信
な

ど
に
力
を
発
揮
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、
図
書
館
の
内
外
を

つ
な
い
で
い
ま
す
。「
自
由
」
と
い
う
力
を
得
た
本
棚
の

な
か
で
異
分
野
が
つ
な
が
り
、
そ
れ
が
図
書
館
を
よ
り
開

い
て
、
社
会
と
つ
な
が
っ
て
い
く
契
機
に
な
り
う
る
。
本

棚
づ
く
り
は
、
雑
誌
づ
く
り
と
似
て
い
ま
す
。
専
門
領
域

に
固
執
せ
ず
、
オ
ー
プ
ン
な
編
集
マ
イ
ン
ド
を
も
っ
た
司

書
が
も
っ
と
増
え
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

█図2：那智勝浦町立図書館の「本のコースウェア」

５種類のコースウェアを設定

成
果
の
発
表
会

継
続
性
の
担
保

コ
ー
ス
ウ
ェ
ア
の
種
類
に
よ
っ
て
、

成
果
発
表
の
方
法
を
調
整
す
る

学
校
図
書
室
・
図
書
館
の
日
常
利
用
に

つ
な
げ
る
た
め
の
手
立
て

初動

き
っ
か
け
の
25
冊

児
童
の
い
ろ
い
ろ
な
興
味
に
対
応
す
る
、

多
様
な
ジ
ャ
ン
ル
・
形
態
の
図
書

契機 展開 転換 実現 集約
気づかせる 把握させる

5冊

5冊

5冊

5冊

5冊

5冊

5冊

5冊

5冊

5冊

5冊

5冊

5冊

5冊

5冊

考えさせる 決心させる 実現させる 安心させる

選書とコースウェア（100 冊のモデル本を選書）

例１）本（物語）っておもしろい！

例2）社会（世界）へのつながりを意識

例3）将来の夢を獲得

例4）これが好き！もっと知りたい！

例 5）からだ・けんこう・いのち

開かれた図書館のためには、これを支える地元の人々のサ
ポートが不可欠。幕別町図書館の「まぶさ（まくべつ
BOOKサポーター）」には、ボランティアとして地元新聞記
者から教職員まで多様な人材が顔をそろえる。

「図＆地協」がソフト面をコーディネートし（建築設
計は隈研吾氏）、2018年に開館した高知県の『梼
原（ゆすはら）町立図書館』。地元の木材をふんだ
んに活用した同館は「雲の上の図書館」と呼ばれ、
デイケアやショートステイのできる複合福祉施設と
隣接している。図書資料は高知県内の書店から納
入し、「地元でできることは地元でやる」持続可能
な地域づくりを目指している。
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