
63－1 

 

データ資本主義と個人情報 

代表 皆倉 宣之 

   
いま私たちは情報（データ）が諸々の資源（源泉）と

同等の価値を有し、それらを中心として機能する社会、

すなわち情報社会に生きています。つまりデジタル化さ

れた情報（データ）の価値を資源とする社会を生きてい

るわけです。そこでは企業は個人情報を収集することで

消費者の行動を個別に分析し、予測し、変容させ、利益

を生み出す仕組みを作り上げています。たとえば私たち

はグーグルを検索していると思っていますが、実はグー

グルの方が私たちを検索しているのです。ラインでの通

話やメールも同様です。 

そこで問題となるのが個人情報の取り扱いです。ニ

ュースによりますと、８月総務省は郵便局員が集めた顧

客データをビジネスに使ってもいいのか、という問題を

検討する有識者会議を立ち上げたそうです。郵便法は

局員に秘密保持の義務を課していますが、他方で民営

化された日本郵政グループは新規のビジネス創出を目

指しています。郵便法は「信書の秘密」や「郵便物に関

して知り得た他人の秘密」の秘密保持を郵便局員に義

務づけ、手紙や荷物に関する個人情報を外部に提供す

ることを禁じています（第９条２項）。ですから、日本郵 

 

 

政グループはこれに違反しない形で、顧客情報をデー

タベース化して事業に活用していく方法を探っているの

です。 

総務省から提出された資料では「エリアデータ提供

ビジネス」の例として、郵便局員が普段の仕事のなか

で知りうる住居の種類や階数、店舗の業種や開・閉店

の情報、世帯ごとの自動車保有の有無や台数といった

情報を、データベース化することをイメージしているよう

です。 

  このニュースから連想されたのが図書館と個人情報

のことでした。図書館法は利用者の秘密保持義務につ

いては触れていません。日本図書館協会の「図書館の

自由に関する宣言」や「図書館員の倫理綱領」では明

記されていますが。「内心の自由」に関わる個人情報で

ある利用者カードをめぐっては、マイナ 

ンバーカードや Tカードとの一体化に 

ついて、主に個人情報保護の観点から 

さまざまな問題点が指摘されています。 

図書館経営に民間委託が進みつつ 

あるいま、日本郵政グループの 

取り組みから目が離ません。 
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読書会 「俳句の本を読む」（第５6回） 
日時：２０２１年 12月 12日 （日）１４時～１６時 
会場：稲毛保健福祉センター3階 活動室 2 
課題本：『大岡信『折々のうた』選 俳句（二）』 

長谷川櫂/編 （岩波新書）2019.12出版 
千葉市図書館に３冊所蔵 

問い合わせ先： 043-○○○○ (前回の報告は８頁) 
 

 

話しましょう part２   

～若葉図書館移転について～  
 

日時：２０２２年１月２７日（木）13：30～ 

会場：若葉区ボランティアセンター 大会議室 

（若葉保健福祉センター3階） 

お問い合わせ・申込み  

運営委員 043－○○○○ 043－○○○○ 
メール furenzu2021@gmail.com 

(詳細は 3頁をご覧ください)  

 

〒264-8550 

千葉市若葉区貝塚 2-19-1 

 若葉保健福祉センター3 階  

TEL 043-233-8181 

 

中央図書館に「としょかんふれんず千葉市」の紹介を展示中！ 
詳細は 4頁をご覧ください 
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話しましょう 

～若葉図書館移転について～ 

日時 ２０２１年１０月２８日(木) １０：００～１１：４5 

会場 千城台公民館 ２階ホール 

参加者  ２３名 

 
 

 「千城台地区学校跡施設の活用素案」には、若葉図

書館が千城台南小学校跡地に移転する案が示されま

した。この移転案やこれからの若葉図書館について、会

員や地域の皆さんと話す集まりを企画しました。  

始めに皆倉代表から挨拶があり、次に運営委員から

若葉図書館移転の流れについて説明がありました。     

 

＊参加者の意見＊ 

（出席できなかった方からの意見も含む)  

＜移転について＞ 

・若葉図書館・千城台公民館は、まちの核となる施設で

あり、それらの施設の移転は、まちの発展が阻害される。

自分にとって、南小跡地までは遠い。 

・南小跡地まわりには、利用施設がなく、図書館に行く

人のみしか利用できない。現在地にはまわりにスーパ

ーや医院があり、移転には反対。 

・若葉図書館員に移転のことを聞いてもよくわからない

と返答があった。 

・若葉図書館の利用に車を使っているが、高齢になり運

転ができなくなると遠くなり、１０冊の本を借りて歩いて

帰るのは重すぎる。 

・複合施設になると他の施設を利用するきっかけになり、

利用機会が増え、地域で触れ合う機会が増える。 

・若葉図書館を利用している。普段は車で行くが、モノレ

ールを使うことも多いので皆が使う施設は、駅の近くに

あってほしい。 

・今の若葉図書館は、本を借りて幸せな気持ちになって

図書館を出ると、出入り口前に、物置があってがっかり

する。図書館まわりも美しくあってほしい。  

・南小跡地に移転すると、子どもが利用するには、 道路

が狭く心配。利用するのに不便を感じる。 

・図書館の立地は大事なところ。どんな方にとっても安

全に来られる場所に。駅の近くは利点。 

・今の若葉図書館はあまり魅力的ではない。資料を書き

写す場所、学習スペースがない。 地区図書館として魅

力的になってほしい。 

・若葉図書館で妊娠中から本を借り、子育て中もよ く

利用しました。子どもも３歳ぐらいから自分のカードを

持ち利用している。図書館が移転すると聞き残念です。

というのは駅の近くだから安全に来られる人もいると思

うからです。この点は図書館立地の大事なところだと

思う。 

 

 ＜行政に関連すること＞ 

・「学校跡施設の活用素案」に対してホームページで行

われた意見募集では、反対意見が多かった。「千城台

地区学校跡施設活用検討委員会」の中では、その反

対意見は若葉区民の住民数と比べると少ないと処理

された。 

・千葉大学にグランドデザインを頼む前に、利用者・市民

との話し合いを持ってほしい。 

・教育委員会や図書館の意見はないのか。 

・南小跡地に移転するのであれば、今のままでは足の便

が悪い。バスなどが利用できるようになるとよい。 

・利用者・市民の声や思いを聞いてからすすめていかな

いことが、とても気になる。 

・国や地方公共団体は、図書館・公民館等を社会教育

施設として設置し、情報提供し、社会教育の振興に努

めねばならないと社会教育法に規定されている。 

・教育機関と医療はコスパ（費用対効果）とはなじまな

い。 

・無力感にとらわれることもわかるが、あきらめずに意見

や要望を出し続けることが大事 

・図書館や公民館について大事な変更があるときは、図

書館協議会や社会教育審議会で話し合ってほしい。 

 ＜この会に参加して＞ 

・少子高齢化で財源が限られている。未来の子どもたち

の負担を考え、施設が縮小されていくのは現実的。千

葉市は、いつも箱物が先で、市民と一緒に施設をつく

っていくことが不得手。地域の人が参加して中身につ

いて意見交換する場を作ってほしい。 

・署名活動とか質問状を提出するのはどうか。 

・今日のような会合をできるだけ開いてください。 

・みんなが集まると、いい案がたくさん出るんだなと思い

ました。図書館に関心が持てました。 

 

多くの参加者から、若葉図書館移転について、利用者の

声をもっと聴いてほしいという意見が出た。 

としょかんふれんず千葉市では、パート２の話し合いの

必要性を感じている。 

図書館のことについては、利用者、地域住民と図書館

とが、お互いの思いを理解できるように、よく話し合をし

てから進めてほしい。                 （運営委員） 

〈若葉図書館移転について詳細は会報５８号に〉 
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グランドデザインについて ～資産経営課にお聞きしました～

グランドデザインとは、千城台南小学校跡地に移転

する４施設（若葉図書館・千城台公民館・保育所・和

陽園）の建物や駐車場の配置、および、現在の千城台

公民館・若葉図書館の跡地利用などを示す案のこと。 

千葉大学工学部の建築やまちづくりを研究している

先生・院生・学生達と千葉市が共同研究として実施し

ているものであり、学生たちが現地に足を運び調査な

ど行い作成している。 

 

 資産経営課によると、２０２０年１２月９日に「千城台

地区学校跡施設利活用検討委員会」から出された

「千城台地区学校跡施設の活用素案に対する回答書

及び意見要望書」の中に、「今後、具体的な施設整備

を行う際は、移転の対象となる施設の利用者や地域住

民のみならず、若葉区民に対し、施設の内容やイメージ

について、丁寧な説明を行っていただきたい。」とあり、

また、高齢化を危惧する住民や、「若い世代が住みた

いと思う街になってほしい」との地元の声を受け、先ず

は、敷地内の配置を決める作業に取り掛かったとのこ

とでした。 

今年度中にグランドデザインを決定し、来年度以降は、

グランドデザインに基づいて図書館の基本計画、実施

設計等を進めていく予定だそうです。 

また、図書館の具体的な整備にあたっては、今後、利

用者等の説明会やアンケート等を実施し、幅広く利用

者の声を聞く機会を設けるとのことでした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

話しましょう part2 若葉図書館移転について 
   
   「千城台地区学校跡施設の活用素案」には、若葉図書館が千城台南小学校跡地に移転する案が示されており、

そこに移転するのは若葉図書館、千城台公民館、千城台東第一保育所、和陽園の４施設となっています。そして

令和３（2021）年度第１回千葉市図書館協議会では、その計画や実施設計が令和４（2022）年度に行われる

と説明されました。 
   この移転案やこれからの若葉図書館について、１０月に会員や地域のみなさんと話し合いをしました。さらにそれ

を発展させるために２回目の集まりを企画しましたので、ぜひご参加ください。 

 

日時 ２０２2年１月２7日（木）13:30～15：30 

会場 若葉区ボランティアセンター  大会議室  

      （若葉保健福祉センター3階） 

             千葉市若葉区貝塚 2-19-1  ☎043-233-8181 

        ＊JR都賀駅から徒歩約８分 

        ＊千葉都市モノレール都賀駅または桜木駅から徒歩約８分 

  

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、中止・延期の連絡をさせて 

いただく場合がございますので、事前の申込みをお願いします。 

 

        申込み先 043-○○○○（運営委員） 

043-○○○○（運営委員） 

         メール   furenzu2021@gmail.com

グランドデザインについて ～私たちの疑問と願い～ 
 
「今年度中にグランドデザインを決定」とありますが、グランドデザイン決定までの手続きや議会まで

の予定、住民説明会などの有無はどうなっているのでしょうか？  

さらに、下線部分は、どこが主体となるのでしょうか？図書館の具体的な整備に関しては資産経営課で

はなく、教育委員会（図書館）が行うことだと、これまでも説明がありました。 

図書館は、社会教育施設として人が育つために必要な施設であり、地域住民の集う場としてもとても

重要な施設です。だからこそ、情報公開し、市民と行政が図書館の機能について十分に話し合いを重

ね、新しい若葉図書館が市民に使いやすく、地域に愛される施設となる様、利用者や地域住民と一緒

に作っていく過程を大事にしてもらいたいと願っています。                       （運営委員） 

お知らせ 

mailto:furenzu2021@gmail.com
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  生涯学習センターアトリウムガーデンではわらべうたであそぼうやおはなし会、エントランスホールでは不要図

書・雑誌リサイクル、研修室ではＰＯＰを作ってお気に入りの本をみんなに紹介しよう！が行われていました。図

書館内では近隣小・中学校や千葉市文庫連絡協議会による展示がありました。 

  そして今回初めて、「としょかんふれんず千葉市」の活動を紹介する展示を図書館で行うことができました。 

 

 

 

   

  展示場所は、中央図書館入り口からまっすぐの障

害者サービスコーナーへ向かう通路。活動の紹介は

模造紙６枚になり、２０１１年の発足からこれまでの主

な活動を、写真や図なども豊富に入れました。こうして

まとめてみると、楽しい催しもたくさん行ってきたこと

が実感できました。 

  また創刊号から最新号（第６２号）までの会報を机

に置き、来場者に見てもらえるようにしました。 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

＜展示内容＞ 

① 会のあゆみ 会報 ホームページ  

私たちが望む千葉市の図書館 

② 図書館見学 地区のつどい 

あした図書館（○あ そぶ ○し る ○た のしむ図書 

館の略称。講師を招き、図書館の基本を学ぶ） 

③ 講演会 上映会 読書会 

④ 古本市 子ども読書まつり バッジ作製 

 「世界のともだち」パネル展  

⑤ ～⑥ パラグアイ日本語学校に本を寄贈 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 「パラグアイ日本語学校に本を寄贈」の展示には、

お礼状とともに日本語学校の子ども達から届いた手

書きのメッセージも入れ、心温まる展示になりました。 

  子どもの本のコーナーの近くということもあり、当日

は親子連れで見てくださる姿もありました。また、お手

洗いから出てきて「何だろう？」と足を止めている人も

いました。 

 

 

 

   

この展示は、しば 

らくの期間、引き 

続き掲示していま 

すので、ぜひご覧 

ください。 

一人でも多くの人 

に、私たちの会に 

関心を寄せていた 

だけることを願って 

います。 

2021 年度 千葉市図書館 子ども読書まつり 

緊急事態宣言は２０２１年９月３０日に解除されましたが、新型コロナウイルスの感染拡大の懸念はいま

だ続いています。そのような状況ではありましたが、市図書館にとって大切なイベントである「千葉市図書館

子ども読書まつり」が感染症対策をとり、規模を縮小して開催されました。 

 

 

 

✿ 中央図書館 第１８回子ども読書まつり １１月７日（日） ✿

（日） 

「としょかんふれんず千葉市」の展示 

中央図書館１階  
当会の展示場所 
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みやこ図書館 １０月２３日（土） 

前日の雨も上がり、職員とボランティアの胸には『くれよん

のくろくん』のバッジもいっしょに笑顔でお出迎えしています。

「くろくん」は今年２０歳。親子で楽しむおはなし会で読んで

もらい、本さがしクイズでも「くろくん」の絵本をさがし、手作

りのおみやげをもらいました。 

昨年できなかったわらべうたであそぼうや昔なつかし紙

芝居では、親子が寄り添い楽しむ姿は温かく、うれしく感じま

した。職員がテーマごとに選書した絵本の福袋５０袋もあっ

という間になくなりました。思いがけない本との出会いがあ

ることでしょう。 

午後のおはなし会には常連の子どもが駆けつけてくれる

など、職員の皆さんが、日々の利用者とのつながりを大切に

している様子が感じられました。           （運営委員） 

 

花見川図書館  １０月３０日（土） 

  図書館の玄関脇の広場には保存期間の過ぎた雑誌が

引き取り手を待っています。１階のこども室には本大好き！～

あなたの好きな本教えて～のコーナーが設けられ、参加者

には職員手作りのプレゼントが用意されています。小学生の

一団がおはなし会を待ちながら書き込んでいます。 

  例年通り、２階の多目的室ではおはなし会です。例年ほど

の賑わいではないものの職員、ボランティア協働のプログラ

ムに参加した子ども達は満足していました。来年は公民館と

の複合化工事のために残念ながらお休みです。 

  こども室に入り景色の違いにおや？ 以前は一般図書室の

入り口のちょっと暗い書架にあった「子育て支援コーナー」

が明るい子ども室に移動していたのです。ベビーカーを押し

たお母さんが棚の前で立ち止まっていました。間もなく休館

となる中でも、利用者の利便が考えられた棚は嬉しいもの

でした。                                 （運営委員） 

 

若葉図書館 １０月１６日(土) 

～みんなで楽しむ図書館～ 

  お祭りなのに図書館の周辺には元気な様子が見られない。

午前中に参加したせいか、子ども達もチラホラ。それにしても

と図書館の子どもまつりの案内を見ると、何とわらべうたであ

そぼう（先着４組） 高校生が語るおはなし会（先着４組）  

つくってあそぼう～算数工作～ 万国旗をつくろうなど図書

館が用意したプログラムはすべて午前中の時間でした。  

  それでも中に入ってみるとつくってあそぼう～算数工作～

はハロウィンの切り紙あそび。また高校生が語るおはなし会

は男子高校生が素話や手遊びをして何とも素敵な有意義な

会。図書館はどうしてもっと子ども達にお知らせしないのか。

子ども達きっと喜ぶのにと内容が良かっただけに残念な気持

ちになりました。 ～みんなで楽しむ図書館～は形だけのもの

だったのでしょうか。寂しいことです。        （運営委員） 

 

緑図書館 １１月６日（土） 

  鎌取コミュニティセンターを会場としておこなわれました。 

  つくってあそぼうのコーナーではわゴムを使ったレーシン

グカーやスルスルのぼり虫や花瓶カバーなどを作り、沢山の

親子が楽しんでいる様子でした。保存期間の過ぎた雑誌の

配布は開始の３０分前から並ぶほど人気がありました。 

   親子で楽しむおはなし会は地域おはなしボランティア６名

により大広間で行われました。0・１歳児とその保護者のおは

なし会の参加者は子ども６名、大人７名。2・3 歳児向けは子

ども１５名、大人１７名。４歳から小学生向けは子ども１５名、

大人９名。どのおはなし会もみんな楽しんでいました。 

  本だいすきのコーナーでは、好きな本を小さな紙に書いて

壁面に貼り、その横に子どもが立ち、親が写真を撮っていま

した。おはなし会で読まれた絵本も並べられ、子ども達は好

きな本を見つけると喜んで借りていました。  （運営委員） 

 

美浜図書館 11月6日(土) 

  英語で楽しむ親子おはなし会は神田外語大学の学生ふ

たりによる大型絵本の読みきかせと手遊びでした。学生さん

は来場した参加者に「hello！」と声をかけ、音楽に合わせた

手遊びや、大型絵本『できるかな あたまからつまさきまで』

をジェスチャー入りで読むと、子どもも大人も一緒に動きな

がら、笑顔いっぱいで楽しんでいました。 

  テレイドスコープ作りと秋のおはなし会は、地域おはなし

ボランティア３名によるおはなし会と、科学館の講師２名によ

るテレイドスコープ作り。筒に三角形に折ったミラーシートを

入れ、先にビー玉を付けると…！ まわりの景色が万華鏡模

様に映しだされるテレイドスコープの完成です。説明がわか

りやすく、小学生も大人もみんな上手にできました。 

  両イベントとも、おはなし会のプログラム、おみやげの豆本、

定例おはなし会の案内が手渡されました。図書館児童室に

は、おはなし会で読まれた本が展示され、どの本も複数冊

が貸出できるようになっていました。        （運営委員） 

 

みずほハスの花図書館  １０月３０日(土) 

  当日は良い天気で、衆議院選挙の期日前投票やコロナワ

クチン接種とも重なり、朝から多くの人が行き交っていました

が、会場の花見川保健福祉センター３階まで足を運ぶ人が

少なく残念でした。周辺に読書まつりの案内掲示はされて

いましたが、ホームページでのお知らせはありませんでした。 

  わらべうたであそぼう、おはなし会、図書館クイズ 虫をさ

がそうなどのイベントや、おみやげの「吹いて回す折り紙で

作ったコマ」の作製は、近隣の文庫や、学校おはなし会の勉

強会のメンバーが図書館と連携して取り組んでいました。こ

の地域は若い世代が多いせいか家族での参加が目立ち、

親子で楽しむ読書まつりとなっていました。   （運営委員） 

✿ 地区図書館では ✿ 
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今回は公共図書館の根拠法の最上位法である教育基本法

をとりあげます。 

教育基本法は 1947(昭和２２)年に日本国憲法の理念を具

体的に実現するには教育が重要であるとの認識を踏まえて、

制定されました。（2006(平成１８)年に改正） 

 教育基本法は前文と4章18条からなり、12条で図書館

を「社会教育施設」の一つとして具体的に明記しており、図書

館は日本国憲法の理念を実現するための「教育」の場であり、

その振興に努めなければならないと謳っています。したがって

図書館は法律上「教育機関」の一つであり、

教育基本法の規定が及ぶものとなります。 

 この社会教育施設（教育機関）である図書

館の果たすべき機能が教育基本法にどのよ

うに法制化されているのかを関連する条文

を挙げてまとめました。 

 

  図書館は憲法の理想の実現に不可欠な施設 
 
憲法でいうところの民主的で文化的な国家の発展は国民

一人一人の教育によって実現される。そのためには国民一人

一人の学びの場が保障されなければならない。図書館はその

学び（教育）の場であり、国民が自主的に学ぶために不可欠

な施設である。 

  

図書館は人が育つために必要な施設 
  

教育の目指すものは「国民の人格の完成を目指し、平和で

民主的な国家及び社会の形成者」の育成である。従って国民

が自主的に学ぶことのできる図書館は人が育つために必要

な施設である。 

 

図書館では豊富で多様な資料が教師の役割 
 

国民が自主的に学ぶことのできる「教育機関」としての図書

館は、自己教育の場であり、そこにおいて 

教師の役割を果たすのは、図書その他 

の資料である。 

 

          図書館は生涯にわたって学ぶ場 
 
図書館は生まれてから死ぬまで、その生涯にわたって「あら

ゆる機会にあらゆる場所」で学習することができる重要な社

会教育施設である。学校教育を終えた後も、継続的に学ぶた

めの生涯教育の場として、積極的な役割を果たさなければな

らない。 

 

図書館はあらゆる人のために 
 

図書館は赤ちゃんから高齢者まであらゆる人が差別され

ることなく、利用できるところである。障害のある者には障害

の状態に応じて必要な支援をする。 

前文 

我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的

で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と

人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。 

 我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、

真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と

創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承

し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。 

 ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未

来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、こ

の法律を制定する。 

 

(教育の目標) 

第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を

尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるもの

とする。 

一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を

養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体

を養うこと。 

二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を

培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活

との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。 

三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んず

るとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に

参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。 

四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する

態度を養うこと。 

五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国

と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和

と発展に寄与する態度を養うこと。 

(生涯教育の理念) 

第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生

を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機

会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果

を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなけれ

ばならない。 

 

       シリーズ「図書館と法」 その 2   図書館と教育基本法 

                           

     

 

 

 

 

 

 

 

 

(教育の目的) 

第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国

家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに

健康な国民の育成を期して行われなければならない。 
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図書館は社会教育施設 
 

１２条では「個人の要望や社会の要請にこたえ、社会におい

て行われる教育」を「社会教育」と定義し、その教育の場として

図書館、博物館、美術館、公民館、その他の社会教育施設を具

体的に挙げている。よって図書館は国や地方公共団体が設置

や振興に努めなければならない重要な「社会教育施設」であ

る。 

 

図書館は政治的に中立   
 
政治教育を実現する大前提として第14条がある。ここでい

う「公民」は国家主権のもとで、参政権を持ち、政治に積極的

に参加する国民という意味である。図書館は政治的教養（中

立性）を身に着けるための教育を担う重要な施設である。 

 

図書館の自由  
 
日本図書館協会は「図書館の自由に関する宣言」（１９５４年

採択1979年改訂）で、「図書館は、権力の介入または社会的

圧力に左右されることなく、自らの責任にもとづき、図書館間

の相互協力をふくむ図書館の総力をあげて、収集した資料と

整備された施設を国民の利用に供するものである。」と表明し

ている。 

図書館が「社会教育施設」（教育機関）として機能するため

には、政治的な価値判断に左右されることがない「政治的中

立性」、教育を担うものとしての「専門性」、安定的で長期的な

運営方針による「安定性・継続性」の確保が必要である。教育

が権力の支配の道具とならないよう、首長部局から独立した

「教育委員会が図書館を管理する」とされているのもそのため

である。 

  

図書館計画の策定と推進のために 
  

１７条の教育振興基本計画は、教育行政に関する第１６条4 

の「国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施さ

れるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない」を具

体的（数値目標を挙げて）に行うために制度化されたもの。振

興基本計画策定に際し重要なことは図書館の整備を明確に

位置付ける事である。 
 

  

なお以下の文献を参考にしてまとめました。（運営委員） 

『図書館と法 図書館の諸問題への法的アプローチ（改訂増補版）』 

鑓水三千男/著（日本図書館協会 ２０２１年）   

『新図書館法と現代の図書館』 塩見昇・山口源治郎/編著 

（日本図書館協会 ２０09年）  

 『図書館法を読む』  森耕一/編（日本図書館協会 １９９５年補訂版）  

『教育基本法と図書館』教育基本法学習会記録 

（図書館問題研究会 神奈川支部２００４年） 

(社会教育) 

第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会におい

て行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励され

なければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他

の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会

及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の

振興に努めなければならない。 

（政治教育） 

第十四条 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育

上尊重されなければならない。 

 （教育行政） 

第十六条 教育は、不当な支配に服することなく、この法律

及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであ

り、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及

び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければなら

ない。 

２ 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上

を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施し

なければならない。 

３ 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図る

ため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施し

なければならない。 

４ 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施

されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。 

（教育振興基本計画） 

第十七条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ

計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策につい

ての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項に

ついて、基本的な計画を定め、これを国会に報告するととも

に、公表しなければならない。 

２ 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情

に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための

施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければなら

ない。 

（教育の機会均等） 

第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育

を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性

別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上

差別されない。 

２ 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害

の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必

要な支援を講じなければならない。 

３ 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、

経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措

置を講じなければならない。 
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       地域から   
                

         「地域の身近な図書室に」                        桜木公民館 図書室担当 ○○○○ 

桜木公民館図書室は、千葉都市モノレール「桜木」駅、もしくは JR千葉駅からバスを利用する方法がありますが、

ともに 10 分以上路地を歩いた住宅地の中に位置しています。公民館開館後、平成 2１年

に増築された、千葉市の中では一番新しい公民館図書室です。入口近くには、季節に応じ

た絵本や、千葉市図書館おすすめブックリスト「よんでみよう」の図書を展示して、子どもた

ちが自分で手に取ったり、保護者がわが子に与えたい本を選んだりできるようにしていま

す。また、大きな窓に面した閲覧コーナーをはじめ、明るく開放的な図書室の良さを活かせ

るよう心掛けています。 

利用者との距離が近く、アットホームな雰囲気が自慢です。小規模な図書室だからでき

る細やかなサービスや公民館図書室だからできる主催講座との連携等、一つ一つのつな

がりを大切にし、地域のみなさまのニーズを尊重した運営を目指しています。 

近くには加曽利貝塚もありますので、散策も兼ねて、ぜひ桜木公民館図書室にお立ち寄

りください。 

                            

  読書会報告 「俳句の本を読む」第 55回

 

課題本：『大岡信『折々のうた』選 俳句(二)』 
長谷川櫂/編 （岩波新書） 

日時：202１年 10月 10日 （日） 14時～16時 
会場： 稲毛保健福祉センター 大会議室   参加者 8名 
 

26 歳で夭折した俊秀の俳人、芝不器男
ふ き お

（1903～1930）の句から読

み合った。不器男は本名。父親が論語「君子不器
き

」（人の上に立つ君子

は一つのことに偏ることなく幅広くその能力を発揮するべきである）から

命名したとのこと。〈寒
かん

鵜
がらす

己
し

が影の上
へ

におりたちぬ 不器男〉 己を「し」と

読むのは「古事記」や「万葉集」で使われた読みとか。 『不器男句集』

（序）には「他に先んじて、万葉調を取り入れた作品を示して俳壇の瞠目

を集めた」とある。 〈あなたなる夜雨の葛のあなたかな 不器男〉 季語

「葛」は赤紫の美しい花を咲かすが葉が風に翻ると裏の白さが目立つこ

とから「裏見草」と言われ、平安時代には「裏見」を「恨み」に掛けた和歌

も多く詠まれたとある。この句は不器男の心の内にそんな気持ちがあった

のか。テキストではページをめくると芝不器男の句から星野立子（1903

～1984 年）の明るく大らかな〈美しき緑走れり夏料理 立子〉の句に移

り、あまりの違いに一瞬とまどった。立子は女流俳人を多く育てた高浜虚

子の次女。立子も同時期に活躍した中村汀女、橋本多佳子、三橋鷹女と

並び四 T と称された。〈囀をこぼさじと抱く大樹かな 立子〉「囀」は春鳥

のさえずりを総称していう春の季語。小鳥たちがはしゃいで恋の歌を歌っ

ている大樹は落葉樹ではなく常緑の樫とか桂の木なのではと参加者の感

想。〈白き巨
ふ

船
ね

きたれり春も遠からず 大野林火〉「春も遠からず」は冬の 

季語、春近し、春隣の意味。ここで「遠からじ」と「遠からず」の違い、「じ」は 

否定的な推量、「ず」は打消しであると、ずっとずっと昔の文法の活用表を思 

い出し皆で話した。 

次からは少し進んだ「楸邨・龍太の時代」を読み合います。著者大岡信は加藤楸邨を余程高く評価しているのか

『折々のうた』には与謝蕪村、松尾芭蕉、小林一茶に次いで楸邨の句が多く取り上げられている（テキスト169頁）。

編者の長谷川櫂も近代大衆俳句の第１期を小林一茶、第 2期を子規と虚子、第 3期を楸邨・龍太時代とした中で

加藤楸邨の句を 17紹介している。    次回は 12月 12日（日）14時～16時    （運営委員）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                

ぶっく・ぶく 

大きな窓に面した明るく 
開放的な閲覧コーナー 

 

絵本のススメ 

『秋』 かこさとし 文・絵  
 

2018年5月92歳で亡くなられたか

こさとしさんが2021年7月絵本を出版し

た。正しくは長女万理さん。絵本の中のかこ

さとしさんは語ります。「私はちいさいとき

から、秋が大好きでした。 ところが、その

すてきな秋を、とてもきらいになったとき

がありました。とてもいやな秋だったこと

があります。それは、今からずっとむかし

の、昭和 19 年のことでした。」（私の生まれ

た年。今年７７歳。）「翌年、日本は負けて戦争

は終わりました。それからくる年ごと、さま

ざまな秋がめぐってきました。つらかった

り、さみしかったり、くやしかったり、切なか

ったりしましたが、ただひとつ、戦争のない

秋の美しさが続きました。」 

 かこさとしの遺品の中１９５７年１０月１３

日・画 と書かれた未発表の作品が今回絵本

として出版されました。     

   しったかぶりこ 
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  中央図書館会議室にて、中島中央図書館館長管理

課長兼務、山崎情報資料課長、髙本情報資料課長補

佐、大川情報資料課担当課長補佐、運営委員８名が

出席し、主に３つのテーマについて話し合いました。 

 

◆市内図書館の寄贈、亡失資料について 

２０２１年７月３０日に行われた図書館協議会に於い

て協議会委員より「千葉市の図書館は年間受入資料

の内、購入本と寄贈本の比率を比べると寄贈本の比

率が大きい。寄贈依存型の図書館経営が続いていい

のか」との指摘があった。 

私たちの会はこの発言について図書館はどのよう 

に捉えているのか、委員の言われた数字は正しいの 

かをお聞きしたつもりでした。しかし回答は寄贈本の 

基本的考えでした。 

また亡失本についても各地区図書館の亡失率を挙

げて「亡失率は３％から５％にしなければならない。こ

の数字だと民間企業では倒産します」との発言もあっ

た。このような発言を受けて図書館としては説明をせ

ずにそのままにしていても良いものなのか。私たちはと

ても心配になりお聞きしました。これについての回答も

亡失の基準や図書館での対応を話され数字について

の問題には触れられませんでした。 

以下はこのことについての図書館の答えでした。 

・限られた予算の中で本を購入していかなければなら

ない。全てを寄贈本に頼っているわけではない。人気

のある本は汚れてしまう。寄贈本はきれいなので交換

することもやっている。 

・財政が厳しく図書館の存続が危ぶまれており市民全 

 体が応援してくれる体制も必要となる。 

 

◆図書館から庁内への発信のあり方について 

・職員が見られる庁内の掲示板があり利用している。

議会図書室もあり連携している。 

・学校との連携は校長会、図書主任、図書館指導員の

会に図書館の担当者が行き話しをしている。 

・ビジネス支援講座は千葉市産業振興財団、ビジネス

支援センター、商工会議所と連携をしている。 

 

 

 

 

・生涯学習センター、男女共同参画センターにも図書

室がありネットワークを組んで連携しあっている。 

・企画展示で環境がテーマであれば環境部局とどう

いうものがよいかアイデアを出しあっている。 

  以上が、図書館の答えでした。 

私たちの考える庁内発信とは、展示や連携だけでな

く、開館前に市民が並ぶなど図書館が市民の重要な

施設であることや、課題解決や政策に図書館資料を

生かし、図書館の機能を行政や議員へ積極的に訴え

ることで、図書館の利便性や有用性をもっと行政内の

他部局へアピールしていただきたいと伝えました。 

 

◆花見川図書館、若葉図書館の再整備について 

○花見川図書館 

・現在それぞれの所属課と業者が個別に実施設計の

打ち合わせをしている。レイアウトなどある程度固まっ

た段階で中間報告を行いたい。 

○若葉図書館 

「話しましょう 若葉図書館移転について」の報告 

（内容は 2ページ参照） 

千葉大グランドデザインの進捗状況 

・千城台地区学校跡施設利活用検討委員会の回答

書の要望により、グランドデザインを作成中。（３ペー

ジ参照） 

・建物を建てていくにあたっては利用者アンケートやワ

ークショップを開き継続的に皆さんの意見を頂戴しそ

れを施設に生かしていきたい。 

  私たちは「ワークショップなどの話し合いの輪に図

書館や行政も加わって、相互に応答できる場にしても

らいたい。そうするともっとお互いの理解が進むのでは

ないかと思う」と伝えました。 

 

最後に中島館長が「市民と共に作った図書館だと

胸を張って言える図書館作りをしていきたい」とこれか

らの展望を述べて面談は終了しました。（運営委員） 

      中島中央図書館館長との面談 
 
             ２０２１年１１月９日（火）13：00～14：00 

 



☆ ＹＡ世代の参加を願い このコーナーを設けています 

 

63－10 

 

 

 
 

 
 

「  人と人とをつなぐ本  」  

                                               花見川区 ○○ ○○（中学 １ 年生）

  私が少し長い小説を読みはじめたのは、昨年の 4

月、新型コロナウイルスの影響で学校が休校になった

時でした。「友達とどこかにいって遊びたい」という気

持ちがすごく強かった私は、どこにも行けずにひまな

日々をすごしていました。その時に手に取った本が、

『さるのこしかけ』という、さくらももこさんの本でした。

さくらさんといえば、テレビアニメの「ちびまる子ちゃん」

というイメージが強かった私は、さくらさんが小説を書

いていることにはじめて気づきました。 

  それから、私はさくらももこシリーズにはまり、『たい

のおかしら』や『もものかんづめ』などにも興味を抱き、

読み進めました。さくらももこさんが書く本は、まず題名

が面白く、読者を引きつけます。そして、日常のささい

なことにも目を向けていて、さくらさんが経験した時の

様々な感情も伝わってきます。面白いので読んでみて

下さい。 

  こう考えると、休校もそこまで悪いことではなく、長文

の本にチャレンジするいいきっかけをくれた、大切な休

みだと捉えることができます。 

  私は、人に会えなく、さびしい時に大好きな本をゆっ

くり開きます。すると本は、不思議にワクワクする世界に

連れて行ってくれます。すると、本の世界の物や人と会

話をしたり、遊んだり、同じ空間にいるような気分にな

ったりします。本には、いろいろな友達とつながって、仲

良くなれる力があります。 

  そして、同じ本を読んだ人と意見を共有したりできま

す。人それぞれの感じ方があるので違う視点で考えた

りもできます。以前、私は小学校一年生の妹と、小学校

三年生の弟に本を読み聞かせしたことがあります。そ

の時に『ももたろう』を読んでその後のくらしを考えた 

 

のですが、妹は金持ちになると予想して、弟は世界一

になると予想して、私は鬼と仲良くなってくらすと予想

しました。その時に人それぞれ考え方があって面白い

と思いました。みんなで意見を共有すると新たな発見

があってとても良いと思いました。 

  ある時に、クラスの静かな子が難しそうな本を読ん

でいました。私はその子も少し気になり、本も気になっ

たので話しかけました。すると、その子は優しく笑って

私にその本の良さを教えてくれました。その本は、『赤

毛のアン』でした。その本を２日間程、貸してくれました。

この本のあらすじはとてもグッときました。その貸してく

れた子は、私の何倍も本を愛している子でいろいろな

本を紹介してくれました。本を読んでいる時だけ特別

な笑顔をしています。それを見て、本は人に大切なこと

を教えてくれるものだと気づきました。 

  私はドライブに行く時や、習い事の待ち時間などに

必ず一冊本を持っていきます。立ちながらでも読める

のでとても便利です。本には便利性や、かさばらないと

いう持ち運びしやすいメリットに加え、いろいろな知識

を与えてくれるというメリットがあります。絵が描かれて

いるものは情景がわかりやすく、絵が描かれていない

ものは情景を想像できるというメリットもあります。 

  最後に、長い本だからといって手をつけないのでは

なく、手にとってみたらどうでしょうか？ 本はいろいろ

な言葉や不思議なことにたどりつく 

きっかけをくれるかもしれません。 

何事にもチャレンジするというこ 

とを持てば、最後にはいい結果 

やいい出会いがあると 

思いました。 
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 ２０１３年の秋、さくら文庫の仲間が「茜がたく

さん生えているところを見つけたの！」と知らせてく

れた。ついて行くと、家から歩いて５分ほどだが人

気がなく普段は足を踏み入れない所に、日本茜が

一面に生えていた。私はその宝の山に狂喜し、しば

らく仲間と一緒に茜堀りに熱中した。なんとも嬉し

い秋でした。 

  『郡上
ぐ じ ょ う

紬
つむぎ

に生きる』宗廣力三著（講談社）は、

「明神ケ岳は、箱根火山の古い外輪山である。植

物染料の宝庫である。とくに足柄山一帯には、日

本茜がたくさん自生している。日本茜は、西洋茜に

くらべて柔らかく、落ち着いた美しさを持つ」と、始

まります。宗廣先生は、1914年岐阜県郡上に生ま

れ、1982 年重要無形文化財「紬縞織・絣織」の

保持者（人間国宝）に認定され、晩年は神奈川県

の南足柄に工房を構えていました。 

  私は、卒論の資料を探しに行った図書室で、卒

論とは全く関係のない”紬”に出会い、経糸
たていと

と緯
よこ

糸
いと

が重なりあった布の美しさに惹かれ、何の知識も

ないまま宗廣先生の工房に飛びこみ、住み込みで

三年半、山で修業の日々を過ごした。始めは畑の

草取りから始まって、ようやく家の中の仕事をさせ

てもらえるようになり、糸のこと、染めのこと、織りの

ことを学んでいった。その明神ヶ岳の雑木林で日

本茜に初めて出会ったのでした。 

  日本茜は、山野に自生するつる性の多年草。茎

は四角く下向きに細かい逆刺があり、長い柄のあ

るスペード型の葉が４枚ずつ輪生し、晩夏から秋

にかけて淡黄緑色の小さい花が咲く。茜色した細

い根を掘り起こし、煮出して染める。茜はヨーロッ

パからアジアまで各地で古来より使われてきた染

料植物で、日本でもかつては広い地域に自生して

いたようです。現在、西洋茜とインド茜は染料植物

として栽培され染料店にて手に入れることができ

ますが、日本茜にはなかなかお目にかかれないの

です。 

  古くは、弥生時代中期の吉野ヶ里遺跡から出土

した絹織物の経糸から日本茜が検出されています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  ４〜５世紀には、養蚕技術（植物染料は絹や羊 

毛のような動物繊維で蛋白質の多いものによく

染まる）、道具や熱源（茜の根を煎じた液がたっ

ぷり入り、少なくとも３〜４時間５０度に保つ）、発

色させるための媒染剤の知識や技術などがあ

ったのではないかといわれています。 

  正倉院の聖武天皇御遺愛の宝物には現在も

鮮やかに色を保った染色品があり、奈良時代に

高度な染色技術があったことがわかります。 

  平安初期の禁中の年中儀式や制度が書か

れている『延喜式
え ん ぎ し き

』「縫殿寮
ぬいどのりょう

」の「 雑
くさぐさの

染
そめ

用度
よ う ど

」

の項に色名と染色材料の量の記載があり、古代

の染色を推測できる貴重な資料となっています。

この中に茜を使った深
ふかき

緋
あけ

（ 紫
むらさき

草
そ う

と茜）、浅
あさき

緋
あけ

（茜）、上皇が着用する高貴な色である赤
あか

白
し ら

橡
つるばみ

（櫨
はぜ

と茜）があります。また、茜ではありませ

んが、天皇が儀式の時に着用する黄櫨
こ う ろ

染
ぜん

（櫨と

蘇芳
す お う

）という色があり、令和天皇が即位の礼で

お召しになった袍
ほう

を見た時、これが平安時代か

ら変わらぬ黄櫨染の色なのだと感慨深いもの

がありました。 

  本のタイトルさえも記憶にない、図書室で出

会った１冊の本との出会いから世界が広がり、

いろいろな人との出会いがありました。 

  かつてのあの宝の山は住宅地になってしまっ

たけれど、あの時掘った根は猫の額ほどの我が

家の庭で生きています。2021年秋。 

 

参考にした本 

『日本の色を染める』吉岡幸雄/著（岩波新書） 

『一色一生』志村ふくみ/著（求龍堂・文春文庫）

『草木染 四季の自然を染める』山崎和樹/著

（山と渓谷社） 

 

 

 織りなす糸の美しさに惹かれて  

                                     花見川区  ○○ ○○ 

 

織
り
な
す
糸

の
美
し
さ
に
惹

か
れ
て 

 
 

 
 

○
○ 

○
○ 
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＊「としょかんふれんず千葉市」への入会、お問い合わせは右の QRコードからどうぞ。 

 

  

   
としょかんふれんず千葉市  

代 表

【連絡先】 事務局 

     〒 千葉市○○区 

TEL・FAX ０４３-○○‐○○ 

 メール   furenzu2021@gmail.com 

     ホームページ URL    

https://furenzu2021.wixsite.com/

toshokanfriends 

年会費  一般 円 学生 500円 

郵便振替 

発 行 者  

落丁等ありましたら、右記連絡先までお知らせ下さい 

    
10月 ７日(木) 資産経営課からグランドデザインに 
                          ついて説明を受ける 
10月 ７日(木) 運営委員会  
10月１０日(日) 第 55回読書会 
10月１７日(日) 臨時運営委員会 
10月２８日(木) 話しましょう 

    若葉図書館の移転について  
11月 １日(月) 子ども読書まつり用掲示物作成 
11月 ４日(木) 子ども読書まつり用掲示物作成 
11月 ４日(木) 運営委員会 
11月 ５日(金) 子ども読書まつり用掲示物作成 
11月 ７日(日) 中央図書館子ども読書まつりに 
                          当会の展示で参加 
11月 ９日(火) 中央図書館長との面談 
11月１１日(木) 編集会議 
11月１１日(木) 市長とのティーミーティング 
11月１８日(木) 会報６３号発行 

  

う ご き 
 

 

 

『日本の図書館の歩み１９９３-２０１７』の訂正について 

  ９月１６日（木）に印刷を終えた会報をこれまでと同

様、日本図書館協会に寄贈する折に、『日本の図書館の

歩み１９９３-2017』の記載「指定管理者制度による新

館として２０１７年に千葉市みずほハスの花図書館が開

館」の誤り（当会会報第 62 号-3 頁）を指摘し、訂正の

申し入れをしました。 

翌１７日（金）には当会宛に日本図書館協会出版委

員会の「お知らせ」欄に訂正が掲載されていること、のち

ほど図書館雑誌でも知らせる予定である旨のメールが

届きました。 

日本図書館協会出版委員会の２０２１年８月２７日作

成９月１５日更新のホームページで「窓口業務委託とし

て、２０１７年に千葉市みずほハスの花図書館が開館し

た。」と訂正されていました。  

  この資料は多くの図書館で利用されることでしょう。

早々に訂正されたことに私達は安心しました。願わくば

各図書館でそれぞれの箇所が訂正され、利用者の手に

渡りますように。                     （運営委員） 

 

竹内 悊氏を偲ぶ 

  去る１０月１４日竹内悊氏は亡くなられました。私た

ちが知ったのはもう１１月になってからでした。その報を

受けたとき、いつまでも「活動をお続けなさい」と見て

いてくださるような気がしていたことに改めて気がつき

ました。今から２７年前、「２１世紀に生きる子ども達に

図書館は何ができるか」との講演を “としょかんふれ

んず千葉市”の前身“千葉市の図書館を考える会”で

していただいて以来、私たちの先生でした。 

  先生は、アメリカのピッツバーグ大学図書館情報学

大学院博士課程を終了し、帰国後大学で教えられ、

20０１年から０５年まで日本図書館協会の理事長とし

て日本の図書館界をリードされました。著書には『生き

るための図書館 一人ひとりのために』（岩波新書、

2019）等があります。講演録や本を出版されると会に

送ってくださいました。そこにはいつも太く力強いペン

字で、励ましの言葉が添えられていました。図書館と

は？図書館運動とは？教えていただいたことを、今こそ

会の中でつないで行かなければなりません。 

ご冥福をお祈りいたします。 

 

 

稲毛図書館 空調設備等改修工事中 

  稲毛図書館では２０２１年１０月５日～２０２２年３

月下旬まで大規模改修をしています。この間、資料

の閲覧や諸室の利用はできません。入り口は正面

外階段から。 

  利用できるサービスは次の通りです。 

 ＊予約資料の貸出 

 ＊資料の返却  

 ＊ブックポストの利用  

 ＊資料の予約、 

    相談（レファレンス） 

 ＊館内検索機 

    （ＯＰＡＣ）の利用 

 ＊利用カードの新規 

    作成、更新、変更 
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