
                                    

                                    

                                    

                                    

第 219号 

平成 30年 4月 1日 

宇都宮市立 

中央図書館 

東図書館 

南図書館 

上河内図書館 

河内図書館 

第

号
の
主
な
記
事 

１
面 

子
ど
も
と
子
ど
も
の
本
を
つ
な
ぐ
講
座
・ 

カ
フ
ェ
ト
ー
ク 

２
面 

子
ど
も
と
子
ど
も
の
本
を
つ
な
ぐ
講
座
・ 

カ
フ
ェ
ト
ー
ク
・
家
庭
生
活
支
援
講
座 

予
約
ベ
ス
ト

 

３
面 

図
書
館
サ
ー
ビ
ス
あ
れ
こ
れ
・
調
べ
方
の
ツ
ボ 

４
面 

し
せ
つ
め
ぐ
り
：
第
７
回 

宇
都
宮
美
術
館 

横川東小学校長 

松本 和士 

 

小
学
校
高
学
年
の
頃
、
土
曜
日
半
ド
ン
の

授
業
を
終
え
た
午
後
は
、
友
達
と
公
立
の
図

書
館
に
通
っ
て
い
た
。
ホ
ー
ル
を
抜
け
、
広

い
館
内
に
配
さ
れ
た
書
架
が
目
に
入
る
と
、

少
し
高
揚
し
た
気
分
に
な
っ
た
こ
と
を
覚
え

て
い
る
。
手
に
取
る
本
は
、
少
年
向
け
の
文

学
作
品
や
伝
記
、
推
理
小
説
や
科
学
小
説
な

ど
様
々
で
、
こ
だ
わ
り
の
な
い
読
み
方
を
し

て
い
た
が
、
す
べ
て
が
面
白
く
、
歩
い
て
１

時
間
半
は
か
か
る
道
の
り
で
あ
っ
た
が
、
図

書
館
に
足
を
運
ぶ
こ
と
を
い
つ
も
楽
し
み
に

し
て
い
た
。
こ
の
読
書
生
活
で
得
た
の
は
些

細
な
も
の
だ
が
、
考
え
方
や
趣
向
な
ど
今
の

自
分
の
有
様
に
大
き
く
影
響
し
て
い
る
よ
う

に
も
思
う
。 

本
校
で
は
図
書
室
利
用
や
家
読
を
推
奨
す

る
た
め
の
取
組
に
加
え
、
図
書
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
や
読
み
聞
か
せ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん

の
熱
心
な
活
動
に
支
え
ら
れ
、
様
々
な
形
で

読
書
活
動
を
推
進
し
て
お
り
、
読
書
量
も

年
々
増
加
し
て
い
る
。
大
規
模
校
と
い
う
こ

と
も
あ
り
、
図
書
室
は
い
つ
も
多
く
の
児
童

で
に
ぎ
わ
っ
て
い
る
。
本
を
開
き
夢
中
に
な

っ
て
読
書
を
楽
し
む
子
ど
も
た
ち
の
姿
を
と

て
も
う
れ
し
く
思
う
。 

 

読
書
を
楽
し
む
子 

講座「お米と日本人のくらし」 

講師の白央篤司さん ↑ 

カフェトーク 書いて笑おう 参加者の書 ↑ 



                                    

                                    

               

                     

        

順位 タイトル 著者名 出版社 

１ 蜜蜂と遠雷 恩田陸 幻冬舎 

２ マスカレード・ナイト 東野圭吾 集英社 

３ 銀河鉄道の父 門井慶喜 講談社 

４ おらおらでひとりいぐも 若竹千佐子 河出書房新社 

５ 君たちはどう生きるか 吉野源三郎 ﾏｶﾞｼﾞﾝﾊｳｽ 

６ この世の春 上 宮部みゆき 新潮社 

７ わたしを離さないで ｶｽﾞｵ・ｲｼｸﾞﾛ 早川書房 

８ この世の春 下 宮部みゆき 新潮社 

９ 屍人荘の殺人 今村昌弘 東京創元社 

１０ キラキラ共和国 小川糸 幻冬舎 平成 30 年 3 月 14 日現在 

１
月
21
日
（
日
）
中
央
図
書
館
で
、
フ
ー
ド

ラ
イ
タ
ー
の
白
央
篤
司
（
は
く
お
う
あ
つ
し
）

さ
ん
を
お
招
き
し
、
講
座
「
お
米
と
日
本
人
の

く
ら
し
」
を
開
催
し
ま
し
た
。 

日
本
で
育
て
ら
れ
て
い
る
お
米
は
約

種

類
も
あ
る
こ
と
や
、
栃
木
県
は
生
産
量
第
８
位

で
、「
な
す
ひ
か
り
」
と
い
う
最
上
ラ
ン
ク
Ａ
を

獲
得
し
た
お
米
も
生
産
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
す
。 

混
ぜ
ご
飯
の
ル
ー
ツ
は
、
少
な
い
お
米
を
食

べ
つ
な
ぐ
た
め
の
智
恵
と
し
て
、
大
根
や
芋
・

雑
穀
を
混
ぜ
て
嵩
（
か
さ
）
増
し
す
る
「
糧
飯

（
か
て
め
し
）」
だ
っ
た
と
い
う
辛
い
歴
史
な
ど

を
聞
か
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。 

好
き
な
お
に
ぎ
り
の
具
は
何
で
す
か
？
と
い

う
講
師
の
質
問
に
参
加
者
の
み
な
さ
ん
か
ら
は

「
サ
ケ
」「
ツ
ナ
」「
た
ら
こ
」
な
ど
の
声
が
あ

が
り
、
小
さ
な
男
の
子
か
ら
の
「
塩
む
す
び
！
」

の
声
に
、「
通
だ
ね
！
」
と
講
師
を
喜
ば
せ
る
場

面
も
あ
り
ま
し
た
。 

参
加
者
か
ら
は
「
身
近
だ
け
ど
知
ら
な
い
こ

と
が
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
し
た
」「
ご
は
ん
を
大
事

に
食
べ
た
く
な
り
ま
し
た
」
な
ど
の
声
が
寄
せ

ら
れ
ま
し
た
。 

子
ど
も
と
子
ど
も
の
本

を
つ
な
ぐ
講
座
と
は 

家
庭
で
の
読
み
聞
か

せ
や
読
書
の
必
要
性
を

大
人
が
十
分
理
解
し
、
各

家
庭
や
地
域
に
お
い
て

積
極
的
に
子
ど
も
の
読

書
活
動
を
推
進
し
て
も

ら
う
た
め
の
講
座
で
す
。 

 

子
ど
も
と
子
ど
も
の
本
を
つ
な
ぐ
講
座 

「
お
米
と
日
本
人
の
く
ら
し
」 

１
月
28
日
（
日
）
に
、
中

央
図
書
館
で
、「
カ
フ
ェ
ト
ー

ク 

書
い
て
笑
お
う
」
を
開

催
し
ま
し
た
。
講
師
に
は
、
書
家
の
益
子
史
舫
（
ま

し
こ
し
ほ
う
）
さ
ん
を
お
招
き
し
、
書
道
に
関
す

る
お
話
と
実
技
の
二
部
構
成
で
行
い
ま
し
た
。 

は
じ
め
に
、「
書
」
を
身
近
に
感
じ
て
も
ら
え

る
よ
う
に
と
、
変
わ
っ
た
素
材
の
紙
に
文
字
や
線

を
書
い
た
り
、
筆
の
代
わ
り
に
綿
棒
や
モ
ー
ル
を

用
い
て
書
い
た
り
な
ど
、
色
々
な
「
書
」
の
楽
し

み
方
に
つ
い
て
の
お
話
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。 次

に
、
実
技
で
は
、
丸
や
線
な
ど
、
太
さ
や
細

さ
、
力
の
強
弱
に
よ
る
書
に
現
れ
る
違
い
を
体
験

し
ま
し
た
。
参
加
し
た
方
た
ち
は
、
２
枚
３
枚
と

書
い
て
い
く
う
ち
に
、
隣
同
士
で
作
品
を
見
せ
合

い
な
が
ら
和
や
か
に
会
話
を
交
わ
し
て
い
ま
し

た
。 出

来
上
が
っ
た
作
品
に
は
、
作
品
が
完
成
し
た

こ
と
を
示
す
画
印
を
押
し
、
全
員
の
作
品
を
並
べ

て
、
写
真
を
撮
り
ま
し
た
。 

ま
た
、
益
子
さ
ん
お
勧
め
の
書
に
関
す
る
本
も

紹
介
し
て
い
た
だ
き
、
皆
関
心
を
持
っ
て
聞
い
て

中央図書館 
「カフェトーク  

書いて笑おう」 

い
ま
し
た
。 

参
加
者
か
ら
は
「
筆
で

書
く
の
が
こ
ん
な
に
楽
し

い
と
は
思
わ
な
か
っ
た
」

「
今
回
の
作
品
は
良
い
記

念
に
な
り
ま
し
た
」
な
ど

の
感
想
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。 

 

南図書館 家庭生活支援講座 

「じいじ・ばあばの安心孫育て」 

 

２
月
２
日
（
金
）
南
図
書
館
サ
ザ
ン
ク
ロ
ス

ホ
ー
ル
で
、
家
庭
生
活
支
援
講
座
「
じ
い
じ
・

ば
あ
ば
の
安
心
孫
育
て
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

当
日
は
前
夜
か
ら
の
雪
で
非
常
に
足
元
が
悪

い
中
、
44
名
も
の
参
加
者
に
お
集
ま
り
い
た
だ

き
ま
し
た
。 

講
師
の
村
上
誠
さ
ん
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
フ
ァ

ザ
ー
リ
ン
グ
・
ジ
ャ
パ
ン
の
イ
ク
ジ
イ
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
リ
ー
ダ
ー
や
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
孫
育
て
・

ニ
ッ
ポ
ン
の
理
事
を
務
め
ら
れ
て
い
る
、
孫
育

て
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
で
す
。 

祖
父
母
の
た
め
の
孫
育
て
の
極
意
の
ほ
か
、

講
師
ご
自
身
の
家
族
に
よ
る
多
世
代
育
児
や
、

現
代
の
子
ど
も
を
取
り
巻
く
環
境
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
切
り
口
か
ら
今
ど
き
の
孫
育
て
に
つ

い
て
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

講
演
の
合
間
に
行
わ
れ
た
「
孫
育
て
検
定
」

と
題
し
た
ク
イ
ズ
は
、
子
育
て
の
世
代
間
ギ
ャ

ッ
プ
に
気
づ
き
を
与
え
る
内
容
で
、
参
加
者
は

う
な
ず
き
な
が
ら
聞
き
入
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

↑
会
場
に
は
関
連
図
書

を
多
数
用
意
し
ま
し
た  

http://01.gatag.net/img/201507/02l/gatag-00009293.jpg
http://01.gatag.net/img/201507/02l/gatag-00009293.jpg


                                    

                                    

                                    

                                    

 

 

 

 

 

実際に図書館で質問を受けた 

事例を紹介するコーナーです。 

調
べ
方 

 

調
べ
て
い
る
句
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
で
、
俳
句
の
辞
典
（
名
句
辞
典
）
の
索
引
を

調
べ
ま
し
た
。『
評
解 

名
句
辞
典
』
は
、
初
句
（
俳
句
の
書
き
出
し
）
の
索
引
の
ほ
か
、

二
句
や
季
語
の
索
引
も
あ
り
、
全
句
が
わ
か
ら
な
く
て
も
調
べ
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
ま

た
、
矢
板
市
に
あ
る
「
か
さ
ね
橋
」
の
由
来
と
な
っ
て
い
る
と
の
こ
と
か
ら
、
地
域
資
料

の
文
学
や
地
理
・
地
誌
の
棚
も
探
し
ま
し
た
。 

回
答 『

評
解 

名
句
辞
典
』
に
は
、
芭
蕉
の
門
人
・
曽
良
が
「
奥
の
細
道
」
の
旅
で
芭
蕉
と
共

に
那
須
野
に
赴
い
た
と
き
の
句
と
あ
り
ま
す
。
ま
た
、『
文
学
碑
の
旅 

栃
木
県 

上
巻
』
に
、

矢
板
市
の
補
陀
落
山
千
手
院
観
音
寺
に
「
か
さ
ね
と
は
八
重
撫
子
の
名
な
る
べ
し 

曽
良
」

と
書
か
れ
た
句
碑
が
あ
る
と
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、『
名
歌
名
句
辞
典
』『
お
く

の
ほ
そ
道 

全
訳
注
』
に
は
、
曽
良
が
「
奥
の
細
道
」
の
旅
路
を
記
し
た
「
曽
良
旅
日
記
」

に
こ
の
句
の
記
載
が
な
く
、「
奥
の
細
道
」
に
の
み
確
認
で
き
る
た
め
、
芭
蕉
の
句
と
も
い

わ
れ
て
い
る
と
あ
り
ま
す
。 

参
考
資
料 

『
評
解 

名
句
辞
典
』
麻
生
磯
次
／
著 

（
創
拓
社  

年
） 

『
名
歌
名
句
辞
典
』
佐
々
木
幸
綱
／
編 

（
三
省
堂 

年
） 

『
お
く
の
ほ
そ
道 

全
訳
注
』
松
尾
芭
蕉
／
著  

久
富
哲
雄
／
訳
（
講
談
社  

年
） 

『
文
学
碑
の
旅 
栃
木
県 

上
巻
』
寺
内
恒
夫
／
著 

（
落
合
書
店 

年
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東
図
書
館
作
成 

 

フ
ァ
イ
ル 

：
25 

 
 

 

南
図
書
館
：「
宇
都
宮
市
南
部
地
区 

地
域
資
料
コ
ー
ナ
ー
」 

南
図
書
館
に
は
、
宇
都
宮
市
南
部
の
雀
宮
・
横
川
・
瑞
穂
野
地
区
に

関
す
る
歴
史
な
ど
の
地
域
資
料
を
収
集
し
た
「
宇
都
宮
市
南
部
地
区 

地
域
資
料
コ
ー
ナ
ー
」
が
あ
り
ま
す
。 

「
か
さ
ね
と
は
八
重
な
で
し
こ
の
名
な

る
べ
し
」
と
い
う
句
は
松
尾
芭
蕉
の
句

で
し
ょ
う
か
。
矢
板
市
に
あ
る
「
か
さ

ね
橋
」
の
由
来
に
な
っ
て
い
る
句
の
よ

う
で
す
。 

↑「宇都宮市南部地区  

地域資料コーナー」 

↑講座にちなんだ展示の様子 

（雀宮宿跡の出土品） 

 

南
図
書
館
の
あ
る
南
部
地
区
に
は
、
上
神

主
・
茂
原
官
衙
（
か
み
こ
う
ぬ
し
・
も
ば
ら
か

ん
が
）
遺
跡
、
茂
原
古
墳
群
、
東
谷
（
と
う
や
）・

中
島
地
区
遺
跡
群
な
ど
の
遺
跡
が
数
多
く
あ
り

ま
す
。
南
部
地
区
の
歴
史
や
特
性
を
紹
介
す
る

た
め
、
平
成
25
年
、
地
域
資
料
コ
ー
ナ
ー
と
は

別
に
「
宇
都
宮
市
南
部
地
区 

地
域
資
料
コ
ー
ナ

ー
」
を
設
け
ま
し
た
。 

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
関
連
す
る
埋
蔵
文
化

財
調
査
報
告
書
な
ど
、
周
辺
地
域
の
資
料
を
重

点
的
に
収
集
し
て
い
ま
す
。
こ
の
他
に
も
、
南

図
書
館
付
近
の
航
空
写
真
や
南
部
地
区
で
発
行

し
て
い
る
広
報
誌
な
ど
も
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
各
地
区
の
歴
史
に
関
す
る
ブ
ッ
ク
リ

ス
ト
を
作
成
し
配
布
し
て
い
ま
す
。
リ
ス
ト
は
、

図
書
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
見
る
こ
と
が
出

来
ま
す
。
詳
し
く
は
『
図
書
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ∨

調
べ
物
相
談∨

パ
ス
フ
ァ
イ
ン
ダ
ー
（
調

べ
方
案
内
）』
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

 

さ
ら
に
郷
土
の
歴
史
に
親
し
ん
で
も
ら
う
た

め
、
イ
ベ
ン
ト
「
南
と
し
ょ
か
ん
祭
」
な
ど
の

際
に
、
南
部
地
区
の
歴
史
に
関
す
る
講
座
や
展

示
を
実
施
し
て
い
ま
す
。 

 

南
図
書
館
に
お
越
し
の
際
は
、
南
部
地
区 

地

域
資
料
コ
ー
ナ
ー
に
、
ぜ
ひ
お
立
ち
寄
り
く
だ

さ
い
。 

 



                                    

                                 
 

   

                            

平成２６年度リサイクル市開催予定 

館報としょかん 第２１９号  

 

ホームページ  http://www.lib-utsunomiya.jp/  

（編集発行） 

中央図書館  明保野町７番５７号 〒320－0845 ℡028－636－0231 

東図書館  中今泉３丁目５番１号 〒321－0968 ℡028－638－5614 

南図書館  雀宮町５６番地１   〒321－0121 ℡028－653－7609 

上河内図書館  中里町１８２番地１ 〒321－0414 ℡028－674－1123 

河内図書館  中岡本町３３９７番地 〒329－1105 ℡028－673－6782 

 

◆
編
集
後
記 

 

４
月
は
桜
の
季
節
と
と
も
に
新
生

活
が
始
ま
る
季
節
で
す
。
図
書
館
で

は
趣
味
や
資
格
の
本
を
多
数
用
意
し

て
あ
り
ま
す
。
新
し
く
何
か
に
挑
戦

す
る
の
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
新

た
な
自
分
に
出
会
え
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
よ
。 

 
 
 
 
 
 

（
中
央
） 

 

し
せ
つ
め
ぐ
り 

第
７
回 

宇
都
宮
美
術
館 

宇都宮美術館 

 

■所在地 〒320-0004 

宇都宮市長岡町1077 

■連絡先 028-643-0100 

■休館日 月曜日（ただし、祝

日の場合は開館し翌日） 

祝日の翌日（ただし、土・日・

祝の場合は開館） 

■開館時間 9:30～17:00（入館

は 16:30まで） 

■ホームページ 

http://u-moa.jp/ 

 

■
特
徴 

 

所
蔵
し
て
い
る
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
展
を
年
３
回
、
企
画

展
を
年
に
５
、
６
回
行
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
教
育
普
及

事
業
に
も
力
を
入
れ
て
い

ま
す
。
美
術
館
の
外
で
の
活

動
と
し
て
「
ト
ビ
ダ
ス
美
術

館
」
が
あ
り
ま
す
。 

■
施
設
を
利
用
す
る
に
は 

 

企
画
展
・
展
覧
会
に
よ
っ
て
観

覧
料
は
異
な
り
ま
す
の
で
、
展
覧

会
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
宇

都
宮
市
在
学
ま
た
は
在
住
の
高

校
生
以
下
は
観
覧
無
料
で
す
。
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
展
の
観
覧
料
は
下

記
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

■
担
当
か
ら
の
一
言 

 

美
術
作
品
の
鑑
賞
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
美

術
館
の
周
り
に
あ
る
森
を
散
策
し
に
い
ら
し

て
く
だ
さ
い
。
新
緑
の
季
節
は
若
芽
の
黄
緑
色

が
大
変
美
し
い
で
す
。 

平
成
９
年
３
月
23
日
、
広
大
な
森
の
中
に

宇
都
宮
美
術
館
は
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。
里
山

を
イ
メ
ー
ジ
し
た
こ
の
森
で
は
、
オ
オ
タ
カ
や

ノ
ウ
サ
ギ
に
出
会
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

 

ト
ビ
ダ
ス
美
術
館
（
出
前
授
業
）
で
は
、
市

内
の
小
中
高
等
学
校
を
中
心
に
、
年
間
10
校

程
度
の
、
授
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
３
原
色
を

使
っ
て
各
々
色
を
作
っ
て
い
く
授
業
や
芸
術

作
品
の
背
景
を
学
ぶ
授
業
、
地
元
の
芸
術
家
と

一
緒
に
作
品
を
作
る
授
業
な
ど
、
学
芸
員
が
教

師
と
一
緒
に
作
り
上
げ
ま
す
。 

 

自
然
豊
か
な
中

に
建
つ
美
術
館
は

バ
リ
ア
フ
リ
ー
が

施
さ
れ
て
い
ま

す
。
西
洋
や
日
本

の
近
代
・
現
代
美

術
を
は
じ
め
、
デ

ザ
イ
ン
作
品
、
宇

都
宮
ゆ
か
り
の
作

品
な
ど
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
も
六
千
六
百

点
余
を
数
え
る
ま

で
に
な
り
ま
し

た
。 

 

 

館
内
入
っ
て
す

ぐ
に
図
書
の
ス
ペ

ー
ス
が
あ
り
ま

す
。
美
術
関
係
の

図
書
を
多
数
所
蔵

し
て
お
り
、
誰
で

も
自
由
に
閲
覧
す

る
こ
と
が
で
き
ま

す
。 

 

 

学
芸
員
が
、
ご
指
定

の
場
所
に
出
向
い
て
美

術
や
デ
ザ
イ
ン
に
関
す

る
お
話
を
す
る
ア
ー

ト
・
ト
ー
ク
や
自
然
観

察
会
な
ど
も
行
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
館
外
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て

「
お
じ
さ
ん
の
顔
が
空

に
浮
か
ぶ
日
」
や
「
宮

の
注
染
を
拓
く
」
な
ど

を
開
催
し
ま
し
た
。 

 

区分 個人 団体（１名につき）

一般 ３１０円 ２５０円

大学生・高校生 ２１０円 １６０円

小学生・中学生 １００円 ８０円

お話を伺った福島さん 

小高い場所にある美術館 ↓ 

明
る
い
エ
ン
ト
ラ
ン
ス 

↑ 

自
然
に
囲
ま
れ
た 

美
術
館 

↑ 

 

図
書
の
ス
ペ
ー
ス 

↑ ４月１５日まで開催の
「灰野文一郎展」 
４月２９日からは「サヴ

ィニャック パリにかけ
たポスターの魔法」が開
催されます。 

灰野文一郎 

《冬の那須山》 

http://u-moa.jp/

