
としょかん宇治

竹
中

昭和58年2月1日発行

（発行日）

2 

8 3 . 2 . 1 

No. 

宇 治 市 民 図 書 室

と し よ か ん 宇 治第 2 号(1) 

〒611宇治市宇治里尻71-9 

  

市民図書室蔵書「京都茶業寫真総覧」から宇治川全景

京都府茶業組合聠合會議所発行（大正13年刊）より

少
年
時
代
の
想
い
出

宏

︙

38

蕗
の
と
う
が
早
や
春
の
訪
れ
を
知
ら
せ
る

か
の
よ
う
に
頭
を
持
ち
あ
げ
︑
早
春
の
足
音

が
︑
も
う
そ
こ
に
聞
え
て
く
る
よ
う
な
気
配

を
感
じ
ま
す
︒

﹁
と
し
ょ
か
ん
宇
治
﹂
第
２
号
の
発
刊
に

あ
た
り
︑
こ
の
宇
治
川
の
写
真
を
眺
め
て
い

ま
す
と
少
年
時
代
の
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す

当
時
︑
字
治
川
を
渡
る
に
は
宇
治
橋
か
観

月
橋
に
出
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
現
在
の
隠
元

橋
の
附
近
で
︑
春
に
な
る
と
岸
辺
の
雑
草
を

か
き
わ
け
︑
水
辺
に
出
て
︑
釣
糸
を
垂
れ
︑

夏
に
は
水
泳
を
楽
し
み
︑
対
岸
︵
東
目
川
附

近
︶
を
眺
め
な
が
ら
︑
一
度
行
っ
て
み
た
い

と
何
度
思
っ
た
こ
と
か
わ
か
り
ま
せ
ん
︒

丁
度
︑
５
年
生
の
梅
雨
の
頃
︑
増
水
し
︑
流

れ
の
早
い
川
辺
に
立
っ
て
︑
友
達
と
２
人
向

岸
へ
渡
っ
て
み
よ
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
し
た
が
︑
な
に
し
ろ
２
人
と
も
こ
ん
な
に

増
水
し
︑
流
れ
の
早
い
川
を
泳
い
で
渡
る
こ

と
は
初
め
て
で
あ
り
︑
心
の
中
で
は
少
々
恐

い
気
持
も
あ
り
ま
し
た
が
︑
そ
れ
は
お
互
い

に
現
わ
せ
ま
せ
ん
︒
し
か
し
︑
濁
流
に
飛
び

込
み
︑
抜
き
手
を
切
っ
て
︑
向
岸
に
辿
り
つ

き
︑
水
面
か
ら
僅
か
に
見
え
る
雑
草
を
手
に

し
た
時
の
感
激

︒

年
を
経
た
今
も
忘

れ
ら
れ
ま
せ
ん
し
︑
生
涯
︑
忘
れ
ら
れ
な
い

で
し
ょ
う
︒

昔
の
宇
治
川
の
風
景
写
真
に
接
し
て
︑
少

年
時
代
の
想
い
出
の
一
端
を
述
べ
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
︒

電話（21）4049

館
長



《
記
念
講
演
会
》

(2)

藤
原
文
化
と
宇
治

秋
の
読
書
週
間
は
﹁
読
書
は
あ
な
た

の
無
限
の
宇
宙
﹂
を
テ
ー
マ
に
︑
十
月

二
十
七
日
～
十
一
月
九
日
ま
で
行
わ
れ

ま
し
た
︒
市
民
図
書
室
で
は
︑
読
書
週

間
記
念
行
事
と
し
て
十
月
二
十
七
日
水

に
記
念
講
演
会
を
催
し
ま
し
た
︒
今
回

は
平
安
博
物
館
々
長
の
角
田
文
衛
氏
を

お
招
き
し
︑
﹁
藤
原
文
化
と
字
治
﹂
の

テ
ー
マ
で
お
話
し
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
︒
著
名
な
先
生
で
も
あ
り
︑
宇
治
の

 

 子
ど
も
の
本

連
続
講
座

子
ど
も
と
す
ぐ
れ
た
本
の

出
会
い
を
求
め
て
︑
四
回
の

講
座
に
計
一
七
八
名
の
参
加

が
あ
り
ま
し
た
︒
受
講
さ
れ

た
方
は
︑
子
ど
も
に
適
書
を

与
え
る
難
し
さ
と
大
切
さ
を

痛
感
さ
れ
︑
図
書
室
の
有
効

利
用
を
再
認
識
さ
れ
た
よ
う

で
す
︒
ま
た
﹁
も
っ
と
近
く

に
図
書
館
が
あ
れ
ば…

﹂
と

い
う
感
想
も
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
︒

絵
本
と
の
で
あ
い

連
続
講
座
を
受
講
し
て

後
藤

礼
子

子
ど
も
を
つ
れ
て
︑
図
書

室
へ
通
い
は
じ
め
た
の
は
︑

も
う
五
年
ほ
ど
前
の
こ
と
で

す
︒
そ
れ
か
ら
︑
絵
本
と
の

出
会
い
が
始
ま
り
︑
忘
れ
て

い
た
本
の
こ
と
が
急
に
懐
し

く
思
わ
れ
︑
す
っ
か
り
虜
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
︒

あ
れ
こ
れ
と
本
を
手
に
と

り
︑
今
日
は
ど
れ
に
し
よ
う

か
と
子
供
と
選
ぶ
の
は
︑
楽

し
く
も
あ
り
︑
ず
い
ぶ
ん
迷

い
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
︒
数
多
い
中
で
も
︑
本
当
に
味
わ
い

深
く
豊
か
な
本
に
出
会
う
こ
と
は
非
常

に
難
し
く
︑
そ
ん
な
中
で
︑
わ
く
わ
く

す
る
素
敵
な
楽
し
さ
に
出
会
う
と
︑
何

と
も
い
え
な
い
く
ら
い
嬉
し
く
な
っ
た

も
の
で
す
︒
そ
ん
な
︑
得
難
い
出
会
い

に
魅
せ
ら
れ
図
書
室
通
い
は
続
き
ま
し
た
︒

息
子
が
五
歳
の
誕
生
日
︑
自
分
で
選

ん
だ
初
め
て
の
本
は
﹁
じ
ご
く
の
そ
う

ベ
え
﹂
で
し
た
︒
本
屋
さ
ん
で
︑
ど
う

し
て
も
買
っ
て
欲
し
い
と
言
わ
れ
た
時

ド
キ
ッ
と
し
た
の
は
︑
私
の
思
っ
て
い

た
絵
本
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
︑
ほ
ど
遠
い

も
の
で
し
た
︒
そ
う
し
た
こ
と
も
あ
り
︑

子
供
に
と
っ
て
ど
ん
な
本
が
良
い
の
だ

ろ
う
か
と
考
え
て
い
た
の
が
受
講
の
き

っ
か
け
で
し
た
︒

受
講
し
て
思
っ
た
の
は
︑
ず
い
ぶ
ん

と
知
ら
な
い
本
が
あ
る
の
だ
な
あ
と
い

う
こ
と
で
し
た
︒
内
容
に
つ
い
て
は
︑

四
回
に
亘
り
︑
少
し
幅
広
く
内
容
が
浅

か
っ
た
の
が
残
念
で
し
た
︒
そ
れ
で
も

新
し
い
分
野
の
取
り
組
み
も
あ
り
︑
と

て
も
参
考
に
な
り
ま
し
た
︒
こ
ん
な
講

座
を
も
っ
と
多
く
開
講
し
て
い
た
だ
き

た
く
︑
次
回
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
︒

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
︑
保
育
を
し

て
い
た
だ
い
た
職
員
の
方
に
厚
く
御
礼

を
申
し
上
げ
ま
す
︒
ど
う
も
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
︒

と し ょ か ん 宇 治 昭和 5 8 年 2月 l日発行

歴
史
と
あ
っ
て
二
百
人
余
の
参
加
が
あ

り
ま
し
た
︒

﹁
若
い
頃
か
ら
何
回
も
宇
治
の
町
に

来
ま
し
た
︒
と
く
に
源
氏
物
語
の
宇
治

十
帖
の
舞
台
と
し
て
の
宇
治

に
あ
こ
が
れ
ま
し
た
︒
学
生

時
代
か
ら
幾
度
も
遊
ん
だ
こ

の
歴
史
的
な
土
地
で
︑
は
じ

め
て
講
演
出
来
る
の
は
生
涯

の
思
い
出
に
の
こ
り
ま
す
﹂
︒

と
い
う
先
生
の
公
演
は
︑
都

の
変
遷
史
︑
藤
原
氏
の
別
荘

地
と
し
て
の
宇
治
︑
南
都
と

京
を
結
ぶ
交
通
路
と
し
て
の

宇
治
の
役
割
︑
藤
原
氏
一
族

の
歴
史
︑
そ
し
て
﹁
氏
と
家
﹂

の
区
別
等
専
門
的
知
識
に
も

と
づ
く
︑
内
容
の
濃
い
も
の

で
し
た
︒
最
後
に
先
生
自
か

ら
担
当
さ
れ
た
冷
泉
家
文
書

に
も
ふ
れ
ら
れ
︑
多
数
の
参

加
者
に
深
い
感
銘
を
あ
た
え

ま
し
た
︒

┃
┃

◇

◇

◇

┃

ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
で
も

﹁
興
味
深
く
聞
け
た
﹂
﹁
少

し
難
し
か
っ
た
が
来
て
よ
か

っ
た
﹂
﹁
平
安
貴
族
の
歴
史
︑

流
れ
が
良
く
わ
か
っ
た
﹂
な

ど
の
感
想
を
多
数
頂
き
ま
し

た
︒
ま
た
︑
今
回
の
約
半
数

の
方
が
図
書
室
の
利
用
者
で
す
が
︑
ア

ン
ケ
ー
ト
の
結
果
︑
八
割
以
上
の
方
が

﹁
近
く
に
地
域
図
書
館
︑
分
館
が
あ
れ

ば
利
用
す
る
﹂
と
答
え
て
お
ら
れ
ま
す
︒

1.
︿
連
続
講
座
の
テ
ー
マ
﹀

絵
本
の
え
ら
び
方
と
す
す
め
た
い
絵
本

︵

︶

10
／

2.
よ
み
き
か
せ
の
大
切
さ
と
上
手
な
や
り

方
︵

︶

10

12
／ 1

3.
児
童
よ
み
も
の
の
選
び
方
と
す
す
め
方

（

）

10
／
26

4.
科
学
よ
み
も
の
を
よ
も
う
︵

︶

11
／
８

第 2 号
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・
あ
な
た
の
図
書
館
イ
メ
ー
ジ
は
？

情
報
化
社
会
の
今
日
︑
膨
大
な
情
報

出
版
物
が
溢
れ
︑
仕
事
や
生
活
に
必
要

な
知
識
を
得
る
た
め
に
図
書
館
の
果
す

役
割
は
ま
す
ま
す
大
き
く
な
る
で
し
ょ

う
︒図

書
館
サ
ー
ビ
ス
の
基
本
は
貸
出

に
あ
り
ま
す
︒
開
架
式
で
本
は
自
由
に

手
に
取
っ
て
見
ら
れ
︑
貸
出
の
手
続
も

簡
単
に
誰
も
が
気
軽
に
利
用
で
き
る
よ

う
に
し
て
い
ま
す
︒
ま
た
︑
移
動
図
書

館
の
巡
回
等
︑
身
近
か
な
所
で
本
が
利

用
で
き
る
体
制
も
と
っ
て
い
ま
す
︒

貸
出
中
心
の
図
書
館
奉
仕
は
古

い
イ
メ
ー
ジ
の
図
書
館
を
一
掃
し
︑
市

民
の
身
近
か
な
図
書
館
と
し
て
支
持
さ

れ
︑
今
日
の
公
共
図
書
館
発
展
の
基
礎

を
つ
く
り
ま
し
た
︒

図
書
館
奉
仕

①

市
民
図
書
室
が
開
設
さ
れ
て

年
目
︒

昭
和

年
秋
に
は
中
央
図
書
館
が
完
成

の
予
定
で
す
︒
今
回
か
ら
シ
リ
ー
ズ
で

図
書
館
に
つ
い
て
紹
介
し
︑
共
に
考
え

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
︒

と し ょ か ん 宇 治第 2 号(3) 

し
か
し
︑
本

る
本
が
な
け
れ

力
あ
る
も
の
と

新
し
い
読
み

と
が
貸
出
サ
ー

市
民
生
活
の
中

保
障
で
も
あ
り

鮮
な
図
書
資
料

書
館
サ
ー
ビ
ス

各
図
書
館
で

考
に
奉
仕
内
容

し
て
い
ま
す
︒

も
の
で
す
︒

代
表
者

金
川
明
子

18

59

宇治市

城陽市

八幡市

宇治市

城陽市

八幡市

図 書 館 利 用 統 計 （昭和56年度）

城陽市…
　　　　
人口
図書館
面  積

職員数 Ｂ・Ｍ 貸出冊数

155,791 　  165㎡ 6 有 163,727

76,577 　232 4 無 198,040

年間増
冊  数
6,319

15,112

蔵書数

47,299

49,609
が
古
く
︑
ま
た
希
望
す

ば
市
民
に
と
っ
て
魅

な
り
ま
せ
ん
︒

た
い
本
が
多
く
あ
る
こ

ビ
ス
の
基
本
で
あ
り
︑

に
図
書
館
が
定
着
す
る

ま
す
︒
よ
り
多
く
の
新

の
提
供
に
よ
っ
て
︑
図

の
充
実
が
図
れ
ま
す
︒

は
左
記
の
統
計
等
を
参

の
向
上
に
む
け
て
努
力

本
の
あ
る
遊
び
場

児
童
文
庫
の
活
動

●
南
陵
こ
ど
も
文
庫

昭
和
五
十
三
年
一
月
に
子
ど
も
会
活

動
の
一
つ
と
し
て
︑
テ
レ
ビ
ば
か
り
見

な
い
で
︑
良
い
本
を
多
く
読
ん
で
ほ
し

い
︒
子
ど
も
達
の
縦
横
の
つ
な
が
り
が

で
き
た
ら
と
い
う
願
い
の
も
と
に
南
陵

町
集
会
所
に
於
て
︑
毎
週
土
曜
日
︑
午

後
二
時
よ
り
四
時
ま
で
開
く
こ
と
に
な

り
ま
し
た
︒

そ
の
後
︑
管
理
運
営
の
た
め
の
世
話

役
が
で
き
︑
資
金
︑
貸
出
︑
返
却
の
仕

事
は
子
ど
も
会
の
援
助
で
年
々
活
発
に

な
っ
て
い
ま
す
︒

蔵
書
数
︑
約
千
二
百
冊
︵
児
童
書
︶

そ
の
他
︑
市
民
図
書
室
︑
社
会
福
祉
協

議
会
等
か
ら
の
借
用
三
百
冊
︒

利
用
は
南
陵
町
住
民
ど
な
た
で
も
で

き
ま
す
が
︑
現
在
︑
登
録
者
は
三
百
六

十
名
︒
一
日
の
貸
出
冊
数
約
百
四
十
冊

利
用
者
約
七
十
名
前
後
︒
年
令
別
に
見

ま
す
と
学
令
前
の
幼
児
が
半
数
を
占
め

高
学
年
向
き
の
本
も
か
な
り
備
っ
て
い

る
の
で
す
が
︑
学
年
が
進
む
に
従
っ
て

利
用
人
数
は
減
っ
て
い
ま
す
︒

行
事
と
し
て
は
︑
毎
回
世
話
役
が
読

み
間
か
せ
︑
紙
芝
居
等
行
な
っ
て
い
ま

す
︒
︵
図
書
室
主
催
の
講
演
会
︑
講
習

会
で
勉
強
し
な
が
ら
︶
そ
の
他
︑
年
に

二
～
三
回
季
節
行
事
︒
今
年
度
は
特
に

同
じ
集
会
所
利
用
者
の
喜
老
会
の
方
々

と
交
流
を
深
め
る
た
め
︑
七
夕
祭
で
は

こ
よ
り
や
折
紙
を
作
っ
て
貰
い
︑
秋
の

影
絵
遊
び
の
時
に
は
お
話
や
歌
を
唄
っ

て
一
絡
に
楽
し
み
ま
し
た
︒
新
年
お
た

の
し
み
会
に
は
百
人
一
首
や
十
一
月
か

ら
準
備
し
た
子
ど
も
手
づ
く
り
の
カ
ル

タ
や
す
ご
ろ
く
を
し
ま
し
た
︒

文
庫
だ
よ
り
も
年
三
～
四
回
︑
購
入

図
書
︑
子
ど
も
達
の
感
想
文
︑
お
知
ら

せ
等
載
せ
発
行
し
て
い
ま
す
︒

場
所
が
狭
く
︑
落
着
い
て
読
め
な
い

高
学
年
の
利
用
者
を
ど
の
よ
う
に
し
て

増
や
す
か
︒
子
ど
も
遠
の
運
営
参
加
な

ど
数
々
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
が

一
人
で
も
多
く
利
用
し
て
も
ら
い
た
い

67,926 1,798 14 有 339,718

市民1人当
り貸出冊数

登録者数 登録率

　1.1
6,444人

1,899世帯
8.2

　2.6 14,665人 19.4

　5.0 18,014人 26.5

図  書
回転率

3.5

4.0

6.3

0.04

0.19

0.17

12,137

市民１人当
り蔵書数

0.3

0.6

0.8

54,323

市民1人当り
年間増加冊数

昭和56年度、2分館開設
　　　（京都府南部図書館統計資料より抜粋）



新
刊

紹
介

宇
治
市
読
書
ク
ラ
ブ
協
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／
彩
流
社

「
近
代
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を
め
ざ
す
素
顔
の
隣
国 、

　
西
側
初
の
写
真
記
者
常
駐
特
派
員
と

し
て
一
九
七
九
年
九
月
か
ら
︑
八
一
年

十
一
月
ま
で
の
八
百
日
を
日
記
と
写
真

で
紹
介
し
て
い
ま
す
︒
女
性
の
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
︑
交
通
事
情
︑
休
日
の
娯
楽
な

ど
新
聞
や
テ
レ
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で
知
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の
出

来
に
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庶
民
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暮
ら
し
を
中
心
に
︑

豊
富
な
写
真
で
知
る
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と
が
出
来
ま
す
︒

　
日
中
正
常
化
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を
迎
え
た
今
日

﹁
近
代
化
﹂
を
め
ざ
す
素
顔
の
隣
国
︑

中
国
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知
る
好
著
と
い
え
る
で
し
ょ
う
︒

漢
字
の
常
識

原
田
種
成
／
三
省
堂

こ
の
本
は
︑
漢
字
の
書
取
な
ど
で
︑

は
ね
る
か
は
ね
な
い
か
︑
長
い
か
短
い

か
を
こ
と
さ
ら
に
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採
点
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る
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育
を
憂
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︑
望
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し
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か
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ま
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︒
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が
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︒
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す 。
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る
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け
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︒

途
中
︑
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マ
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を
︑

ア
ヒ
ル
に
泳
ぎ
方
を
︑
カ
ワ
セ
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に
は

魚
の
と
り
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え
て
も
ら
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の
で
す

が
︙
︒
黒
の
ペ
ン
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彩
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し
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だ
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で
す
が
︑
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ち
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︒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

︵
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︑
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︑
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︑
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︑
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︒
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︑
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﹁
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史
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︒
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︑
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︑
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ごあんない
●開室時間　午前9時～
　　　　　　　　午後5時時
●休 室 日
　　毎週月曜日・毎月末日
　　国民の祝日・特別整理日
　（12月28日～翌年1月4日）

● 貸 　 出
　　本の貸出しは1人２冊以
　　内。貸出期間は2週間で
　　す。
●移動図書館そよかぜ号
　　　本の貸出しは１世帯20
　　冊以内。貸出期間は次の
　　巡回日（約45日）まで。
　　駐車場の場所、日時は毎
　　月1日号、市政だより「そ
　　よかぜ号巡回日程」をご
　　覧ください。

＝土曜日もあいています
　　日曜日もあいています＝

＝ご利用はすべて無料です＝
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