
 

 

 

 

 

 

  

                                                   

令和 ２ 年 １  月 １０ 日 

武蔵野北高校図書館 

2019  – 8 号 

  図書館カレンダー  
1月   は休館日です 
       

日 月 火 水 木 金 土 

      1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31   

開館時間 ８：４０～１６：５０  
 

明けましておめでとうございます。 

新春の風に気持ちが引きしまりますね。 

今年は、どのような本と出会えるでしょうか？ 

ムサキタ図書館は、皆さんと本との出会いを今年もサ

ポートしてまいりたいと思います。 

今年もムサキタ図書館をどうぞよろしくお願いいたし

ます。  

「この顔と生きるということ」    

岩井建樹著 

今までに、顔に大きなアザがある

人や、顔が変形している人を見た

ことがあります。この本を読んで、

あの人たちは病気だったのだと初

めて知りました。この本は、他の人

とは違う外見の人たちが、差別を

受けたり、生きづらさを感じたりしな

がらも、前向きに生きていく様子を

描いています。「小 

人症」であることを 

逆手にとってダン 

サーをしている女 

性もいます。皆笑 

顔がまぶしいです。 

 

「桃太郎は盗人なのか－『桃太郎

から考える鬼の正体』－」 

倉持よつば著 

倉持さんは、ヒーローだと思ってい

た桃太郎が盗人であるという意見

に驚き、桃太郎関連の本を１４９冊

も読みました。調べる過程で、「桃

太郎はなぜ鬼ヶ島へ行ったの

か？」、「鬼はどうして悪者と思われ

ているのか？」など、疑問が次々に

出てきますが、倉持さんは図書館

司書のサポートを 

得て解決していき 

ます。楽しみなが 

ら学んでいく姿勢 

があっぱれです。 

 

「ネコもよう図鑑」 

浅羽宏著 

ネコの毛についてこんなに詳しく述

べた本はないのではないかと思い

ます。ネコの写真もかわいいです

が、遺伝子の勉強にもなる本です。 

ネコのもようから 

その親が分かり、 

その逆に親ネコの 

もようから生まれ 

てくる子ネコのもよ 

うが分かるなど知 

識満載です。 

 

「滝山コミューン１９７４」  

原 武史著 

この本を読むと、自分のことが書いてあると感じる人が

いるかもしれません。主人公は小学生で、担任教師が採

用した算数の教え方に満足できません。他のクラスの友

人から授業の進み具合を訊きだし、（自分の学級の授業

の進度が１番遅れている）と考え、担任教員に「教科書

はいつ教えてくれるのですか」と不満をぶちまけます。林

間学校のキャンドルファイアーでは、感激してすすりなく

同級生の隣で、（先生の独り舞台につき合わされただ

け）と冷めています。原少年の立場に立って読むと、（い

いかげんな授業をして児童に迷惑をかけるのはやめて

ほしい）と思えます。しかし教員の立場に立つと、（この先

生たちは、新しい指導法を採用するのがいいことだと思

ってしているのだ）と思えてきます。原少年は次第に、

「みんなの力をあわせる」という言葉がモットーの学年集

団から疎外され、追い詰められていきます。 

この学校の児童の保護者は教育熱心であるし、一流中

学に進学する児童も多数いることから、公立小学校の中

でもレベルは高いといえるでしょう。しかし、ここでの教育

は、原少年やその他の児童に深い傷を残していきます。 

後に研究者になった原さんは、郊外の団地という均質性

が特異な全体主義を生んだと考察しています。 

 

 

「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」    

ブレイディみかこ著  

日本人女性がイギリス人と結婚し、イギリスで子育て

するルポルタージュ。母親である著者の目を通して、

息子の中学校生活を描いています。イギリスには、歴

然とした学校格差があり、著者の息子は、レベルの高

い中学校に進学する道もあるのに、家から近いという

理由で「最底辺」の学校に進学します。エリート小学校

で児童会長を務めていたような少年は、最底辺中学で

生き延びていけるのか？ 読者は心配になりますが、

目線が母親にあるので、学校での細かい様子までは

わかりません。しかし、この息子くんは「アフリカからの

移民の少女が差別を受けそうになったら、教員に報告

する義務があること」を学んだ、と家族に話します。そ

して、「世界中で起きている混乱を乗り越えるために必

要な勉強をしているんだ。」と、ちょっと得意そうに語り

ます。また、イギリス人の友だちと一緒に外出すると差

別を受けないのに、日本人の母親と外出すると差別を

受けるという体験からは、「女と子どもという弱者コンビ

だからバカにされたのかな？」と考察し、「でも、決めつ

けないでいろんな考え方をしてみることが大事」と結論

づけ、母親を感心させます。 

「滝山コミューン」とぜひ読み比べてみてください。 

 

おススメの新着図書 

どちらも「主人公は１１歳」です！   



 

 

 

０００～３００ 総記・哲学・歴史・社会科学 

002 ヘンな論文 
サンキュー    

タツオ 

 015 読書会入門 山本 多津也 

031 
現代用語の基礎知識       

〈2020年版〉 
自由国民社 

070 
考える力と情報力が身につく     

新聞の読み方 
池上 彰 

123 
一億三千万人のための『論語』教

室 
高橋 源一郎 

141 考える教室 酒井 邦嘉 

 141 「繊細さん」の本 武田 友紀 

210 
いろはで学ぶ！           

くずし字・古文書入門 
小林正博 

210.3 富士山、２２００年の秘密 戸矢 学 

291 大学的東京ガイド 
立教大学         

観光学部 

304 
文藝春秋オピニオン         

2020年の論点 100 
ー 

361 ネットと差別扇動 谷口 真由美 

365 芝園団地に住んでいます 大島 隆 

366 労働経済白書 〈令和元年版〉 厚生労働省 

367 パパは女子高生だった 前田 良 

369 
絶望への処方箋           

２人の障がい者社長が語る 

佐藤 仙務・      

恩田 聖敬 

388 桃太郎は盗人なのか？       倉持 よつば 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４００～６００  自然科学・工学・産業 

403 理科年表 机上版 〈２０２０〉 国立天文台 

480 
動物たちが教えてくれた「良い生

き物」になる方法 

サイ・      

モンゴメリー 

489 ネコもよう図鑑 浅羽 宏 

496 吃音 伝えられないもどかしさ 近藤 雄生 

519 「脱使い捨て」でいこう！ 瀬口 亮子 

538 宇宙から帰ってきた日本人 稲泉 連 

547 ５Ｇワールドへようこそ！  日経ｘＴＥＣＨ 

589 大量廃棄社会  仲村 和代 

590 高校教師、住まいを捨てる。 
よしかわ     

けいすけ 

594 
かぎ針で編むあったかかわいい

帽子・マフラー・スヌード 
ー 

616 ローマ法王に米を食べさせた男   高野 誠鮮 

626 タネの未来 小林宙 

 

 

 

 

 

 

 

７００～８００ 芸術・言語 

702 めくるめく現代アート  筧 菜奈子 

726 男子中・高生のイラストブック 
ミナガタケラ

ク 

727 世界はデザインでできている 秋山 具義 

754 超造形折り紙 川畑 文昭 

782 箱根駅伝を歩く 泉 麻人 

783 国境を越えたスクラム  山川 徹 

810 
知っておくと役立つ          

街の変な日本語 
飯間 浩明 

816 大人のための言い換え力 石黒 圭 

837 
英文対照 天声人語 2019秋

Vol.198 

朝日新聞論

説委員室 

837 
Ｏｄａ Ｎｏｂｕｎａｇａ 織田信長    

夢幻の如く 
西海 コエン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900 文学 

 911 千年後の百人一首 最果 タヒ 

913.3 こんなに深い日本の古典 黒澤 弘光 

913.36 荻原規子の源氏物語 （１～３） 荻原規子 

913.6 閉鎖病棟 帚木 蓬生 

913.6 
２０ ＣＯＮＴＡＣＴＳ  消えない

星々との短い接触 
原田 マハ 

913.6 カエルの小指               道尾 秀介  

913.6 人間 又吉直樹 

913.6 記憶屋 0 織守きょうや 

913.6 宮辻薬東宮 
宮部みゆき

他       

913.6 ひとよ 長尾 徳子 

913.6 たとえ君の手をはなしても 沢村 基 

914.6 
深夜高速バスに１００回ぐらい乗

ってわかったこと 
スズキ ナオ 

916 極限メシ！ 西牟田 靖 

916 この顔と生きるということ 岩井 建樹 

916 暗闇でも走る 安田 祐輔 

949 
グレタ たったひとりの       

ストライキ 

マレーナ・     

エルンマン 

 

   

１月新着図書案内 

読書会入門 

山本 他津也著 

日本で最大規模の読書会を開催してい

る人が書いた本。参加資格は課題図書

を読むだけ。この本を読むとこの読書

会に参加してみたくなります。 

Oda Nobunaga 織田信長 

西海 コエン著 

この本は読みやすい英語で書かれてい

ます。日本史の勉強が英語でできる！ 

洋書を読んだという達成感が味わえ

る！ 

春休み長期貸出のお知らせ 

３月に春休み長期貸出を行います！ 

貸出冊数は無制限です！ 



  

 

 

 

大学図書館は、その大学の学生だけしか利用できないところが多いです。一般の人が入れ

る場合でも、「ここにしかない○○という本が見たい。」という明確な理由がないと入館できな

い場合がほとんどです。ここでは、高校生が気軽に入館でき、自習できる数少ない大学図書

館を紹介いたします。 

ぴりっと緊張した雰囲気の大学図書館で勉強すると、きっと勉強もはかどりますよ。 

大学図書館は、入試、推薦入試などで閉館することもあるので、必ずＨＰで開館日、開館時

間を確認してから訪問するようにしてください。 

 

嘉悦大学情報メディアセンター図書館 （最寄駅 西武新宿線 花小金井駅） 

高校生以上なら、誰でも利用可能！ 閉館時刻の１時間前までに学生証を持って行くと、利用

者登録をしてもらえます。利用者証があれば、本の貸し出しも可能ですし、友だちとミーティン

グルームやグループワーキングルーム（話し合いながら学習できる部屋）を利用するのも可能

になります。 

一般の閲覧室では、静粛に過ごしましょう。ミーティングルームやグループワーキングルーム以

外での話し合いはできません。 

図書館は夜 9時 30分までです。閉館時刻を過ぎたら、すみやかに帰宅しましょう。 

 

利用可能日 通年 

必要な持ち物 住所を確認できるもの（健康保険証、生徒手帳等）                

 

 

東京女子大学図書館 （最寄駅 中央線 西荻窪駅） 

受験や学習を目的とした女子高校生及び大学受験予定の女子が自習および読書ができます。 

 

利用可能日 ２０２０年２月５日（水）～３月３１日（火）  

必要な持ち物 生徒手帳 

 

 

明星大学図書館 （最寄駅 多摩モノレール 中央大学・明星大学駅） 

明星大学の近隣に在住の高校生が利用できます。 

 

利用可能日 2月 1日～3月 31日 

必要な持ち物 生徒手帳 

 

東京有明医療大学付属図書館 （最寄駅 ゆりかもめ 有明テニスの森駅） 

高校生以上から、閲覧や座席の利用が可能になります。 

 

利用可能日 通年 

必要な持ち物 生徒手帳 

 

創価大学付属図書館 （最寄駅 中央線・京王線 八王子駅） 

高校生は５００円で利用証が作成でき、中央図書館、理工学部フレイザー図書館の利用ができます。利用証は年度更新が必

要です。 

 

利用可能日 通年 

必要な持ち物 住所を確認できるもの（健康保険証、生徒手帳等） 

 

 

 

嘉悦大学情報メディアセンター図書館に行ってみた！ 
 

西武新宿線花小金井駅で降り、停留所「南花小金井」で武蔵小金井行きバスに乗ると、次

が「嘉悦大学入口」です。バスを降り、ブルーベリー畑や住宅地を抜けると、およそ徒歩 10

分で嘉悦大学が見えてきました。嘉悦大学は「働ける大学」をモットーとしています。情報

メディアセンター図書館にも、専任の司書さんにプラスして学生アルバイトがいました。嘉

悦大学の学生なら、「講義の空き時間が 1 時間あるから、情報メディアセンター図書館で

働こう。」という働き方ができるそうです。案内してくれた学生の態度がとても物慣れてい

て、すぐにでも社会人として通用しそうな感じでした。 

１階には５種類の学習室があり、視聴覚資料を視聴したり、話し合いながら学習することが

できます。高校生でも学習室を自由に利用したり予約できるのはありがたいです。２階には社会科学分野（経済・経営など）の

図書と、照明付きの座席がずらりとならんでいます。窓から見える緑の木々が美しかったです。３階には社会科学分野以外の

図書が集められていました。 

 

東京学芸大学付属図書館に行ってみた！ 
 

Ａさんは、日本史の授業で、第二次世界大戦直後は学校で「墨塗り教

科書」を使用したと学習しました。（墨塗り教科書って、どんなものなのかな？ 画像ではな

く、直接この目で見てみたい。）と思ったＡさんは、東京学芸大学付属図書館へ行ってみるこ

とにしました。 

武蔵小金井駅から、小平団地行きのバスに乗ると、約１０分で「学芸大正門」に着きます。バ

スを降り、桜並木を通ると、すぐに図書館が見えてきました。受付で入館願いを記入し、入館

の目的として「墨塗り教科書を閲覧したい。」と書くと入館できました。 

司書さんに、「墨塗り教科書は書庫にある本なので、読むためには現住所を証明するものが

必要ですよ。」と言われたので、保険証を出して手続きをし、しばらく待っていると、司書さん

が「墨塗り教科書」を持ってきてくれました。「墨塗り教科書」を見終えたあと、図書館の中を

見学しました。 

地下は書庫で、大学生しか入れません。１階には、事典、辞書がたくさんありました。Ａさんは高校生なので入れませんが、ラ

ーニング・コモンズという学生専用ガラス張りの部屋があり、学生たちが楽しそうに話し合いをしているので、うらやましくなりま

した。２階には本が、３階には雑誌がたくさんありました。リラックスコーナーのソファに座ったら、ついうとうとしてしまい、外が

暗くなっているのに気がついて、あわてて帰ったＡさんなのでした。 

 

東京外国語大学付属図書館へ行ってみた！ 
 

世界史でモンゴル帝国のことを学んだＢくんは、大空のもとに広がる大草原が頭から離れ

ず、（モンゴルに行ってみたい。将来はモンゴルに関わる仕事がしたい。）と思うようになりま

した。少しずつモンゴル語を覚えようと考えたＢくんですが、モンゴル語の本が、図書館にも

書店にもありませんでした。 

Ｂくんは、東京外国語大学図書館にならあるだろうと思い、行ってみることにしました。武蔵

境駅で西武多摩川線に乗り換え、多磨駅で降りると、ホームから東京外国語大学の建物が

見えるほどの近さです。徒歩６分で図書館に到着しました。カウンターで、入館願いを書き、

現住所を証明する健康保険証を出し、「モンゴル語の学習書を見たい。」という目的を書い

て入館できました。 

モンゴル語の本は書庫にあり、本棚が集まっている感じ（集密書架）です。モンゴル語と書か

れた棚のスイッチを押すと、するすると本棚が開きました。しかし、本棚の間は照明がつかず、まっくらで本を探せそうもありま

せん。Ｂくんがおそるおそる足を踏み入れてみると、パッと照明が点灯しました。人感センサーだということに，Ｂくんは初めて

気がつきました。 

モンゴル語の本とならんで、トルコ語、ウイグル語、タミル語など世界史で学んだ国々の言葉の本がありました。（この言語をす

べて学びたいな。） Ｂくんの胸の中の青空はますます広がっていくのでした。  

 

     

 

 

 

 

図書館からのお知らせ                       
毎年恒例の雑誌の無料配布を今年も３月に行います。スポーツ、サイエンスからファッションまで、 

いろいろな雑誌を先着順に配布いたします。お楽しみに！ 

大学図書館を利用してみませんか 

 自習はできません 

自習はできません 

 
自習はできません 


