
図書館だより

１日㊌ 有漢西小学校 1０:1０ ～ 1０:４０

２日㊍

福地小学校
やまびこカフェ
宇治地域市民センター
宇治小学校
松原小学校

1０:15 ～ 1０:４０
11:15 ～ 1２:15
1３:３０ ～ 1４:３０
1４:３０ ～ 15:００
16:００ ～ 16:２０

７日㊋

川面小学校
川面地域市民センター
巨瀬小学校
落合地域市民センター
津川地域市民センター

1０:００ ～ 1０:３０
1０:３０ ～ 11:３０
1３:００ ～ 1３:３０
1４:００ ～ 15:００
15:３０ ～ 16:００

８日㊌

川上小学校
西山郵便局横
富家小学校
イズミゆめタウン
中電社宅前

1０:００ ～ 1０:２5
11:４０ ～ 1２:1０
1３:０5 ～ 1３:２5
1４:15 ～ 15:15
15:２０ ～ 15:４０

９日㊍
巨瀬地域市民センター
玉川小学校
ポルカ天満屋ハピータウン
有漢東小学校

1０:００ ～ 1０:３０
1２:４０ ～ 1３:４０
1４:００ ～ 15:００
15:３０ ～ 15:55

10 日㊎
中井小学校
高倉地域市民センター
中井地域市民センター

1０:００ ～ 11:００
1３:００ ～ 1３:３０
1４:００ ～ 15:００

13 日㊊
玉川地域市民センター
ささゆり苑
中コミュニティセンター

1０:００ ～ 11:００
11:４０ ～ 1２:1０
1２:15 ～ 1２:４5

11 月の移動図書館
13 日㊊

吹屋連絡所
養護老人ホーム成羽川荘
日名神楽公園

1４:15 ～ 1４:４5
15:３０ ～ 15:４5
16:００ ～ 16:３０

15 日㊌ 有漢西小学校 1０:1０ ～ 1０:４０

16 日㊍
福地小学校
やまびこカフェ
宇治地域市民センター
松原小学校

1０:15 ～ 1０:４０
11:15 ～ 1２:15
1３:３０ ～ 1４:３０
16:００ ～ 16:２０

17 日㊎ 津川小学校 1３:０5 ～ 1４:００

21 日㊋

川面小学校
川面地域市民センター
巨瀬小学校
落合地域市民センター
津川地域市民センター

1０:００ ～ 1０:３０
1０:３０ ～ 11:３０
1３:００ ～ 1３:３０
1４:００ ～ 15:００
15:３０ ～ 16:００

22 日㊌
川上小学校
西山郵便局横
イズミゆめタウン
中電社宅前

1０:００ ～ 1０:２5
11:４０ ～ 1２:1０
1４:15 ～ 15:15
15:２０ ～ 15:４０

24 日㊎
中井小学校
高倉地域市民センター
中井地域市民センター

1０:００ ～ 11:００
1３:００ ～ 1３:３０
1４:００ ～ 15:００

27 日㊊

玉川地域市民センター
ささゆり苑
中コミュニティセンター
吹屋連絡所
養護老人ホーム成羽川荘
日名神楽公園

1０:００ ～ 11:００
11:４０ ～ 1２:1０
1２:15 ～ 1２:４5
1４:15 ～ 1４:４5
15:３０ ～ 15:４5
16:００ ～ 16:３０

今月のおすすめ図書

　この本は、パンダがいろいろなものに変身して体
操する絵本です。どれも簡単にまねできて、小さな
お子様から大人まで楽しめます。両手をぐーんと伸
ばしてみたり、お尻をくねくねしてみたり、つい体
を動かしたくなってしまいます。かわいいパンダと
一緒に体を動かして親子でなりきり体操をしてみて
はいかがでしょうか。

『パンダなりきりたいそう』 高梁市図書館　
 金
かなしま

島 美
み き
紀 さん

えほんの読み聞かせ～成羽図書館～
　日　　時　11 月 11 日（土）　午前 10 時～
　小型絵本　「やきいもの日」　
　大型絵本　「もりのかくれんぼう」
　紙 芝 居　「おかあさんだいすきだよ」
　工　　作　カルタとり

調べものがスムーズにできます！
　高梁市図書館では、本だけでなくインターネット
での調べものができる環境を整備しています。
タブレット端末の貸出
　利用時間は一人につ
き 1 日 1 時間までです。
利用者カードをお持ち
の人ならどなたでも利
用できます。3 階図書
館カウンターまでお申
し付けください。
フリー Wi-Fi
　お持ちのパソコンやスマートフォンで、Wi-Fi サ
ービスが利用できます。利用回数は 1 回あたり２時 
間、1 日 2 回までです。利用の際は、Wi-Fi の設定
が必要です。3 階には電源を利用できる席を用意し
ていますので、お持ちのパソコンなどで調べものを
していただけます。

問高梁市図書館☎（22）２９１２　午前９時～午後９時（年中無休）

　作者　いりやまさとし　

問成羽図書館☎（42）２５８９ 午前９時～午後５時（月曜日休館）

タブレット端末

インターネット利用スペース
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高梁偉人列伝 ⑰
明
治
の
思
想
家  

綱つ

な

島し

ま

梁り
ょ
う

川せ

ん　
第
１
回

文　

 
秋あ
き 
葉ば    

將す
す
む 

綱
島
梁
川
顕
彰
会
会
長

（
次
号
へ
つ
づ
く
）

有漢町有漢にあった生
家。現在は旧町庁舎敷
地の一角

生
い
立
ち
と
有
漢
時
代

　

高
梁
川
の
清
流
に
ち
な
ん
で
梁
川
と
号
し

た
の
は
本
名
綱
島
栄え
い

一い
ち

郎ろ
う

で
し
た
。
栄
一
郎

は
明
治
６（
１
８
７
３
）年
５
月
27
日
、
当
時

有
漢
村
市
場
の
商
家
綱
島
家
の
長
男
と
し
て

誕
生
し
ま
し
た
。
父
は
長
ち
ょ
う

四し

郎ろ
う

と
い
い
新に

い

山や
ま

村む
ら

の
入い

り

沢さ
わ

家
よ
り
の
入
婿
、
母
は
く
め
と
い

い
旧
新
見
藩
士
横よ
こ

田た

喜き

三さ
ぶ

郎ろ
う

の
二
女
で
し

た
。
先
代
の
詳
し
ょ
う

左ざ

衛え

門も
ん

に
継
子
が
な
く
そ
の

た
め
俗
に
い
う
と
り
子
に
と
り
嫁
の
形
で
、

三
子
目
が
跡
継
ぎ
の
男
子
誕
生
と
い
う
こ
と

で
一
家
に
と
っ
て
は
大
変
な
喜
び
だ
っ
た
よ

う
で
す
。
３
年
後
の
明
治
９
年
に
は
弟
政ま
さ

治じ

が
誕
生
し
、
そ
の
後
も
２
人
の
妹
が
生
ま
れ

６
人
兄
弟
姉
妹
で
あ
り
ま
し
た
。

　

明
治
11
年
、
地
元
の
知
新
校
へ
入
学
、
校

舎
は
宝ほ
う
み
ょ
う
じ

妙
寺
下
に
新
築
さ
れ
た
ば
か
り
で
し

た
。
当
時
は
下
等（
４
年
）・
上
等（
４
年
）で

修
了
す
る
と
い
う
学
制
で
あ
っ
た
の
で
栄
一

郎
の
卒
業
は
明
治
19
年
で
し
た
。
明
る
く
活

発
な
子
ど
も
で
、
よ
く
遊
び
、
水
泳
や
相
撲

が
得
意
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
10
歳
を
過
ぎ
る

こ
ろ
か
ら
天
性
の
向
学
心
に
拍
車
が
か
か

り
、
読
書
に
熱
中
し
た
り
、
親
戚
筋
の
漢
学

者
綱つ
な
し
ま
じ
ゅ
ん
と
く

島
潤
徳
に
漢
文
を
習
い
、
目
覚
し
い
上

達
振
り
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
潤
徳
は
山や
ま

田だ

方ほ
う

谷こ
く

の
門
下
生
の
一
人
で
生
涯
有
漢
の
教

育
界
に
尽
力
し
た
人
で
し
た
。
学
校
で
は

脇わ
き
た
あ
つ
し

田
厚
、
中な

か
む
ら
ち
ょ
う
せ
ん

村
長
遷
な
ど
優
れ
た
教
師
陣
に

も
恵
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

　

栄
一
郎
は
、
卒
業
と
同
時
に
母
校
の
教
師

と
な
っ
て
い
ま
す
。
彼
が
学
力
面
で
は
抜
群

の
力
を
も
っ
て
い
て
神
童
だ
と
評
判
さ
れ
て

い
た
こ
と
、
ま
た
、
父
親
が
病
弱
で
家
の
経

済
的
事
情
も
あ
っ
て
の
こ
と
で
し
た
。
彼
は

そ
の
後
教
師
生
活
を
６
年
間
も
続
け
上
級
学

校
入
学
を
目
指
し
て
上
京
す
る
ま
で
後
輩
の

教
育
に
励
み
ま
し
た
。
は
じ
め
は
代
用
教
員

で
あ
っ
た
が
数
年
後
に
は
正
式
に
教
員
資
格

を
も
っ
て
教
育
に
当
た
り
ま
し
た
。

　

教
師
生
活
１
年
目
に
し
て
彼
の
人
生
に

と
っ
て
は
深
刻
な
出
来
事
が
あ
り
ま
し
た
。

父
長
四
郎
が
12
月
に
34
歳
と
い
う
若
さ
で
死

去
し
た
の
で
す
。
か
な
り
の
借
財
を
残
し
て

の
死
去
で
あ
っ
た
の
で
綱
島
家
の
浮
沈
は
14

歳
の
少
年
の
肩
に
重
く
の
し
か
か
る
こ
と
と

な
り
、
教
師
と
し
て
の
わ
ず
か
な
収
入
が
一

家
を
支
え
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

一
方
、
当
時
の
有
漢
に
は
進
取
と
文
化
的

な
風
土
が
あ
り
、
有
能
な
先
輩
た
ち
が
若
い

栄
一
郎
を
育
て
ま
し
た
。
中
で
も
佐さ
と
う
ひ
ょ
う
は
ち

藤
兵
八

は
、
明
治
維
新
の
あ
と
家
業
を
継
ぎ
、
醸
造

業
そ
の
他
の
事
業
で
巨
大
な
財
力
を
積
み
、

文
明
開
化
を
見
越
し
て
西
洋
文
明
の
文
物
の

移
入
を
図
り
ま
し
た
。
無
医
村
だ
っ
た
有
漢

に
西
洋
医
学
を
学
ん
だ
医
師
神か
ん
ざ
き
し
ゅ
う
ほ

崎
秀
甫
を
招

き
、
彼
の
信
奉
す
る
外
来
の
キ
リ
ス
ト
教
に

も
極
め
て
寛
容
で
し
た
。
高
梁
に
キ
リ
ス
ト

教
会
が
創
立
さ
れ
た
の
は
明
治
15
年
で
し
た

が
、
有
漢
伝
道
所
は
２
年
後
の
17
年
に
開
所

し
て
い
ま
す
。
神
崎
の
周
り
に
は
酒
屋
で
資

産
家
の
荘し
ょ
う
さ
ぶ
ろ
う
き
ち

三
郎
吉
や
商
家
の
笹さ

さ
だ
き
ん
じ
ろ
う

田
金
治
郎
、

佐
藤
兵
八
の
嫡
男
晋し
ん
い
ち一

な
ど
こ
れ
か
ら
の
村

づ
く
り
の
担
い
手
と
な
る
人
た
ち
が
い
ま
し

た
。
同
時
に
栄
一
郎
が
将
来
の
夢
を
語
り
、

新
知
識
を
得
、
深
く
信
頼
を
寄
せ
る
先
輩
た

ち
で
も
あ
り
ま
し
た
。
彼
も
キ
リ
ス
ト
教
に

接
近
し
明
治
23
年
高
梁
教
会
で
洗
礼
を
受

け
、
度
々
教
会
を
訪
ね
て
い
ま
す
。
信
仰
に

よ
り
人
生
を
深
く
見
つ
め
る
と
と
も
に
彼
は

西
洋
の
文
化
に
触
れ
、
そ
の
考
え
方
に
学
ぶ

こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

教
師
時
代
の
こ
と
で
す
が
、
有
漢
村
裁
縫

校
開
業
に
あ
た
り
祝
辞
を
述
べ
、
男
尊
女
卑

の
弊
風
を
改
良
し
、
女
子
教
育
の
重
要
性
と

ひ
と
き
わ
注
目
さ
れ
る
村
づ
く
り
を
訴
え
て

い
ま
す
。
ま
た
日
本
婦
人
論
と
い
う
論
文
を

著
し
、
男
女
同
権
の
社
会
を
実
現
す
る
た

め
、
婦
人
の
自
覚
と
地
位
の
向
上
こ
そ
が
、

西
洋
と
対
等
に
付
き
合
う
こ
れ
か
ら
の
日
本

に
と
っ
て
最
大
の
課
題
で
あ
る
と
説
い
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、
有
漢
青
年
学
術
会
と
い
う

20
人
余
り
の
会
を
発
足
さ
せ
、
仲
間
た
ち
と

理
想
を
語
り
合
っ
た
こ
と
が
そ
の
挨
拶
文
の

控
え
か
ら
う
か
が
え
ま
す
。

　

教
師
と
し
て
、
村
の
青
年
と
し
て
活
躍

し
、
期
待
さ
れ
な
が
ら
も
な
お
上
級
学
校
進

学
の
希
望
止
み
が
た
く
、
佐
藤
兵
八
や
親
族

に
学
資
支
援
を
願
っ
て
、
そ
の
理
解
と
協
力

を
得
て
、
東
京
専
門
学
校(

後
の
早
稲
田
大

学)

へ
の
進
学
を
目
指
し
旅
立
っ
た
の
は
、

明
治
25
年
１
月
の
こ
と
で
し
た
。

明治 32年 12月ごろの
綱島梁川
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