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和光市における移動図書館の歩み

中岡 貴裕・石川 敬史 

１．研究の視角と目的

　移動図書館とは、「公共図書館が図書館を利用

しにくい地域の住民に対して、何らかの移動手

段を用いて図書館資料を運び、図書館員による

図書館サービスを提供する方式」1 である。最も

代表的な移動手段はトラックやバスを改造し書

架やスピーカーを装備した自動車であり、日本

図書館協会による『日本の図書館：統計と名簿』

によると 2018 年に全国で 538 台の図書館車 2

が地域を走っている。本稿における移動図書館

とは、こうした自動車による移動手段を用いた

活動を指すこととする。

　日本における移動図書館の先駆けは、1949

年 9 月に巡回を開始した千葉県立中央図書館の

「訪問図書館ひかり」3 であった。さらには、移

動図書館「ひまわり号」1 台から図書館を「開館」

（1965 年 9 月）し、当時の公共図書館を大きく

変革させた日野市立図書館の活動 4 も全国各地

の図書館に大きな影響を及ぼした。こうした自

動車には、個人貸出や書架の公開（千葉県）、全

域サービスや貸出、児童サービスの重視（日野

市）など、当時の図書館の目指す姿が体現され

ていた。これまでの移動図書館の台数をみてい

くと、1997 年の 697 台をピークに増加してい

たが、以後減少が続いていく 5。しかし、東日本

大震災（2011 年 3 月）以降、移動図書館は再

評価される傾向にあり 6、台数の減少は比較的緩

やかになっている。

　他方で、近年、日本の戦後史・地域史研究に

おいて、地域に暮らし関係性を育む人々の経験

に焦点をあて、戦後日本の地域社会形成過程を

考察する研究がみられる。例えば、鬼嶋淳は埼

玉県の入間地域を中心に、戦後地域社会の形成
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を対抗関係の変化を軸にして詳細に検証してい

る 7。森武麿らは、1950 年代における都市と農

村の重層的関係、さらには共同性と協同性に着

目しながら、神奈川県小田原地域を中心に地域

社会の再編を検討している 8。これらの研究は、

激動の戦後地域社会を動態的にとらえる視角に

よって考察されている 9。

　これに加えて、大門正克は、地域に暮らす人々

が生きるための関係性を矛盾や葛藤の中でどの

ように創り出したのか、という「生存」や「生

きること」に着目している 10。大門は「生存す

ることは人と人のつながりのなかにあるのであ

り、生存すること自体のなかに他者に働きかけ

るきかっけが含まれている」11 とし、人々が生

きる地域社会の重層的な相互関係を指摘してい

る。

　本研究で対象とする埼玉県和光市は東京都練

馬区と板橋区に接する埼玉県南部に位置し、都

内への交通アクセスも非常に良い。30 － 40 歳

代の人口が最も多く、現在も和光市の人口は

増加し続けている 12。和光市の歴史を遡ると、

1952 年には本田技研工業株式会社の大規模工

場をはじめとする工場の進出、さらに 1965 年

以降は西大和団地や諏訪原団地など大規模な公

団住宅が建設され、統計上の夜間人口が増加す

るとともに、転入者と転出者の増加という人口

流動の激化も顕著になった 13 。1970 年に大和

町から和光市へ市制が施行した後も人口が増加

し続け、小中学校の増設も進められていく。

　しかしながらその間、教育費に占める社会教

育費はわずかであったという 14。例えば公民館

については、1953 年に大和町公民館の設置以

降、1961 年の白子分館、1962 年の新倉、吹上、

牛房の各公民館の設置と続いていくが、図書館
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をみていくと、建物の図書館の開館ではなく、

1973 年の移動図書館「やまびこ号」の開館か

ら始まる。和光市における図書館は公民館の図

書室に限られていたが、地域住民の「和光市に

移動図書館をつくる会」による運動・請願を背

景に「やまびこ号」1 台から図書館が開館した

歴史があった 15。

　本研究では、戦後期に地域社会が大きく変動

し、かつ地域住民の運動・請願によって 1 台の

移動図書館から開館したという特徴を有する和

光市を対象に、当時、移動図書館の巡回を担っ

た図書館員、さらには移動図書館を要望し、移

動図書館活動を支えた地域住民らが、移動図書

館に何を求め、何を期待していたのかを検討す

る。本稿では、こうした研究の中間報告と位置

づけ、当時「やまびこ号」の巡回を担っていた

かつての図書館員の方々を対象としたインタ

ビュー調査 16 にもとづき、当時の資料を用いな

がら和光市における「やまびこ号」の歩みを実

証的に検討する。こうした検討は、移動図書館

を媒介に、戦後地域社会における人と人との相

互関係や共同性の考察に結びつけることができ

るとともに、移動図書館に対する運動と実際の

巡回が戦後の地域社会の形成においてどのよう

な位置を有していたのかを明らかにすることが

できる。

２．「やまびこ号」の歩み

2.1　インタビュー調査

　和光市における移動図書館「やまびこ号」の

歴史を実証的に検証していくにあたり、資料の

収集・検討とともに、実際に「やまびこ号」に

関わってきた人々へのインタビュー調査は重要

である。本稿では、2019 年に実施したインタ

ビュー調査のうち和光市の元図書館職員（2 名）

によるインタビュー調査を対象に、収集した資

料も踏まえながら「やまびこ号」の歩みを中間

的に報告する 17。なお、2 名へのインタビュー

項目はそれぞれ個別に設定したが、本稿で掲載

したインタビュー記録については、内容を整理・

抜粋するとともに、年表記は西暦で統一した。

なお、インタビュー記録の詳細は、今後、本研

究の報告書としてまとめる予定である。

　本稿が対象とするインタビューの日時や対象

者、略歴については、次のとおりである。

(1) 栁下昇氏インタビュー

日時：2019 年 2 月 4 日（10：00 － 12：00）

場所：和光市図書館会議室

　栁下氏は「やまびこ号」が巡回を開始した翌

年度（1974 年 4 月）に和光市職員となり、和

光市中央公民館図書室に配属。「やまびこ号」の

運転業務等も担当した。その後、社会教育課や

総務課など市役所内の異動を経て、和光市図書

館長、再任用職員として図書館業務に携わった。

(2) 海老原伸子氏インタビュー

日 時：2019 年 8 月 4 日（13：00 － 15：00）

場所：アルコイリス（和光市内）

オブザーバー同席：茂呂あかね氏（和光市教育

委員会）

　海老原氏は 1973 年 8 月に和光市職員となり、

和光市中央公民館図書室に配属され約 10 年勤

務。司書の有資格者。以後、和光市図書館が開

館（1983 年 8 月）した後は同館において約 10 年。

通算約 20 年間図書館業務に携わった。

2.2　「やまびこ号」前史

　和光市の移動図書館「やまびこ号」の開館式

は 1973 年 12 月 17 日に行われ、翌 18 日から

市内の巡回を開始した。「やまびこ号」が巡回を

開始した当時、和光市には図書館は存在せず、

その機能は中央公民館の図書室が果たしていた。

　中央公民館図書室の開館は、市制以前の大和

町（現・和光市）であった 1962 年 8 月 23 日

にさかのぼる。大和町の中央公民館図書室につ

いては、当時の大和町の広報誌『広報やまと』

において、「あなたの家庭の書斉のように公民館

の図書室を、どうぞどしどしご利用ください」18

と触れられているように、小規模ではあるが少
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しずつ図書館としての歩みを進めていた。

　その後、中央公民館は新たに建設される総合

庁 舎 内 に 移 転 す る た め、1970 年 12 月 26 日

をもっていったん休止し、総合庁舎に移転した

1971 年 6 月 1 日から活動を再開した（図１、

図２）19。中央公民館の新たな図書室は 3 階に

設置され、24 の閲覧席、閉架書庫を含め約 5,000

冊が収容できる規模の図書室であった。1983

年 8 月に現在の和光市図書館が開館するまでの

間、この中央公民館図書室は和光市の図書館機

能を担っていた。 

図１　和光市総合庁舎配置図

図２　和光市総合庁舎内の中央公民館図書室

（『広報わこう』13 号　1971 年 5 月 1 日　p2 より転載）

（『広報わこう』13 号　1971 年 5 月 1 日　p6 より転載）
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2.3　「やまびこ号」と請願活動

　総合庁舎に中央公民館図書室が移設されたも

のの、和光市には図書館は存在しない状況が続

いた。こうした中で、1972 年 11 月末に市民が

主体となって「和光市に移動図書館をつくる会」

が発足した 20。同会は「身近なところに本があ

り、市民のだれもが平等に、より多くの図書を

利用できるように」という願いを込めて請願署

名運動に取り組み、「市内 15 ヶ所に図書館バス

を走らせましょう」というチラシ（図３）21 も

作成された。そして、同年 12 月 9 日に市議会

に対して 3,513 名の署名を添えて請願を提出し

た。このように、和光市の市民による移動図書

館を求める請願活動は、「やまびこ号」の歴史に

おいて重要な出来事であったことがわかる。

　

海老原：県立の一日図書館「むさしの号」22 が

まずあって、そこから請願活動が始まったん

でしょうね。あの頃の市民運動はすごかった

ですよ。

茂呂：時代もあったんでしょ？和光市に限らず。

海老原：ええ、そういう時代でしたね。

中岡：請願活動をされていたのは団地に住んで

いる方で熱心な方がいたと聞いています。そ

の方が中心でしょうか？

海老原：そうですね。熱心にいろいろなことを

やっていました。諏訪原団地の家庭文庫とか

やっていらしてね。

中岡：請願の代表者としてお名前を目にしまし

た。あとはご本人が文章を書かれているんで

す。

石川：この『月刊社会教育』の記事 23 ですね。

海老原：そうなんだ。すごいですね。当時、職

員で中央公民館の社会教育主事の方がいらし

たんですが、おそらくその方と一緒にいろい

ろ活動されていたのではないかと想像はでき

ますね。

2.4　名称とテーマソング

　請願が市議会に提出され、それを受けて和光

市は移動図書館をつくることとなった。1973

年 8 月 15 日の『広報わこう』には車名とテー

マソングを公募する記事があり、移動図書館開

館に向けた準備が進められていることがわかる。

続く同年 11 月 15 日の『広報わこう』には車名

が「やまびこ」、テーマソングを「手のひらを太

陽に」とすること、ステーション 24 は 14 ヶ所

になることが報告されている。ここでは「やま

びこ」という命名の由来について、「この移動図

書館の活動が、明るい太陽のもとに、やまびこ

のように地域のすみずみまでこだましあい、市

民のみなさんの読書活動が活発に進展し、創造

的でゆたかな文化都市の建設に寄与することを

期待して命名されました」と記されている。

茂呂：移動図書館のステーションは何か所でし

たか？

海老原：最初は 14 か所でしたね。

中岡：諏訪原団地へは県立の一日図書館がいっ

図３　和光市に移動図書館をつくる会によるチラシ
（『くらしのなかに図書館を　―埼玉県立公立図書館白書 1973

―』p14 より転載）
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ていましたね。

茂呂：一日仕事だったのでしょうか？

海老原：県立図書館は一日仕事です。「やまびこ

号」は半日仕事です。午後に 2 ヶ所いきます。

茂呂：音楽（テーマソング「手のひらを太陽に」）

をかけて出かけていたのですか？

海老原：そうです。ステーションの近くに行く

とテープをかけます。

石川：音楽は公募だったのですか？　「やまびこ

号」という名称も？

海老原：当時の広報で募集していましたね。

中岡：テーマソングの「手のひらを太陽に」と

いうのは、歌詞付きのメロディーを流してい

たのでしょうか？

海老原：いやいや、歌詞はつかないですね。カセッ

トテープで歌詞がつかないものです。

中岡：巡回をはじめてからずっと同じ曲ですよ

ね。

海老原：そうです。「やまびこ号」の名前の由来

は、坂が多いから「やまびこ号」になったと

いう気はします。

中岡：当時の広報誌で「やまびこ号」の名前な

どが決まった時の記事があるのですが、どの

ように決まったのかは書かれていないですね

･･････。

茂呂：両方とも公募したのでしょうか？

海老原：両方とも公募でしたね。そういうやり

方も、公民館職員で経験のある方のアイディ

アだったのではないかと思いますね。最初か

ら市民と一緒にやっていくというやり方で

す。

図４　やまびこ号外観
（『埼玉の移動図書館 1977』　p28 より転載）

図６　やまびこ号巡回開始を伝える『広報わこう』（1）
（『広報わこう』78 号　1974 年 1 月 15 日　p1 より転載）

図５　やまびこ号開館式の様子を伝える『広報わこう』
（『広報わこう』77 号　1974 年 1 月 1 日　p5 より転載）

図７　やまびこ号巡回開始を伝える『広報わこう』（2）
（『広報わこう』78 号　1974 年 1 月 15 日　p2 より転載）
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2.5　やまびこ号の製作と巡回開始

　「やまびこ号」は、株式会社林田製作所（大宮

市：現・さいたま市）において製作された。車

両は日産のシビリアン（マイクロバス改造）、書

架装備を内外にもち、積載図書数は 2,200 冊と

いう記録がある 25。完成した「やまびこ号」（図

４）は、1973 年 12 月 17 日に開館式が行われ

（図５）、翌 18 日から市内の巡回を開始した（図

６、図７）。「やまびこ号」の利用資格は市内在住・

在勤者であり、利用冊数は 1 人 3 冊まで、貸出

期間は次回の巡回日までの 2 週間とされた 26。

中岡：海老原さんが採用された頃（1973 年 8 月）

は、まだ移動図書館の本体はできていなかっ

たですよね？

海老原：本体はできていなかったと思います。

購入の予算はついていて、ニッサンシビリア

ンを改造すればよかったので、意外と早くで

きました。1973 年 12 月には巡回していまし

た。

石川：ちょうど自動車が納品された頃について

のご記憶はありますか？

海老原：新車が納品されました。駐車場がない

から市役所の玄関のところにとまりました。

前の市役所の正面玄関はいるとすぐ噴水があ

りました。その玄関のすぐ外に停まっていた

ので、市民の目に一番とまるから、PR にもな

りました。

茂呂：その後も、「やまびこ号」は普段からそこ

に停まっていたんですか？

海老原：ずっと停まっていました。

石川：屋根はないところでしょうか？

海老原：そこには屋根というか市役所の玄関先

なので屋根のようなものはありました。住宅

公団の大きな団地ができて、そこに新しい住

民がどんどん入ってきて、社会教育的な活動

が爆発的に進んでいきました。そのときの市

長が栁下市長で、福祉と教育に力を入れるん

だといっていました。

2.6　職員の体制と「やまびこ号」の巡回

　和光市内を巡回する移動図書館「やまびこ号」

は、中央公民館図書室の職員によって運営され

ていた。1983 年に和光市図書館が開館するま

での中央公民館図書室の職員体制は、基本的に

3 人であった。「やまびこ号」の巡回にあたって

は 2 名の職員が担当していたという。

海老原：移動図書館が開始するということで、

私が 1973 年 8 月に職員に採用された時は、

中央公民館図書室の職員は 1 人いました。あ

とパートの方が 1 人です。1974 年 1 月に運

転のために職員 1 人が新規採用されました。

1 月からは職員 3 人体制で、パートの方は辞

めました。その後は職員 3 人体制で図書館が

開館するまで、ずっとやってきました。以前

からいた経験のある職員の方も途中で退職し

たり、他の職員 2 人も異動で何人かは変わり

ましたが、私はずっと、公民館図書室と移動

図書館の業務を行ってきました。

石川：ずっと 3 名の方で、運転する方と同乗す

る方という体制で運営していたのですね。

海老原：そうですね。3 人体制で運営していま

した。中央公民館図書室と移動図書館をね。

中岡：やまびこ号は、普通免許で運転できたん

ですよね？

石川：でも、普通免許で運転しろと言われても

なかなか難しいですよね？

栁下：慣れるまで先輩に教わりながらね。

中岡：マニュアル車ですよね？

栁下：そうです。

石川：車は大きいですしね。ちょっと運転して

といわれても抵抗感がありますよね ･･････。

栁下：だから、道路の左側に白い線が引いてあ

りますよね。あれが頼りです。こっちのミラー

で白い線のギリギリのところを走って。でも

バックが一番いやだったね。特に小学校なん

かでバック帰るときはいやだったね。だれか
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に後ろを見ていてもらわないと怖いよね。

中岡：ルートなどはどのようにして決めていま

したか？

栁下：その日に行くステーションは決まってい

たけど、ステーションに行くまでのルートは

決まってなかったですね。ステーションに行

くまでに、「この辺ならこられそうかな」と

いう範囲のあたりで音楽を流して走行しなが

らステーションに到着するようにしていまし

た。ステーションで広報するのではなく、到

着するまでに広報するわけだから、たまには

こっちのほうに行ってみようかということも

ありました。

中岡：「やまびこ号」にはスピーカーがついてい

たのですか？

栁下：ついてました。

中岡：声でお知らせしたりとかもされたり？

栁下：「手のひらを太陽に」の音楽だけだと思い

ます。

中岡：走行中ずっと流していたのですか？

栁下：ステーションの付近になってからだね。

そうしないと、どこのエリアだかわからなく

なってしまうから。停まるエリアのあたり

になってから流してましたね。走行中は大き

い車だったから、狭い道に入ると屋根が出っ

張っていたり看板が出っ張っていたりするか

ら、注意してましたね。

2.7　ステーションと世話人

　「やまびこ号」のステーションは、当初 14 ヶ

所が設定された（図８）。その後、埼玉県立図書

館による一日図書館「むさしの号」による巡回

の終了や、和光市内に新たな公民館図書室が開

設する中で、「やまびこ号」のステーションは、

場所を変えながら巡回することとなる（図９）。

　加えて「やまびこ号」は、ステーションごと

に「世話人」と称する市民の方々によって支え

られていた。この世話人は、「やまびこ号」巡回

当日に貸出や返却等の作業を担うため、和光市

教育委員会からステーションごとに 1 ～ 4 人委

嘱された 27。

中岡：地域の世話人の方はどのような活動をさ

れていましたか？

栁下：貸出、返却ですね。とにかく手作業だから。

石川：世話人の方はどのように選ばれていたの

でしょうか？地元の自治会などから選ばれた

りなど？

栁下：地元の顔が見える人でしたね。どのよう

に選ばれたのかはわからないけど。みんな良

い方々でしたね。

石川：ステーションに「やまびこ号」が行くと

世話人の方がそこにいるわけですか。

栁下：そこで待っててくれてましたね。

図８　巡回開始当初の「やまびこ号」駐車場位置図
（『広報わこう』78 号　1974 年 1 月 15 日　p3 より転載）
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石川：机を出してくれるなど ･･････。

栁下：そうそう。それでその人たちと世間話と

いうか、井戸端会議みたいなお話をしながら

楽しくやってましたね。

石川：貸出が相当な量になると、人が殺到する

ので、大変だったのでは ･･････。

栁下：そう、ごちゃごちゃしてね。子ども向け

の本は車内で、全員が中に入れないので「並

んでー」といったりとか、そういう人の整理

になんかは自分たちがしたりとかしました。

石川：ステーションで手伝ってくれる方は毎回

同じ方でしたか？

海老原：同じ方でしたね。

石川：広報にお名前が載っていましたね。

海老原：自治会に頼んだのか手を挙げてもらっ

たのか、どうやって決まったのかはちょっと

記憶にはないのだけど ･･････。地域と一緒に

やっていくというのは良いですよね。とても

良いやり方だったと思います。

･･････（略）･･････

茂呂：時間になると世話人の方々は現地で待っ

ているのですか？

海老原：そうです。貸出なんかもやっていただ

いて。職員は見ているだけだったり（笑）。そ

の方々が地域の子どもたちに声をかけたり、

本を探すのを手伝ったりして。

茂呂：地域の方がそれだけ熱心なんですよね。

中岡：広報によると、世話人の方は数年後に代

わったりされてますね。

海老原：そうでしたね。それで人数も変わって

いったと思います。

石川：世話人同士でほかの地域の方との交流な

どはありましたか？

海老原：それは無かったと思いますね。

石川：行ってみたらステーションにいなかった

･･････ なんてことは無かったですか（笑）。

海老原：それは無かったですね。でも、和光市

図書館ができるころになると、「やまびこ号」

の世話人の方はいなくなっていったような気

がします。

石川：こういう制度を考えたのも、先ほどの経

験のある職員の方でしょうか？

海老原：おそらく。そうだったのではないかと

思います。市民と一緒にやっていくというね。

そういう時代でしたね。
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図 10　移動図書館「やまびこ号」利用推移
※『和光の教育』の各年度，『埼玉の移動図書館　1977』，『埼玉の移動図書館 25 周年記念号』，『埼玉の移動図書館 1981』による。
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2.8　移動図書館の利用者

　「やまびこ号」の利用者数は図 10 にまとめた

とおりである。なお、1977 年度の統計は現時

点で確認が取れていないため空白としている。

確認できる記録の限りでは、開始翌年度にあた

る 1974 年度に利用冊数、利用人数ともに最高

値を記録している。その後、おおむね順調に推

移するものの、1983 年度から急激に利用者、

貸出冊数ともに減少していく。この減少の理由

にはさまざまな要因が考えられるが、一つには

1983 年 8 月に和光市図書館が開館したことが

影響しているといえる。

中岡：ステーションごとによく来る利用者さん

の記憶などありますか？　利用者さんと良く

しゃべったり ･･････。

栁下：話した記憶はあるよね。いろんな人が来

てました。

石川：全体的には子どもたちが多い印象ですか？

栁下：そうですね。小学生ですね。

石川：大人の方の利用となりますと、女性が多

いでしょうか？

栁下：そうでしたね。小さい子と一緒に乳母車

とか、子どもを抱いてきている人もいたし。

団地に行くと主婦が多かったです。

石川：ステーションによって、子どもが少ない

とか、ご高齢の方が多いとか、男性の方が来

ていたなどの印象はありますか？

栁下：男性は少なかったね ･･････。

中岡：「やまびこ号」の利用者さんは、どのよう

な方々だったのでしょうか？

海老原：利用者さんは、やっぱり子どもとお母

さんですかね。午後、子どもが帰ってくるく

らいの時間だから。

茂呂：あの頃は絵本ブームでしたよね。今でも

読む子はもちろんいるけれど、あの頃はどん

な子でも絵本を読んでいたような気がしま

す。定番絵本ってあったじゃないですか。今

の定番絵本の出だしのころですよね。だから

やっぱり盛り上がっていたのかなぁ。

海老原：えぇえぇ。盛り上がっていたよね。

石川：貸出方法はブラウン式？

海老原：そうです。ブラウン式。なつかしい言

葉ね。ポケットにハンコを押して。

茂呂：それだとジャンジャンお客さんがきちゃ

うと ･･････。

石川：最初は列になってしまいますよね。

海老原：一時間いるんだけど、20 分くらいで最

初のお客さんは帰っちゃいますからね。どの

くらい貸出があったかなぁ。

石川：ステーションでは利用者登録などもでき

たのですか？

海老原：もちろんできます。借りる人は大人の

方でも多い人はこんなにたくさん借りて。

石川：利用者さんはステーションまでは自転車

などで来るのですか？それとも歩いて？

海老原：歩いての場合が多かったです。

石川：本を入れるカゴや袋などをお持ちになっ

て ･･････。

海老原：そうだったでしょうね。

･･････（略）･･････

中岡：利用者さんの変化などの実感はあります

か？

海老原：最初はワーっと来るんです。非常に利

用も多かったけど、だんだん少なくなって

いって。いつごろからかだんだんとね。2 週

間に 1 回しか来ないわけだから。

中岡：だんだん利用者さんは減っていったとい

うことですが、利用者さんの層というのはあ

まり変化がありませんでしたか？

海老原：あまり変わらなかったと思いますね。

やっぱり小さい小学生ぐらいまでのお子さん

と女性。

中岡：男性はなかなか時間的に借りられなかっ

たということでしょうね。利用者さんは、借

りにきてその場でずっと読んでいかれるとい

うことは無かったですか？
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海老原：それはあまり無かったですね。基本的

に貸し借りだから、終わったら帰ってしまう

かな。

中岡：利用者さんとお話したりとかは？

海老原：それはありましたね。常連さんとかと

お話したりね。

茂呂：「この本入りましたよ」とか？

海老原：そうですね。

中岡：当時の記録には紙芝居の貸出があったよ

うなのですが、紙芝居を実演したりなどはさ

れてましたか？

海老原：やった記憶はないですね。でも、紙芝

居の枠はあったからやっていたこともあった

のかな。ちょっと記憶はないけれども。

３．和光市を走る「やまびこ号」

　本稿では当時「やまびこ号」の巡回に携わっ

た栁下氏と海老原氏へのインタビュー記録にも

とづきながら、和光市の移動図書館「やまびこ号」

の歴史について中間的な報告として整理した。

これまでの調査により、多くの市民の要望によっ

て移動図書館「やまびこ号」の巡回を開始する

とともに、名称やテーマソング、ステーション

の運営など、市民と行政・図書館員とがともに「や

まびこ号」を創ったプロセスをみることができ

る。「やまびこ号」が、単なる図書館のサービス

として一方通行として地域を巡回していたので

はなく、市民と共に活動しながら、市民生活の

足下に巡回することで、地域全体で「やまびこ号」

を受容していたことがうかがえる。

　「やまびこ号」の調査研究については着手し

たばかりであるため、本稿によってみえてきた

課題も多い。第一に、和光市における移動図書

館請願活動を実証的に明らかにすることである。

具体的には、建物の「図書館」とは異なり、「移

動図書館」を求める市民の請願活動の目的や背

景、さらには請願活動がどのように行われ、市

内で移動図書館を求める機運が高まった過程な

どである。「やまびこ号」の出発点となった請願

活動の実像を明らかにすることは、「やまびこ号」

が目指した理念とともに、和光市において「図

書館」がどのように期待されたのかを検討する

うえで重要な意味を持つものといえよう。

　第二に、和光市内における埼玉県立図書館に

よる移動図書館「むさしの号」の巡回の歴史を

たどることである。和光市では「やまびこ号」

の巡回以前、1962 年から「むさしの号」が巡

回していた 28。特に一日図書館「むさしの号」

が和光市の西大和団地において開館式が行われ

たこと 29 を踏まえると、埼玉県立図書館による

移動図書館「むさしの号」巡回の影響が大きかっ

たことが推測できる。和光市内における「むさ

しの号」の巡回を明らかにすることは、市民が

「図書館」に何を期待したのかを検討することに

結びつけることができる。

　第三に、ステーションの世話人をはじめ、移

動図書館「やまびこ号」の巡回を支えた市民の

存在である。とりわけ、和光市内には大規模団

地が建設され、同時に市内に地域文庫や読書会

活動が拡大した歴史もあった。当時のこうした

読書活動の広がりと、公民館図書室や「やまび

こ号」との関わりから、市民が「図書館」や「や

まびこ号」に何を期待し、どのように支えてい

たのかを検討することができよう。

　今後も、「やまびこ号」に関わった方々へのイ

ンタビュー調査を進めていくとともに、行政文

書をはじめとする資料調査を重ね、和光市の移

動図書館「やまびこ号」の歩みを実証的に検討

するとともに、移動図書館を媒介とした戦後地

域社会形成を考察していきたい。
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