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ま j乙カくき

国立大学図書館協議会は、平成4、5年度の 2年度にわたって大学図書館における資料

の保存施設のあり方について多角的に調査研究を行うことを目的として、 「保存図書館に

関する調査研究班j を設置した。本報告書は、調査研究班が2年間にわたって行った調査

研究の成果をまとめたものである。

近年、大学図書館所蔵資料の増加、施設の狭陸や、資料の劣化等の問題がますます大き

くなり、資料保存の体制を再検討する必要性が高まっている。平成4年7月の学術審議会

の答申 f21世紀を展望した学術研究の総合的推進方策についてJにおいても、学術研究情

報流通体制の整備の中で、図書資料の効果的保存システムについて検討する必要があるこ

とが取り上げられるに至った。もとより、資料保存は、大学図書館の基本的な使命の一つ

である。個々の大学図書館においてもこれまで様々な努力が払われてきたが、個々の大学

図書館の個別の努力だけでは現実的に解決できない課題も多く含まれており、全国的な視

野にたった具体的な方策を探る必要があることはいうまでもない。本調査研究はこのよう

な背景のもとに実施されたものである。

資料保存体制のあり方は、問題が複雑で、多岐にわたっているので、先ず、平成4年度

における調査研究は、現状と問題点の把握、及び全国的なレベルでの保存体制のあり方の

検討を中心として行った。また、平成5年度の全国的なレベルでの考え方の検討において

は、より具体的な保存システム案を提示することが有益であるとされたことを踏まえ、保

存体制の一つの試案として共同保存図書館構想を作成した。

第 l年次の調査研究の結果は、平成5年6月に徳島市で開催された第40回国立大学図書

館協議会総会に中間報告として提出し、調査研究内容について広く意見を徴することとし

た。本報告書は、中間報告に対して寄せられた意見並びにその後の調査研究班ワーキング

・グループにおける様々な考えを入れて、さらに検討を加え最終報告としたものである。

最後に、調査研究にあたっては全国立大学図書館にアンケート調査を行い、また協力館

を始めとする多くの大学から多大なご協力を得た。ここにその協力に対して深く感謝の意

を表したい。

平成 6年3月

国立大学図書館協議会

保存図書館に関する調査研究班
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Lま G 注う 4二

学術研究の発展によって、学術情報は急激に増加し、また質的にも多様化してきたこと

はすでによく知られている。また、近年、情報技術の発展によって情報媒体と流通方法も

急激に多様化しつつある。今日では、この大量かっ多種多様な学術情報を研究者に迅速・

的確に提供するための体制が、学術研究の高度な展開を図ってL、く上で必要不可欠な基盤

的要素である。このような認識のもとに、わが国では、学術情報システムの整備が積極的

に図られてきた。

大学図書館は、学術情報システムの中で、一次情報の収集・提供機能を担う拠点、として

大きな役割を果たしていることは言うまでもなL、。ここで、 一次情報とは、学術研究の成

果としての図書、学術雑誌、学位論文、テクニカルレポート、学会会議録、調査報告書、

統計データ集や、歴史的文書、古典籍、音楽資料、地図その他の学術研究に用いられる資

料・情報などをいう。これらの資料・情報は、今日では、いわゆる図書などの紙による形

態に加えて、マイクロフィルム、録音テープ、ビデオテープ、 CD、データベースなど様

々な形態のものがある。大学図書館は、これらの資料・情報を収集・蓄積し、研究者の利

用に供することを大きな使命としている。資料保存は、そのための重要な機能の一つで、あ

る。

大学における研究利用のための資料の収集は、当該資料の重要性、必要性、将来にわた

っての価値を踏まえて行われる。この場合、当面の利用のために資料を収集することはも

ちろんであるが、同時に、将来の研究利用を想定して資料を収集、保存することが必要で

ある。将来の利用のために資料を収集するのは、資料が刊行されたり流通している時に収

集しなければ、将来その収集は不可能となるからであり、このようにして蓄積された資料

の存在が、大学での研究を長期的に支える基盤である。国全体として見た場合には、大学

の蔵書は国民全体の学術的・文化的財産とも言えよう。このような点で、資料保存は大学

図書館にとって基本的な使命のひとつで、ある。

資料の利用態様は、研究領域によって異なり、一般に自然科学分野では新Lい情報に対

する依存度が高く、人文・社会科学分野では新しい情報に加えて古い資料に対する依存度

も比較的高いと言われている。しかし、個々の大学の立場を離れて国全体として見た場合

には、いずれの分野における資料も何らかの形で保存されてしぺ必要があることは明らか

である。



研究利用のための資料の収集には、当該資料の重要性、必要性、将来にわたっての価値

を踏まえる必要がある。収集は一般的に、その分野の研究者(同時に利用者でもある)が

いる個々の大学で行われることが、最も効果的であるといえる。しかし、当面の利用ニー

ズが比較的低い資料の収集・保存については、共通の関心を持つ大学が協力して行うこと

が効率的であることが考えられる。また時間の経過と共に、新しい研究テーマの出現、研

究者の異動、新しい研究者の登場などによって、個々の大学において収集された資料に対

する他の大学からの利用ニーズが発生する。このようなことから、長期的な観点に立てば

、大学における研究資料は共有の学術的財産として捉える必要があり、資料保存について

も、全国的な見地からの計画性が本質的に重要である。

ところで、現在の大学図書館の資料保存体制には、様々な問題が生じている。例えば、

酸性紙を使用した資料の崩壊が大学所蔵資料についてもかなりの程度進行しつつある。こ

れら劣化資料を適切に保存する対策が早急に必要であるが、これを個々の大学が行うのは

負担が太きく、また大学問の重複作業を避けるためにも、全国的な調整された計画のもと

に対策を行う必要性が指摘されている(国立大学図書館協議会資料保存に関する調査研究

班報告)。一方、大学における資料保存のための施設は、収蔵スペースの狭盤化や保存環

境の不適切など相当劣悪な状態にある。保存スペースの不足と不適切な保存環境条件は保

存上の問題だけでなく、有効活用を妨げる要因ともなっている。資料は、一般に古くなる

と利用が減少するため、これら資料を利用の多い資料と混配することによって保管スペー

スの経済性が低下し、文利用上の効率も落ちる。このため、経済性を考慮した保存体制や

不要となった資料や重複資料の廃棄などが必要となるが、現状では、このような効率的な

資料保存体制は確立されていないといってよいであろう。

近年、情報技術の発展はめざましく、それに伴って様々な新しいメディアも生まれてい

る。新しい技術の応用によって資料保存の効果的な方法を開発する必要がある。同時に、

新しいメディアによって流通している情報の保存についても考慮しなければならない状況

となっている。

現在、資料の保存は各大学において個別に行われている。資料保存が各大学において行

われるべきことは当然のことであるが、一方、上述のように、全国的な計画性も必要であ

り、保存効率上からも全国的な調整が極めて有効であろう。個々の大学における保存体制

は、全国的な保存体制と密接な関連がある。また、資料保存は利用されることを前提とし

ているので、保存体制を検討する場合、利用体制についても考慮しなければならない。
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共同保存図書館は、大学図書館の収蔵スペース狭齢の解消にも禅益するが、学術資源を

未来にわたって確実に保存することが最大の課題であり、大学図書館における個々の増築

あるいは改築から目を転じるものではない。大学図書館の施設は良好な教育研究環境の保

持のための整備並びに生涯学習など社会の要請に対応しうる図書館施設の拡充のためにも

、今後も増築あるいは改築などによる図書館環境の整備が必要であることはいうまでもな

L 、。

本調査研究班に与えられた調査研究事項は、保存図書館の現状調査、個々の大学レベル

、地域・館種等による大学群のレベル、全国レベルでの資料保存施設のあり方及び保存資

料の利用のあり方である。そこで、平成4年度の調査研究においては、上で述べたような

ことから、まず全国レベルでの資料保存の考え方を明らかにすることを目標とした。その

ために、具体的には、①大学における資料保存の現状把握、②資料保存システムの現状調

査、③全国レベルでの資料保存の考え方、の検討を行った。

大学における資料保存の現状把握においては、国立大学を対象としてアンケー卜調査と

大学図書館実態調査統計の分析を行った。また、資料保存システムの現状調査においては

文献調査及び関連施設の見学、海外の主要保存図書館へのアンケート調査等を行った。全

国レベルでの考え方の検討においては、問題点や検討事項の具体的把握、明確化、作業能

率等の点から、具体的な保存システム案を作成することとし、共同保存図書館構想の試案

を作成した。

平成5年度の調査研究においては、前年度の調査研究の成果に対して寄せられた意見を

基に検討を行い、特に、共同保存図書館設立の筋道を明確に書き加えるなど、中間報告書

の全体的な見直しを行い、また、一部データを最新のものに修正した。

本報告書の構成は、本編、構想、編、調査・分析篇、及び資料篇の 4部から成る。第 I章

本編は、学術情報システムの整備と資料保存(第 l節)、現状分析のまとめ(第2節)と

全国的資料保存体制の考え方(第3節)からなる。第E章構想、編は、検討の過程で作成し

た共同保存図書館についての試案の内容をまとめたものである。第E章調査・分析編は、

保存システムの動向(第 l節)と大学図書館における資料保存の現状(第 2節)からなり

、本編の第 2節の内容の詳細をまとめである。資料編には、調査研究の過程で得られた各

種データ・資料および参考文献を収録した。
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第三 I主主二存続語

第 l節学術情報システムの整備と資料保存

昭和55年 1月の学術審議会の文部大臣に対する答申「今後における学術情報システムの

あり方についてj を基本として学術情報システムの整備が進められ、大学図書館を取り巻

く環境もここ十数年の聞に大きく改善されてきた。

学術情報システムにおける大学図書館の役割は、①情報検索の窓口、②一次情報の収集

、提供、③目録・所在情報の形成である。目録所在情報は、各大学がどのような資料を所

蔵しているかについての情報をいう。現在、学術情報センターの目録所在情報サービスに

国・公・私立大学、大学共同利用機関及び短期大学等を併せて280 (平成5年11月現在)

の機関の図書館が接続し、主として新しく収集された資料の情報が登録されている。(平

成5年10月現在で図書の書誌約264万件、雑誌の書誌約19.6万件)。これによって、資料

の所在が、全国の大学で容易に検索できる状態となった。さらに所在が明らかとなった資

料の利用のために学術情報センターの 1L L CI n ter-L i brary Loan)システムが開発され

、大学図書館間相互貸借、文献複写システムと相まって、他の大学所蔵資料を容易に利用

できる体制か整った。また、このようなサービスの基盤としての通信ネットワークや大学

図書館システムの整備も格段に進歩した。これによって、文献複写量の増大、図書の相互

貸借の増加に見られるように学術情報システムの理念である"資源の共有"も参加館の聞

に浸透し、図書館聞の相互協力も全国的なネットワークのもとに着実に成長を遂げつつあ

る。

以上のように、学術情報システムの整備は大きく進展し、特に情報の流通(フロー)の

側面において大きく発展した。しかし、一次情報の収集・保存においては、外国雑誌セン

ター館の本邦未収誌を中心にした外国雑誌の整備といわゆる大型コレクションの整備が図

られてきたが、その他の資料の収集・保存の面では必ずしも大きな進展は見られないのが

現状である。

特に、資料の保存については、上記の答申においても「・・・なお情報資料の増大に伴

い全国的観点からの資料の体系的保存も重要であり、学術情報システムの整備に応じて、

今後検討する課題であるj として課題の重要性は認識されていたが、いわば先送りされた

形となっていた。これは、資料の保存に全く問題がなかったということではなく、逆に現
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実には第2節で述べるように種々の問題がますます大きくなっていることを示している。

このため、平成4年7月の学術審議会答申 r21世紀を展望した学術研究の総合的推進方策

についてJにおいて「・・・蔵書の増加や図書資料の劣化の問題に対処するため、利用の

実態を踏まえた図書資料の効果的な保存システムについて検討する必要があるj ことが取

り上げられ、資料保存体制の検討、整備が大きな課題として浮かび上がってきた。

第2節資料の収集保存の現状と課題

1.国立大学における資料収集保存の概況

現在、国立大学には約8千万冊の蔵書が収蔵され、また公立、私立大学が所蔵する資料

を合わせると約 2億冊という膨大な量の図書館資料が蓄積されている。これらの蔵書は大

学の中央図書館、分館をはじめ、部局図書室などに配置され、教育・研究のための利用に

供されている。このほか、国文学研究資料館や国際日本文化研究センターなど十余の大学

共同利用機関にはそれぞれの研究対象とする特定分野に関する学術資料が蓄積されている

。

一方、国立国会図書館においても学術的な資料を含む全分野の図書館資料が網羅的に収

集・保存されている。しかし、大学が収集する和図書においては、国立国会図書館に所蔵

しないものも相当数あり、特に洋図書においては大学の方が、はるかに収集量が多い。し

たがって、大学図書館における学術情報資源は大学図書館等の責任において全国的な保存

システムを形成し、国立国会図書館等との相補的な関係を作ることが重要であろう。

2.学内の収蔵施設の状況

文部省『平成4年度大学図書館実態調査結果報告』によると、国立大学図書館では、年

間約2百万冊の資料を受け入れている。これは書棚の長さにして約70刷、面積にして約2

万dのスペースが毎年増えつづ、けることを意味している。蔵書数はおよそ10年毎に1.5倍

に増えている。国立大学図書館全体の収容可能冊数に対する総所蔵数の比率は98%を占め

ており、書架の満杯状態を示している。今回、当調査研究班が全国立大学図書館に対して

行った「保存図書館に関するアンケート調査J (以下、 「アンケート調査Jという。)に
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おいても、国立大学附属図書館の本館・分館のうち、約3割の図書館では書架がすでに満

杯と答え、 1、2年のうちに満杯になる図書館を含めると、その数は図書館の半数を越え

る。また、部局図書館についても 9割の図書館で書架が狭隆となっており、図書館資料を

本館や分館に返却したくとも収容が不可能なため返却ができない状態である。このため、

それぞれの図書館では館内の空きスペースに書架を増設したり、学内の他の施設を利用し

たり、その収蔵スペースの確保に苦慮している。中には、閲覧席を撤去したり、セミナ一

室を書架スペースに転用するなど、利用者スペースへの影響を余儀なくされた大学も見受

けられた。

多くの国立大学図書館が、図書館資料保管のための書庫増築の必要性に迫られており、

アンケート調査によると、約半数の図書館では図書館委員会等において施設の新築・増築

計画の策定済みもしくは検討中である。しかし、国立学校特別会計の施設整備費はここ数

年増加の傾向にはあるものの、近年の厳しい財政状況下において、図書館など文教施設の

増築・改築も極めて困難な状況が続いている。

こうした状況にあって、週刊誌の記事( ~ A E R A n 1992. 2. 4)で報道されたように、

国立大学において図書館書庫の狭陸の状態が多く見られるのである。

3.図書館資料の劣化と保存

酸性紙による劣化が原因で貴重な学術資料が崩壊する恐れがある。この問題は図書館に

とって極めて深刻な問題となっている。昭和63年米国で開催された第4回日米大学図書館

会議の最終コミュニケで、日米双方でその対策を緊急に確立することが提起された。翌平

成元年の国立大学図書館協議会総会では、各図書館における資料の劣化状況について実態

調査を行うことが提案され、実施された。その結果、国立大学図書館全体で、約93万4千

冊の一般図書とコレクションが、また 3万種近い雑誌が劣化していることが判明した(資

料編 1⑩)。同協議会は平成3年度、 「資料の保存に関する調査研究班j を設置した。同

研究班は、この問題について今後の対策を講じるためには、劣化している図書館資料の内

容等を具体的に把握する必要があるとして、各大学図書館が所蔵する劣化資料の書誌・所

蔵データを学術情報センターの目録所在情報デ タベースに直接オンライン入力すること

とし、平成4年10月からデータの蓄積を開始した。

これら劣化が進行する学術資料に対する保存対策を個々の大学が行うのは、負担が大き
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く、また技術的、財政的な問題を含んでいる。マイクロフィルムや電子媒体への変換など

全国的に調整された具体的な劣化資料保存の方策を講じられることが焦眉の急であり、速

やかにその事業に着手されなければならな ~\o

4.蔵書管理

( 1 )資料利用の経年変化

一般に、図書館資料は年数を経るに従い利用が減少していくことが知られている(第3

章第 2節②利用頻度からみた図書館資料の年齢)。しかし、大学図書館には貴重な学術的

、文化財的資料を後世に遺していくという保存の役割があることから、利用が減少したか

らといって簡単に廃棄は出来なL、。一方、稀にしか利用されなくなった資料を、利用頻度

の高い資料と混配することは、書架スペース上の管理コストが極めて不経済であり、かっ

、利用頻度の高い資料の利用効率も悪くなる。そこで利用頻度が低くなった資料や重複す

る資料を書架から抜き取り (weeding)別置することにより、利用度の高い資料がより利用

しやすく配置できるだけでなく資料の利用効率を高めることができ、高水準の図書館サー

ビスも可能となる。アンケート調査によると、多くの国立大学図書館ではこれらの資料を

館内の一部の専用コーナーの書架に便宜的に移動したり、学内の他の保存場所を確保して

別置するなどの措置で狭陸化に対応しているのが現状である。

( 2)資料の重複

各大学図書館では、必要に応じて学習用としてあるいは複数の研究者からの請求によっ

て資料を重複購入し、さらには部局間で重複購入している。今回、幾つかの国立大学図書

館にサンプル調査の協力を依頼し、 「最近3か年聞の受入れ図書に対する重複図書の冊数

と割合Jについて算出したが、単科大学では概ね10%以下の重複率であるのに対して、学

部数の多い総合大学では20%台と高いことがわかった(第3章)。各大学問の蔵書の重複

率については、例えば、目録所在情報データベースに登録された1988年出版資料について

みると(1989年10月調査、約90大学)、重複は和書で6.45，洋書で3.54と報告された例が

ある。すなわち、和書の約85%、洋書の約72%は重複資料である(この場合、大学内の重

複は無視している)。重複受入れ資料は利用者の要求を満たすため短期的には必要とされ

るが、年数を経るにしたがって書架の利用効率を低下させる要因となっており、効果的な

利用のためには書架からの抜き取りが必要とされる。
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( 3)管理換と廃棄

大学図書館の蔵書のなかには、利用頻度が低下した資料、改訂・改版により不用となっ

た資料、重複して受け入れられ不用となった資料、はじめから短期間の利用のために受け

入れられた資料などがある。これらの資料は、有効利用のために他の機関へ管理換を行っ

て再利用を図ったり、不用資料として廃棄したりして蔵書を活性化する必要があるO 米国

の大学図書館では、平均して年間受入れ冊数の 5'%程度を除籍しているといわれている。

また、今回、当調査研究班での分析 (ARLStatistics 各年度)によると、米国の主要な

大学図書館の年間除籍冊数(年間の受入数と増加冊数との差)の最近16年間の平均比率は

14%を越しており、積極的な除籍が行われているようである。 一方、わが国の大学等図書

館ではあまり管理換や廃棄は行われていない。アンケー卜調査によると、国立大学図書館

のうち、 「最近5年以内に他機関なと、へ管理換を行ったことのあるI図書館は約35%であ

り、管理換した図書や雑誌等の数量は国立大学全体で約5万冊に過ぎない。また、 [最近

5年以内に廃棄を行ったことのあるJ図書館も僅か約26%であり、廃棄した図書、雑誌等

の数量も全国で約6万冊と微々たる冊数である。廃棄を困難にさせている理由として、

-個々の資料について不用・廃棄の是非の合意が得られない

-手続きが煩雑である

-規程類が未整備である

-他大学等の図書館で保存されているという保証がない

の順となっている。

このことは、保存に対する明確なシステムが存在していないことを示しており、なかで

も「他大学等の図書館で保存されているとし寸保証がなLリという理由は、共同保存図書

館の設置によって、資料が確実に保存されることとその資料が迅速に利用できる保証が得

られることにより解消され、廃棄の状況は相当変わるものと考えられる。

管理換や廃棄の処理手続きは、最近受入れられた図書に関しては目録のデータベース化

が行われており処理も大幅に軽減されるであろうが、今後はより迅速で簡潔な処理手続き

が検討されるべきである。また、各大学図書館にとって図書館資料は財産として扱われて

おり、設置者を異にする国立、公立、私立大学問で図書館資料の移動を行うための法規上

の問題解決も必要であろう。
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5.分担収集・保存の状況と課題

館種別、分野別、地域別など複数の図書館聞で相互に協力して計画的に資料を収集し、

全体として無駄な重複を避けて保存する方式として分担収集や分担保存がある。

( 1 )分担収集・保存の現状

分担収集の例としては、かつて米国で、ヨーロッパの新刊学術研究資料を少なくとも 1

部を米国内のいづれかの研究図書館や大学図書館で確実に分担収集しようとするファーミ

ントン計画 (FarmingtonPlan)が著名で、あり、約30年にわたって分担収集が行われた。欧

州ではドイツの分担収集計画である「特7JJj収集領域計画J (S S G P; SondersaIll1lelge-

bietsplan)などがある。(第3章第 l節)

近年、特定研究分野や主題を中心とする各種の研究資料センタ一等が設置されてきたが、

そこではそれぞれの特定分野の研究資料の収集が行われ蓄積されてし、る。国文学研究資料

館など大学共同利用機関を始め、国立大学に付置されている人文社会科学系文献資料セン

ターや自然科学系資料センターなどであり、全国的な資料収集において特定研究分野を分

担していると言える。(資料編 1②)

しかし、わが国の大学図書館聞ではこれまで資料収集上の相互協力はあまり行われず、

わずかに地区内の大学図書館聞で外国新聞や雑誌・週刊誌の分担保存、日本医学図書館協

会加盟館における地区内での雑誌の分担保存などの例があるほか、本格的なものはまだ少

ない。これまで全国的なレベルの分担収集が行われなかったのは、資料収集、図書選択手

続、図書購入予算などすべての業務において、先ず自館の研究者のみの利用を最優先とす

る方式になっているわが国の大学図書館における閉鎖性に起因していると思われる。

( 2 )外国雑誌センター館による分担収集・保存の状況

外国雑誌センター館は全国的な分野別の分担収集と分担保存の例である。外国雑誌セン

ター館は昭和48年の学術審議会「学術振興に関する基本的な施策について(答申)Jに基

づき、学術研究を進めるうえで極めて重要な一次情報である外国雑誌を分担して体系的、

網羅的に収集を行い、文献複写等による情報提供を行う機関として、文部省が昭和52年度

以降、 9つの国立大学図書館を指定して設置されたものである。分野は自然科学の医学生

物学系、理工学系、農学系及び人文・社会科学系の 4分野で、センター館全体では毎年約

2万種の、特に圏内で未収集・欠落の雑誌などを重点的に収集している。(資料編 l①)

外国雑誌センター館に年間に申し込まれる文献複写件数は国立大学が受付ける全体の約
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3割を占める程に集中的に利用されており、学術情報システムを構成する重要な機関とし

て定着し、機能している。

更に、学術情報センターのデータによれば、 ILLシステムを通じて外国雑誌センター

館所蔵の学術雑誌への文献複写要求は、学術雑誌の出版年が最新3年以内で半数近くを占

め (45.3%)、5年以内で6割 (60.9%)、10年以内で8割 (79.6%)に達するとL寸。

特に、自然科学系の雑誌では出版年の新しい雑誌への要求が顕著である。このセンター館

制度が開始されて既に16年が経過したが、各センター館では蓄積されたバックナンバーの

保存スペースの確保に腐心しており、出版後年数を経て利用頻度の低下した学術雑誌の収

蔵対策が望まれてし、る。

第 3節 資料保存システムの考え方

1.基本的な考え方

新しい資料保存システムを検討する上での基本的な前提として、以下の点を考慮する必

要がある。

① 学術資料の利用者である大学研究者にとって最適なシステムであること。

② 学術資料を確実に後世に保存、継承できるシステムであること。

③大学の学術資料は、全体の共有資源であるとの理想が実現できるものであること。

④ 現在、わが国の学術情報流通の基本的なシステムである学術情報システムと整合性

をもつこと。

⑤ 合理的かっ経済的なシステムであること。

この前提に立った新しい資料保存システムの考え方は以下のようなものである。

( 1 )資料保存の一次的役割

資料の収集は、当該資料を必要としている各大学において行われるので、こうして収集

された資料の保存に関する意思決定は、現にそれを所蔵している大学においてまず行うこ

とがもっとも適切であろう。利用者の身近に必要な資料を保存し、提供することは、各大

学が持つべき基本機能で、ある。資料保存の一次的役割は、その資料を収集した各大学が担

うものであることは明らかである。
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( 2 )不用資料、重複資料の集中保存

各大学において不用となった資料や必要性が減じた重複資料をそれぞれの大学において

保存することは、保管スペースの圧迫要素であり、かっ保管スペースの効率等の点からも

無駄が大きL、。このような資料を集中して、限定された部数のみを保存することにより大

幅な合理化をはかる必要がある。また、保存資料を lヶ所に集中保存することにより保存

に要する経費等について規模の経済によるメリットを得ることができる。また、酸性紙劣

化対策においてもマイクロ化や電子媒体化の処理を集中することによって経済的な効果を

得ることができる。

( 3 )保存に関する意思決定と情報流通

ある資料を保存するか否かの決定は、資料保存システムにとって最も基本的な判断事項

である。資料保存システムから見た場合の判断とは、当該大学でその資料の保存を続ける

か否か、もし当該大学で保存しない場合に全国的な見地からみてそれを保存するか否か、

さらにその場合，誰が保存するかなどである。資料保存システムにおいては、こうした判断

が合理的にかっ能率よく実施できるような方策を講ずる必要がある。このため、例えば、

同一資料について最低限全国レベルで確保・保存すべき部数の設定や、全国レベルで保存

すべき資料についての実際的な判断基準と判定方法などの共通のルールの設定が必要であ

る。

また、この場合、判断に必要な各資料の保存状況についての情報が全国的に流通してい

ることが必要不可欠である。保存状況についての情報は、個々の資料についての書誌情報

と所在情報(所蔵大学)に若干の保存情報(資料の劣化の程度など)を付加したものを恕

定できるが、これはシステム的には学術情報センターの目録所在情報システムとして既に

ほとんど実現されている。しかし、当面保存の対象として考慮される古い資料については

、大部分の書誌情報、所在情報がまだ登録(~、わゆる遡及変換)されていない状態にある

o このため各大学で引き続き保存する資料についての遡及変換を推進する必要があり、こ

のことは、基本的には利用のためにも必要とされることである。さらに、各大学で不用な

資料については、集中化と同時に遡及変換が行われる方式を工夫する必要がある。いずれ

にしても、目録所在情報システムを利用することが必要不可欠であるO

( 4 )学術情報システムのサブシステムとしての資料保存システム

学術情報システムにおいては、一次情報の収集・提供機能が重要な機能のーっとして位

置づけられており、各大学図書館と外国雑誌センタ一等がその機能を担う分散型のシステ
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ムとなっている。先に述べたように、収集、保存、提供は相互に密接に関連した機能であ

るので、資料保存システムは学術情報システムの一次情報の収集・提供機能のサブシステ

ムとして位置づけるのが最も適切である。

学術情報システムにおいては、資料の所在情報のシステム化(目録所在情報システム)

と資料利用申し込みのシステム化 (1L Lシステム)、資料配送のシステム化(図書館間

相互貸借・複写サービス)が実現しており、資料保存システムにおける提供機能の実現に

は、これらのシステムをそのまま適用することができる。

( 5 )資料保存システムの対象機関

学術資料の収集・保存は、国立大学独自の課題というよりは、むしろ公立・私立大学、

大学共同利用機関、短期大学等を含めた大学等教育研究機関全体の謀題である。学術情報

システムは、大学全体を対象として構築されているものであり、資料保存システムも同様

に大学等教育研究機関全体を対象として考慮、すべき課題であろう。

とこ.ろで、わが国には国立国会図書館など学術資料の収集、保存を担っている機関が存

在するが、前章第2節 lでも述べたように、学術資料の収集・保存・利用の中心的役割を

果たしているのは大学であり、国立国会図書館とは収集している資料の内容において異な

っている。国立国会図書館関西館設立構想、においても、共同保存利用プロジェクトが計画

されており、同館と適切な役割分担等について協力を行うことは必要であるが、まず各大

学および大学聞において資料保存のシステムを確立することが基本である。

2.資料保存システムの機能と構成

このような考え方に基づいた資料保存システムは、次のような機能と構成を持つもので

ある(学術情報システムにおける資料保存システムの構成を図 lに、また、資料保存シス

テムの各構成要素の関連を図 2に示した)0 

①一次保存機能

各大学は一次保存機能を担う。すなわち、各大学は自身の判断で必要資料を保存し、他

の大学の利用に応じる。各大学で、保存の必要がなくなった資料は、次の集中保存機能によ

って保存される。

②集中保存機能

資料の保存を国全体として合理的に保証するために、各大学で保存の必要がなくなった
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図 2. 資料保存システムの構成要素の関連図

1 3 

利用

図書館間
相互貸借
・複写
システム

利用

利用者



資料の集中保存機能が必要である。集中保存機能が存在することによって、各大学は不用

資料や必要性の減じた重複資料を保存する必要がなくなり、全体として効率的な保存体制

が実現できる。また、酸性紙による劣化資料対策などの保存のための処理を集中化する。

集中保存機能を具体的に担う組織は、いわゆる共同保存図書館で、ある。

③情報流通機能

学術情報センターの目録所在情報システムに資料保存のための機能を付加することによ

って、保存情報を合理的に全国に流通させることが期待できる。また、集中化に伴う事務

(情報)処理は基本的には書誌、所在情報の畳録、変更、通知であるので、このような処

理も目録所在情報資料保存システムの中で適切に処理できることが望ましい。情報の入力

、維持・管理は、各大学と共同保存図書館が行う必要がある。

④提供機能

保存資料を利用者に提供する機能であり、資料の提供者としての機能、利用者との窓口

機能、提供者と利用窓口あるいは利用者との聞の情報交換機能、資料の配送機能等に細分

される。明らかに各大学と共同保存図書館は提供者及び利用窓口としての機能を担う必要

がある。情報交換機能は学術情報センターの ILLシステム等、資料の配送機能は図書館

関相互貸借・複写システムによることができるが、一方、共同保存図書館については、利

用者への直接サービスも考慮すべきであろう。

⑤ 企画・連絡調整機能

資料保存システムは基本的に分散型のシステムであるので、システム全体の企画、連絡

調整機能が不可欠である。

⑥調査開発機能

保存のための新しい技術の開発・応用や、園内の大学外の機関との保存協力、国際的な

保存協力に対応するための調査研究機能が必要である。

企画・連絡調整機能や調査開発機能の担当組織として共同保存図書館を考えることがで

きるが、学術情報システム全体の中での位置づけなどさらに検討する必要があろう。

3.共同保存図書館

共同保存図書館は、上述の集中保存機能、提供機能、企画・連絡調整機能、調査開発機

能を担うが、さらに、具体的な機能として以下のようなものを想定する。
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( 1 )集中保存機能

各大学において不用となった資料、または必要性の減じた資料を共同保存図書館に集中

し保存する。このため、保存に適した施設を新たに設置する必要がある。保存資料の種類

は限定する必要はないが、当面、単行書、雑誌等の印刷資料を主体とし、マイクロ資料、

視聴覚資料などに拡大する方式が現実的であろう。共同保存図書館への資料の移管は、主

として管理換による。すなわち、移管した資料の所有権は共同保存図書館に移管するが、

寄託等の方法も考慮する。酸性紙による劣化資料の保存も行い、また各大学に保存されて

いる劣化資料も含め、他の媒体への変換などの集中処理を一元的に行うとともに、個々の

大学における保存対策への支援、協力も行う。集中化された資料の情報は、目録所在情報

システムによって全国に流通させる。

( 2 )収集機能

集中化した資料の欠本補充や、大学において収集が困難な灰色文献 (greyliterature) 

等の収集・保存を行い、単に大学からの保存資料の集中化にとどまらず、大学において収

集が困難な学術資料の収集の拠点として位置づける。

( 3 )提供機能

集中保存資料や収集資料の貸出および複写等による利用者への提供を行う。提供サービ

スは、 ILLシステムと大学図書館間相互貸借・複写システムによるもの、共同保存図書

館への直接来館者へのサービスの他、遠隔地の利用者への直接サービスについても検討す

る。また、諸外国からの利用要求にも対応する。

( 4 )資料交換機能

共同保存図書館に集中化される資料の余部を利用して、外部の機関や諸外国との資料交

換、寄贈を行い学術資料の有効利用を図る。

( 5)企画・連絡調整機能

資料保存システムに関する企画や大学との連絡調整を行う。

( 6 )調査開発機能

保存のための新しい技術の開発・応用や、国内の大学外の機関との保存協力、国際的な

保存協力に対応するための調査研究を行う。
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4.各大学における一次保存機能の拡充

資料保存システムにおいて各大学が担う一次保存機能は、利用者の身近に必要な資料を

保存・提供するための基本的な機能であり、学術情報システムの一次情報収集・提供機能

そのものとも言える。資料は毎年増加していくので、各大学の保存施設の拡充、改善は極

めて重要である。わが国の大学はアメリカ等の大学と比べても資料の集積量が貧弱であり

、いわば成長の途上にあるといえる。資料保存システムにおいても各大学の拡充が基本で

あり、同時に、共同保存図書館を設けることによって、全国的なレベルでの合理的、効率

的な発展を期することができる。
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空手~II 茸主 牢蕎主里志扇

第 l節共同保存図書館の試案

l.はじめに

国立学校が保有する建物面積は、平成5年5月現在、 2，002万rrfであり、そのうち通常

改修等が必要とされる経年20年以上の建物面積は、 982万ぱで全体の49.0%を占め、総体

的に老朽化が進んでいる。今後の文教施設整備は、既存建物の老朽化対策が重要な施策の

ーっとなることが予想される。しかしながら、図書館施設は、"情報資源の共有"を強力

に推進するとともに、"資料の保存"を保証するという基本理念を実現するための根幹と

もなるものとしてその整備が重要な課題となる。ここでは図書館資料の保存を保証する有

効な手段としての共同保存図書館を構想するものとして、ひとつのモデル案を提示するも

のとする。

2.立地の条件

共同保存図書館が果たすべき役割の中には、現物貸出及び文献複写サービスをはじめと

する利用者に対する種々のサービス提供が含まれ、これらのサービスは迅速な対応が求め

られる。このため立地条件としては、

-交通の便がよいこと

-施設の拡張も必要となってくるため敷地にゆとりがあること

.人的資源が得やすいこと

・災害等の恐れが少なく、有効な防護手段が講じやすいところ

などが挙げられる。

これらの条件を総合的に勘案すると、共同保存図書館を設置する場所は、多くの都市機

能が存在する都市に比較的近い地域での設置が望ましいと考えられる。
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3.施設の設置形態

共同利用の保存図書館を設置する場合、いくつかの設置形態が考えられる。現段階では、

先ず、それぞれの大学図書館が有する保存図書館機能を点検・整備することが必要であろ

う。このことによって、学内各部局間の図書館資料の重複が明らかとなり、 これを調整す

ることにより収蔵スペースの有効利用を図ることができる。また、その結果、利用が少な

い資料や重複等で必ずしも個々の大学で保存する必要がなく一括して保存し、共同利用に

委ねてもよいものが、保存図書館の対象資料として区別されてこよう。

複数の大学による共同利用の形態としては、先ず、現在の外国雑誌センターと同様に特

定の附属図書館を指定してそこに併置することが考えられる(図、 Aタイプ)0 このタイ

プでは、特定の大学から施設スペ スの提供と人的支援を受けて運用される。 ここでは、

各大学から保存図書館に提供される重複資料の調整・廃棄等が主な仕事となろう。また、

保存図書館に指定された大学の所蔵資料も共同利用して併せて活用でき、より有効な図書

館サービスが期待できる。

Jミ:9-iつ7"

王見

C タイフ.

l柑図書館|務P7

B タイフ.

区一l鞭 j

J大吋畿管;

j~大学図書館 :磯村
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次に、保存資料の増加に伴い、特定の大学に付設して、地域別あるいは主題別に共同保

存図書館をいくつか設置していくことが考えられる(図、 Bタイプ)。この場合、既設の

大学図書館から、施設・機能を組織的にも分離することによって、保存図書館が参加館に

よる共同経営としてより機能的に運用できるとともに、このような保存図書館を複数設置

することにより、万一の災害から資料を保護する効果もある。この場合、資料の種別や配

送の便等を考え、先ず地域別による分担保存・収集が優先されよう。また、このような分

担保存・収集資料の主題等を専門主題別にすることによって、対象となる保存資料の明確

化及びその収蔵効率を一層高める効果もでてこよう。

さて、最終段階としては、全国の大学図書館が相当多数参加して、大規模でしかも国家

的レベルでの共同保存・共同収集の機能を持った独立機関が考えられよう(図、 Cタイ

プ)。共同利用機能を一元化することによって運営経費の節減が図られ、また、参加館の

分担金等は、資料の保存経費等に回すことによって、官庁刊行物を含む多数の貴重な学術

文献を収集するとともに未来へ確実に保存することができ、また、劣化資料の修復・保存

等の事業も全国的なレベルで一層充実して行うことが期待できる。

4.施設の規模と設備

全国立大学図書館が年聞に受入れる図書の数は、平均約200万冊であり、これに対応す

る図書館施設の必要面積は約2万Idである。すなわち、全国の国立大学が、規模の差こそ

あれ、毎年新たに生ずる必要な空聞を確保しなければならないということである。

今回行ったアンケート調査の結果から、共同保存図書館が設置された場合に、図書を

「直ちに移したしり、あるいは「近い将来移したしリと答えた大学の数は全体の半数を越

えている。また、移す図書や雑誌の数量については、質問の数量に幅があり確定すること

は困難であるが、各々の上限値で試算した結果、重複も含んで約350万冊と推計出来る。

さらに、 ft)ずれかの時期に移したいj と答えた大学も、全体の約40%ある。一方、共同

保存図書館は当初、国立大学を対象としながらも、順次、公立、私立大学も対象に拡大し

ていくことも勘案しておかねばならなL、。それらのことを総合して、全国的レベルの独立

した共同保存図書館の施設の規模は、概ね、収蔵冊数 500万冊、施設面積は収納効率を高

めl万ぱと試算した。

共同保存図書館は図書館機能のうち、保存機能に力点が置かれた施設である。したがっ
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て、施設は書庫スペースが中心となり、管理的スペース及び必要最小限の閲覧スペースを

加えたもので構成されることになる。

図書や雑誌を効率的かっ経済的に収蔵で、きるように書架の形式および‘収納の方式につい

ては、書庫内には自動書庫(図 3)を中心に集密書架等を導入し、コンビュ ータと連動し

たオートメ ーション化を行い、さらに、安全性を持たせると同時に極力無人化して人件費

のコストを抑制する。この方式は、米国のカリフォルニア州立大学・ノースリッ ジ校図書

館で既に実用化されている。

保存対象とする図書館資料のうち、マイクロ資料、視聴覚資料、電子化資料などのいわ

ゆる非図書資料や劣化資料については、各資料が持つ様々な性質を的確に把握の上、これ

ら資料にとって最適な保存環境設備を設ける。例えば、個別の室ごとに空調を行い最適な

温湿度の環境とし、資料の素材によってはさらに耐火構造の保管庫に収容するなどし、ま

た、塵壊や有害な紫外線などの劣化要因からも防止するよう配慮する。

収集Lた図書館資料の収納・保管については、従来の分類順などの配架方法にとらわれ

ない方法とする。そのためには、資料への個々の分類や請求記号等の付与を省略し、ノ〈ー

コードなどによる一連番号によって管理し、貸出及び返却・収納の処理を行うことが考え

られる。書架への返却・収納は、書架上のアドレスを予め指定せず、コンビュータによっ

て返却の都度アドレスを記憶させて行う方式か有効と考えられる。また、配架に関する情

報は常にOPAC(オンライン目録)上に反映させるものとする。

その他、不測の事態が生じた場合に被害を最小限に食い止める構造にすることなど、施

設の設計上の配慮も必要である。

区司 3 Ij包 ‘主主主「勾 0コ棺&.~IBI (自彊防司園FJ* シスヲ~、〉
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第 2節共同保存図書館の事業

1.情報提供サービス

集中保存された資料は学術研究のために有効に活用するため、以下の情報提供サービス

を行うとともに将来にわたって保存する。

①大学図書館へのサ ビス

.NACSIS-CATによる所蔵情報の提供

• 1 L Lサービス(文献複写、現物貸出)

・所蔵資料に関する参考業務。

② 来館者へのサービス

.OPAC(オンライン目録)検索

.文献複写

・館内閲覧、館外貸出

・所蔵資料に関する参考業務

③大学図書館相互の資料移管の仲介サ ビス

共同保存図書館システムは、各大学図書館と共同保存図書館間相互のシステムであると

同時に、大学図書館間相互で所有する学術資源を有効に移管できるよう共同保存図書館が

その企画、連絡調整の役割を果たす。各大学図書館はその欠落補充や相互間の移管をシス

テム上でリアルタイムに処理する。

④学術資源のリサイクルサ ピス

共同保存図書館で必要とする部数を越える図書館資料や、各大学図書館に寄贈などで送

付されながら受入れられなかった新刊図書、新刊雑誌などの資料を集め、内外の諸機関に

対する資料提供をはじめとして有効に活用する。

平成4年10月に開催された第 5回日米大学図書館会議において、米国側から出された「

日本研究コレクションl充実のための資料提供に資することも可能であろう。

大学図書館への現物の貸出は、郵送によるほか宅配業者など外部委託により行い、迅速

で合理的なドキュメント・デリバリー・サービスを行う。また、文献複写については、電

子複写を原則とするが、マイクロフィルムによる複製を希望する場合は、マイクロフィル
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ムで提供し、また、電子複写に耐えられない資料はマイクロフィルムに撮影のうえ、焼き

付けによって提供することとする。これらの業務は外部委託によって行い、事務処理の合

理化を図る。

2.集中保存する資料の種類と形態

大学図書館にとって必要な図書館資料は、単行書、雑誌、マイクロ資料、視聴覚資料、

電子化資料などである。共同保存図書館では、いずれをも対象にすべきであるが、一挙に

行うのは困難を伴うことも考えられるので、当初の段階では単行書、雑誌を集中保存する

ことから始め、順次対象資料を拡大することが望ましい。

①単行書

共同保存図書館が集中保存対象とする単行書は学術情報センターの目録所在情報デ タ

ーベース (NACS1 S-CAT)に登録されているものがその範囲となる。したがって

、小冊子類でもデ タベースに登録されているものは集中保存の対象となる。最近、いわ

ゆる灰色文献の収集が課題となっているが、これらの資料を共同保存図書館が一元的に集

中保存することも考えられる。外国の学位論文や科学研究費による報告書なども対象とな

ろう。保存する部数は、永久保存用のほか、各大学図書館からの利用要求によって館外貸

出しを行い、また共同保存図書館に直接来館する利用者の閲覧にも供するために最低限必

要な部数となる。これを越える部数については、後述の国際交換用など学術資源、のリサイ

クル用として有効に活用する。

② 雑 誌

雑誌は館外への貸出は行わず、電子複写によって提供することを原則とする。保存する

部数は 1部を原則とするが、複写による破損や資料の劣化も考慮してその際の移管による

補充についても留意しておかなければならない。

学術情報センターのILLシステムによる文献複写依頼の状況を見ると、学術雑誌への

需要は刊行後10数年分に集中しており、 30年以上を経た学術雑誌の需要は極端に低下して

いる。このことから各大学図書館では最近の雑誌を保有し、利用頻度の低下したバックナ

ンバーを共同保存図書館に集中的に移管すれば効果的であろう。なお、大学の紀要類につ

いても集中して保存することも考えられる。
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③ 酸性紙等劣化資料

共同保存図書館は、各大学図書館所蔵のうち酸性紙等により劣化しつつある学術資料保

存のための研究開発とその保存事業などを一元的に行う。また、各大学における劣化対策

に対し適宜相談に応じるなどの協力を行う o なお、大学図書館から劣化資料を移管し、マ

イクロ資料や電子媒体等に変換して保存し、変換媒体による利用者への提供も行い、オリ

ジナル資料は適正な保存環境の保管設備に収容することによって現物の延命措置を講じる

。これらの具体的な方法等については、今後の検討が必要で、ある。

④ マイクロ資料

初期段階では集中保存の対象外とするが、重複により移管を希望するマイクロ資料およ

び各大学で書庫の室温、湿度など良好な保管環境、施設が得られないことにより移管を希

望するものは寄託等により共同保存図書館に保管し、利用に供する。

⑤ 視聴覚資料

この種の資料も初期段階は対象外とする。将来は、映像資料、音声資料などの学術的な

視聴覚資料も保存の必要がある。いずれはフィルムライブラリーや映像ライブラリーを保

存図書館の機能の一つに加えることも有意義である。

⑥ 電子化資料

初期段階では集中保存対象外としているが、最近、雑誌等一次資料がCD--ROM化さ

れる例が増えており、今後更に進展することを勘案すれば、早い時期に、共同保存図書館

に移管される電子化資料は増加するものと思われる。また、周辺機器の進歩に対応した、

新しい媒体への変換事業も一元的に行うことも必要であろう。

第3節共同保存図書館の運営

1.運営の方法

共同保存図書館は以下に配慮して運営することとする。

-要員の確保が困難なことから、業務は出来るだけ外部委託方式とする。

(文献複写、電子計算機管理、資料のマイクロ化・電子化、搬送などの業務)

・資料の移管にあたっては、効率的な処理システムを構築する。

-資料の収納にあたっては、効率的、合理的な方式とする。
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(自動書庫・集密書庫等の設備、資料の配架方式一一資料の分類を省略し、一連番

号のバーコード等による在庫管理、貸出・返却処理一ーなど)

・保存図書館の利用に要する経費は原則として受益者負担とする。

(文献複写、現物貸借、資料の移管に要する運送費などの経費)

2.資料の集中保存の方法

① 移管による集中保存

共同保存図書館への資料の集中保存は、学術情報システムに参加する諸機関を収集源と

し、移管等による方法を中心に蔵書を構築する。

共同保存図書館への資料の移管方法は、国立大学からの物品の管理換等にあっては、従

来、行われてきた手続きにとらわれない全く新しい発想で、迅速、簡便で効率的な手順で

実行されなければならない。それには大学図書館が協同して、学術情報システム上でオン

ライン処理によりリアルタイムで行う資料の移管システムが考えられる(図 4)。この流

れの中で各大学内での除籍に至る手続きの簡素化も図られるべきである。また、前述のよ

うに、特に、設置者を異にする場合の図書館資料の移管に際しての法規上の問題を解決し

なければならなL、。

資料保存システムは大学図書館のための共同のシステムであることから、共同保存図書

館に移管する資料の事務処理は全面的に大学図書館において行うことを原則とし、共同保

存図書館では主として集中保存された資料に対する受入データの入力などの事務処理を行

うなど省力化し、資料が到着次第速やかに利用に供される方式が望ましい。

なお、大学図書館においてデータの入力されていない資料や、寄贈されながら受入れら

れなかった新刊の図書などの資料を共同保存図書館に移管する場合には、所定のフォーマ

ットによる書誌データを現物に添付して移送するなど、共同保存図書館における業務処理

の省力化に協力することも必要である。

なお、共同保存図書館においてすでに必要な部数を所蔵しているものや更に追加して部

数が必要な資料について、各大学図書館が共同保存図書館の目録所在情報データベース上

で判別出来るようメッセージを表示するなどの方式も効果的であろう。
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図4. 資料移管システムの概念図

寄託による保管

大学図書館は先ず、資料の移管に

あたって共同保存図書館とオンラ

イシにより画面上で移管の協議を

行う任ゆ。移管することとなった

資料について大学図書館で除籍手

続きを完了させ③、学術情報セン

ターの目録所在情報データベース

上の所在コードを参加館から共同

保存図書館に変更し④、現物を共

同保存図書館に移管、搬入する⑤

@。なお、大学図書館に受入れて

いない寄贈資料などのを移送する

場合は、所定のフォーマットによ

る書誌データを現物に添付して搬

送し(冨、学術情報センターへの書

誌データの入力は共同保存図書館

で行う低

特に、特殊資料や特定のコレクション、或いはマイクロ資料などで個々の大学機関で収

蔵施設・設備が不十分であるといった理由で共同保存図書館に保管の希望がある場合は、

寄託という方法で預かる。これらの資料は特定の大学に置かれているよりも共同保存図書

館に置かれた方がより効果的に利用され得るものもあるであろう。寄託図書の所有権はそ

の寄託者側にあるが、寄託されている聞は他の移管された図書館資料と全く同様に共同利

用に供される。寄託する側にとっては、学術資源の有効な利用が図れるとともに収蔵スペ

ース面の確保も得られることになる。
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③ 購入による収集と蔵書の構築

共同保存図書館が集中保存する資料は、大学図書館から移送される資料を中心に集積さ

れるが、集積された資料を有効に再利用に供するためにはその蔵書について常に分析、評

価を加え、適正な蔵書の構築につとめなければならない。そのためには、例えば、欠本・

欠号で参加館から入手できないものや、学術資料として共同保存図書館に所有する必要が

あるものは購入によって補充するなどの措置も必要であろう。

④規程類の整備

共同保存図書館に資料を移管、寄託、収集するに際しては、業務が円滑に遂行されるよ

う資料の受入れ基準、受入れ手続要領、寄託手続要領などの各種の規程類を整備するもの

とする。

3.内外の関係組織との協力

共同保存図書館は、国立国会図書館、大学図書館・資料保存機関等、国外の大学の共同

保存図書館及び日本研究機関・図書館等などの関連組織と密接な連絡をとりつつ運営を行

う必要がある。
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算事 E 主主言周歪壬・ラテキ斤蒜語

第 i節保存システムに関する内外の動向

本節をまとめるにあたって、各種文献の調査に加え、幾つかの保存図書館等を実地調

査した。また、 Centerfor Research Li braries (C R L)等外国の幾つかの機関に対し

ては直接アンケート形式の照会を行った。

1.国内の動向

外国の学術雑誌と特定分野の資料の収集・保存については、外国雑誌センターと文献資

料センターによって整備されている。大学図書館の分担保存はこの他に、新聞や雑誌とい

った限られた資料を対象としていくつかの地域ネットワークが細々と活動しており、長い

ものは20年以上の活動歴がある。その反面、計画半ばにして挫折したものもあり、分担収

集・保存の難しさをみることができる。

大学図書館では書架スペースの不足に対し、図書館の増改築や集密書架の設置等で乗り

切る場合が普通であるが、その一方で学内に共同の保存施設を作り、稀用資料を移管して

共同利用すると同時に重複したものを廃棄しあるいは管理換を行い図書館資料の減量を図

ろうとするのが東京大学や京都大学の雑誌バックナンバー・センターである。これらは書

庫の一部を当てられた施設であるが、それに対して独立した保存図書館のモデルとして立

教大学新座保存書庫がある。

近年、倉庫業者の中には書籍専用保管庫をもっ専門業者もあらわれており、書架スペー

スの不足に悩む大学の中には、委託保管コストと建設コストを比較して、稀用資料を倉庫

業者に委託保管するところもでできている。

館種は異なるが、共同保存図書館として運用している施設として農林水産研究情報セン

ターデポジトリィと協同組合図書資料センターがある。また、保存図書館的性格をもっ法

政大学産業研究情報センターは、灰色文献の保存という点から特異な存在である。公立図

書館では、県立図書館レベルで分担保存・共同保存の動きがみられる。

このような状況で発表された国立国会図書館関西館(仮称)の共同保存利用プロジェク

トは、稀用図書の共同保存図書館構想として、今後の動向が注目されるところである。
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①地域ネットワークによる雑誌・新聞の分担保存

現在、大学図書館を中心として活動している分担保存の主なものを次表にあげる。

地 区 参加館(館数) 開始 対象資料 備 考

大阪地区 国公私(7) S43 新聞 園内 5紙国外7紙

関東地区 医図協(41) S57 マイナー逐刊 雑誌34誌新聞21紙 2部保存

ト一一ー

中国四国地区 医図協(10) S63 I圏内誌 2200誌 2部保存

東京西地区 国公私(34) H1 外国新聞 24誌28点

京都地区 私 (31) H5 新聞雑誌 国内外39紙国内外64誌

このほか参加館の所蔵リストを交換することで活動を休止した例もあるが、館種を越え

た種々の分担保存の活動や計画から保存システムに対するニーズの大きさが窺える。

②各図書館等における保存システムの事例

ア.立教大学新座保存書庫

立教大学新座保存書庫は、わが国の大学図書館における独立施設の保存図書館の先駆で

ある。書架狭隆となり本館・学部図書室の低下した図書館機能の回復を図るため昭和57年

に建設され、稀用資料の集中保存を行っている。敷地は池袋の本部キャンパスから30回離

れているため、 FAXとバイク搬送便により文献供給を行っている。書庫地階を集密書架

とし、計算上70万冊余り収蔵できることになっているが、分類j頓配架は予想以上のスペー

スをとり、開設10年余りで、既に将来的な収蔵スペースの増設がひとつの課題となってい

る。

イ.東京大学、京都大学雑誌バックナンバ一・センター

いずれも昭和60年に設置され、 1.部局図書室の雑誌バックナンバーを集中保存し、共同

利用を行い、あわせて収蔵スペースの狭隆化の緩和を図る、イ.総合図書館または中央館の
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一部を当てた付帯施設である、など、施設の性格・設置形態・対象資料等の両者の共通点

は多い。総合大学の場合、部局図書室を含めた包括的な保存システムの構築が必要である

D また保存施設自体にも収容力に限界があり、設計時に将来的な変動要素に対する配慮が

必要である。

ウ.法政大学産業情報センター

昭和61年開設され、産業・経済学、経営学分野の保存図書館としての性格をもっ。産業

・経済学、経営学分野の和雑誌のコア・ジャーナル1.500種の収集に加えて、政府をはじ

めとする各種機関の灰色文献や企業の年次報告書等を収集する。灰色文献等は、他の専門

図書館等機関で一定期間経過したバックナンバーを定期的に寄贈受入するものである。こ

のような館種を越えた収書協力のシステム化も今後の保存図書館活動には重要な視点のひ

とつで、ある。

エ.農林水産研究情報センターデポジトリィ

昭和53年10月農林水産省所管の試験研究機関 (29機関)の研究情報センターとして発足

した。当初よりデポジトリィ機能を担い、稀用資料を集中保存し、共同利用を図っている

。資料の移管は、センターの受入計画に従い、各機関で除籍手続きの済んだものを基準に

照らして受け入れている。なお備品登録されている資料は管理換を行う。大学図書館と試

験研究機関の図書館とでは、資料の性格・規模等に相違がみられるが、農林水産省の研究

情報システムの中で共同保存が位置づけられて、研究情報の流通の観点から統合的に保存

システムが運営されている点は参考に値する。

オ.山梨県公共図書館協会の雑誌保存

加盟館のスペース問題の解決と相互利用を通じた共同利用を目的とし、平成2年の第 l

回加盟館協議会で保存雑誌を決定し、平成4年3月現在、 20の加盟館で575誌の分担保存

を行っている。保存の分担は、市町村立図書館が地域に関係のある郷土研究誌、同人誌、

学校誌、一般誌等を保存し、県立図書館が、各部門の代表的な専門誌、学術誌、図書館関

係誌、郷土関係誌等を担当する。前述した大学図書館聞の新聞等の分担保存が加盟館の平

等分担を原則とするのに比べ、市町村立図書館を新着資料と郷土資料の提供館とし、県立

図書館をそのバックアップ図書館と位置づけている。

カ.滋賀県立図書館資料保存センター

公共図書館における保存図書館の例として、平成4年に設立された滋賀県立図書館資料

保存センターがある。書架スペースについては、県立図書館は築後12年を経て満杯に近く
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、また県内の市町村立図書館のそれも深刻であることから、県立図書館新書庫の新築を機

に、県内の公共図書館の稀用図書を集中保管する資料保存センターとしての役割を果たす

こととなった。移管手続きは、簡単に行えるよう送付側で除籍を行い、資料とともに除籍

データ・リスト等を送付する。センターでは、所蔵データと照合し、必要資料は受入れ、

不用資料は希望館にリサイクルする。また、将来の収蔵スペースの拡張に備え、集密書架

を導入できるよう床加重が配慮されている。公共図書館では初めての共同保存図書館であ

るが、富山県、神奈川県でも同様の構想、が検討されている。

キ.協同組合図書資料センター

昭和54年に農業協同組合中央機関、全国漁業協同組合連合会および日本生活協同組合連

合会の三者の協同出資により都心から 1時間半の町田市の中央協同組合学園構内に設置さ

れた。わが国の共同保存図書館の先駆である。

主な業務として、了.協同組合関係資料の収集・整理と永続的な保存、イ.資料の閲覧およ

び相談、ウ.受入資料にもとづく情報提供、工.協同組合関係資料室聞の相互協力の促進など

カくある。

保存については、加盟各機関所蔵資料の内、稀用資料、重複資料、保存期限の切れた逐

次刊行物の寄贈・寄託が中心となっている。

ク.国立国会図書館(関西館構想)傘

平成3年8月の「国立国会図書館関西館(仮称)設立に関する第二次基本構想j におい

て、関西館の基本的な役割と機能を、了.文献情報の発信、イ.世界に広がるサービス、ウ.新

しい図書館協力としている。特に「保存のための協力j は図書館協力の新しい展開を目指

す重要な要素であるとし、関西館の担当する具体的なプログラムとして次の 4点をあげて

いる。 1.共同保存利用プロジェクト、イ.保存修復センタ一、ウ.教育・研修、工.マイクロ・

ネガ・フィルム保管庫の保存プロジェクトである。このうち、イ.とウ.は資料の物理的な保

存技術に関わるものである。了.と工.は関西館を共同保存図書館とするプロジェクトで、了

は稀用資料保存の図書館協力をいい、工.は国会図書館所蔵のマイクロ資料の集中保管と他

の図書館からの寄託保存を示す。本館は、保存に関する研究・開発、教育・訓練、情報提

供までの広範囲な協力活動のうち、企画部門や情報サービスを主として担当する、として

いる。

ケ.民間倉庫会社への資料委託(トランクルーム・サービス)

近年、施設の狭陸化への対応として倉庫業者への委託保管の経済効果を検討し、トラン
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クルーム・サービスを稀用資料保存の一手段として利用する大学図書館がみられる。書広

・出版社・倉庫業者・輸送業者が発起人となり設立されたある書籍保管の専門業者は、空

調・防カビ・防虫設備の整った書籍専用収納庫(2.640rrl)に、会員(個人:1. 200、16大

学を含む法人:200 )から、書籍240万冊(保管ケース:8万個)の委託を受け、その保

管と配送管理を行っているo
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第2節国外の動向

その国の社会的土壌により、保存システムの成立にもかなりの相違がみられる。

米国では、議会図書館 (LC: Li brary of Congress )を中心とした国家プロジェクトの

分担収集・保存体制がある一方、いくつかの地域ネットワークを基礎に発展した共同出資

型の共同保存図書館が成立している。一方、欧州では、英国が英国図書館を中心とした中

央集中型の保存システムであるのに対し、地方分権制の強いドイツでは、分担収集を基礎

とした保存システムが主である。また、北欧のデンマーク、フィンランドでは国立の中央

保存図書館で稀用資料の保存を行っている。

①米国

分担収集・保存については、国家的な分担収集・保存プロジェクトとして Farmington 

plan.、PublicLaw 480 Program及び NPAC(NationalProgram for Acquisitions and 

Cataloging)の例がある。

Farmington Planは、外国の学術資料を網羅的に収集・保存し共同利用することを目的

に1948年から1972年まで実施されたもので、全米の主要図書館(大学約50校とLC，NLM等)

の間で地域もしくは主題分野で分担収集が行われた。

Public Law 480 Programは、外国にある米国所有の通貨でその国にある図書の調達を行

うものであり、 LCに資料の調達、研究図書館への配分等の権限を与えている。 1954年の農

業貿易促進援助法の下で成立し、アジア・中東・東欧諸国の通常ルートでは入手の困難な

地域の資料の分担保存に役立っている。

NPACは、 1965年の高等教育法第E条Cによって確立したLCの収集計画で、世界中で出版

される学術的研究価値のある図書館資料をできる限り収集し、目録作成と書誌情報の流通

を行うことを規定している。

共同保存図書館については、 1930年代から収蔵スペースの不足を解決する方策として、

稀用資料の共同保存図書館の設置が検討され、 1942年ハーバード大学にNEDL(New Eng 

land Deposit Library)が開設された。引き続き、 1949年にMILC(MidwestInter-Library 

Center)、1951年にHILCCHampshire Inter--Library Center)、そして1959年に胤CNY C 

Medical Library Center of New York)が設立された。 1965年 MILCは、地域的なものか

ら全国的なセンターへの脱皮を表明し、名称もCRL (Center for Research Libraries ) 

3 2 



と改め現在に至っている。

いずれも加盟館が拠出する分担金を財源として運営される稀用資料の保存図書館であり

、後述の他国の保存図書館が法令で設置された国、州立の機関であるのに比べ、地域ネッ

トワークを母体とする共同経営型の保存図書館といえる。しかし、それぞれの運営方法と

その後の発展状況には、相違がみられる。

NEDLは、最初の共同保存図書館として、 MILC等の設立や運営に大きな影響を与えた。参

加館はボストン地域の大学、研究、公立図書館8館で創設され、現在の加盟館は 9館であ

る。設立に際し、ハーバード大学が敷地の提供を行った。稀用資料の共同保管を目的とし

た施設で、寄託館が選択した資料を所有権を保留したまま寄託し、図書館別に配架した。

資料に対するセンターの裁量権が乏しく、重複資料の整理、相互貸借等の基本的な機能を

もたない保存書庫的性格だったことがその後の保存図書館としての発展を抑えた要因のひ

とつと考えられる。

HILCは、マサチュセッツ州の 3単科大学によって創設され、現在は公共図書館を含む 6

館が加盟している。寄託資料はサイズ別に配架され、その所有権は一定期間後センターに

移る。相互利用を基礎とした共同保存に加え、個別の館では購入できない高額資料等に対

する共同収集の機能をもっ。規模や性格が似た図書館で構成されたコンパクトな地域共同

保存図書館である。

CRLは、 MILCの名称で中西部の大学図書館10校により創設され、現在、全米およびカナ

ダの大学、研究、公共図書館131館が加盟した代表的な共同保存図書館である。現在460

万冊の図書、 60万冊の外国の博士論文、 1万3千種の雑誌、 300種の新聞、 100万件のマ

イクロ資料を所蔵し利用に供している最大規模の共同保存図書館である。加盟館の稀用資

料の寄託は継続的でなく、加盟館の書架スペースの確保に対する継続的な効果は少ないよ

うであるが、 CRLがここまで発展した理由は、稀用資料の寄託のほか、必ずしも個々の館

で収集する必要のない資料に対する共同収集事業を進めることにより、学術的価値とニー

ズの高い独自のコレクションを形成したことが大きいと考えられる。

MLCNYは、 NewYorkの医学関係図書館9館の参加で創設され、現在68館の加盟をみる。

設立には、 NewYork Academy of Medicineの後援が大きい。会員でない地域の医学図書館

をも含めた雑誌のユニオンカタログ作成事業を推進するなどして地域の相互利用に貢献し

ている。発展した要因としては、 NewYork医学図書館の図書館間協力が原動力となってい

ると考えられる。
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②英国

英国には、後述のドイツのような全国レベルの分担収集計画は存在せず、英国図書館

(British Library)を軸とした集中型の文献供給システムであり、その中心をBLDSCCBri-

tish Library Document Supply Centere)に置いている。

1969年DaintonReportとして知られる国立図書館委員会 (NationalLibrary Committee 

)の勧告を受け、 1972年英国図書館法が制定され英国図書館が成立した。これは、国の図

書館協力センターとしての機能強化を目的として、いくつかに分散した国立図書館を機能

的に整理・統合し、 BritishMuseum、ScienceReference Library 、NationalCentral 

Libraryおよび NationalLending Library for Science and Technology (BLDSCの前身

)の4つの図書館に再編することで、これらを統合した新しい国立図書館を設置するとい

うものであった。

BLDSCは、灰色文献を含む大規模な一次文献の収集・保存を行い、自館にない資料はバ

ックアップ・ライブラリーで補完するなど、迅速・確実な文献供給体制を整備している。

利用申込に対する蔵書の充足率は90%に近い。

概要は次表のとおりである。

規模 面積:46.756rrf 書架延長:205畑 職員:729人

BLDSC 蔵書 図書:2.898.000冊雑誌ヨ28.000誌会議録氾29.500点

学位論文:530.000点 レポート:3.935.000点(主にマイクロ)

利~写町:2 防 234 国外 :770.028 貸削4. 747件

大学図書館については、 1976年のAtkinsonReportを基に、 UGC(UniversityGrants Co 

皿 ittee)から自己更新図書館 (self-renewinglibrary )構想が提出された。大学図書館

の図書の増加に比例して書庫を増設することは財政的に困難であり、また効率的でないと

い増加分だけ稀用図書を大学および国の保存図書館に移し、大学図書館の規模を一定限

度に抑えるというものである。この案は、大学図書館側に異論もあり、また、 BLDSCも収

容書庫および職員の制約から寄贈図書の受入れを制限しているのが実状である。
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③ ドイツ

1990年10月のドイツ統一以降、図書館も旧西ドイツの図書館システムに吸収される方向

で再編成の過程にある。旧東ドイツでは、 DeutscheBuecherei(Leipzich)とDeutsche

Staatsbibliothek(Berlin)を中心に内外の文献資料が収集されており、 DeutscheBuecher 

eiは旧西ドイツの納本図書館であるDeutcheBibliothekと統合され、 Deutsche Staats 

bibliothekはプロイセン文化財団国立図書館と統合される。以下旧西ドイツの保存シス

テムについて述べる。ドイツは州の権限の強い地方分権国家であり、大学図書館もその管

理 Fにある。図書館行政や相互協力体制も州を基礎としたものであり、その文献供給シス

テムは分散型を基調としている。

国家的な分担収集システムに「特別収集領域計画j CSSGP)がある。 1949年からドイツ

研究協会 CDFG : Deutsche Forschungsgemeinschaft )の財政支援により、全学問分野(

28グループ・ 105分野)を、 24の学術図書館に割り振り、 1939年以降刊行の外国文献の収

集が開始された。技術・工学、医学、農学及び経済学の分野については、 1959年以降設置

された 4つの中央専門図書館に集中化され、灰色文献を含む一次資料の収集と文献供給サ

ービスを行っている。

全国レベルの文献供給を行う図書館として、このSSGP図書館と中央専門図書館およびSS

GPの図書を保管する専門図書館が位置づけられている。

州を基本単位とする 7つの地域ネットワークにはセンターが設けられ、地域総合データ

ベースの形成と地域内での文献供給を中心とした相互利用の役割を果たしている。図書館

における収蔵スペースの確保を稀用資料の共同保存と加盟館での廃棄等で行おうとする保

存図書館設立の動きもある。 Nordrhein-Westfalien州(NRW)では、地域ネットワークセン

ターであるHochshulbibliothekszentrums(HBZ)に1982年共同保存図書館を付設し、 14の総

合大学と10の単科大学で共用している。

④ その他の欧州諸国

北欧4国では、スカンジア・プラン(ScandiaPlan)と呼ばれる分担収集・共同利用の国

際図書館協力制度が存在する一方で、デンマークとフィンランドに稀用資料を保存するた

めの国立中央機関としての共同保存図書館が設立されている。

両者に共通する特色は、 7.国立機関として法律により設置されたこと、イ.資料がその所

有権ごと移管されること、ウ.移管、利用にかかる運送費を含む-切の料金を保存図書館が
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負担することであるが、このほか、将来の拡張に備えた施設となっている点、過去に保存

図書館を運営した経験に基づくものと考えられる。

デンマークでは、公共図書館のスペース不足に対する長年の保存図書館設立運動の結果

、1968年公共図書館法と文部省令による公共図書館のための保存図書館が王立図書館学校

内に設置された。公共図書館は、利用頻度の高い新刊資料と基本的な参考資料をそのスペ

ースにあわせて保存し、稀用資料を保存図書館に集中保存することとなった。

職員 2名、面積1400rrfの規模でスタートし、後に職員15名、面積も2.570rrf'こ拡張され

たが、資料の増加に伴い、 1983年新図書館法の下に新たな独立機関の国立保存図書館とし

て設立された。

フィンランドでは、書架スペースの不足に対する保存図書館設立の運動が1940年代と19

70年代に起こった。前者に対し、 1955年調査研究図書館を対象とした保存図書館が25館の

参加を得てへルシンキ大学の下に設置された(現在の書架延長30km)。後者に対しては、

1989年金国の調査研究図書館と公共図書館の稀用資料を集中保存する独立機関の国立保存

図書館が新設されている。
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第2節大学図書館における資料保存に関する現状分析

l.分析の目的と方法

本節では、各大学図書館における資料の収蔵及び保存の現状を各種の調査結果から把握

し共同保存図書館のあり方等を模索するものである。まず、 2.で、既に公表されている

文部省『大学図書館実態調査結果報告] (以下、実態調査)によって大学図書館における

資料の収蔵及び保存の状況を数量的に分析した。 3.では、個々の図書館の書架の状況を

より詳細に知るために関東地区国立大学図書館協議会加盟館に対し実施した収容可能冊数

と蔵書数の変遷についての調査を行った。また、重複受入の状況や図書の出版年別貸出状

況について幾つかの大学にサンプル調査を依頼した。さらに 4.では、全国の国立大学図

書館に対し実施した[保存図書館に関するアンケート調査J (以下、アンケート調査)を

基に各大学図書館の実態及び共同保存図書館の必要性等を調査分析した。同様の調査は、

昭和57年12月に専門図書館協議会、昭和63年6月に私立大学図書館協会がそれぞれ行って

おり、今回のアンケート調査では、調査項目の設定等で参考にした。なお、現状を分析す

るに当たって、実態調査の結果とアンケート調査の結果との間に相違があり、その原因は

、調査対象の範囲の違いによるものと考えられる。前者は、 97大学、 352館室(部局図書

館室を含む)であり、後者は、 98大学、 173館(中央館、分館)である。

2.大学図書館実態調査による分析

( 1 )大学図書館全体の状況

昭和45if-ーから平成2年までの20年間の推移をみると国公私立大学図書館全体の蔵書数は

約 3倍の 1億 7千2百万冊に増え、また、図書館の総面積は約 2.7倍の 233万nHこなって

いる。これを設置者別にみると蔵書数では国立大学 2.3倍、公立大学 2.8倍に対し、私立

大学が 3.6倍も増えており、同じく総面積では、それぞれ2倍、 2.1倍、 3.4倍となり、

いずれも私立大学での伸びが著しい。一方、開架図書の割合(開架率)は、約2倍の40%

になっており閉架式から開架自由接架方式へと図書館の開放が進んでいることが窺える。
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イ)書架収容力

実態調査報告では、書架収容力を書架の棚板 (90 c m) l棚に 25冊として計算する

こととしているので、棚板延長と図書館の収納可能冊数の関係は次式で表される。

棚板延長(m)-7- O. 9 x 25 = 収容可能冊数

平成3年度の実態調査により、書架収容可能冊数に対する蔵書数の割合をみると国立大

学が98%、公立大学が52%で私立大学が77%である。国立大学に於いて書架の狭陸化が最

も進んでいることがわかる。ただし、 この数字は、研究室等へ別置あるいは長期に貸出さ

れ、棚板延長に加算されていない書架について考慮されていない。研究室等に別置されて

いる図書については全蔵書の約 30%との報告もある。

表l.実態調査報告にみる蔵書数等の推移

公
血凪

390.663 
501.637 
606.794 
742.107 
788.990 

3 8 

3.165.035 
4.706.401 
5.814.898 
7.241.626 
8.950.490 

25.473.981 
36.890.081 
52.005.275 
70.475.738 
92.528.885 

、容率|開架半

社淵;;:!:;

泊五主
119.41% 
122.19% 
106.48完

115.18% 
51.54% 

李主
61. 08% 
55.63完
56.76% 
73.02% 
65.81% 

主主
17. 72完

16. 30潟

22.95完
30.57% 
38.02% 

翠主
21.15% 
27.86% 
33.47% 
40.31完

44.35完

主主
20.99% 
25. 18覧

31. 64% 
36.32% 
40.03% 



日〉図書受入冊数

図書の年間受入冊数は、将来の蔵書数を予測する重要な要素である。公立大学、私立大

学では増加傾向にあるが、国立大学では昭和57年度(以下、実態調査については年度は調

査年度を示す)の 249万冊をピークに減少している(図 5)。なお、国立大学の最近5年

間の年平均受入数は約 200万冊である。
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年度
一国立大学ー，公立大学 私立大学

図5 図書受入冊数の推移

( 2 )国立大学図書館の状況

全体の状況を蔵書数と書架収容力を中心に概観してみる(図 6)。受入冊数は、近年の

出版物の値上がりと厳しい財政状況を反映して減少傾向にある。また、昭和51年度調査を

境に蔵書数が書架収容力を上回っている。(以下、本項の図は 5年毎の数字で表示してい

る。) 80 
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これをA~Dの大学の規模別にみると Bランク以外の大学では蔵書が満杯あるいは既に

書架収容力をオーバーしている(図 7)。特にAランクでは図書館の狭陸化がかなり進行

していることがよみとれる。昭和60年度以降、 Bランクの書架収容力が急激に増加してい

る。これは昭和61年度から62年度にかけて書架収容力が1.6倍になったことによるが、こ

の問、大規模な増・改築をした館は特に見当たらず、その原因は不明である。

35 I 一一Aランク蔵書数

書架収容力

30 I 一一 一 一一 一 一一 … 一一-Bランク蔵書数

書架収容カ

25 I 一一一 一一
， 一一 Cランク厳密数

-・・・ E・・・・・・・..' 書架収容カ

20 目

一一 Dランク蔵書数
H 書架収容力

15ド土 ー …リー……“一 一一一一 一 一円 U 山川..........

(単位百万冊)。
昭和45 50 55 60 平成 2

図7 蔵書数等の推移(規模別)

国立大学 1校当たりの平均値もほぼ国立大学全体の傾向に一致する(図 8)。昭和55年

に面積と書架収容力にくびれがみられるのは、この間の大学新設に図書館建築が追いつか

なかったためと推測される。一方、サービスの多様化と量的増大の現状にあって職員数が

横這いであることは図書館の管理・運営の厳しさを物語るものである。

80 
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面積(百 110
蔵書数(万冊)
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受人数(千冊)
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図8 蔵書数等の推移(一大学当たり)
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資料の増加に応じて伸びてきた図書館施設の総面積は昭和59年を境に伸び率が鈍化して

いる。その要因として近年の図書館施設の整備状況がある。主なものでは、移転統合に伴

う金沢大学、広島大学、大阪教育大学の新館建設が行われてはいるが、いわゆる狭隆化に

伴う増築はほとんど建設されていない。こうした状況が大学図書館全体でみた場合、施設

の狭騒化となって表れている。実態調査では書庫について特に定義していないので、開架

図書の増加が書架の収容力に与える影響は定かではないが、仮に書庫の単位面積当たりの

収容冊数を求めると

蔵書数一開架図書冊数

書庫の単位面積当たりの収容冊数 -

書庫面積

昭和45年度から平成2年度までほぼ一定の 160冊から 170冊の聞で推移しており、大学

図書館施設計画要項(文部省管理局教育施設部)の基準値 165冊/ぱにほぼ一致している

o この問、書庫面積は1.8倍、開架図書冊数は 3.7倍に増加している(図的。一方、前

にも示したとおり、蔵書数の増加は 2.3倍であるから、書庫面積の増加によって収容でき

ない蔵書が開架図書となっているものと推測される。
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3.個別大学に対する調査の結果

( 1 )書架の狭陸度

個々の大学における書架狭陸化の実態を把握するため、関東地区国立大学図書館協議会

の加盟館に対して各図書館の収容可能冊数と蔵書数の変選の調査を実施した。この調査で

は、蔵書数、受入冊数、書架棚板延長、収容可能冊数を過去に遡って調査するとともに、

併せて狭酸化に対する対策等の回答を求めた。その結果を視覚的に捉えるためグラフにま

とめ、書架狭障化の実態を数大学の例でみてみる。

図10は蔵書数と収容可能冊数の経年変化をグラフにしたもので、年を追って増え続ける

蔵書に対し、増築・書架増設等で大学が如何に対応してきたか見ょうとするものである。
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図10 書架収容可能冊数と蔵書数の変遷(埼玉大学)

また、図11は書架収容率(蔵書数÷収容可能冊数x 100)の変遷をグラフにしたもので

書架の狭隆度が窺える。
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ほとんどの図書館で書架収容率が 100%を越えており、中には 150%を越える館もあっ

た。 100%以下の大学は僅か新設の 2校にすぎなかった。これらの図から建物の増・改築

や書架の増設は一時凌ぎにすぎないことがよくわかる。また、図書館の書架収容力は、通

常、図書館の書庫面積に数えられていない研究室等への図書館資料の長期貸出や別置をー前

提として成立していることを示している。例えば、図12の例では昭和47年度と57年度に図

書館の新築と増築を行って収容可能冊数を大幅に増やしているが、蔵書の増加には追いつ

けず、一時的に蔵書数と収容可能冊数との差を縮めているにすぎないことがわかる。
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( 2)利用頻度からみた図書館資料の年齢

図14は総合大学の筑波大学、理工系大学では最も規模の大きい東京工業大学、図書館情

報学専門の単科大学である図書館情報大学の 3大学における最近 1年間の図書の出版年別

貸出数を調査したものである。東京工業大学では、過去5年間に出版されたものに貸出が

集中し、それだけで全貸出件数の50%を占めている。また、その期聞から25年位まで平均

しでかなりの貸出冊数を維持している。図書館情報大学でも過去5年間に出版されたもの

の貸出頻度は高いが、出版年をさらに遡ったものの貸出冊数は古くなるにつれてなだらか

これに対して筑波大学の場合、出版年が15~6 年前のものまでな減少傾向を示している。
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出版年別の貸出件数は、出版年が古くなるにしたがい減少する。この累積値をグラフに

表したものが図15である。概ね90%で累積曲線が垂直方向から水平方向に転じている。

この傾向は筑波大学と図書館情報大学において顕著に表れており、その分岐点は15~20年

前となっている。このことから貸出需要の90% は15~20年の遡及で満たせるのに対し、そ

れ以上は僅か 5%の需要を満たすためにはさらに 5~10年の遡及した資料群が必要となる

ことがわかる。

図16、17は学術情報センターの ILLシステムを通じて外国雑誌センター館に申し込ま

れた雑誌の文献複写件数を図14、15と同様の手法でグラフにしたものである。雑誌の場合

は発行後 l年目をピークに急激に減少している。 rarejournalを中心に収集する外国雑誌

センター館での複写需要であるので、雑誌の文献複写全般の傾向とは言い難いが一つの傾向

を示すものであろう。この例では、 90%の利用累計は雑誌の遡及年で15年となっている。

同様の傾向は、引用・参考文献の年齢による利用度調査(参考文献 3))でも確認されて

いる。

縦
書t

5000 
- 外国総箆セνター鎗全体ー』回

4500 
... ---.....__...---_.. .._-_.. --.... -----_......... .. 

-1- .. ... .. ... .. .. ... ..・--------..._-_.... ..._---_....-... 
・ a ・・4000 

3500 -・ ・ 8 ・・.-・・ . ・... .. .. ... ... ・.. ... .. .. .. ・・・ --_.......-.._-_.._-----

30001"・ ---------・---・・.._--_...------------・，

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

。

-汁・・・・・7・・ J _ 

--: -¥・・・・7・・・・・ 1・

--・__.l....__.......___J___......・.... .. ... ... ..・____....J_
.、

._---¥ょ....--

... .. .1 ... ... ... .. ... _1... .. .. ... ... ... 1.. .. ... ... ...、・.-. 

1990 1985 1980 1975 1970 1965 

出版年

図16 外国雑誌センター館における ILL利用件数

4 5 



... -. - - ... - - .. r- ... - ... ... ... ， -... ... ... -~・・・・・ 1- - .. - .. ... ， ... 

~ 

_ _， _ _ _ _ _ _ ，_ _ _/- _ _ J _ _ _ _ _ _， _ _ _ _ _ _ ，_ _ _ _ _ _ J _ 

一_..-----I 

・.・--1----1-----..・- - - ... ... -1・・・・・・ 1.. .. .. ... .. .. .. ... 

I 

I - ... - ... .. .. r- .. .. - .. .. ， -.. --... -，・・・・・・，- - - - .. .. '1 -

ー・・・・・・・・・・・"・・・・・・・・-------

- - -・・.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

...1.圃・外図書量誌センター館全体

1∞ 

90 

80 

70 

60 
(鼠
)
M
W

封 50 

40 

30 

20 

10 
1965 1970 1975 1980 

出版年

1985 1990 

外国雑誌センター館における ILL利用件数(累積)

4 6 

図17



( 3)重複受入

個々の大学では、部局間あるいは指定図書等で必要に応じ、図書を重複して購入してい

る。そこで、最近3年間の重複受入について幾つかの大学にサンプル調査を依頼した。

その結果をグラフにしたものが図18である。全体としての重複率では学部数の多い総合

大学が20%台と高く、これに比べ単科大学では概ね10%以下となっている。重複受入は利

用者の要求を満たすため、短期的には必要とされるが資料が古くなれば、利用頻度が極端

に落ち、書架スペースの効率的な利用に支障をきたすことになる。

このように個々の大学に於いても相当数の重複が見られる。それでは国立大学全体では

どの程度の重複が見られるのだろうか。そこで一つの目安として学術情報センターの総合

目録データベースを例にとると、その所蔵登録件数(但し、所蔵は l大学 l件で登録され

ている場合がある)を書誌件数で単純に割ると 3.8になる。このことから推定すると230

の接続館が各書誌毎に少なくとも 3.8冊の図書を重複して受け入れていることになる。
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第4節 保存図書館に関するアンケート調査の結果

調査を依頼した国立大学図書館協議会加盟の99機関からすべて回答があった。ただし、

奈良先端科学技術大学院大学では図書館が未完成で、あることから、アンケートの記入が不

可能ということで、集計データは98機関、 173館である。なお、調査票様式及び詳細な集

計結果は資料編に収録した。

調査結果は次の区分に従い、図書館の規模、館種、沿革別に集計し、分析した。

0規模別

A規模 (8学部以上) B規模 (5学部以上) c規模(2学部以上) D規模(単科

大学)

0館種別

1 r総合その他 2 r教育系 3 [医学系 4 r工学系 5 [農学系J

O沿革別

1 r[日帝大 2 r[日六j大学と筑波大学 3 r新八j大学 4 r新教育大J

5 r新設医科大 6 r新構想J大学 7 その他

結果の概要

( 1 )施設の状況

①書架収容率

国立大学全体で蔵書数が収容可能冊数を 420万冊超過している。

収容可能冊数に対する蔵書数の割合をみると、全体では、

(58，668千冊754，471千冊) x 100= 1 0 8 となった。

規模別では、

A規模:1 0 4 B規模:115 C規模:116 D規模 :9 6 

館種別では、

総合その他 11 0 教育系:1 0 7 医学系 100 工学系:106 

農学系:9 7 

沿革別では、

旧帝大:8 6 旧六と筑披大 108 新八:1 3 4 新教育大:9 2 
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新設医科:8 4 新構想:8 7 その他 115

という結果である。

規模別では、 D規模以外のところで蔵書数が収容可能冊数を上回っている。

館種別では、農学系が他に比べ、若干の余裕があるO

沿革別では、他の区分に比較して書架収容率に顕著な差がみられた。新設大学にかなり

余裕がみられる。 一方、 A規模、総合その他で既に書架が満杯であるのに対し、 「旧帝大

」に余裕がみられるが、原因は不明である。

②製本雑誌の割合

書架の収容状況では、年間受入冊数に占める製本雑誌の割合が問題となる。製本雑誌は

普通の図書の 2~3 倍のスペースを占め、書架不足の大きな要因となっている。全体では

、製本雑誌が23%を占めている。特に医学系では60.6%を製本雑誌が占めており、 「新設

医科j でも52.6%と高い比率を示している。

③備品以外の資料

備品以外の資料が棚板総延長に占める割合(備品以外の資料の棚板延長÷棚板総延長×

100) を算出し、その割合によって各館を 5%未満、 5%"-'10%未満、 10%~20%未満、

20%以上の 4グループに分け、書架の収容状況との関係をみたものが図19である。

20%以上のグループでは、約65%の館が満杯状態、または 1"-'2年後には満杯状態になる

と回答している。なお、備品以外の資料とは受入れ図書館資料で垂録番号を付与しないも

ので未製本雑誌、パンフレット等をし寸。
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20%以上 (23館) 10%以上 (35館) 5%以上 (42館 5%未満 (52館)

備品以外の棚板延長割合別のグループ

図満杯状態図 1-2年の余裕図 3-5年の余裕 ~6年以上の余裕
図19 収容状況と備品以外の資料の割合との関係
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(2)書架の収容状況

「概ねあと何年収容できるかj については、

-既に満杯状態

・1---2年程度

.3---5年程度

・6年~

49館(28.5~)

39館(22.市)

57館(33.1出)

27館05.7~) 

という結果である。 51.2 %の図書館が 1---2年後には満杯状態になるとしている。ま

た、既に満杯状態の図書館を規模別にみると、以下のとおりである。

A規模:31. 4% B規模:30.3% C規模:23.8% D規模:28.3% 

館種別では、教育系が36%、沿革別では、 rr日六と筑波大j が30%、 「新八j が

33.3%、この他「新構想jが33.3%と高い比率となっている。

図20は、各館を収容可能冊数によって、 10万冊未満、 10万冊---17万冊未満、 17万冊---30

万冊未満、 30万冊---60万冊未満、 60万冊以上の 5グループに分け、収容状況との関係をみ

たものである。小規模の館ほど狭陸化が進んでいる。
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60万超(23館 17万超(41館 10万未(31館)
30万超(37舘 10万超 (40館)

図満杯図 1-2年図 3-5年 ~6年以上

図20 収容状況(収容可能冊数の規模別)
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( 3 )図書館資料を収容するための対応

①「どのような施設上の対応を行ったかJ

-新・増築を行った(過去10年間)54館(25.5%) 

・書架を増設(過去5年間) 98館(46.2%) 

-学内の他施設を利用

.特に措置せず

・その他

23館00.鍬)

20館(9.4誕)

17館(8.0%) 

この回答では l書架を増設した」というのが規模・館種・沿革を問わず上位を占めてい

る。また、 「その他j にも「書架を設置したj と I書架増設予定Jがそれぞれ3館づ、つあ

り、これらを含めると50%を越すこととなる。書架増設は収容力増強には手軽に行える対

応であるが、一方で他のスペースを圧迫していることもある。 r新・増築を行ったj とい

う回答は全体で25.5%なのに対し、沿革別の 1-[日帝大j では、 40.7%と高い割合となって

いる。

②「書架スペース確保の方法J

-書庫や閲覧室の壁面等を利用した 70館(47.3~) 

・閲覧席を撤去した 28館08.9~) 

・書架間隔を狭めた 16館00.8掲)

・セミナ一室等を転用した 12館(8. U) 

・その他 22館(14.9先)

「その他j の中に「踊り場や廊下の壁面に書架を設置したj という回答が5館あり、半

分以上の館で空きスペースを利用して書架を組み立てている。また、 「閲覧席を撤去j と

いうのが約20%、 「セミナ一室等の転用j が10%近くあり、サービススペースに書架を設

置するという方法で、非常事態を切り抜けている大学図書館の厳しい状況がみられる。

また、 「その他j で目立ったのは、固定式書架を撤去して集密書架を入れた館が7館あ

ったことである。

( 4 )図書館施設の新・増築計画

①計画の有無

-計画がある

・検討中である

.計画なし

49館(29.O~) 

40館(23.7覧)

64館(37.9~) 
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-その他 16館(9.5') 

館種別でみると「計画があるj の割合は農学系が7館 (50見)と多く、沿革別では、 「旧

六と筑被j の8館 (40X)と「新八Jの9館(39.U)が高くなっている。

②新・増築の主たる目的

-書架スペース 20館(38.5~)

・全体の整備・拡充 31館(59.倒)

・その他 1館(1. 9民)

増築の目的が、書架スペースの確保より、全体の整備・拡充を主たる目的に計画してい

るとの回答が多い。

( 5 )集密書架の設置状況

①設置状況

-設置している 114館(66.3')

f設置していない 58館(33.7') 

スペースを有効に利用する手段として集密書架が考えられる。全体の66.3%が大なり小

なり集密書架を設置している。そのうち開架閲覧室に設置している館は34館 (29.脱)であ

る。

②今後の設置計画

・計画がある

-計画がない

③集密書架の規模

-設置面積

47館(28.3')

119館(71.7') 

合計 41， 757nf 

平均 376nf 

集密書架を設置している館の設置面積の平均は 1館あたり 376ばである。また、書庫面

積に対する集密書架スペースの比率をみると、全体の平均で30.5%であり、規模別では、

A規模が32.7%，B規模18.9%，C規模33.2%，D規模37.9%である(t、ずれも書庫面積

には集密書架を設置していない館を含む)。

集密書架の収容可能冊数がその館全体の収容可能冊数に占める割合(集密書架設置率)

を算出し、 5096以上、 5096未満----30%以土、 3096未満~1096以上、 1096未満の 4 グループ

に分け、収容状況との関係をみた(図20。満杯状態または 1~2年後には満杯状態にな

ると回答している割合は、集密書架設置率が低いグループほど多いことがわかる。
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業密書架の設置割合別

図満杯状態図 1-2年の余裕図 3-5年の余裕 ~5年以上の余裕

図21 収容状況と集密書架設置状況との関係

( 6)重複図書館資料及び利用頻度の低下した図書館資料の主要スペース

①収容スペースをどのように措置したか

-館外に確保

・館内に専用コーナーを設置

.措置せず

・その他

16館(9.0掲)

77館(43.3')

60館(33.7覧)

25館04.0耳)

「その他j で「専用スペースを設けているj が6館あり、 「コーナーj と「スペースj

を区別して回答している。また、 「段ボール詰めにして積み上げているj が8館あり、こ

れらを加えると51%の館で何らかの専用コーナーを設けていることになる。

一方では、何の措置もしていない館が33.7%(約3分の 1)ある。

②館外への別置規模

「別置する施設を持っているJは16館(9.0覧)で収容可能冊数は約110万冊であった。

③近い将来の資料収容スペース確保の見通し

「ないj と回答した館が83.5%であり、 「あるj と回答した館の16.5%に比べ圧倒的に

多い。この割合はどの区分でも同じ傾向がみられた。ただ、規模別では、 A規模が29.2%

と比較的多くの館が「あるj と回答している。
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( 7 )書庫及び書架スペースの確保を目的とした図書館資料のマイクロ化

「マイクロ化を行っているJ館は 9館 (5.3%)である。

マイクロ化は Iスペース確保のために行っているのではなLリというコメントを付して

回答した館もあったが、マイクロ化の第一の目的は資料の保存対策であり、該当する館が

非常に少ない結果となった。マイクロ化の対象資料は、新聞 (5館)、図書(2館)、雑

誌(1館)、その他;修士論文、沖縄関係文献資料等(2館)であった。

( 8)図書館資料の廃棄について

①最近5年間の廃棄の実績

-廃棄に実績がある 44館 (25.6%)

-廃棄の実績がない 128館 (74.4%)

5年間に廃棄を行った館は5年間で全体の4分の lである。館種別では、農学系が50%

と高い割合を示している。廃棄の実績のある館のうち定期的に行っているのは4館のみで

あり、残りの40館は不定期に行っている。

②廃棄した冊数

-廃棄した図書の合計

l館平均

29， 141冊

1， 457冊

-廃棄した雑誌の合計 27，404冊

l館平均 1， 245冊

これを全大学で平均すれば、図書が 1大学あたり 5年間で297冊、雑誌が l大学あたり

280冊と僅かである。

図書を廃棄した館について館種別にみると、農学系が1， 830と平均を上回る。また、雑

誌の廃棄では、医学系が2，512冊と多く、規模別ではC規模が2，099冊である。

③廃棄した図書の種類

-研究用図書 8館

・学習参考図書 5館

・レファレンスブック 5館

・指定図書 3館

・一般図書 3館

・教科書・指導書 2館

・教養図書、児童図書、学生用図書 各 l館
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④廃棄した雑誌の種類

・一般・教養雑誌

・学術雑誌

-学協会誌

・大学紀要

.広報誌

・官庁刊行誌

・特許資料、新聞縮刷版

⑤廃棄が閤難な理由

-不用や廃棄の合意が得られ難い

.手続きが煩雑である

-入手が足りない

1 5館

1 4館

8館

6館

6館

2館

各 l館

92館 (29.9%)

75館 (24.4%)

56館 08.2%)

-規程類がない 54館 07.5%)

・他大学等で保存されている保証がない 21館(6.8%) 

・その他 10館(3.2%) 

その他の中には、 「規程Jに関する回答が2館、 「廃棄は考えていない。廃棄すべき資

料がないj の l館の計3館であった。

⑥資料の廃棄に関する整備状況

-制定済である

-制定していない

・検討中である

77館 (46.4%)

51館 (30.7%)

38館 (22.9%)

「制定済であるJ77館のうち、実際に廃棄の実績があるのは44館である。

( 9)図書館資料の他大学図書館への管理換について

①管理換の実績 (5か年間)

-管理換の実績がある

.ない

59館 (34.5%)

112館 (65.5%)

規模別では、 C規模の17館 (41.5%)が多く、 B規模、 A規模、そしてD規模で11館

(23.9%)の順となっている。館種別では、総合その他が35館 (56.5%)と最も多く、工

学系の11館 (36.7%)と続く。沿革別では、 r r日帝大j が10館 (50%)が多い。
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②管理換の実績冊数(最近5年間)

・管理換した図書の合計

1館の平均

・管理換した雑誌の合計

30，837冊

670冊

19，074冊

l館の平均 829-冊

これを全大学で平均すれば、管理換した図書は 5年間で l大学当たり315冊、また雑誌

はl大学当たり195冊と僅かである。

図書の管理換を行った館は、規模別ではC規模が12館(1， 203冊)、館種冊では工学系

が11館 (985冊)、沿革別では rr日六と筑波大Jが5館 (8，712冊)とそれぞれ多い。

雑誌については、規模別ではA規模が9館(1， 590冊)、館種別では農学系が l館で

7，430冊、沿革別では rr日帝大Jが6館 (2，326冊)とそれぞれ多い。

( 1 0)効果的な図書館資料収集、保存のために学内で、どのような調整を行っているかに

ついては、回答をまとめてみると、

(図書の受入れ、選定に関して)

-図書の重複購入を避けるか禁止をしている 08館)

・図書の選定において委員会を設けている (7館)

-図書の選書マニュアル・受入れ基準の制定 (4館)

・全額的な選書を行っている (2館)

(雑誌の分担収集・保存等に関して)

-外国雑誌の集中管理、保存 (8館)

・学術雑誌の共同購入・利用 (4館)

・関連主題の紀要類の分担収集・保存 (5館)

・バックナンバーの分担収集を実施または計画中 (3館)

・バックナンバーセンターの収集(1館)

(その他)

・利用度の低くなった資料を本館が保存することとした o館)

となっている。

また、基準や申し合せの具体例としては、

備付資料集書要項、備付購入図書館資料選択基本図書資料収集計画(実施要項)、資

料収集方針、集書の基本方針、寄贈資料受入基準、図書資料選択委員会申し合せ、附属図
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書館における集中管理及び重複管理、などがあげられている。

(1 1)地区・地域・分野別の分担収集・保存について

①分担収集・保存の組織があるか

-ある 21館(12.3%)

150館 (87.7%)-ない

である。組織があるのは、規模別では、 D規模が7館 05.2%)と最も多く、館種別では

、医学系12館 (30%)、沿革別では、 「新設医科大Jが3館 (20%)であり、教育系、工

学系、農学系ではほとんど行われていない。

②分担収集 ・保存に関する組織と内容として次のような回答があった0

.北海道教育資料の地域別分担収集

・日本医学図書館協会関東地区医学図書館協議会マイナー逐次刊行物分担保存

.日本医学図書館協会中国四国部会学術雑誌(国内)バックナンバ一分担保存

.関東地区国立大学図書館協議会一般雑誌・教養誌の分担保存

・東京西地区大学図書館相互協力連絡会外国新聞分担保存

-大阪地区大学図書館新聞等の分担保存に関する懇談会

( 1 2)部局図書館 ・室の状況について

大学図書館実態調査では部局図書室の実情が把握できないため、本館で記入する方法で

回答を求めた。

①部局図書館・室の存在

ーーーー ー一 一一ーー ・ーーーー ーー ーー一一 ・ーーー ーー一一 一-一一 ..一一 一ー一 一ーー ー一一ー ー一一ー ーー一一ー ーーーーーーー ・ー 一一 ー一一一ー一一 一ーーーー・ 一一ー 一ーーーー ーーー ーー ーーーー一・ーー ーーー

;区 分 :1.部局図書館・室がある : 2.部局図書館・室がない

...ー ーーーー ー'ーーーーー一 一ーや一一ー ・ーー-~ --一一 ーー ーーーー----ーーー ーー ーーー ー ーー ーーー ーー一一 ーーー・ーーー 田ι回ーー ーーーーー ーー ーーー ー-ーー ーー ーーーー ー一 一一一一一ー 一一ーー .. 

21大学 (22.3%) 73大学 (77.7%)

-ー一一 ーー・ 一一一ー ー-ー 一一一一一 一一・一一一一 一一一一一 一ー--_.-一一一一 一一ー・ ..一一ーー ーもーーーーーーー ーー・ 一ーー ーー ーーー ー一一一一ーーーー ーー一ー一 一一ー ーーーー 一一一一一 ーー ーーー ーー ー・

A
 

模規規 9大学 (60.6%) 6大学 (40.0%)

B
 

模規模 6 (46.2 ) 7 (53: 8 ) 

;別:規模C 3 (10. 7 ) 25 (89.3 ) 

;規模D 3 ( 7.5 ) 35 (92.1 ) 

なお、部局図書館・室があると回答した大学を沿革別にみると、 rr日帝大Jが85.7%
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(6大学)、 fr日六と筑波大jが42.9%(3大学)、 「新八j が25.0%(2大学)、その

他の大学が18.9%(10大学)となっている。

②部局図書館・室の状況

部局図書館・室の数は全体で217あり、資料収蔵等の状況は以下の通りであるo

区 分 全 体 l大学あたり平均 l館あたり平均

面積 (rrf) 184. 729 8. 797 851 

棚板総延長 (m) 711.026 33.858 3.277 

図書の所蔵(冊) 21. 045. 578 1. 002.170 96.984 

雑誌の所蔵(種)

平成3年度受入数(冊)

③書庫の狭陸度について

-非常に狭陸

・狭陸

.余裕がある

246.882 

539.598 

12館・室 (57.1%)

7館・室 (33.3%)

2館・室(9.5%) 

11. 756 

25.695 

1. 138 

2.487 

上記の結果から約9割の部局図書館・室では余裕がない状況である。

④部局図書館・室で収容しきれなくなった図書館資料の扱いについて

-返却の希望があるが本館に収容できない0

・順次返却され、本館等に収容している

-図書館・室以外の場所に別置している

.管理換・廃棄等により処理している

6館・室 (23.1%) 

8館・室 (30.8%)

5館・室(19.2%)

3館・室(11.5%) 

-その他(分館・室で措置;箱詰め、書庫内に横積み、下置きなど)

4館・室(15.4%)

回答結果の数に特に目立つた差はなく、それぞれの大学において収容しきれなくなった

図書館資料の扱い方法は多岐にわたっている。
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(1 3)共同保存図書館仁ついて

アンケート調査では、当調査研究班で検討した共同保存図書館の機能について紹介した

上で、次の質問を行った。先ず、

①このような共同保存図書館が設置された場合、貴館では重複する図書館資料及び利用

頻度の低下した図書館資料を共同保存図書館に移したいとお考えですか。

-直ちに移したい 28館 07.796)

-近い将来移したい 52 (32.9) 

・当面移さないが、いずれかの時期に移したい 62 (39.2 ) 

・その他 16 00. 1 ) 

その他では、 「条件が整えば移したいj 、 「現時点で判断出来ないJが、それぞれ3館

あった。以上の数字から、約半数の80館 (50.696)が共同保存図書館に資料移管の意向が

あることが示された。

次いで、 「直ちに移したLり、 「近い将来移したしりと回答した館に対して、移管する

資料の量的把握のために次の二つの質問を行った。

②移管する場合の「図書j の冊数は

. 5千冊未満

. 5 千冊~1 万冊

・ 1 万冊~3万冊

• 3 万冊~5万冊

. 5万冊以上

12館 (42.996)

4館 04.396)

8館 (28.696)

2館(7.196) 

2館(7.196) 

3万冊未満に大半 (85.896)の回答が寄せられている。

③移管する場合の「雑誌j の冊数は

• 1千冊未満

. 1千，.，...3千冊未満

• 3千，.，...5千冊未満

・5千，.，...1万冊未満

• 1万冊以上
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最後に、調査研究班が質問した設間以外に、共同保存図書館についての意見と希望を求

めた。共同保存図書館の構想については数行にわたる概要だけであったことから、何らか

の記入のあったものは32館あり、そのうち、 「共同保存図書館の早期実現を望むj という

意見が8件で、そのほか、共同保存図書館の設置場所(笛所)から、事業内容への注文ま

で、多岐にわたる意見があった。

寄せられた意見は次のようなものである。

(共同保存図書館の設置及び施設に関して)

・共同保存図書館の早期実現を望む (8件)

・全国に何箇所設置する予定か(以下、いずれも 1件ずつ)

・人文社会系、自然系、医学系など分野別の保存図書館がほしい

.地区ごとに設置してほしい

-地域拠点、方式 一一一 外国雑誌センターに準ずる考え方をとる

・共同保存図書館設置要求の内容次第では、各大学の施設整備が抑制されないよう、

配慮してほしい

・オリジナル資料を保存する収蔵環境の整った施設であること

(共同保存図書館のあり方に関して)

-学術情報センターとの協力や職員の適切な配置が必要

• NACSISに登録されている書誌はすべて保存可能としてほしい

-所蔵替えがNACSIS--CAT上で容易に変更できるようにしてほしい

.資料の管理換手続きは簡単にしてほしい

-廃棄手続きにおける照合作業を共同保存図書館でしてほしい

・数館で欠号のあるタイトルは共同保存図書館に寄託して所蔵したほうが有効

.出版年の古い雑誌は網羅的に保存する

-灰色文献についても網羅的な収集と保存を検討している

-共同保存図書館で重複資料の除籍・廃棄の機能を持つ必要がある

・寄託ではなく、管理換を中心とした運営がよい

-曝書、虫害防止等保存技術に関する研究、指導もしてほしい

(保存資料の利用に関して)

・保存資料の所在情報を整備してサービス機能を充実してほしい
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-利用希望資料の迅速な貸出システムを検討してほしい

.迅速かっ容易な貸出・複写システムが不可欠

・利用マニュアルも作成してほしい

(その他)

・廃棄・不用図書の有効利用も検討(発展途上国への寄贈、民間(古書広)への払い下

げなど)

・共同保存図書館を学内で教官や会計事務担当者に説明出来るようなまとめが必要

・日本の場合、米国の大学図書館に比較して、はるかに小規模なのに学外に積極的に資

料を出す理由があるのか
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1 .宅手本重撃まヰミキ・ラ之、一一タ

qコタ十巨ヨ奈佐言志、そ"7ンターー倉官Gコ有現主兄

外国雑誌センター館の状況 (タイトル数は平成4年度)

分 野 外国雑誌センター (設置年;昭和) タイトル数

医学・生物学系 大阪大学附属図書館生命科学図書館 (52) 4， 2 4 3 

東北大学附属図書館医学分館 (53) 1， 034 

九州大学附属図書館医学分館 (52) 955 

理工学系 東京工業大学附属図書館 (52) 4， 086 

京都大学附属図書館 (62) 979 

農学系 東京大学農学部図書館 (52) 1， 4 1 8 

鹿児島大学附属図書館 (52) 922 

人文・社会科学 一橋大学附属図書館 (60) 3， 1 5 4 

系 神戸大学附属図書館 (61) 2， 2 1 7 

メ仁L才 計 1 8， 998 

外国雑誌センター館の他大学からの文献複写受付数

外国雑誌センター 平成2年度 平成3年度 平成4年度l
医学・生物学系センター 4 3， 5 1 3 40，564 48，282 

理工学系センター 30，080 3 5， 3 1 3 3 9， 9 1 4 

農学系センター 13， 174 1 4， 828 16， 195 

人文・社会学系 4， 1 7 1 5， 215 6， 578 

計 90，938 95，920 110，969 
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2-. 自然科学系データ資料センタ一、大学共同利用機関

分 野 データ資料センター

太陽・地球物理 太陽活動世界資料解析センター(国立天文台)

|学 天文学データ解析計算センター(国立天文台)

宇宙科学資料解析センター(宇宙科学研究所)

地磁気世界資料解析センター(京都大学)

災害 北海道地区自然災害資料センター(北海道大学)

東北地区自然災害資料センター(東北大学)

関東地区自然災害科学資料室(埼玉大学)

中部地区自然災害科学資料センター(名古屋大学)

防災科学資料センター(京都大学)

西部地区自然災害資料センター(九州大学)

地震 地震予知観測地域センター(北海道大学)

地震予知・噴火予知観測センター(東北大学)

地震予知観測情報センター(東京大学)

地震火山観測地域センター(名古屋大学)

地震予知研究センター(京都大学)

核融合 研究・企画情報センター(核融合科学研究所)

分子構造 たんぱく質工学基礎研究センター(大阪大学)

医学 医学情報センター(高知医科大学)

原爆被災学術資料センター(広島大学)

原爆被災学術資料センター(長崎大学)

遺伝 遺伝情報研究センター(国立遺伝学研究所)
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cvタテ聖子思リラヨ寸旦l.f又事長・イ呆芋子を千子ってし、る根翌日調

l.人文・社会科学系文献資料センタ一、大学共同利用機関

分 野 文献資料センタ一等 --l 
法学・政治学 外国法文献センター(東京大学)

近代日本法制史資料センター(東京大学)

国際法政文献資料センター(京都大学)

経済・経営学 日本経済統計情報センター(一橋大学)

社会科学古典資料センター(一橋大学)

貿易文献資料センター(横浜国立大学)

経済構造研究センター(名古屋大学)

経営分析文献センター(神戸ー大学)

石炭研究資料センター(九州大学)

歴史学 国文学研究資料館史料館

史料館(滋賀大学)

日本文化学 国際日本文化研究センター情報管理施設

東洋学 東洋学文献センター(東京大学)

東洋学文献センター(京都大学)

民族学 国立民族学博物館情報管理施設

その他 アメリカ研究資料センター(東尽大学)

情報メディア研究資料センター(東京大学)
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CID p'ヨタ十じっヨ三善要 7-d:"イ呆芋:r::-ß:<J言書室宮方缶是~

国内の保存図書館

名称 東京大学外国雑誌 京都大学 立教大学図書館 滋賀県立図書 腹林水産研究情報tjt

J!，HノJ(-• セン，- J(， ，ナンJ(-.tン，- 新座保存嘗Dll 資料保存セント f王子}リ{

所在地 東京都文京区 京都市 新座市 大津市 つくば市

設立年 昭和60年 昭和60年 昭如57年 平成 4年 昭和53年

1生 I~ ・ 外国雑誌!I，)t)J(ーの集 全学の保存図書館機能 本館・学部の曾架狭隠 l!f架l央隙化した白隠の 終林水産省所管の試験

設置形態 中町]系統的保管および を累fこす目的で、告s局 による図書館機能を解 書同1機能と県内公共図 研究機関の共同利用施

学内部局における寄llII 所蔵の雑誌J!，什ノバーを 決するために建設され T書館のための資料保存 i主.研究1市線の専門セ

の狭除化の緩和を図る 収容 し、全学的な共同 た保存t聖路 tj'-機能をもっ ンターと して当初から

利用を図る 共間保存機能をもっ

総合図曾館の一部を当 中央館書liRの一部を当 本部れンJIÃ から 30k m ~1 県立図嘗館の付帯施設 研究情報tj'ーの十J1;f施
てた附属図書館の付帯 てた附属図嘗館の付帯 れた独立施設 設

施設 施設

面f責・ 715 rr! 692. 52 n! 2，758 rr! 5，939 rrl 1. 700 ，，1 

施 建物 総合図書館地階を共用 中央館書!班地下 2階を 2階建(地 F1 階) 地下 4階 3階部分のみ

1量 共用 H昔は積層

収容力 300， 000 011 100， 000 IIll 692，000 ffil 1. 000， 000 ffil 400， 000 nn 

規 設備 電動式集密書架 m動式集密書架 地階は手動式集宿舎架 固定書架 固定書架

1翼 514千ffil 他は回定

喰員 F付属図書館に包括 附属図書館に包括 2名(17~J(イ f) l名(17A-J(イト) i線 6係12名

(内fむい)1: 3名)

収集方針・ 外国雑誌Ildtノ11ー 雑誌II，nノ11- 図嘗(S30以前受入のも 県内の公共図書館で除 出版後20年以上のf器用

重在容数 保存部数 111:. 1郎 国内!UイM 5，200 の+以降の稀用資料) 籍された図磐・雑誌 資料(JIン7レ汁. 付日?。新

Pイ}品数 ι300 国外詑 3，200 文康，雑誌J(，HンJ(-， 最低1UfA- 1;1.保存 開， 1J!f!lr.的 な試験研究

冊数 60，000 (' 93. 1) H~ . 中国語・ 11 ンf 時 300 大型新聞，?イ?口資料 送付図書干10，000nnの内 i-' を除、く)

ffil数 137，000 H300，000 nn (' 92. 10) 2，000間受入(92.10) 保存郎数各l部

('93.1) 1十100，000ffil (' 02. 10) 

資料移管 ・ 定期的な移管ではない 定期的な移管ではない 学部の移送希望に纂づ 公共図1書館で除籍した 試験研究機関で除籍し

年間t曽 過去 2回移管を実施 過去 2回移管を実施 き、本館の関係委員会 ものをわトで選択 不 たものを基準に照らし

音I里{負による 供用!負・管理j換による で調整・移送を決定 要資料はHイ川 て選択.備品は管理倹

年 3回程度、 惚入経質は送付側負担

1120， ooonn (11 3年度) 年6，500冊 (113年度)

手'Jm 附属図害者官に包1i5 F付属図曾時に包ti5 閲覧、貸出、文献複写 県立図書館に包指 閲覧、貸出、文献複写

日書考 部局からの当初の移管 遼隔地のためi'JJ(ト{本 将来集密書架が導入で 試験研究機関への情報

作業で重機雑誌25千冊 和lを重視する きるよう床加重を考慮 IJHlcの{也、 FAO(AGRIS)

の除絡が可能となる FAX等の複写と J(イ， (更 する のイノ1，ftノ，-や国立国

収容率は現在約閲覧で の搬送体制をとる 会図書館支部図書館分

曾袈 "̂-Aを型車備中 分類順配架 将来的江 館として機能する

1ベ-A確保が線組
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国外の共同保存図書館

〔米国] 〔米国] (Fイ'1) (71';7ンF1 〔ヂン7-') 
名称 The Cenler for The Medlcal Library Die Speicherbibl io- The Nalional The Danish 

Research Libraries Cenler of New York lhek Bochum des Reposi lory Library Reposi lory Library 
(CRL) (MLCNY) lIochschulbibl io- for Publ ic 

lhekszenlrums des Libraries 
Landes Nordrhein 
Weslfalen 

所在地 Chicago New York Bochum Kuopio Copenhagen近郊

設立年 1919 (MILC) 1959 1982 1989 1983 

1生tt・ 全米およびhHに131 ニ，-3-'青jl市部の医学関 Nordrhein-Weslfalen 全国の図書館を対象と 全国の公共図害防をtl
i空間形町E のIJl1~~問をもっ最大規 {果関f書館を対象とした 川(NRW)の大学図脅陀 した稀用図書の共同保 象としたf需用図舎の共

恨の会員制共同保存図 特定分野の会員制共同 を対象に教育法の下に 存図1書館 同保存図書館.

容的 保存H堅持Eのほか 保存図書守的 開設された稀周図書の 国立保存図書館法によ 新図書館法により文化

特定の資料の共同収集 にかけ口，.の編纂等を 共同保存図書館 り教育省[直轄の国立機 省所管の国立妓関とし

織li~をもっ 通じて情報ト(Aセン1- lIochschulbibliolheks 関として設置された. て設置された.

1919年中西部の10大学 の機能も果たす zenlrums(lIBZ)の附廃 1968年に王立図書館学

により設立された"The 施設 校内に設置された公共

Mldwesl Inler-Libra 図書館のための保存図

ry Cenler" (MILC)を母 図書館を前身とする

体とし 1965年名称と1生
絡を変更.

面積 9.500 n{(106. 255sq. f 2.700 nl (3. OOOSQ. f) 3. 800 nl 3. 000 nI 8. 000 nI 
施 側延長 23.3km 30km 36km 

設 職員 67.5 11 2.5 21 20 

参加館 131 68 24 国内の全ての図書F館 国内の全公共図書館

規 会費 有 有 無 熊 費者

|真 図脅資 $801.000 。
人件費 $1. 379. 000 ] IIBZ全体で予算運用 $820.000 
運営費 (92/93) $375.000 

蔵書 4.617.251 350.000 140.000 図書 265.000 529.000 
雑誌 12.000(種)

資料移管・ 訴H曽・ 2寄託(永久) 寄贈・ 2号H;(永久) 所有揃ごと移転? 所有権ごと移転 所有権ごと移転

年間l盟 fnH: (保管料・有rD mH; (保管料:有料) 経費はセン1-負担 経費はわ1-負担

50.000 40. 000 図書90.000雑誌4.000 33. 500 

手IJ 貸出 75.345 6. 000 3. 600 73.000 
問 複写 13.711 (90/91 ) 42.000 400 950 

基 収容 有 有 有 有

除籍 有 無 有 有

準 保存 有 無 準備中 無

備考 1)設立 m業1概要 IIBZの概要 1).1.ペー.1.: 1).1.ベー.1.:

問地取得は ';bゴ大 1)共同保存 111973年Koelnに開設 面積10(昔まで拡張可 糊延長60kmまで紘張

学の支援.建設費 2) 資料提(j~ 2)機能: 使用概数15km. 年間 可.

l;tb-H-.ロヲ'7dー • I LL NRWのlili核わfH・ i曽6km 2)配架 ι

財団の後僚による • NLM(DOCL INE)視機 セノ?ーとして 2)配架.図書・雑誌・ 71)ソョン・ lン71)'"ン
カ1大学に隣f妾 -配送使・ FAX*，f -共同目録セン1- 判X)lIJに一連番号. -逐次刊行物耳11に

2)会員 正会員・準会 3)害!t.トピ1 -栂互利用t';l- 3)書架:電動式書架 タイトルl憤
員あり 分担金. t1' • RLIN. OCLCとi妻続 -計算機セント 1)保存部数.各版 11祁 3)書架・図定書架採用

議会選出資f者等1tM • UCMP$業医学系図 等の機能をもっ 不用図書1)すけル 25百 相互貸借の業務量

3)]~ J'; l ン(万冊/巻) 書館700と雑誌総合 3)対象:総合大学11 5)移管・国鉄の線路が の観点から選択

外国学位論文(60) 目録をf-Iベ】1化. 単科大学10 NRしまで敷設. 4)不用図書リザイ?ル

州政府文容(70) 1)共同収集 1)職員・約100人 6)移管割合:大学77%. 年5.500
マイクロ資料(100) -手IJffl頻度の低い医 5)目録: 7)目録 5)目録:

外国学術11:.(1.3) 系雑誌，学位論文， 目録規則:RAK-WB シ.1.jL:VTLS J ，;f ，-1化が今後の

内外の新聞ほか マイクロ資料，政府 シ.1.jL:BIS *dワー，:Da lapack. 課題

4)7イ?日71，，".1口Jdf 刊行物の収集 H 量 :340万('90) Fune l. L1NNEA 
5)目録:OCLC • RLIN 

一部資料のみ

6)自己架判X)lll

t数字は、原則として.92 (' 92. 12に実施したTントトの回答に基づく)。 ただし、ずンマー?は.91で文献による。
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書架収容可能冊数と雇書悲の変遷 | 
(賞浜国立大学
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蔵書冊数と過去8年間の貸出冊数

O 1 2 3 45  6 789  
76.951162.723174.593214.779176.310 !51.467 i38.983 i52.660 139.722 164.9051 
21.533129.190127.176 i95.308195.878 !27.297 :14.502127.207119.069 !29.140 1 
28.0%1 46.5完 36.4克 44.4%1 54.4%1 53.0%1 37.2%1 51.7%1 48.0%1 44.9%1 

本その他 IEI 分対凶 .，.1，、;:.!"ド}1t tð~

分野別蔵書同工?と過去 ;~3年聞の貸出冊数
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α三〉 卦ξ 匡ヨ α〉タζ 当主匡ヨ重手宣富来充言十

米国の大学図書館概要

年次 蔵書数 受入数 増加数 除籍数 率(1)

1974 180，820，730 7，753，746 6，967，223 786，523 10.1 

75 193，530，258 8，237，834 7，208，881 1，028，953 12.5 

76 199，940，530 9，031，742 6，961，651 2，070，091 22.9 

77 206，539，808 8，056，573 7，157，724 898，849 11. 2 

78 

79 

1980 232，311，493 7，480，017 6，542，986 937，031 12.5 

81 239，285，389 7，363，236 6，503，410 859，826 11. 7 

82 

83 

84 269，368，547 9，107，027 7，334，654 1，772，373 19.5 

85 274，746，085 8，593，571 7，446，111 1，147，460 13.4 

86 280，363，262 8，471，884 7，372，926 1，098，958 13.0 

87 

88 294，754，582 8，491，734 7，058，673 1，433，061 16.9 

89 305，524，498 8，564，590 7，537，784 1， 026，806 12.0 

合計 91， 151，954 78，092，023 13，059，931 14.32 

注1) 典拠ははLStatisticsの各年版による。
2) 率とは、除籍数の受入数に対する比率である。
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CD国立学校文教施設整備費予算額及び事業量(建築面積)

1.300 

1.200 

1. 100 1--
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。
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U!. I ) 

(iL 2 ) 
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巨ヨ]

45 50 55 60 冗J 5 

( Jfl支)

r-nM¥ ・・・・… -…・・… -・ ・・・目・・・11初子 lU(j(文教地;jj:tYJ.í び 1 .m地AH~f桁 n)
'I~ V:， r.l U] lJ: ¥(Ij ff!) . . . 一 一一 …... ・ 子l'I;'~ li附

「国立学校施設整備事務必携 平成 5年度Jぎょうせい、 1993. より)
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@言書案審管長宅三子主写 F弓議室毛主I~こ壬頁~:T -j-;こ主易壬当iQコうfE斗垂主主言式算事E

保管料 1ヵ月につき 200円/1ケース

ケース l個当たりの年間保管料 2， 4 0 0円

ケース l個当たりの収納量 3 0冊 (B5判)

l冊当たりの 1年間の保管料 8 0円

保管ケース代 1個につき 250円/1ケース(初年度〉

保管年 500万問(約 16 7 ， 000ケース)を保管

委託した場合

(数字は累計)

443百万円

2 843 ノ/

5 2， 0 4 6 11 

7 2， 8 4 7 11 

10 4， 0 5 0 ノ/

15 6， 054 11 

20 8， 058 11 

25 1 0， 0 6 2 11 

30 1 2， 0 6 6 ノ/

40 16， 074 11 

50 20， 082 11 

注(株) J C C r書籍・文書の預かり料金表」をもとに試算した。
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αヨ〉 毛子本重芸書者旦じっ上七車交一豆長〔記簿〕

区 分 |ア積層書架 イ積層書架 |ウ鰍嘗架 |エ自動書架

プラス集密書架

設 備 |制措架 単柱武書架

17，∞0台 4，8∞台 自動書庫

電動集密書架 融 1)集密書架 20基

10連12列96台 10連12列13台 2∞ 連30段

積層床 積層床

12， 0∞rrf 7，2∞ぱ

必要床面積 13.∞Orrf 8.2∞ IIf 10. 8∞rrf 7. 8∞ ぱ

設備費:比 1. 3 O. 9 1. 7 

ト
建築費:比 O. G O. 8 O. 6 

合計費用:比| O. 9 O. 8 1. 1 

r議E効率

良

人件費 *-量三L;&;d
メリッ卜 |・低コストな設備費 -電i1!IJ!長密書架は、 -ア、イに比べ通

-書架部分の1邸告

.第2層目の床が積 I詳ID~rこ比べ 路面的が少ない
か不用のため作

層のため足喋が低 1/3のスペース 分、検索がしゃ
業か軽減

コスト で収納可 すい
.J限梨句効率高い

-第2周目の床が -設置スペース節約

積層のため挫築 -作業の効率化

費が低コスト 迅速イ凶潤れる

-オートメーショyイヒが

デメリット -通路が長い分、作
-通路が長L、分、

建築資が大 図れる

業時間がかかる
r諜時間がかか

-必要床而fl'lカ吠;き
る

いため副操1肋〈大!
-設備費か高い
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@@ヨミL，-:Lミご三Zブミこ寺金Lこお Lアる髪室和十の多ヲイヒヰ犬況4

図書の劣化状況

( )内は劣化率

劣化図書冊数
蔵 書 数

軽 度 重 !吏 軽度+重度

和書 洋書 和書 洋書 和書 洋書 和書 洋書

公立大学 5，126，303 2，640，278 85，790 28，891 3，961 2，271 89，751 31，162 

(1.67%) (1.09%) (0.08%) (0.09%) (1.75%) (1.18%) 

国立大学 40，724，095 25，979，353 524，400 258，987 29，984 14，735 554，384 273，722 

(1.29%) (1.00%) (0.07%) (0.06%) (1.36%) (1.05%) 

雑誌の劣化状況

( )内は劣化率

劣化雑誌種類数
所 蔵種類数

軽 度 重 !吏 程度十重度

和雑誌 洋雑誌 和雑誌 洋雑誌 和雑誌 洋雑誌 和雑誌 洋雑誌

公立大学 70，801 36，773 2，106 605 636 221 2，742 826 

(2，97%) (1.64%) (0.89%) (0.60%) (3.87%) (2.24%) 

国立大学 575，176 415，908 17，263 8，412 1，507 447 18，770 8，859 

(3.00%) (2.02%) (0.26%) (0.11%) (3.26%) (2.13%) 

コレクションの劣化状況

[ ]内は国公比較. ( )内は劣化率.

劣化図書冊数
{牛 数 所蔵間数

軽 度 重度 軽度+重度

公立大学 44 168，001 12，679 5，249 17，928 

[ 19.3% ] [ 21.6% ] (7.55%) (3.12%) (10.67%) 

国立大学 184 611 ，008 95，992 9，786 105，778 

[ 80.7% ] [ 78.4% ] (15.71%) (1.60%) (17.31%) 

計 228 779，009 108，671 15，035 123，706 

[ 100.0% ] [ 100.0% ] (13.95) (1.93) (15.88%) 

大学図書館研究 3 6号 ( 1 9 9 2. 7') 

大学図書館研究 4 0号 (1992.9) 
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CID i 共同保存図書館に関するアンケート調査票

ぬ凶
U

1.調査の実施にあたって 、
『
細
川
村
州
問
問
凶
州
酬
明
時
間

近年の学術研究の進展に伴う学術資料の急激な量的増大は、大学図書館にとって、図書

館資料の収蔵対策を講ずる上で深刻な問題となっています。

本調査研知圧では、学術青報システムを構成する一機関として共同保存図書館(学術資

源センター(仮称))を設置し、大学等図書館に所蔵する学術資料のうち重複図書館資料

及び利用頻度の低下した図書館資料等を組織的に収集し、未来にわたって確実に保存する

システムや、また大学図書館等の収蔵スペースの狭随化にも対応する施設として学術資源

の有効な利用のあり方について検討を行っております。

本調査は、各大学図書館における図書館資料の収蔵及び保存の現状を把握し、また、共

同保存図書館のあり方等についてのご意見を伺い調査研究の基礎資料とするものです。

、々

(1)回答は、附属図書館(本館〉 ・分館毎に記入くださし、。

(2 )本調査票は設問用紙とアンケー 卜回答用紙からなっています。

(3)回答は、男l路氏「アンケート回答用紙」に記入ください。

(4)選択方式での設問には、該当する数字を rOJで囲んでくださL、。

(5)記入欄に書ききれない場合は、適宜別の用紙に記入の上、添付してくださL、。
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2.記入にあたっての留意事頁
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霊生 R男戸日系氏

1.施設の状況について本館、分館単位で記入してくださL、。(設問A、B、C1. 3.は

平成4年度文部省大学図書館実態調査票の数債を転記してください。)

A 面積、棚数等についてお答えく ださい。(平成4年5月l日現在〉

1. 総延べ面積(rri') 

2. 書庫面積 (rri') 

3. 棚板総延長 (m)

4. 収容可能冊数(冊)

B 蔵書数についてお答えください。(平成4年 3月31日現在)

L 図書の所蔵数(冊)

Z 雑誌の所蔵種類数(種〉

1 視聴覚資料所蔵数(タイトル〉

C 年間受入冊数についてお答えく ださい。

1. 平成3年度受人数(冊〕

2. 1.のうち製本雑誌の受人数(冊)

3. 最近3ヵ年の平均受人数(冊〉

4. 3のうち製本雑誌の平均受入数(冊)

D 未製本雑誌等備品以外の資料で占めている棚板総延長 (m)はどのくらいです

か。

2.書架の収容状況について概ねあと何年くらい収容できますか。

1. 既に満杯状態で収容できない

2. 1 ~2 年程度

3. 3~5 年程度

4. 6年~

3.図書館資料を収容するための対応について

A どのような施設上の対応を行いましたか。(複数回答可)

L 新・増築を行った(過去 10年以内)

2. 館内に害架(集密書架を含む)を増設した(過去5年以内〉

3. 学内の他の施設を利用している

4. 特に措置を講じていない

5. その{也

B Aで 2と答えた場合、とのような方法でスペースを確保しましたか。(複数回

答可)

L 書庫及び閲覧室の壁面等空きスペースを利用した。

2. 閲覧席を撤去した

3. 書架間隔を狭めた

4. セミナ一室等を転用した

5. その他

4.図書館施設の新・増築計画について

A 図書館委員会等において策定された計画がありますか。

1. 計画がある

2. 検討中である

3. 計画がない

4. その他

B Aで lと答えた場合、新・増築の主たる目的は何ですか。

L 書架スペースに重点を置いている

2. 全体の整備・拡充を計画している

3. その他

C Aで lと答えた場合、どの程度の面積(rri')をお考えですか。

5.集密書架の設置状況について

A 設置していますか。

L 設置している

2. 設置していない

B Aで lと答えた場合、その規模についてお答えください。

L 設置面積(rri')

2. 収容可能数(冊〉

C 開架閲覧室に設置している場合の状況についてお答えくださL、
L 設置面積(rri')

2 収容可能数(冊〉

D 今後も設置計画がありますか、文、現在設置していない館は計画があり

ますか。

L 計画がある

2. 計画はない

E Dで 1と答えた場合は、その規模についてお答えください。

L 設置面積(rri') 

2. 収容予定数(冊〉
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6. 重複図書館資料及び利用頻度の低下した図書館資料の収容スペースについて

A 施設についてどのような措置を講じましたか。(複数回答可)

L 館外に別置する施設を確保した

2. 舘内の一部に専用のコーナーを設けた

3. 一切していない

4. その他

B Aで lと答えた場合、その規模についてお答えくた盲さL、。

l 設置面積 (rrO

2. 収容可能数(冊)

3. 収容数(冊〉

C 近い将来、これら資料の収容スペース確保の計画がありますか。

(学外を含む)

1. ある

2. なL、

7. 書庫及び書架スペースの確保を目的とした図書館資料のマイクロ化について

A マイクロ化を行っていますか。

L 行っている

2. 行っていない

B Aで lと答えた場合、その対象資料は何ですか。(複数回答可〉

1. 図書

2. 雑誌

3. 新聞

4. その他

8.図書館資料の廃棄について

A 最近5年間に図書館資料を廃棄したことがありますか。

l ある

2. ない

B Aで lと答えた場合、廃棄は定期的に行っていますか。

L 定期

2. 不定期

C 最近5年間に廃棄した冊数はとのくらいですか。

1. 図書(冊〉

2. 雑誌(冊) (合冊製本単位)

3. その他

D 廃棄した図書の種類は主としてどんなものですか。

例えば、学習参考図書、レファ レンスブック、 研究用図書などと具体的に

こ記入くださし、。

E 廃棄した雑誌の種類は主としてどんなものですか。

例えば、大学紀要 ・学協会誌、官庁刊行誌、学術雑誌、 一般・教養誌、

広報誌などと具体的にご記入ください。

F 廃棄が困難な理由は何ですか。(複数回答可)

L 他大学等の図書館で保存されているという保証がない

2. 個々の資料について不用・廃棄の是非の合意が得難い

3. 規程類がない

4. 手続きが煩雑である

5. 人手が足りない

6. その他

G 図書館資料の廃棄に関する規程類の整備状況をお聞かせくださし、。

L 制定済である

2. 検討中である

3. 制定していない

9.図書館資料の他大学図書館等への管理換について

A 最近5年間に図書館資料を管理換したことがありますか。

L ある

2. tJ.し、

B Aで lと答えた場合、その数はどのくらいですか。

1. 図書(冊)

2. 雑誌(冊) (合冊製本単位)

3. その他

10.図書館資料の効果的な収集・保存のための調整を学内で行っていますか。

行っている場合はその内容を具体的にご記入ください。

例えば、全学的な選書・受入基準の制定、分担収集・分担保存の申合せなど。
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11.地区・地域・分野別等の分担収集・保存について

(外国雑誌センタ一、資料センタ一等の事業は除く。 )

A 貴館の地区若しくは地域に分担収集・保存のための組織がありますか。

L ある

2. なし、

B Aで!と答えた場合、その組織に参加していますか。

L 参加している

2. 参加していない

C Bでlと答えた場合、その名称と新聞・雑誌等分担収集・保存の内容について

ご記入ください。

12.部局図書館 ・室に関する以下の設問について、本館でお答えくださ L、。なお、部局

図書館・室とは文部省大学図書館実態調査で調査対象となっている図書館・室とし

ます。

A 貴学に部局図書館・室はありますか。

L ある

2. t.H、
B Aでlと答えた場合のみ以下の設問にお答えください。但し、回答した数値が

設問 1 のA~Cに係る数値の内数となる場合は余白に(内〉と表示ください。

部局図書館・室の数 (平成4年5月l日現在)

2. 延べ総面積(m') 11 

3. 棚板総延長 (m) 11 

4. 図書の所蔵数(冊〕 (平成4年3月31日現在〉

5 雑誌の所蔵種類数(種) 11 

6. 平成3年度受人数(冊)

C 個々の図書館により、事情が異なると思われますが、本館からみて部局図書館

-室の全体的な書架の余総(狭随)度は如何ですか。

1. 余裕がある

2. 狭障である

3. 非常に狭障である

4. その他

D 部局図書館・室で収容しきれなくなった図書館資料の扱いについてお答えくだ

さい。(複数回答可)

L 返却の希望があるが本館等で収容しきれない

2. 順次返却され、本館等に収容している

3. 図書館・室以外の場所に別置している

4 管理換・廃棄等により処理している

5. その他

13 現在、本調査研究班では、共同保存図書館の機能として

①重複図書館資料及び利用頻度の低下した図書館資料等の収集・保存及び特殊資料の

寄託保存。

②現物貸出及び文献複写サービス。

③直接来館者への閲覧・貸出、レファレンスサービ、ス。

④保存資料の目録・所在情報等の提供。

⑤収集した資料の活用及び再利用のための欠落補充や交換資料等の仲介サービ‘ス。

を考えています。

さらに将来的にはこれらの機能のほか

⑥学位論文等稀用資料の収集・保存。

⑦劣化資料等の保存及び電子化・マイクロ化など他の媒体への変換事業の一元化。

③保存図書館機能と資料を活用して諸外国大学等図書館、保存図書館との国際交換・

提供事業。

も考えられます。

A このような共同保存図書館が設置された場合、貴館では重複図書館資料及ひ判

用頻度の低下した図書館資料等を共同保存図書館に移したいとお考えですか。

1. 直ちに移したい

2. 近い将来移したい

3. 当面移さないが、いずれかの時期には移したい

4. その他

B Aで lと答えた場合、移したいとお考えの図書の量はどのくらいありますか。

1. 5千冊未満

2. 5 千~1 万冊未満

3. 万~3 万冊未満

4. 3 万~5 万冊未満

5. 5万冊以上

C Aで lと答えた場合、移したいとお考えの雑誌の量はどのくらいありますか。

合冊製本単位でお答えくださ L、。

1.千冊未満

2. 千~3 千冊未満

3. 3 千~5 千冊未満

4. 5 千~1 万冊未満

5. 万冊以上

D 本調査研究班で考えている共同保存図書館の機能について、或いはその他にも

ご意見、ご希望がありましたらご自由にお書きくださ L、
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各国立大朝3付属図書館館長殿

筑大図第 43 号

平成4年 11月26日

国立大学図書館協議会

保存図書館に関する調査研究班主査館

筑波大明3付属図書館長

新井敏弘

保存図書館に関するアンケート調査について α衣頼)

第 39回国立大学図書館協議会総会において設置された、保存図書館に関する調査研究

班では、 7月以来、ワーキンググループを編成し作業を進めております。

ついては、保存図書館について検討するにあたって、各大学図書館における図書館資料

の収蔵、保管等の実態を把握する必要があることから、アンケート調査をお願し、すること

となりました。

ご多忙中恐縮ですが、下記の要領によりご回答くださるようお願し、します。

記

l 調査の対象

調査は、国立大学図書館協議会加盟の全大学の附属図書館(本館)及び分館を対象と

します。

2.調査の期日

調査は、特に指定したものを除き、平成4年 10月 31日現在とします。

3.提出期限

調査の回答は、平成4年 12月 18日(金〕までに提出くださるようお願し、します。

なお、提出はアンケー卜回答用紙のみお送りください。

4.提出先

調査の回答は、筑波大学図書館部情報管理課企画係宛にお願いします。

住所⑤305 茨城県つくは市天王台 1丁目 1-1

なお、本調査に関するお問い合わせは、次にお願し、します。

TEL 0 2 9 8 (5 3) 2 3 5 7 情報サービス課長 熊谷俊夫

TEL 0298 (53) 2344 情報管理課課長補佐重里信一



@ii  保存図書館に関するアンケート集計結果の区分の説明

0規模別

.A規模 (8学部以上の大学)

・B規模 (5 -7学部)

.c規模 (2 -4学部)

・D規模 (単科大学)

0館種別

・総合そ併也(総合大学の本館・中央図書館、そ例也;教養分館、経済学部分館、以下の

分野以外の図書館)

-教育 (教育系大学、教育学部、教育学部分館、外国語学部、体育系大学、

芸術系大学)

・医学 (新設医科大学、医学分館、医科薬科大学、薬学分館、生命科学図書館、

歯学分館)

・工学 (工業大学、工学部、工学分館、情報工学分館、理学部分館、電気通信大学

、技術科学大学、商船大学、繊維系学部、工芸系大学、芸術工科大学)

・農学 (農学部、農学分館、水産学部、園芸学部分館、畜産大学、農学図書館)

0沿革別

・旧帝大 (北海道・東北・東京・名古屋・京都・大阪・九州大学)

・旧六及び筑披大(千葉・新潟・金沢・岡山・長崎・熊本・筑波大学)

-新八 (弘前・群馬・東京医科歯科・信州・鳥取・広島・徳島・鹿児島大学)

・新教育大(上越教育・兵庫教育・鳴門教育大学)

-新設医科大(旭川・浜松・宮崎・滋賀医科、富山医科薬科、島根・高知・佐賀・大分

福井・山梨・香川医科大学、山形・愛媛・琉球大学医学部)

-新構想大(長岡・豊橋技術科学大学、鹿屋体育大学、北陸・奈良先端科学技術大学院

大学、九州工業大学情報工学部、図書館情報大学)

・その他 (上記以外の大学。 放送大学、総合研究大学院大学も含む)

8 3 





@ iii 保存図書館アンケート集計表 規模別・全体

|剛 |選服 11一，，J 平au--、u一，，J刊一一 u一，，J 判明"… h計岬J手122W刷、 u伊川副ムザーJtt1'園、|

00 

串・

1施政の状況

i't延べ面積(山辺) 270，240 

.庫面積 (01.) 81，492 
729，362 

取f事寵霧語草器律需子二ヰ二
21，407，260 
22，347，688 

雑EõQJWT威樋~ 366，628 

寛賞lffll減数{安司 77，467 

4翠呉語謹姦審諮F証L二
690，704 
141，646 
584，646 
146，764 

同一 一

47，032 

2，奮保のljX谷主K，'()(.

圃 21.. i此1-に調2何年4経K度服
(((111615) ) ) 

3.3-5年程度

4. 6年~ (9) 

3.凶書館賃料E収谷するためのmc.

徳政上の対応
21.. S書f製・3I掴暫染lX: {(3183) ) 

3.学内他施般利用 (9) 
4. ~昔憧せず (2 
6.その他 (6) 

増設スベ ス権保の万'f};. 1.~閲E覧喜席スペ去ース利朗

(2(((68由S)) ) ) 2. 撒

3 ・梨間隔絡め
4 転用
6.その他 (9) 

4. >>r. ~費量町四
前回の鷺定

1.倹あ肘る中 ((1182) ) 
2. 
3.ない (14) 
4.その他 (6) 

>>r . t曽貫主の主目的
21.全書体架のス整ペ備ース・拡充 (1(4E) ) 

3.その1Ul (0) 

新ー増築の面積 (m勺 67，431 

i集積書架の放置状'()(.

舷置の有無
21..政1生置置Lしtていいなゐい ((3201) ) 

lX:置面積 (w') 17，662 
収益ロJI~放(附) 6，190，323 

開架設置面積 (ml
) 6，188 

開銀収谷ロJ肱叙 (1町) 840，240 

政慣i!t聞の有撤 l.aなbい-b {{1326} ) 
2. 

予定面積(皿つ 6，791 

収容予定政{情) 2，067，675 

6.直視・ F寅草寺の収容スベ ス
施政についの措置

21..銅館外内にに信専保用コーナ一段鑑 (2(81} } 

3.措置せず (20) 
4.その他 (6) 

鎗外絡般の面積(皿温) 3，863 

萄錫外列蕗S甑夜宜万の収収容容薮吋TEER数E了{一H骨) 720，660 
703，800 

スベ ス確保の計四
21.. あないる {{3144} ) 

7. .庫及び書架スペースの確保を目的とした凶書館資料のマイクロ11:

丸抱主K.DI: 1.'frっててい‘なるν (4(82} } 
2.行っし

対司直賃料
21..線凶路E ((11) ) 

3.新聞
((00) ) 

4.そのf也

8.嗣盲""......の廃棄
理tJ/工 b年間の英頒 21 . . aなbいゐ ((3174) ) 

廃棄の要員皮
21 .. 足不F定OJ期 (1(25) ) 

川n剖E蕊書廃廃棄棄而冊薮数て(冊冊了) 
9，805 

11，252 
その他廃棄数 3，600 (3) 

~~ “"孟担問 21..1合也意ι1が草千f子SE鯵rいLo初場止古毛i正しヨ

{{{(2211igT02a} ) ) 3 } 3規定#iがない
4.手続きが煩雑
6 入手不足
6 その他 (6) 

規定豊島の壷備状lX 1.倹制定討前中み ((2148) ) 
2. 
3.未制定 (8) 

由出! への菅樫畏

最i1I5年間の笑. 12 .. aなDいゐ {(1383) ) 

悶膏省担~H骨抜 (ff廿) 6，694 

川「ぞ量万l1i福菅管樫E理R疾冊薮数一(冊一) 
14，313 
3，398 

11 旭区・地取・分野別寺の分組収集.1最仔

組織の有無 l.aなbいや (4{S6) ) 
2. 

JfDOの有縁 1. ししτてし芯、なゐU {(0E) ) 
2. L-¥. ~‘ 

12. !tIJ司凶冒阻・歪
-蚕の有無 l.aなbい-b ((98) ) 

2. 
前局凶.ro.室の数 168 

延べ総面積 (w') 170，047 

~側図依書E万E所匙蔵長数(副()冊)
662，854 

19，736，063 
雑蕗の 仔重T 227，132 

い円余'f者脱口3調ヰ度変天薮n柑) 403，126 
硲(放路)皮 1で茶花子志志一

((01) ) 
2回放民主
3.非常に狭民主 (8) 
4.その他

あふれた貧椅の放い 12.2本F創館寺等でに以収谷容小ロ'JI~
(({(4S53) ) ) ) 

3.図書館・室以外にllUII
4.管理換・廃棄
6 その他 (1) 

13. ~~I~ t置された渇合のキ~Jm

移官布溢
1.近直いち将に来移移したしい (l{aE) ) 2 たい
3. ¥，‘fれかの品紗切に移したい (17) 
4.その他 (6) 

移官希望凶奮1附叡
1.55T千冊~未l満万世 ((01) ) 
2. 5 f--1 JJfl~未満
3. 1万-3万附未満

((21) ) 
4. 3万-5万附未満
6. 5万冊以上

τ~ 15"'11_脳血司 "“ 1. ll 十千附~木3綱千H ((O1j ) 
2. 1 f--3 f-"~未満
3. 3千-5干冊未満 (0) 
4. 5千ー l万附未満 (1) 
5. 1万附以上

5，298.8 135，151 4，0115.5 

1，733.9 ，n，466 1，295.8 

14，301.2 441，949 13，392.4 

419，760.0 10，817，866 327，813.8 
438，188.0 12，400，866 376，783.8 

6，973.1 171，293 6，190.7 
1，801.6 61，361 1，017.2 

11，816.9 344，026 10，426.0 
2，830.由 72，760 2，204.8 

11，690.9 362，830 10，994.8 

2，936.1 75，161 2，277.3 

1，019.8 31，801 1，060.0 

{(((221 21446%%%) ) ) ((11(406) ) ) (((4S1081..422%%%) ) } 1. 
9. 
7.6%) (3) (9.1%) 

((6204.2。%%)) {(1181) ) ((621149%%) ) 

(13.6%) 
{({041) ) ) 

(0.0%) 
(3.0% (11.8% 
(9.1 %) (2.9% 

{(419101%%) ) 
(1(((4252) ) } ) ((5116.7477%%%%) } } ) 

(6.7%) (7. 
(11.3% 7. 
(17.0%) (3) (1l.o%) 

((S20.7826%%%%) ) ) ) {(11((7321) ) ) ) 
{(3231..32%%) ) 

4. 
(39.4%) 

(10. (6.1% 

I(72( ι72%%) ) {((085) ) ) 
I(381.55%%) ) 

3. 8. 
0.0%) 0.0%) 

3，966.6 20，087 2，008.7 

((6209..82%%) ) ((1186) ) ((5445.66%%} ) 

666.2 4，173 245.6 
167，429.8 1，706，240 94，736.6 

618.8 1，390 231.7 
84，024.0 311，700 61，950.0 

((2763.56%%} ) ((2103) ) ((8309.73%%) ) 

626.6 2，686 287.2 

187，062.3 764，665 84，961.7 

{(311.672%%%) ) } (1(81j ) (5(21.99%%) ) 
11. 

(37 
((T8) } ((20.6%) ) 

(11.3%) 23.6% 

643.8 429 429.0 

120，091.7 120，000 120，000.0 
117，300.0 107，397 107，397.0 

((2790..28%%) ) (2{26) ) ((810B..73%%} ) 

(9(40..00%%} ) (2(49) ) ((8127..91%%) ) 

({5500..0。%%)) {{00} ) ({00.0。%%)) 

((0.0%) ) {(41} } 
(80.0%) 

0.0% (20.0% 

{(2661.37%%) ) (2{87) ) ((8181.28%%) ) 

((8181..28%%) } ((S1} ) ((8183..73%%) ) 

1，236.9 1，200 1，200.0 
1，022.9 1，321 440.3 

1，166.7 。(1) 0.0 

((21(990...839%%%) ) ) 
((11{(3987) ) ) ) 

(3{41..91%%) ) 

(13.1%) 
(23.9%) 27.9%) ) 
(19.6% (14) 23.0% 
(6.5%) (0) (0.0%) 

{(4388.0。%%}) (1(92) ) (6{98..43%%) ) 

(16.0%) (11) (34.4%) 

((2845 72%%) ) ((2102) } {(S690..46%%) ) 

372.9 8，110 737.3 
1，690.3 365 121.7 

1，699.0 s 3.0 

((9100..0。%%)) (2(49) ) ((8117.91%%) ) 

(loo-0。%%)) 
(0. 

((0S) ) 【100.0。%%}) 

{(6400..00%%) ) t(S7) ) {(4583..28%%) ) 

18.7 26 4.3 

21，255.9 10，601 1，750.2 
82，866.8 31，218 5，203.0 

2，467，007.9 849，392 141，565.3 
28，391.6 11，686 1，947.5 
61，640.8 22，248 3，708.0 

(1{01..01%%) ) {{51) ) ((8183.73%%) ) 

(88.9%) (0) ((00%) ) 
(0.0% 0.0% 

((3261..02%%) ) 
((((0111) ) 1 ) 

{((22 2500%%} ) 6. 

((188%) ) 6.0%) 
18.8% (0.0%) 
(6.3%) (1) (26.0%) 

((4100..48%%) ) 
(1{(478} ) ) 

({(4 223.20%%} ) O. 
(36.2%) 6.7%) 
(12.8%) (3) (10.0%) 

(2(00..0。%%)) ({11) ) ((1144..33%%) ) 

(40.0%) (3) ((42.9%) ) 
(20.0% 14.3% 
(20.0% (14.3% 

(2((000..000%%%) ) } 
((20) ) (3(2.203%%%) ) ) O. 
(2) 

(20.0%) 
((11) ) 

(16.7%) 
60.0%) 16.7%) 

161，821 3，862.9 147，528 3，207.1 71(，740 4，166.6 

48，943 1，166.3 30，621 709.8 202，421 1，234.3 

463，266 10，791.8 343，684 7，471.4 1，968，251 11，443.3 

12，617，614 300，419.4 9，628，338 200，311.7 64，471，058 316，692.2 
14，665，581 341，060.0 9，254，176 201，177.7 58，668，210 339，122.6 

216，669 ι，168.5 133，996 2，977.7 877，676 6，132.0 

117，266 2，031.4 81，390 1，849.8 337，464 2，122.4 

371，148 8，631.3 314，326 6，833.2 1，620，293 
102..412702s s 

83，131 2，131.6 68，846 1，401.1 366，283 

379，883 8，834.6 375，094 8，336.4 1，702，363 自，966.3

84，278 
22..2160 10 

58，164 1，321.7 364，337 2，194.8 

80，696 6.6 99，122 2，478.1 2611，661 1，707.6 

{(11(0自5)) ) 
({2231..48%%) ) ((1133) ) 

{((222888..32S%%%) ) ) 
({((24a67Ba7) ) ) ) 

{(2282.-67%%) ) 

(36.7%) (13) (33.1%) 

(8) (19.0%) (7) (16.2%) (16.7%) 

((2183) ) ((2307..76%%) ) ((2141} ) ((2440..44%%) ) {(5848) ) (12456.52%%} ) 

((68) ) ((103%) } (8) (14.8%) (23) (10.8%) 
13.8% 

{(66) ) 
(11.1 %) 

((2107} ) ((94%} } 
(6 (8.6% (9.3% 8.0% 

(1{(7S2) ) ) {{237 159%%} ) (1{87} ) ({4251.-96%%) ) 
{(((72110862) ) } ) {(4l1a821%%%%) ) ) } 8. 

(由 4%) (8) (2l.d%) (10 
4) (12.6%) (0.0% (8 
(6) (18.8%) (4) (10.8%) (22) (14.11%) 

{1(3T1 ) ({3111.71%%) ) (1(74) ) {(S150..24%%) ) {(4409) } ((2292..07%%} } 

(17) ( 4l.o%) (20) (43.6%) (64) (37.U%) 
( 4 (9.8% (6 (10.9% (16) (9.6%) 

(lS7) ) ((4561.280%%%) ) } ((61} ) 
(((711441...342%%%} ) ) {(22(011) ) ) ({3589..56%%} } 

(0) (1) (U%) 

22，613 1，876.1 4，687 1，146.8 114，618 2，666.6 

{(2184) ) ((6301.73%%) ) {3(79} ) ((8100..48%%) } (1(6184} } ((8336.73%%) } 

10，069 387.3 自，963 269.3 41，767 376.2 
2，629，867 101，148.7 3，742，719 101，154.6 13，268，140 118，466.6 

660 137.5 2，202 167.3 10，330 303.8 
171，335 42，833.8 782，424 55，887.4 2，106，699 61，932.3 

{(2183} ) {(6381..73%%) ) ({3121) ) ((7245064%%) ) (1{4197) ) ((2781.72%%) ) 

3，898 354.4 1，219 152.4 13，493 346.0 
1，610，300 137，300.0 754，935 83，881.7 5，087，375 127，184.4 

(1(48) ) (3{96.41%%) ) (2(E2) ) ((4106.86%%) ) t(T167) } 
((43{922 •. 0027%%%) } ) 

(19) ((43.2%) ) (14) (29.8%) (60) 
(6) 11.4% (6) (12.8%) (26) (IU%) 

606 202.0 364 72.8 5，262 360.8 
129，000 43，000.0 109，600 27，376.0 1，079，050 77，075.0 
111，357 37，110.0 66，690 16，672.5 989，244 70，660.3 

(3(E4) ) ((1827且2%%)) {3(491 ) (0(S073%%) ) (1{2362) ) ((818356%%) ) 

(4(02) ) (10{0000%%) ) {4(S3) ) (9{8 3.66%%) ) (16{92) } (9{5427%%} ) 

{(00} ) ((01) ) (3(02 .。2%%)) {(2l} ) ((2100.0。%%)) 

(0) (1) (33.3%) (6) (60.0%) 
(0) 33.3%) (2) (20.0% 

{(3120) ) ({278148%%) ) (3(97) ) ((8190.46%%) } (1(4248) ) ((2745.84%%) ) 

(1(11} ) (S(81..37%%) ) ((09) ) (10(00.0。%%)) (4{40) ) (s(白o-。1%%)) 

6，296 1，259.0 11，751 1，968.5 29，141 1，467.1 
14，698 2，099.7 133 133.0 27，404 1，246.6 

~OO(3) 66.7 0(2) 0.0 3，700 (由) 411.1 

(2(65) ) 
((32(701...271%%%) ) ) 

(2(31) ) (2(40.22%%) } ((2由Z1)) {2(a9a9%%) ) 

(18) 
{(1187) ) 

(26.0%) (64) (17.晶%)
(19) (22.9%) (23.6%) 76) (244%) ) 
14) (16.9%) (10 (13.9%) 66 (18.2% 
(1) (1.2%) (3) (4.2%) (10) (3.2%) 

(1{87) ) ({4191.65%%) } ((11T0) ) ((2293..35%%) } ({3787) ) {(4228.4B%%) } 

(16) (39.0%) (16) (37.2%) (61) (30.7%) 

((2147) ) ((4581-S5%%) ) ((3161) ) ((2701.91%%} ) (1{5129) ) ({a24s.sE%%) } 

14，446 1，203.8 2，688 336.0 30，837 670.4 
3，975 667.9 421 106.3 19，074 829.3 

。 。 3，401 1，133.7 

(3(E7) } ((1881.91%%) ) (3(79) ) ((8154..82%%) ) (1{2601) ) 
T{(百18(116.万273事%%%a了) ) ) 

t(E0) ) (10000%%) ) ((E1) ) ((8162 .27%%) ) {1(81} ) 

(2{S6} ) ((8101.73%%) ) (3(26) ) (9{7191%%) ) {(2731) ) {(2727.37%%) ) 

4 1.3 19 9.6 217 10.9 

1，289 644.5 2，892 1，446.0 184，729 10，262.7 
6，714 1，904.7 11，240 6，620.0 711，026 37，422.. 

190，106 63，368.3 270，018 135，009.0 21204525788 2 1，107，662.0 
。，193 2，064.3 1，672 836.0 246，6 12，983.3 
6，691 2，197.0 17，633 8，816.6 639，698 28，399.9 

((00) ) {(00..0。%%}) ((1l) ) ((3333.33%%) ) {(27) ) (3(自a..6a%%)) 

((03) ) 
(100.0%) (1) 

--((T3S(E0S 3:.百。S2%%啄%T) ) ) 

(12) (67.1%) 
(0.0% (0) (0 (0.0% 

{(((0201) ) ) ) 
(8{6.703%%%) ) ) 

{(((0001) ) ) ) ((l6B8} ) ) 
((3203.81%%) ) 

O. 

((00%) ) (19.2%) 
(0.0%) 0.0% (3) (11.6%) 

(0) (0.0%) (2) (66.7%) ( 4) (16.4%) 

(1{91) ) 
{((223271555%%%) ) ) ((I1(867) ) ) {(3170。1%%%}) ) {{2682) ) {(s17.a27%%%) ) ) 自 2. 

(16 ) (39 (62) 
(6) (12.6%) (2) (4.9%) (16) (10.1%了) 
{(51) ) ((5151..61%%) ) ((52) ) ((7281.64%%) ) (1(42} ) ({414292% % 

(3) (33.3%) 
((00) ) 

(0.0%) 
((82) ) 

(28.6%) 
(0) (0.0%) 0.0%) (( 7.1% 

(0.0%) (0) 0.0%) (2 7.1%) 

(((411) } ) {(4141.41%%) ) 
(((301) ) ) 

{t4142.-92%%) ) {(76) ) ({21595%%) ) 
a 

(11.1%) (0.0%) (3) 1.1%) 
(3) (33.3%) (2) (28.6%) (26.9%) 
。) (0.0%) (1) (14.3%) (18.6%) 



保存図書館アンケート集計表 館種別

|酬 |遣問 11-JF何?と"…"一"EEU--盤、"一" 一 戸 一 " … nzs:wt:II :v.t..，， \II~一一皿‘ 11 n::*..JI"''''\.I~ iU<<'i11…!  

1.施!x:のtAlX

総括べ面積 (m') 449，118 7，128.0 74，369 2，974.4 87，323 2，183.1 83，004 2，766.8 20，936 1，495.4 

..面積 (m') 133，791 2，123.7 19，135 765.4 24，377 696.6 18，396 657.0 6，723 617.2 

翻依匙長(m) 1，201，456 19，070.7 224，573 8，982.9 220，956 5，523.9 265，071 8，602.4 66，196 4，728.3 
収苔ロJ8E術数 (1冊) 34，724，845 651，188.0 6，238，764 249，660.6 6，999，081 149，999.5 6，686，411 189，647.0 1，821，057 130，076.6 
凶奮のげT威数(冊) 38，271，844 597，997.6 6，660，604 266，420.2 5，970，334 140，258.4 6，006，406 200，213.6 1，769，123 126，661.6 

ID5の所蔵樋類薮n量) 604，741 8，011.8 76，702 3，028.1 133，691 3，339.8 111，313 3，838.4 62，229 3，730.6 
祝勝寛jffiff減数{予司Fiレ} 186，272 2，088.3 109，527 4，663.6 19，644 630.9 20，867 834.3 2，164 196.7 

'l" kli;J年此交人歎 (ff~) 1，035，620 16，438.4 204，093 8，163.7 164，426 4，110.7 176，217 6，873.9 30，937 2，862.6 
'<'<'王雑路交人敏(怖) 167，983 2，723.8 26，328 1，097.0 99，797 2，494.9 66，887 1，961.6 16，288 1，176.0 
最Jlrj年間平均{情) 1，094，687 17，376.0 210，420 8，416.8 175，300 4，382.5 181，293 。，261.6 40，653 2，903.8 

県本格蕗平)5)';主人奴{甘町j 162，676 2，755.5 24，286 971.4 103，004 2，675.1 59，640 2，053.4 14，922 1，147.8 
禾J!.;ー 叫主l量(m) 99，007 1，784.1 27，804 1，212.8 48，182 1，376.6 18，226 676.0 66，342 6，940.2 

1 ・9恨の収谷り司χ

圃 ~~ 21.i此1-に洞2杯年程状度¥ll 
(({211328) ) ) ((228968%%%) ) ) (((497) ) ) 

((328.00%%) ) 
({11(881) ) ) ({(242705..。50%%%)) ) 

((87) ) 
(((22303S...373%%%) ) ) (((43S) ) ) (((222811 .. ，484%%%) ) ) O. 8. 

3. 3 -5年程度 (34. 6.0%) (10) 

4. 6年~ (10) (15.9%) (6) (20.0%) (3) (7.5%) (5) (16.7%) ( 4) (28.6%) 

3. '収容するための対応

阪Iqt.σ:吋lt.
1."書r架Ii曹普費段量 ((2394) ) {(4351.45%%) ) (1(88) ) ((5198.41%%) ) (2(42) ) (4(88.99%%) ) {(1141) ) ((2397.87%%) ) (1{40) ) {(251858%%) ) 
2. 

00 
3.学内他施殺利用

((85) ) ((9.8%) ) (6) (16.1%) 
((88) ) 

(13.3%) (3) (8.1%) 
((11) ) ((5.9%) ) 

4. t昔置せず 6.1% (3.2% (17.8%) (13.6%) 6.9% 

巳Jl 6.その他 (6) (7.3%) 3.2%) (11.1%) (4 (10.8% s官%)
増絞スベ ス権保の万E去 1.空関覧き席スベ去ース利m

(2(((8479) ) 1 ) 
((51(155..478%%%j ) ) 

(1(27J ) 
({(421621...6691%%%%) ) ) ) 

(1(474) ) ) 
i421295881%%%%%) } } ) ) ((((05S7) ) } ) 

(((321 128%%) ) 
({((7021} ) ) ) {5{(880..72。2%%%%)} ) ) 2. 娘 1. 3. 

3.書架間隔詰め
((2B) ) 

(1) 
2. 4.3%) 

4.転用 (13.6%) {6. (3 (0.0%) 

6.その1t包 (4) (7.7%) (4) (12.9%) (6) (18. (6) (28.6%) (2) 16.7%) 

4.軍『・噌費量!l幽

lIT閣の買定 1.検~討ゐ中 ((1169) ) ((3281..77%%) ) ((57) ) ((2208..0。%%)} ((1122} ) ((321506%%%) ) ) (1((S47) ) ) 
{(1l6S.73%%j ) {(71) ) {5{07.01%%) ) 

2. O. 
3.ない (20) (33.3%) 

((49) ) 
(36.0%) (13) ((58.7%) ) (6) (36.7%) 

4.そのf也 (6) (8.3% (16.0%) (2) (6.0%) (4) 13.3% (1) (7.1%) 

書r'!fi~の主目的
1.全.体梨のス整ペ備ース・鉱

(1{(209) ) ) 
((451291%%) ) ((41) ) ((2800.。0%%)) ({S7) ) ((3583.58%%) ) 

((〔024)) ) ((8301.702%%%) ) ) ((43) ) {(461。91%%%)} ) 2 充 7 

3.その他 (0.0%) (O) (0.0%) (1) (7.7%) {O. (0) (0.0%) 

新 t世築のi!ii積 (m') 79，513 4，677.2 6，911 1，727.8 16，562 1，380.2 6，620 2，206.7 6，012 716.0 

6.集密書架の絞僅り:lX

政置の有博幹
1.E阪E置置しし1てい2なゐし ((4187) ) ((T237.。0%%)) (1(78) ) ((8382..0。%%)) ((2173} ) ((837255%%) ) ((1137) ) ((4503..73%%) ) 1(77) ) ((5E0O.。O%%)) 
2. !'ill: L. -C ~''t~， 

G:置函積 (m') 19，735 459.0 6，636 390.4 8，382 310.4 6，162 362.6 842 120.3 

収容ロJfiE数(冊} 7，695，322 174，893.7 2，252，612 132，506.6 1，648，800 61，066.7 1，434，890 84，405.3 236，626 33，789.3 
開架設置蘭積 (m') 1，899 211.0 880 220.0 。，658 476.6 488 162.7 406 101.3 

同然収谷ロJb~叡{情} 613，030 68，114.4 131，900 32，976.0 971，109 09，364.9 308，635 102，878.3 81，026 20，266.3 

自主置Kt閣の有無 12 .• aなbいゐ {(4148) ) {{2791.00%%} ) (1(77) ) ((2790..28%%} ) ((1281j } ((2781..28%%) ) (2(52) ) ((8181..55%%) ) ((喧8)) ((451791%%) ) 

予定商積 (m') 。，213 614.2 738 H7.6 2，029 263.6 062 130.4 861 143.6 

l!X苓f定置t(附) 3，465，806 216，987.8 392，936 78，587.0 741，460 82，383.3 329，160 66，832.0 168，026 33，606.0 
8 嵐侵ー利用数度低F資料の収容スベ ス

施政についての摘置
1.銅館外内にに信専保用コ (2(74) ) {(S106..89%%) ) (1(S0) ) {(3181..55%%) ) (2lS2) ) ((514189%%) ) (1(51) ) (4118.24%%) ) {(OEj ) (2(05.07%%} ) 
2. ーナ一般置

1 措置せず (23) (36.4%) (12) (46.2%) (8) ((190%) ) (10) ((S2.2%) ) (7) ((500%) ) 
4.その他 (16.9% (3.8% (6) 14.3% (6 16.1% (2 14.3% 

童日外錨鍛の商積 (m') 4，158 694.0 210 70.0 706 178.6 188 188.0 。
銅外施政の収谷町 b~叙 t 附) 881，400 125，914.3 78，100 26，033.3 97，650 32，616.7 22，000 22，000.0 。
節外施政の以谷数(附) 847，444 121，063.4 40，000 13，333.3 79，800 26，600.0 22，000 22，000.0 。
スベース権保の5t聞 1. あないる (4(97) ) ((816391%%) ) (1(49) ) ((8172.4。%%)) (3(71) ) ((8181..46%%) ) (2(45) ) ((8118.82%%) ) (1(20) ) ((818373%%) ) 

2. 

7.書原及び書架スベ スの確保を目的とした凶膏銅賞利のマイクロ化

実施状況 1.'fT つt てu ‘‘ なゐU (5{87) ) (9100..65%%) ) (2(23) ) (9tS2..0。%%)) (4(00) ) (10{00.。0%%)) (2(81) ) (9(36.46%%) ) (1(04) ) (10(00..0。%%)) 2. tjっ u 、

対荷Z寅平寺 1. 縫区lEEES t(l1} ) ((1144.33%%} ) t(0l) ) {5(00..0。%%)) t(O0} ) {(00} ) ({0000%%) ) ((00) ) 2 
3.新聞 (4) ((57.1%) ) (O) (0.0%) (0) (1) (100.0%) (0) 
4.そのf也 14.3% (60.0%) (0) (0) (0.0%) (0) 

8.凶書館資料の廃棄

最起工5年I1自の実績 1. あないる {(4149) ) ((2771.82%%) ) (2(50) ) ((2800..0。%%)) ((3100) ) ((2756..0。%%)) (2(82) ) ((2783.73%%) ) ((77) ) ({550000%%) ) 
2 

廃棄の頻度
21..不定期定期 (1(22) ) ((8145-.37%%) ) ((05) ) (10(00..00%%) ) ((91) ) {(9100..0。%%)) ((08) ) (10tO0O0%%) ) {(18) ) {(8145.27%%) ) 

凶否廃業附置J.(怖} 13，946 1，992.1 6，531 2，177.0 4，728 788.0 2，107 702.3 1，830 1，830.0 
雑路廃棄問責t(附) 11 ，278 1，026.3 133 133.0 16，073 2，612.2 100 100.0 820 273.3 

ての他廃票数 。(1) 0.0 o (1) 0.0 。(1) 0.0 700 (4) 176.0 3，000 (2) 1，600.0 
廃棄が凶庫な坦fB 21..仰合で意1が利f子事さ費量れいot制止が正し、

(((4117831) ) ) ) ({((23110433...7901%%%%) ) ) ) ((11{222) ) ) {(22(488..477%%%) ) ) 
{{{11{{1a@・21}} } 〉} 

(((212{656 1..770%%%) ) ) 
(1(38) ) 

《3〔0688222%%9%%布}} 》〉} 
(((27B) ) ) ((21{630..T73%%%) ) } 

3.規定..がない
((1110) ) 

(21. 
4手続きが煩縫 (12) (26.7%) .7%) (19. (9) (30.0%) 
6.入手不足 ((2 21) (17.4%) (6) (13.3% (21.7%) (9) (17 (7) 23.3%) 
6.その他 (1) (0.8%) (1) (2.2%) (6) (8.3%) (3) (6.8%) (0) (0.0%) 

規定鎮の歪情状況 1.倹制定討憤中み {(3122) ) {(5129.57%%) ) ((98) ) ((237352%%) ) {2(08) ) ((5200..00%%) ) (1(27) ) ((421590%%) ) ((43) ) ((3202.81%%) ) 
2 

1未制定 (17) (27.9%) (7) (29.2%) (12) (30.0%) (9) (32.1 %) (0) (46.2%) 

9 図書館寅剰の1也大学寺への菅場決

最証工b竿聞の英頒 l.aなbいゐ ((2257) ) ((548 355%%) ) (2{22} ) (9ts2..0。%%)) (3(82) ) ((2800.00%%) ) {(1191) ) {(2683..73%%) ) (1tZ1) ) {(278148%%} ) 
2. 

図書菅埋~冊数(冊) 18，768 670.3 473 236.6 768 151.6 10，838 986.3 。
徳院管理IR附量買い町} 9，404 783.7 72 72.0 2，072 296.0 96 48.0 7，430 7，430.0 
そσJ可也育担畏歎 3，308 1，099.0 。 。 。 3 3.0 

11.地区・地取・分野別寺の労組収集・ t単仔

組織の有需 1. あないる (5(49) ) (9(61.72%%) ) (2(22) } (9(81.00%%) ) {(2128j ) t(s7o0.o。%%)) (2(82) ) (9l2e..27%%) ) (1(21) ) (9(2772%%) ) 2. 

書加の有無
l しし1てい、なゐし t(0s} ) {100.00%%) ) ((11) ) {(5500..0。%%)) (1(01} ) (loo-00%%) ) ((20) ) (1000。%%)) {(01) ) (10000%%) ) 
2. V(~ ‘ (0. (0 (0 

12. !!11局凶・副 ・ ~

山句山圃 m ・3亜の有無 l.aなbいゐ ((31931 ) ((6383.55%%) ) (1(22) ) {(8145..37%%j ) (1(03) ) (lo(0o.-0。%%)) (1(03) ) (lo(Oo--00%%) ) ((02) ) (10(00.00%%) ) 2. 

榔局00.創・湿の数 216 11.4 1 1.0 。 。 。
gぺ紙面積(m') 184，117 10，830.4 612 612.0 。 。 。
翻敬{t:j生長(m) 707，826 39，323.7 3，200 3，200.0 。 。 。
凶審のIYr威置t(情) 20，973，869 1，165，214.自 71，709 71，709.0 。 。 。
施Mのffl成ru回数(纏) 246，076 13，616.3 1，606 1，606.0 。 。 。
千iiO宰liヲD:置fl附) 636，148 29，786.0 3，460 3，460.0 。 。 。
然干!)¥狭毘韮j皮

21.-狭余B裕Zがある ((81} ) (3ts1..26%%) ) ((11} ) ((5500..0。%%)) ({00) ) t(O0) ) ((00) ) 

3. 非常に狭~ (12) (63.2%) 
{(00) ) ((00%) } (0) (0) 

((00) } 4.そのf也 (0 (0.0% 0.0% (0) 。)
あふれた賃料の獄い 21..本本館館寺等でに収収谷容小口JUg

(((ts55S) ) j ) t((s22s s88包5%%%%%}) ) ) } {{{(0001) ) ) } {5t((0000....。0。0%%%%)) ) ) ((l{000O) ) ) ) {(((0000) ) ) ) 
(l0O) ) o. 

3.図書館・室以外にllU置 O. 
{(00) ) 4管理換・廃棄 (12. 

5.その他 (3) (12. (1) (60.0%) (0) (0) 

13. ~~I可保存凶書館が政置された場合の利用

移管布遥 1 近直いち将に来捗移Lたしい
((21(779) ) ) (((421881..337%%%) ) ) ((48} ) 

{((221981..018%%%) ) ) ({(111032) ) ) 
((335511%%) } 

(1((835} ) ) ((211.661%%%) ) ) ((81) ) 
((42(017..721%%%) ) ) 2 たい 9. 

3.いずれかの時期に移したい (6) (27.0%) (3) 
4.その他 (7) (11.7%) (4) (19.0%) (1) (2.7%) (1) (3.7%) (3) (23.1 %) 

移管希望凶書冊数
l 5b千T冊~禾1万調冊未 ((30} ) {4(10.9。%%)) ((21) ) ((2505..0。%%)) ((E2} ) ((3185.45%%) ) ((20) ) (8(80..。7%%}) {(01} ) (loo-00%%) ) 
2. 測
3. 1万-3万冊未満

((02) ) 
(28.6%) 

{((001) ) ) 
(26.0%) 

((El) ) 
(38.6%) (0) (0.0%) (0) (0.0%) 

4. 3万-5万冊未満 (0.0%) (0.0%) (7.7%) (33.3% (0) (0.0%) 
6. 5万冊以上 (2) (28.6%) (0.0% (0.0%) (0.0% (0) (0.0%) 

移菅2哲裏雑踏冊置E
1 1IT千冊~未3満千冊未 {{(211) ) ) {{(211484..623%%%} ) ) {((111) ) ) ((225.000%%%) ) ) {(S1) ) (2{85302%%%) 1 ) ((20) ) (8(80.0。7%%%)) ) {(01) ) {E00.000%%%) ) ) 2 満 5 (0. 
3. 3千-5千冊未満 (26. (1) (8.3%) (0) (0 (0) 
4. 5千-}万冊未満 (2) {{218.8%) ) ((01) ) 

(26.0%) (4) (33.3%) (0) (0.0%) (0) (0.0%) 
6. 1万冊以上 4.3% (0.0% 25.0%) I (33.3% (0 0.0%) 



保存図書館アンケート集計表 沿革別(1)

|政問 I遣問 11日白川町JPホU:"1iE"IJt WSltt 11一，，ltTf昭三… u一"…干〈Lミーハー、 u…，，l歌片町"…!

∞∞ 

1..51副主のり託児

総延べ面積 (m') 162，331 8，116.6 91，636 4，676.8 69，717 2，904.9 9，606 3，168.7 
-庫面積(皿") 49，416 2，600.8 27，847 1，466.6 17，301 823.9 890 296.7 

翻叡匙1量(m) 411，150 20，557.6 280，142 14，007.1 189，263 7，886.0 19，949 6，649.7 
収谷口JD~怖鍍 、情j 12，676，436 628，771.8 7，640，086 382，004.3 6，346，514 222，771.4 664，088 184，696.0 
凶'のF1r威数 l、制t) 10，876，370 543，768.6 8，282，811 414，140.6 7，147，799 297，826.0 607，246 169，082.0 
線路の (祖} 192，663 9，628.2 123，020 6，151.0 108，779 4，632.6 7，341 2，447.0 
視腸克賃料m踊t放{タイト Jレ) 。0，703 3，670.8 12，382 687.9 12，132 606.6 10，350 3，460.0 
平成3年度愛人歎(冊) 290，049 14，502.6 236，178 11，808.9 169，417 7，366.0 48，490 16，163.3 
県本線路愛人敵 ( s廿] 73，032 3，661.6 63，696 2，684.8 44，881 1，961.3 6，763 2，261.0 

費量記工J年11田平均 (1町J 261，636 13，076.8 241，962 12，098.1 184，426 8，018.6 63，011 17，670.3 

t均党 、数(1惜) 73，918 3，696.9 64，696 2，734.8 47 ，266 2，054.6 6，422 2，140.7 
来Jf本線露調政貼蔓(m) 30，128 1，673.8 13，732 868.3 21，862 960.1 734 367.0 

2.膏梨の収容状回4

21.. 151tへに澗2何年4程民度感
(((429) ) ) ((210.。00%%%)) } 

((((6S8S) ) ) ) 
{((233050..00。%%%)) ) (((878) ) ) ((323.。32%%%)) ) (((030) ) ) {lo(0o-.0。%%)) o. 9. 

3.3 -5年程度 ( 46 (0.0%) 

4. 6年~ (6) (26.0%) (16.0%) (3) (12.6%) (0) (0.0%) 

3.図書館資料を収容ヲるための対応、

施波よの対応
21 •• 軍書f架.tゆ"鮫E ({1111) ) ({4400..77%%) } {1(42) ) ((5187..45%%} ) {1(53) ) ({414182%%) ) ({0S) ) 

3.学内他筋量生利用 (2) ((7.4%) ) ({21) ) 
(4.3%) (6) (20.7%) (0) (0. 

4. t昔置せず 0.0% (U.O%) (3) (10.3% 
((00} ) 

(0. 
6.その他 (11.1% (2 (8.7% 2) (6.9% (0. 

噌政スベ ス健保の万u;; 21..E関E覧君席ス撤ベ去ース利用

;;; {1{{〈〈22S21}3 } } } 
(t(S11507..8S95%%%%) ) ) ) (1((041) ) ) ((6211.3821%%%%) ) ) ) {{((0S11) ) ) ) {((262000...0。0。%%%%}) } 】7. 

3.書架間隔踏め (0. 
4転用 (17. (6. (0.0%) 
5 その他 (17. (10.6%) (3) (16.8%) (0) (0.0% 

4.軍r・2冒最前回

lIt幽の策定
1.検あ討る中 ((48) ) ((2411.11%%) } {(8S} ) 

(((441055...。00%%%)) } 
((49) ) ((3179..41%%) ) ((03) } (10(00..。0%%)) 

2. 
3.ない (6) (26.3%) 

{(09) ) ((7S) ) 
(30.4%) (0) (0.0%) 

4 その他 (2) (10.6% (0.0%) (13.0%) (0 (0.0%) 
軍T . ~lI!!の玉目的

21..全.体梨のス盤ベ備ース・鉱充 ({22j ) 
{(55(000...000%%%} ) ) (((803j ) ) {(3830..270%%%) ) ) (({480) ) ) {(8400..0。0%%%)) ) ((00} ) 

3.その他E (0) (0. (0. (0) 

新.l曽集の面積 (m') 7，430 2，476.7 23，970 2，996.3 20，284 2，253.8 。

6.集宥奮梨の政置状況

lX置の有精
21..般1生質置ししてていいなるい (1(55) ) ((7255..0。%%)) ((1100) ) ((5500..0。%%)) (1(95) ) 1{621255%%) ) l(0S} ) (10000%%) ) 

(0 

股置面積 (m') 13，753 916.9 2，533 281.4 1，826 202.9 890 296.7 

収苦手ロJUE叡(附) 3，608，246 233，883.0 1，069，643 106，964.3 963，660 107，062.2 161，860 63，950.0 
開梨R置面積(皿温) 6，863 1，172.6 267 64.3 101 101.0 670 335.0 

開銀以谷叫 VÉ量~(情) 738，786 147，767.0 92，495 23，123.8 30，960 30，960.0 62，100 31，060.0 
政置!t四の有無 l.aなbいゐ (1{82) ) {(3610.37%%) ) (1{S7) ) t(8155..0。%%)) (2(40) ) t(8183-.73%%) ) ({02} ) (lo{o0.-。0%%)} 

2. 

予定函積(皿') 831 166.2 1，766 878.0 4，220 1，066.0 。

収容予定数{冊} 288，676 67，716.0 299，200 149，600.0 1，639，000 384，760.0 。

6. J[夜利m願JJ;批「責科の収容スベス

施政についての措置
12..節館外内にに権専用保コーナ一段置 (1{S1) } 

{(51180S1%%%%j ) ) ) {((78l) ) j (2{58.3818%%%%) ) ) ) 
(1(41} ) {(4140..87%%) ) t(O2} ) 

((62{003...072%%%} } ) o. 
3.措置せず (6) (27. (42 (7) (26.9%) (1) 
4.その{也 (2) (3) 16. 18.6%) (0) (0.0% 

鎗外Mfi般の面積 (m温) 3，336 1，112.0 429 429.0 621 165.3 。

館外施絞の収容nJlig数{冊) 636，660 212，183.3 120，000 120，000.0 101，000 25，260.0 。

館外施政の収容敏{冊) 633，800 211 ，266.7 107，397 107，397.0 87，000 21，760.0 。

スペース磁保のdt闘 1. あないる (1{45) ) {(2781.91%%) ) (1(71) ) (由(54..64%%)) (1(47) } ((8191.00%%} ) ((0S) ) (lo(0o-00%%) ) 2. 

7.膏庫及び書梨スベ スの確保を目的とした凶書館賞平のマ イクロ1~

実施lX抗 1.守Iってている
(1(28) ) {(9100.0日%%)) (1{28j ) {(9100..0。%%)) (2(02) ) (10(00..0。%%}) ((21} ) I(2863.37%%) ) 

2.行ついない

対家賃将
21 • 縫凶t膏s {(11) ) t(S600..0。%%)) l(O0) ) ((00..0日%%)) {(00) ) {{00} } {(00..0。%%)) 

3.新聞
{(00) ) 

(0.0%) (2) (100.0%) (0) (0) (0.0'70) 
4.そのf由 0.0%) (0 (0.0%) (0) (1) (100.0% 

8.凶冒聞買明の廃棄

最古5lf-聞の実績 1.aなhいゐ (1{73) } ((2655..00%%) ) (1(E5j ) ((2755..00%%) ) {(1140) ) ((4581..73%%) ) ({21) ) ({261837%%) } 
2. 

廃棄の頻度
21-.不定期定期 {(25) ) ((2781.84%%) ) ((41) ) ((2800..。0%%)} (1(00) ) (10{00..00%%) ) {(01) ) (lo(0o.-00%%) ) 

l剖1 [(t町 676 225.0 7，893 2，631.0 3，873 968.3 1，322 1，322.0 
雑箆廃棄冊致(冊) 4，560 912.0 1，869 929.6 11，208 1，868.0 。

その他廃寮歎 3，000 1，600.0 。 0.0 700 360.0 。

刷用M 回 R 証理出 1..叩合で意嗣が得子E簸......'.;昨刷L"μ ‘ (1(44} ) {(3105.-93%%) ) 
(2((085..098%%%} ) ) {1({377) ) ) ({21(513...8508%%%%) ) ) ) 

((02) ) 

t0"({t0o0000o。0%%%民%J) } 〉} 
2. .g-:Il:Otl{t.~為

3.規定類がない (6) {{15.4%) ) 
(((020) ) } 4.手続きが煩維

((8 8 
16.4% (33.3% (16) (29. 

B入手不足 (20.6% (5.6%) (10) (18.5%) 
6 その他 (2.6% (3) (16.7%) (1) (1.9%) (0) (0.0%) 

規定員同の憂情状況
12..検刷足討t中角4 (1(09) ) t(4E05..0。%%)) {1(11j ) (5(75..93%%) } (1(92) ) ((3570..。5%%)) {(02) ) {8{06.07%%) ) 

3.未制定 (1) (5.0%) (7) (36.8%) (3) (12.5%) (1) (33.3%) 

9 の他犬字寺への菅樫m
費量紅白年1閣の実績 l.aなbいゐ {(1100) ) t(B600..0。%%)) (1(B5) ) ((2755..0。%%}) (1(95) ) {(8371.55%%) ) (l2E} ) {(286337%%) ) 

2. 

凶膏官程震情叙{附} 2，061 229.0 8，712 2，178.0 666 95.0 297 297.0 

施応 l(附} 13，966 2，326.0 226 226.0 1，704 340.8 72 72.0 

でのf也菅坦rN放 3，390 3，390.0 。 。 。

11.地位1・旭旗 卜ltiiU専の rf日以来 ・保存

調lJIlの有無 l.aなbいゐ (1(28) ) {l9100..0。%%}) (1(46) ) ((2800.。0%%)) (2(03) ) ((81s 7..。0%%)) {(03) ) (10{00..0。%%)) 
2. 

~DUの有無
21ー.ししてていいなゐい ({02) } {100.00%%) } {(40) ) (100.00%%) ) ({02) ) (loo-00%%) ) t(O0) } 

(0. (0. (0. 

12.部局凶畜創・歪

部局図書館・蓋の有無 .1. aなbいゐ ({81} ) {(8154..73%%) ) {(43) ) {(4572.g1%%) ) ((02) ) ((2755..00%%) ) ((02) ) (10{00.。0%%)) 
2 

-室の数 163 27.2 。 2.0 4 2.0 。

延べ紙面積 (m') 167，184 27，864.0 3，742 1，871.0 1，873 936.5 。

側叡E草匙畏(m) 649，982 108，330.3 10，997 6，498.6 5，086 2，643.0 。

凶曹のげT威数 (ffせ) 19，441，632 3，240，266.3 227，896 113，947.6 194，907 97，453.5 。

経/iIiのIfr威種類奴(-II) 223，323 37，220.6 4，693 2，296.6 3，751 1，876.5 。

千戚J牛皮突入銀(情) 486，404 81，067.3 6，664 2，777.0 6，646 2，772.6 。

然硲 l校庭)L正 21.然狭B伶Eがめゐ

{(((0080) ) ) ) (10t(000...00。。%%%%)} ) ) 
(lO1) ) (2(02..0S%%) ) ((01) ) {5(00.00%%) ) ((00) ) 

1非常に狭&: (2) (66.7%) 
((01) ) 

(60.0%) (0) 
4 その他 (0. (0 (0.0% (0.0% (0 

あふれた寅科の強い 21..不本館鰯等寺でに以収谷容小伺'H~
{(((221265...02。7%%%%)) } ) {(((0021) ) ) ) ((6S{(0082 ...。072%%%%)) ) ) 

{2(1022%%%} } ) ((lO00) ) ) o. 
3. 図書館.~以外に別置
4.管理主奥 ・廃棄 26. (0.0%) (0) 
6.その他 (0.0%) (0) (0.0%) (33.3%) (0) 

13.共同保存凶書館が政置された場合の利胤

移官界IlI1 1 近直いち将に来移移したしい
{((387) ) ) ((416497%%%) ) ) (({448) ) ) 

{(221222%%) ) 
(({849) ) ) (({321947..841%%%) } ) {((021) ) } {(82{018.037%%%) ) ) 2. たい 4. 

3.いずれかの時期に移したい (38. (4(.4%) 
4.その他 (0) (0.0%) (2) (11.1%) (2) (8.7%) (0) (0.0%) 

-tJ曾布温図膏附置E
1. b5T千冊~禾1万調冊 t(0O) ) {{00..0。%%)} {(01} ) {2(5.0。0%%%)) 】 {(20} ) {5(00..0。%%}) {(00) } 
2. 未満 o. 

3. 1万-3万冊未満

(((201) ) ) 
(66.7%) 

(((201) ) ) 
(60.0%) (1) (26.0%) 

(((000) ) ) 4. 3万-5万冊未満 (0.0% (0.0%) (26.0%) 
5. 5万冊以上 (33.3% (26.0% (0 (0.0%) 

号曾布量車産品畠附置E 1. l 1T千1ft曹未3調千冊
{((001} ) ) (2((001..0。2%%%}) ) {{{002) ) } 

((00..0。%%}) 
t((200) ) } (5((0o0.-.0。0%%%)) ) {((000) ) ) 2. 未満

3. 3千-5千冊未満 (60.0%) 
4. 5千-1万冊未満 (1) ((212%) ) ((11) ) ((250%%) ) {(11) ) ((25.0%) ) ((00) ) 
6. 1万冊以上 (1) 33.3% 26.0 26.0% 



00 

-l 

保存図書館アンケート集計表 沿革別(2 )・全体

|政問 |週間 11 一，，1F門丸山n-r-U一"λ均七三"…117JLiJJ-TtuHV出、 h冨印刷fE体出町~
1 H 日開:J.、 '--'・:L、F・4 ・~・'-' '--' ・ W{  . . - _  • I " ・t、~ ・1 、F 日官 LJJ 】...，，-.....，..， ・:L、 :..LJ 

1.11回生の状況

総延べ面積 (m') 2.，953 1，663.5 12，960 2，168.3 343，747 4，092.2 714，740 .，166.6 

書康面積 (m') 4，849 404.1 766 126.0 101，363 1，206目7 202，421 1，23(.3 

捌叡匙i圭(m) 58，834 3，022.3 18，614 3，085.7 900，399 11，7由0.6 1，968，261 11，443.3 
収容可罷冊数 [冊) 1，633，478 108，898.5 601，446 83，574.3 26，220，011 312，143.0 54，471，058 316，692.2 
凶書のJ!r威数 ;冊) 1，365，682 。1，038.8 438，068 73，011.3 30，061，334 353，646.1 58，668，210 330，122.6 

雄主主の l鳳t:1 :(t量) 33，73-( 2，248.9 9，329 1，865.8 402，810 4，795.4 877，576 5，132.0 
『描t数{タイト lレ) 11，888 792.5 23，836 4，767.2 206，173 2，646.3 337，464 2，122.4 

平成3年度愛人数{冊) 49，750 3，316.7 42，806 7，134.2 783，604 9，218.9 1，620，293 自，420.3

、数(冊) 26，178 1，746.2 10，350 2，070.0 141，394 1，812.7 366，283 2，172.5 

理h'r3年間平均 (1惜) 52，534 3，502.3 36，292 7，258.4 872，594 10，266.8 1，702，363 9，966.3 

思本雑蕗平均受入費c(冊) 27，940 1，862.7 7，127 1，425.4 146，979 1，837.2 364，337 2，194.8 

ー(m) 36，066 2，774.3 2，916 486.8 164，124 2，082.8 269，661 1，707.6 

2.奮娘の以谷状況

書梨l

21.I此1-に判2明4r44式呈服度 ({4S) } {(2208..07%%} ) ((22} ) {(231323%%) ) ((2186) ) ((2191..00%%) } 
{((435997) ) ) {((322822目671%%%)) ) 

3.3-5年程度 (8) (63.3%) (1) (16.7%) (27) (32.1%) 

4. 6年~ (0) (0.0%) (1) (16.1%) (16) (17.9%) (27) (16.7%) 

3.凶膏銅賞ヰヰE収谷ヲゐための対厄、

施政上の対応 21.. 軍書T架-噌1曹賓般E (1{00) } (5{80..08%%) ) ((21) ) ((3162..73%%) ) ((4362) ) ((4302.08%%) ) ((9684) ) ((4258..25%%) ) 

3.学内他施般利用 (2) (11.8%) (1) (16.7%) (11) (10.3%) (23) (10.8%) 
4.措置せず (3) (17.6%) (1) (16.7%) (10) (9.3%) (20) (9.4%) 
6.その他 (2) (11.8%) (1) (16.7%) (7) (6.6%) (17 (8.0% 

E曹蔵文x ・ス確保の方法
21..空閲覧き席ス徹ペ去ース利胤 ((73) ) {(4280..7。%%)) {(01) ) (2(2 0.。S%%)) (I2122) ) T(必17..71克%〕) ((27081 ) ((417.983%%%} ) ) 8. 
3. .線開府絡め (3) (20.0%) (2) (68.7%) (7) (10.0%) 

(182) ) 
(10 

4.転用 (1) (8.7%) (0) (0.0%) (6) (8.6%) (8.1%) 
6.その{也 (1) (8.7%) (0) (0.0%) (13) (18.6%) (22) (14.11%) 

4.軍r'f曹型軽1I阻l
酎聞の策定

21.検め討る中 ((35j ) ((2310.02%%) ) ((00) ) {(00.00%%) ) ((2157) ) ((2300..51%%) ) ((4490) ) {(2202.07%%) } 

3.ない (6) (40.0%) (5) (83.3%) (32) (38.6%) (64) (37.9%) 
4.その{也 (1) (6.7%) (1) (16.7%) (9) (10.8%) (9.6% 

新・増察の主回的
21.全曹体司臣のスベ整備ース・鉱充 ((02) ) {8(06..。7%%)) ((00) ) T(1巧7) T(M66..同4%7) ((2301} ) 

R{581.同89%%7) ) 

3 そのf也 (1) (33.3%) (0) (0) (0.0%) (1 ) 

新 .1曽築の面積 (m") 896 448.0 。 62，038 2，354.2 114，618 2，665.5 

6.集密書架の政賞状況

政置の有無
12..a1EEE置しし1ていいなるい (1(23) } ((8200..0。%%)) ((42j ) ((8381.73%%) ) ((8221) ) ((7284%%) ) {1148) ) ((8303..27%%} ) 

27. (6 

&:置面積 (m五) 1，371 114.3 283 70.8 21，101 357.6 41，767 376.2 

収容ロ1Ijg数(冊} 567，832 47，319.3 111，660 27，887.5 6，885，469 116，702.9 13，268，149 118，465.6 

開架&:置面積(m:l) 775 110.7 30 30.0 2，634 188.1 10，330 303.8 
岡県収谷口TBI!寂 (冊) 357，649 61，078.4 4，800 4，800.0 819，010 58，600.7 2，106，699 61，932.3 
絞置計四の有無

21.. あないる (1(22) ) ((8145..37%%} ) {(41) ) {(2800..w。%d) T(盃5可2) ((3672.3T%%) ) (1{417g) ) {(2781.37%%} ) 

予定面積 (m') 180 180.0 34 34.0 6，472 248.9 13，493 346.0 
収容予定数(冊) 69，000 69，000.0 14，400 14，400.0 2，877，200 106，663.0 6，081，376 127，184.4 

6.1Ul' 子資料の収容スベ ス

蒐震についての措置
21..錫館外内にに確専用保コーナ-&:11 (1{21) } (7(50..69%%) } t(I1) } {(1168.77%%) ) (s{4s) ) (2(79..S1%%) ) ((7187) ) (4(t2.O2%%) ) 

3.措置せず (0) (0.0%) (3) (50.0%) (35) (41.1%) 
{(2805) ) ((317%) ) 

4 その他 (4) (23.5%) (1) (16.7%) (11.9% 14.0% 

館外施般の蘭積 (m") 40 40.0 114 114.0 722 144.4 5，262 350.8 
銅外施紋の収容nJUg数{冊) 。 31，400 31，400.0 190，100 38，020.0 1，019，050 77，076.0 
量E外施政め収容数(冊) 。 26，690 26，690.0 134，351 26，871.4 989，244 10，660.3 
スベス磁1最のdt阻l 1. あないる (1(23) ) ((8138..73%%) ) {(05) ) (10(0OU0弱%〕) I(I6可2) T(I890..55努%7) (1 (2362) ) ((8183.55%%) ) 2目

7. .Mt及び曹梨スベ スの確保~13 0')とした凶奮銅賞干のマ ロ11:
実施状況 l.uっててい、なる {1(05) ) (lo(0o.-0。%%)) ((06) ) (10(00.00%%) ) 

14:; (9(45.82%%) ) (18(92) ) (9(4527%%) ) 2司11っし ~， 

対象資料
21.綾図書昆 ((00) ) ({00) ) (2(00..0。%%)) ((21) ) {(210000%%} } 

3.新聞 (0) (0) (3) (60.0%) (6) (60.0%) 
4 その1m (0) (0) (1) (20.0%) (2) (20.0%) 

8 凶・m貰軒の廃棄
最>'1:5年間の英損

21.. あないる (1(23) ) ({818172%%) ) ((61) ) ((8182..72%%) ) ((8186) ) {(278148%%) ) (1(4248) ) {(724546%%) ) 

廃棄の頻度
21.. 不克己定申j期 t(o2j ) (10{00.00%%) ) l(O1) ) (10{00..0。%%)) (1(71) ) (9(46.46%%) ) (4(04) ) (9(90..91%%) ) 

凶 :(冊) 1，753 876.6 4，218 4，218.0 9，407 1，567.8 29，141 1，457.1 

ー(冊) 358 358.0 。 9，419 1，177.4 27，404 1，245.6 
その他廃棄数 。 。 。 0.0 3，700 411.1 

な宅盟国 1.合"局意、同が町得rc熊d 叫師事11..... 日，~‘ ((08) ) {3(08..04%%) ) {(31j ) ((4131) ) (2R5.同3%〕) {(言92I)) 
((21{897...895%%%) ) } 2. .g-.tJ'~~II~ ‘ 3. 

3.士見定類がない
((45) ) ((18.2%) } ((S1) ) ((4311) ) 

(19.1%) 
(((755584) ) ) 4.手続きが煩維 22.7% ((2E.2%) ) (24.4%) 

5.入手不足 ( 4) 18.2%) (0) (0.0%) 20.4% 18.2%) 
6.そのf也 (1) (4.5%) (1) 1.1%) (3) (1.9%) (10) (3.2%) 

規定霊園の竪備状況
12 検制定討憐中み ((71) ) (4(88..77%%) ) {(11) ) {0200..U。涜%7) T(主1面27) ((4185.80%%) ) ((7378} ) ((426249%%) ) 

3.未制定 (7) (46.7%) (3) (60.0%) (20) (36.3%) (61) (30.1%) 

9.凶冒聞 への菅理奈

最量r5年間の実頒
12.. あないる (1(32) ) ((2800..0。%%}) ((51) ) {{818373%%) ) ((5302) ) ((8230..91%%) ) (1{5192) ) ({824555%%) ) 

凶曹官埋l5i!情 t(冊} 69 34.5 2，105 2，106.0 16，928 769.5 30，837 670.4 
E冊数{冊) 242 80.7 。 2，874 410.6 1官，074 829.3 

その 。 。 11 5.5 3，401 1，133.7 

11.地区・地峨・分野別等の分組収集 ・保存
組源の有蕪

21. あないる (1(22) ) {{2800..0。%%j) t(o8j ) (10(00..0。%%)) (7(95) ) P(809..璃3%)) (1{25017 ) ({81271.7%%) ) 

調書加の有無
1. ししててい‘なる ((0S) ) (100.00%%) ) {{00) } ((81) ) ((8145.73%%) ) (1(8l) ) (9(46.73%%) ) 2. L.，(~'~ ~、 (0. 

12.都府凶奮鰯蚕

-室の有無 ，21.. あないる (1(02) ) (10(00.00%%) ) {(50) ) (10{00..。0%%)) ((4103) ) {(I881..W1%e〕) {(273I7 ) ((727137%%) ) 

-室の数 。 。 H 4.9 211 10.9 

延べ縁面積(ー:1) 。 。 11 ，930 1，491.3 184，729 10，262.7 
l(m) 。 。 44，961 4，995.7 711，026 37，422.4 

凶奮のがI厳数(冊) 。 。 1，181，244 131，249.3 21，045，578 1，107，662.0 
葎隠の月 t(碩) 。 。 15，015 1，668.3 246，682 12，983.3 
平成3年度愛人数(冊) 。 。 42，096 4，677.2 539，598 28，399.9 
余平吾 I狭廃j度 21.余狭E裕Eがある ((00} ) ((00} ) ({25) ) ロ(500.問0%) {(27j ) (2(9153%%) ) 

3 非常に狭~ (0) (0) 
((02) ) 

(30.0%) (12) (61.1%) 
4.その他 (0) (0.0%) (0 (0.0% 

あふれた賃料の致い 21.平本館閉等すにに帆収廿容 、円 U~
((({0000} ) ) } ((((0000) ) ) ) ((((0221) ) ) ) 

((212.050%%%) ) ) ((88) ) 
({(221902...821爽%%7) } 6. 

3. 図書館・~以外に別置 (6) 
4.管理換・廃棄 (0.0%) (3 (11.6%) 
6.その他 (0) (0) (3) (37.5%) (4) (15.4% 

13. 3~1' 1が殻置された場合の利用

移菅希望 1 近直いち将に移来移したしい (I8Ej ) 
(({4S2115..479%%%) ) ) 

((11) ) {(1168..77%%) ) {(2131) ) ((3140.-35%%) ) 
(((625228) ) } 

({317179完%I) 2 たい
3.いずれかの時期に移したい (3) (4) (611.7%) (30) (39.5%) (39.2%) 
4.その他 (0) (0.0%) (0) (0.0%) (12) (15.8%) (16) (10.1%) 

移管希望凶膏，即
1. 5b千十唱~す示1万澗冊 ((2S) ) -t{4S00..0。%%)) ((01) ) {loo-。UF%57) 

R(2I ) ((418E.52%%) ) (1(42) ) {{4142.92%%) ) 2. 未満 (0. 
3. 1万-3万冊未満 (0) (0.0%) (0) (0.0%) (3) (27.3%) (8) (28.6%) 
4. 3万-5万冊未満 (0) (0.0%) (0) (0.0%) (9.1% (2) (7.1%) 
6. 5万冊以上 (0) (0.0%) (0) (0.0% (0) (0.0%) (2) (7.1% 

宅"~"'Tl_"-:働。 Iru 1Q... 1. 11干千冊~未3満千冊 ((21} ) {(2400..0。%%)) ((01) ) (10(00.00%%) ) 
(((411) ) } ((410.00。%%%)) ) ((75) ) ((2158..95%%) ) 2 未満 O. 

3. 3千-5千冊未満 (0) (0.0%) (0) (0.0%) (10. (3) (11.1 %) 
4. 5千-1万冊未満 (1) ((2200%%) ) (0) (0.0%) (3) (30.0%) (7) (2U%) 
6. 1万冊以上 (1) 0.0 (0) (0.0%) (1) (10.0%) (18.5%) 
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Ques t i onna i re 

1. Library buildings 

Total floor space 一一一一 sQlIeters) 

Shelf capacity km ) 

2. Personne 1 

NUllber of s taff 

3. Me・berLibraries 

Nu・berof lIember libraries 

4. Sources of Library budget 

Existence of・ellbershipcharge () yes () no 

5. Expenditures 
Library lIaterials ('.::$'--___  _ 

Salaries and wages (..::$'--_ _ _ _  _ 

Operating expenditures (.::$:....-_ _ _ _  _ 

Others (..:::$_____・

6. Holdings 

Volumes held 1992 

Volumes added during year 

Vo 1 umes wi thdrawn dur i ng year 

Special collections 

ex. Foreigo disserlatioos ( 

i. Services 

1 tems loaos 

Items photocopies 

( ) 00 

( ) no 

( ) no 

( ) 00 

( ) yes 

( ) yes 

( ) yes 

( ) yes 

8. Others 

Criteria for collec(ion development 

Cri teria for weeding 

Preservatioo progra圃

Networking with bibliographic utility 

..ーーー・・・・ーーー・・・・ーーー・・・・・ー・・・・・・ーーーー・ーーーー一・・ー・・・・ーーーーーーー・・ー・ーーー・・・・・・・・・・・・・・・ー....._---_..一ーーー・ー・ 9・ーーーーーーー・ー・・・ー・・・・ー・ー....ーーー ー

Nove.ber 20. 1992 

Dear Sirs. 

At the 1992 An目ualMeeting. the Association of National University Libraries 

has established an research party on storage cente~ The purpose of this party 

is to research about the necessity of a cooperative storage center for universi-

ty libraries in Japan. and also about the way how the center should be. 

As the chief exalliner of that party. we. the Universi ty of Tsukuba Library 

would like you to answer the Questionnaire as stated on another sheet. info川 ng

us of your advanced activities as a deposit library. 

Please return Quastionnaire to the Univ. of Tsukuba Library by Dec. 28. 1992. 

We thank you for your cooperation and look forward to receiving your co圃pleted

Questionnaire. Besides. we should appreciate if you could send us one COpy of 

your brochures. 

S i ncere 1 

Toshihi 

Library 

University 

IY yours. 

ro Ara i 

Director 

。fTsuku ba 

際
.
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l
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2.  委主主丑雪:s<ご南犬

国内 3之南犬

1)学術審議会「今後における学術情報システムの在り方について(答申) J 1980. 

2) "2 1世紀に向けての保存図書館構想について(第39回国立大学図書館協議会総会研

究集会記録)" r国立大学図書館協議会ニュースJ資料 47，1993. 

3)栗原嘉一郎ほか"研究行為において利用される図書資料の年令一大学図書館の建築計

画に関する研究・ 3-" r日本建築学会論文報告集J299，1981. pp. 115-125. 

4) ウィリアム・ J・ノ、ノくード、丸谷治ー訳「書庫の管理」勤草書房， 1987，pp. 73-102. 

5)今井功"焼畑方式の図書館/保存図書館の構想" (ロゲルギスト) r新物理の散歩道

第二集」中央公論社 1975， pp. 191-213. 

6)安藤 勝"r私立大学図書館における資料の収集、保存・管理、除籍の現状に関する

.実態調査」分析結果報告 r大学図書館の理論と実践」日本私立大学協会大学

図書館研修委員会編，雄松堂， 1990，pp.347-389. 

7)岩田 治"図書資料の不用決定と廃棄の l考察東京大学図書館情報学セミナー研

究集録J18， 1983， pp. 111-143. 

8)末吉哲郎"資料の保存と廃棄ーデポジット・ライブラリーの実現をめざして一"

「専門図書館J 82， 1980， pp. 27-28. 

9)専門図書館協議会"資料の保存と廃棄ーデポジット・ライブラリーの実現をめざして

(専門図書館協議会研究報告 5 ) 1980. 

10)梶浦武彦"一次資料の保存の諸問題 r専門図書館J 100， 1984， pp. 41-56. 

11) r図書館情報学ハンドブック J丸善， 1988， pp. 172-173， 197-198，532-533，843-849，855 

， 1064. 

12)高鳥正夫「大学図書館の運営」勤草書房， 1985， pp. 157-160. 

13)岩猿敏生ほか「大学図書館の管理と運営」 日本図書館協会， 1992， pp. 74-75， 

126-130， 139-141. 

14)圏分信「研究情報と図書館一知的生産におけるニュー・メディア」丸善， 1986， pp. 87-

91. 

15)藤原鎮男ほか"海外の図書館事情一大学〈学術〉図書館調査団報告" r学術月報」

28(7) ，1975， pp. 448-467. 
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16)菊池しづ子"ファーミントン・プランー全国的協力収集の諸問題(1 )" r図書館学

会年報J 21(2). 1975. pp.49-56. 

17)菊池しづ子"ファーミントン・プランー全国的協力収集の諸問題 (II)" r図書館学

会年報J 21(3). 1975. DP.146-151. 

18)菊池しづ子"共同保存図書館の諸問題一Centerfor Research Librariesを中心にJ

「図書館学会年報J27 (1). 1981. PD. 31-39. 

19)菊池しづ子"共同保存図書館への道" r大学図書館の理論と実践J日本私立大学

協会.1990.PD. 579-589. 

20)中森強"図書館協力と図書館情報ネットワークーその過去・現在・未来一 rびぶろ

すJ42(1).1991. PD. 261-267. 

21)鈴木平八郎"アメリカ図書館間の協力活動ーとくにDepositLibraryの業務とその意

義について一 rびぶろすJ11(2).1960.pp.6-11. 

22)加藤正明"保存図書館について" r図書館雑誌J58(11) 1964. DD. 498-501. 

23)井上如"外国の保存図書館" r図書館の窓J19 (12) .1980. pp. 133-135. 

24)専門図書館協議会「白書・日本の専門図書館1992-今、新たなる価値の創造をめざし

て一 J1992. P p. 79-87. 

25)芦津明子"大学図書館の相互協力ーとくに収書・保存面から一 r大学図書館の管理

運営一第 2回日本大学図書館会議応募論文集-J (大学図書館国際連絡委員会

) 1972. PD. 130-141. 

26)吉岡千里"大学図書館を中心とした共同収集，保存，利用計画について" r現代の

図書館J15(1) 1977. pp. 13-19. 

27)高梨明子"保存面での相互協力" r医学図書館J20(4)1973. PD.348-350. 

28)河井弘志"資料の収集と保存 r大学図書館の理論と実践」日本私立大学協会，

1990. pp.391-410. 

29)文部省学術国際局「学術情報システムの概要1992/1993JPD.8-9. 

30)大橋渉"大学図書館における保存と協力一東京西地区大学図書館相互協力連絡会の活

動を中心に" r第 3回資料保存シンポジウム・講演概要(講演 3)J 1992. 

31)大橋法"外国新聞の分担保存" r国立国会図書館，新聞の保存と利用一第 2回資料保

存シンポジウム講演集」日本図書館協会.1991.pp. 55-61. 

32)田中敏朗"外国新聞の分担保存協定の締結一東京西地区大学図書館の取り組み r図

書館雑誌J 84(2). 1990.pp.100-102. 
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33)田中敏郎"相互協定にもとずく分担収集/保存ー実施例の解説と今後の課題"

「大学図書館研究J42. 1993. pp.63-68. 

34) ..新聞分担保存.. (初報) (第二報) (第三報) r大阪大学図書館報J2 (5). 1968. 

pp.35-36. 2(6).1968. p. 43. 3(5).1969. p. 31. 

35)鈴木英夫"大規模大学図書館に於ける storageの問題 r東京大学図書館情報学セミ

ナー研究集録J 4. 1974. pp. 123-138. 

36)山中康行"京都大学バックナンバー・センター.. r大学図書館研究J32.1988. pp. 7ト

79. 

37) 日本医学図書館協会中国四国部会"中国四国地区におけるバックナンバーの分担保存

制度 r医学図書館J38 (1) 1991. pp. 17-21. 

38)一瀬正司"山梨県公共図書館協会の雑誌保存について.. r第 3回資料保存シンポジウ

ム講演概要(講演 2)J 1992. 

39)多田二郎.. r立教大学新座保存書庫」の着工ーシステム化との関連づけについて"

「図書館雑誌J75(2)1981. pp. 78-80. 

40) ..新座保存書庫 r立教大学図書館だより J73 (再復刊38)1987. 

41)布施芳一"桐朋学園大学音楽部附属図書館におけるドキュメント・デリパリー・サー

ビスの現状 r大学図書館研究J37. 1991. pp. 61-66. 

42)大日方祥子"図書館資料の委託保存について.. r現代の図書館J27，1989， pp. 31-35. 

43)小林清人"産業情報センターにおける資料収集.. r専門図書館J125， 1989， pp. 59-62. 

44)菅野俊一"産業情報の保存と学外への提供 r情報の科学と技術J43 (11) 1993， 

PP.1014-1019. 

45)" r変わる図書館J (6)保存と廃棄:滋賀県立図書館の書庫不足に資料保存センター

完成 rネットワーク資料保存J35，1991.11. p. 12. 

46)木村英司"滋賀県における県立図書館を核とした公共図書館の資源協力 r情報の科

学と技術J43 (11) 1993， pp. 1006-1013. 

47) ..国立国会図書館関西館(仮称〉設立に関する第二次基本構想 r図書館年鑑 1992 

J日本図書館協会， 1992.pp. 299-311. 

48)藤井昭子"専門図書館の資料保存をめぐる動向.. r第 3回資料保存シンポジウム・講

演概要(講演 4)J ，1992. 

49) r ALA図書館情報学辞典」丸善， 1987. pp.72， 132， 199. 
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3. f呆芋子ffi<J芸書貧富 6こ目司す一る言周歪歪石汗多~QJ才舌重力糸歪え晶

-平成4年 7月24日(金) 第 1回ワーキング・グループ会議、 (於)筑波大学

調査研究の今後の進め方について協議。共同保存図書館の在り方や機能についての

意見交換。平成5年4月を目途に中間報告の素案をまとめる。また、調査研究活

動をより能率的に進めるため、 3つの検討班を設置。

1 )総括班(筑波大、図情大)保存図書館システムの必要性、在り方、機能等

についての検討と報告書案の作成。

2)実態調査班(群馬大、埼玉大、千葉大、横国大、放送大)各大学図書館に

対するアンケートの実施方法、調査項目の検討及び調査の実施と結果のまとめ。

3)現状分析班(筑波大、図情大)大学図書館の統計や文献から国内外の保存

図書館の動向の調査分析。

・平成4年9月22日(火) 第 2回ワーキング・グループ会議、 (於)筑波大学

各部会の報告に基づき、共同保存図書館の設置形態、機能、アンケートの採り方等

について協議。また、文献による国内外の主な保存図書館の実態や大学図書館実態

調査報告書の分析結果について報告。

・平成4年 11月4日(水) 第 3回ワーキング・グループ会議、 (於)筑波大学

保存図書館の運営方法、アンケート実施案等について協議。

-平成4年 11月 立教大学図書館新座保存書庫(新座)、 JC C ( (株)カル

チャー・ジャパン 書籍専用保管庫(横浜)、滋賀県立図書館資料保存センター(

大津)及び農林水産研究情報センターデポジトリィ(つくば)の関連施設の実地調

査査。

-平成4年 11月26日(木) 全国立大学附属図書館長に対し「保存図書館に関す

る調査について」を依頼、提出期限を 12月 18日(金)として発送。 98大学、

本館・分館 173館から回答。・平成4年 11月 欧米諸国に存在する保存図書館の

実情把握のため、米国のCenter for Research Librariesのほか、英国、ドイツ、

フィンランド、デンマークの合計 6機関に対し、文書によるアンケート調査を実

施した。
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-平成4年 12月 14日(月) 第4回ワーキング・グループ会議、 (於)東京大学

収集、保管、提供システム、共同保存図書館施設、大学図書館施設と資料の所蔵

状況、保存に対する内外の動向、アンケート調査の集計方法、今後のスケジュール

等について協議。

・平成4年 12月 サンプル調査「受入図書中の重複率についてj 依頼;北見工業大

学、図書館情報大学、筑波大学、東京工業大学、名古屋大学、大阪大学、兵庫教育

大学、

サンプル調査「貸出図書と出版年の関係についてJ依頼;図書館情報大学、筑波大

学、東京工業大学

・平成4年 12月 関東地区国立大学図書館協議会加盟館に対し「増加図書と書架収

容可能冊数について(昭和41年度以降)J調査依頼

・平成5年 1月 保存図書館に関するアンケート調査結果の集計と分析

・平成5年2月8日(月) 第5回ワーキング・グループ会議、 (於)筑波大学

アンケート調査結果の分析、中間報告書案についての検討

・平成5年2月末 「保存図書館に関する調査研究 (中間報告案)Jまとめ。

・平成5年3月2日付け、全国8地区の協力館 (16大学)及び関東地区国立大学図

書館協議会加盟館に対し「中間報告案j を送付し、意見の提出を依頼

-平成 5 年 3 月 ~4 月 提出された意見を基に「中間報告案j を一部修正

-平成5年4月21日(水) 第49団関東地区国立大学図書館協議会総会に報告

・平成5年5月27日(木) 国立大学図書館協議会理事会(平成4年度第4回)に

報告

-平成5年6月23日(水) 第40回国立大学図書館協議会総会(徳島市)に中間

報告

-平成5年9月29日(水) 第6回ワーキング・グループ会議(於)筑波大学

第2年次目の調査研究の進め方について協議

-平成6年 1月24日(月) 第7回ワーキング・グループ会議(於)筑波大学

最終報告書案について協議。今後のとりまとめを主査館に一任した。
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4.  保存図書館に関する調査研究班設置要項

1. 目的

平成 4.6. 2 5 

第 39回総会

図書館施設の整備に関しては、平成元年開催の第 36回総会で設置された

「図書館建築基準に関する特別委員会Jが種々調査・検討を行い、平成 3年

開催の第 38回総会に報告書を提出し、また当協議会としても関係方面に同

報告書を配布し、理解と支援を求めているところである。

しかし一方、年々増加する学術資料の保存と利用のあり方は、学術情報資

源の共有という面からも、個別の大学図書館の枠を越えて考えられねばなら

ぬ時期にきている。

以上の状況に鑑み、本調査研究班は資料の保存施設のあり方について多角

的に調査・研究を行うことを目的として設置する。

2. 調査研究事項

1 )国内における保存図書館の動向

2 )諸外国における保存図書館の動向

3 )個別の大学図書館における保存書庫のあり方

4 )地域単位の保存図書館のあり方

5 )館種別保存図書館のあり方

G )既存の大学図書館を活用した館種別保存図書館のあり方

7 )共同利用機関としての保存図書館のあり方

8 )保存図書館と環境の整備

9 )保存と利用(ドキュメント・デリパリ・サービス)のあり方

1 0)その他保存図書館に関すること
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3. 構成

1 )調査研究班は主査・班員をもって構成し、次の各号の大学の附属図書館

の職員をもって充てる。

①主査筑波大学

② 班員 図書館情報大学

群馬大学

埼玉大学

千葉大学

横浜国立大学

放送大学

2 )調査研究班に、機動的な活動を行うためワーキング・グループを置く。

ワーキング・グループの構成員は、調査研究班の主査・班員の属する大

学図書館の職員及び学識経験者をもって充てる。

3 )調査研究班の活動を支援するため次のとおり協力館を置く。

北海道地区: 北海道大学 北見工業大学

東北地区: 東北大学 岩手大学

東京地区: 東京大学 東京工業大学

北信越地区: 金沢大学 上越教育大学

東海地区: 名古屋大学 浜松医科大学

近畿地区: 京都大学 大阪大学

中国四園地区: 広島大学 岡山大学

九州地区: 九州大学 鹿児島大学

4.期間

平成 4年度""5年度とする。
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5.保存図書館に関する調査研究車ワーキング・グループ名簿(平成4年度)

。主査

。松浦 正 筑波大学図書館部長

熊谷俊夫 情報サービス課長

高橋清夫 情報システム課長

重里信一 情報管理課課長補佐

平岡 博 情報検索係長

湯本一義 図書館情報大学 図書館情報課長

上原正隆 情報奉仕係長

兵永 朗 群馬大学図書館事務部長

永井康友 埼玉大学運用係長

中垣 一 郎 千葉大学図書館専門員

久保田満子 横浜国立大学情報管理課図書館専門員

本コ転本 生也 放 送 大学図書課課長補佐

(特別委員)

冨江伸治 筑 波 大学芸術学系助教授

塩野寛 施設部企画課長

石井啓豊 図書館情報大学図書館情報学部助教授
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保存図書館に関する調査研究班ワーキング・グループ名簿(平成5年度)

。主査

。及川ニ千男

熊谷俊 夫

高橋清夫

重里信一

平岡 博

山下 洋一

上原 正 隆

兵永 朗

永井康友

岩津 明

久 保田満子

本~本 生也

松浦 正

(特別委員)

冨江伸治

塩 野寛

石井啓豊

筑波大学 図書館部長

情報サービス課長

情報システム課長

情報管理課課長補佐

情報検索係長

図書館情報大学 図書館情報課長

情報奉仕係長

群馬大学 図書館事務部長

埼玉大学運用係長

千葉大学情報管理課図書館専門員

横浜国立大学情報管理課図書館専門員

放送大学 図書課課長補佐

大阪大学図書館事務部長(前主査)

筑波大学芸術学系教授

施設部企画課長

図書館情報大学 図書館情報学部助教授

9 9 






	img06689
	img06690
	img06691

