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テキスト構成案について（メモ）
本文は大きく「概論」と「広島大学図書館の利用」の２つに分かれています。
構成は「広島大学オンラインチュートリアル」や他大学のリテラシー用テ
キストを参考に作成しています。
後半の「広島大学図書館の利用」が既存の「利用案内」と重複している
懸念があります。
本案は検討のためのたたき台です。
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データベース一覧
Tips

雑誌記事 概要
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電子ジャーナル
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東京大学附属図書館・情報基盤センター
「図書館利用ガイド2005」
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東京農工大学図書館・東京農工大学総合情報メディアセンター
「新入生のための東京農工大学情報活用ガイド」
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目次
本文 図書館編
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