
質問①　　図書館の建物が戦時中、病院として使われていたって聞いたけれど・・・

　　キーワード　：　図書館、文化、教育、病院、医療、戦時中、四日市空襲…

📖　こんな資料で調べられます　📖

第6号

2025年3月発行

四日市市立図書館

地域資料室だより

今回の内容は・・・

こんな調べものが、ありました！

小中学生の郷土研究、多いテーマは？

このほかに、図書館のあゆみや各時代の様子を知ることのできる資料をご紹介します。

図書館では毎年、 『四日市市立図書館概要』 を発行しています。 その年度の利用者数や貸出冊数、

行事、図書館の沿革などが書かれていて、まずここで四日市市立図書館の基本情報を知ることができます。

（※市立図書館HP＞図書館の概要・沿革からもみることができます。）

各時代の様子を知る資料 （創立～諏訪～現在）

『四日市市教育百年史』 四日市市立教育研究所/編集，四日市市教育委員会，1982 〔L372〕

『パッション』60-62号 四日市市文化協会/編集・発行 〔L705〕

『四日市図書館報（1929-43）』、『図書館ニュース（１９５０－６５）』、『図書館の窓（1966-73）』

いずれも四日市市立図書館/編集 〔L01〕

『四日市市こどもの家 旧四日市市立図書館』 歴史的建造物研究会/編集, 四日市市教育委員会, 1997 〔L522〕

『四日市図書館後援会会報（1978-97）』 四日市図書館後援会/発行 〔L010〕

『広報よっかいち』（四日市市政策推進部広報マーケティング課/編集）

図書館にまつわる数字を知る資料 ※『図書館概要』 以外にも利用者数など、数字を知ることのできる資料があります。

『教育便覧』 四日市市教育委員会/発行 〔L370〕、 『四日市市市政概要』 （四日市市総務課/編集） 〔L318〕、

『四日市市統計書』（四日市市総務部デジタル戦略課/編集） 〔L352〕

★図書館には、過去の概要や統計資料もあるので、数字をひろって比べることもできます。

※ここ10年間の図書館に関する主な記事と内容

『四日市市史18巻』、『四日市市史 19巻』 四日市市/編集・発行

『市立四日市病院 50年記念誌』 市立四日市病院創立50周年記念誌編集会議/編集 、1989

『四日市市立図書館50年の歩み』（1959）、 『四日市市立図書館年表』（1983）、

『平成21年度 四日市市立図書館概要』（2009） いずれも 四日市市立図書館/編集・発行

『パッション 37号』 四日市市文化協会/発行

まずはキーワードを

考えると調べものの

手がかりになります！

次はどんな調べものでしょう⁇

今回の地域資料室だよりは、地域資料室に寄せられた調べもの相談の一部と、
紹介した地域資料を紹介します。

こんな調べものがありました！
in 地域資料室

平成30年9月上旬号 平成30年1月上旬号

平成29年4月上旬号 自動車文庫 平成27年10月上旬号 図書館全般

児童室

点字録音資料室 地域資料室

図書館全般 障害者サービス

令和6年1月上旬号 よっかいち電子図書館 令和3年8月上旬号

令和2年4月上旬号 令和元年７月上旬号
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こんな調べものがありました！　㏌地域資料室

質問②　　自分の住む地区がいつ四日市市になったのか知りたい！

　　キーワード　：　四日市市、〇〇地区、○○町

📖　こんな資料で調べられます　📖

質問③　　四日市提灯（ちょうちん）のことが書いてある資料はありますか？

　　キーワード　：　伝統工芸、　伝統産業、提灯、富田、まつり、民俗、工芸

📖　こんな資料で調べられます　📖

三重県指定の伝統工芸品で、富田あたりで作られているらしいということまでは分かっているのですが…

次はどんな調べものでしょう⁇

今の四日市市全24地区が、それぞれいつ四日市市になったのかを一気に調べられるのは、

次の資料です。

『広報よっかいち 令和7年1月上旬号』 四日市市広報マーケティング課 /編集・発行

『のびゆく四日市 令和6年度改訂版』 四日市市教育委員会/編集・発行，2024 〔L223〕

『四日市もっと知り隊検定 公式テキスト』四日市もっと知り隊検定実行委員会/編集， 四日市商工会議所，2013 〔L223〕

・こちらの資料からも調べることができます

『四日市市史 第20巻』四日市市, 2002、 『新編 楠町史』四日市市楠総合支所/編集, 2005 〔L223〕

『角川日本地名大辞典 24』 「角川日本地名大辞典」編纂委員会/編， 角川書店， 198３ 〔L29〕

『大樹育つ百年』 四日市市, 1997 〔L223〕、 『地区要覧』四日市市市民部地域振興課/編， 1984 〔L35〕

今年は新市が誕生して

20周年！

四日市提灯・四日市の提灯という言葉が出てくるのはこちら

『のびゆく四日市 令和6年度改訂版』 四日市市教育委員会/編集・発行，2024 〔L223〕

『四日市市文化財保存活用地域計画』 四日市市/編集・発行，2023 〔L709〕

『夢回廊・よっかいち むすびのくにづくり』 みえ歴史街道構想四日市地域推進計画策定委員会/発行，2002

パンフレット『三重の伝統工芸品』 三重県雇用経済部/発行

・ 県指定の伝統工芸品としては紹介されていないですが、提灯店の仕事場の様子や祭礼における

提灯については、 以下の資料で知ることができます。

『四日市市史 第5巻 民俗』 四日市市/編集・発行, 1995 〔L223〕

『「鳥出神社の鯨船行事」調査報告書 』四日市シティプロモーション部文化課/編集・発行， 2024 〔L386〕

・ 地域の工芸や伝統産業について調べることのできる資料はこちら

『四日市の伝統的工芸品と地場産業』 四日市市教育委員会事務局社会教育課/編集, 1985 〔L602〕

『三重県の伝統産業』 三重県フィールド研究会/編, 三重県良書出版会/発行,1980 〔L602〕

まだまだつづきます
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質問④　　末広橋梁（すえひろきょうりょう）の図面が見たい

　　キーワード　：　四日市港、鉄道、貨物列車、橋、文化財、建造物

📖　こんな資料で調べられます　📖

こんな調べものがありました！　㏌地域資料室

ほかにもいろいろ！

末広橋梁の図面は以下の資料に記載されています

『図説鉄道の博物誌』 石田正治/編著， 秀和システム， 2017 〔L686〕

『鉄道ファン 2016年3月号』 交友社/発行，2016 〔L686〕

・末広橋梁については、ほかの資料にも記述があります。一部紹介します。

『貨物列車マニアックス』 南田裕介/著, カンゼン, 2023 〔L686〕

『JR路線大全 6』 「旅と鉄道」編集部/編, 天夢人, 2020 〔L686〕

『画で見る四日市港の歩み』 四日市市立博物館/編集・発行, 2020 〔L683〕

『DD51形 輝ける巨人』 徳田耕一/文・写真, 交通新聞社, 2019 〔L686〕

『鉄道ピクトリアル 2011年3月号』 電気車研究会/発行， 2011 〔L686〕

『よっかいち歴史浪漫紀行』 北野保/著, 四日市商工会議所, 2011 〔L223〕

『波となぎさ №150』 港湾海岸防災協議会/編集・発行, 2001 〔L683〕

『文化展望四日市 第16号』 四日市市文化振興財団/編集・発行， 1999 〔L050〕

【地名】 「三泗地区」の由来は？ なぜ「四」じゃなくて「泗」を使うの？

→ 『広報よっかいち ２００３年９月上旬号』 四日市市/編集・発行 〔L381〕

『方言漢字事典』 笹原 宏之/編著, 研究社, 2023 〔R811.2 1階参考図書コーナー〕

地名「釆女（うねめ）」の「うね」の字は、なぜ「采」（ノ+ツ+木）ではないのか？

→ 「〈うねめ〉のこと」 清水 弘子/著 （『三重の古文化 ９９号』三重県郷土会）〔L201〕

『うつべ歴史覚書』 稲垣 哲郎/編集, うつべ町かど博物館, 2017 〔L223/内部〕

【港】 JR四日市駅前にある稲葉三右衛門の銅像の台座には何が書いてある？

→『四日市港ができるまで』 石原 佳樹/著, 文芸社, 2023 〔L683〕

『よっかいち歴史浪漫紀行』 北野 保/著, 四日市商工会議所, 2011 〔L223〕

『商工春秋 ８４４号』 四日市商工会議所/編集・発行, 2024 〔L３３０〕

明治期の四日市港の流通について知りたい。 輸出入の量が分かる資料は？

→『四日市市史（昭和5年版）』 四日市市教育会/編纂, 1930 〔L２２３〕

『三重県史 別編 統計』 三重県/編集・発行,1989 〔L201〕

『四日市港開港百年史』 四日市港港管理組合/編集・発行, 2000 〔L683〕

【東海道】 四日市宿の文化人について知りたい。

→『文化展望四日市 １３号』 四日市市文化振興財団/編集・発行,1996 〔L050〕

『東海道人物志』 [大須賀 陶山/著], 羽衣出版, 2008 〔L280〕

清水本陣について知りたい。どんな人が滞在したかなど。

→『東海道四日市宿本陣の基礎研究』大石 学/監修, 岩田書院, 2001 〔L682〕

小中学生はどんなことを調べにきているのかな？
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こんな調べものがありました！　㏌地域資料室

小中学生の郷土研究、多いテーマは？

地域資料室では、なるべくみなさんに分かりやすく知ってもらうために、よく聞かれるテーマごとにパンフレットや

広報の記事を集めたものや、子どもから読めるような地域資料もありますが、それでも難しい資料がほとんど。

市立博物館や四日市公害と環境未来館、ばんこの里会館など、目で見て分かり、実物や生の情報を得られる

場所をまずは訪れるよう案内したことも多くありました。

また、調べものの証拠・根拠になる資料の名前や書いた人などをメモせず帰ろうとする人がちらほら。 コピーした

ものや本のなかの文章をそのまま使う「引用」についてもよく聞かれたので、調べ学習のルールを学校などでよく

聞いてきてくださいね。

四日市市立図書館
〒510-0821 四日市市久保田一丁目2-42 ℡ 059-352-5108 Fax 059-352-9897

Mail tosyokan@city.yokkaichi.mie.jp ホームページ https://www.yokkaichi-lib.jp/
休館日：毎週月曜日、毎月第２・４火曜日、年末年始、特別整理期間

地域資料室が一番にぎわうのは、郷土研究が宿題に出る夏休みです。 それ以外の時期にも「宿題で○○を

調べたくて・・・」「電車が好きだから、四日市の鉄道のこと知りたくて」など、調べものにくる小中学生がいます。

夏休みを含め、今年度に小中学生がどんなテーマで調べものにきたか、多かったテーマを紹介します。

こんな調べもの相談もありました！

甘いものが好きだから…もち街道や和菓子を調べたい！

今している工事で駅前はどうなるの？バスタや円形デッキなどを調べたい！

前に住んでいたところと、四日市をくらべてみんなに紹介したい！

三重の漁業を調べたい。どんな魚をどんな方法で漁をしているの？

定期市巡りをしたい！市(イチ)の歴史も知りたいのだけれど…

伝統工芸・地場産業

四日市公害

町のうつりかわり

戦争（四日市空襲・戦時下の生活）

鉄道（あすなろう、近鉄、三岐）

四日市港（稲葉三右衛門…）

遺跡（くるべ官衙遺跡、地区の遺跡）

四日市の城

祭（大入道、鯨船、獅子舞…）

渋沢栄一と四日市
（伊藤伝七、四郷郷土資料館、紡績）

今年度は、新札の発行と「四郷郷土資料館」のリニューアルが

重なったこともあり、伊藤伝七や四日市と渋沢栄一の関わりを

調べに来る子どもたちもとても多かったです。

四郷地区の郷土史や 『近代四日市の幕開け』（四日市立博物館/編

集・発行） 『商工春秋 №802～804』(四日市商工会議所/編集・発行)

などを紹介しました。

ダントツで多かったテーマが「戦争」。

今年、戦後80年を迎えたからでしょうか、四日市空襲や戦

時下の暮らし、パンプキン爆弾などについて調べにくる人が

多かったです。

戦争に関する展示をしていた市立博物館を案内したり、分

かりやすく読める『四日市空襲』（四日市市立博物館/編集・発行）や

体験談が収録された『四日市にも戦争があった』（四日市空襲

を語り継ぐ会/編集・発行）などを紹介したりしました。

興味があることや気になっていること、

好きなこととからめて調べると、

調べる気分もあがりそう！

地域資料室のカウンターから…
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