
いるま・こども郷土
きょうど

資料
しりょう

 

どんなところ？ぼくのまち 

Ｎｏ．４１ 入間市
い る ま し

の焼物
やきもの

（１）  

―――東金子
ひがしかねこ

窯跡
かまあと

群
ぐん

――― 

①歴史的
れ き し て き

な背景
はいけい

 
 

 
 

 

 

 

 

 

そのころ（奈良
な ら

時代
じ だ い

）は、仏教
ぶっきょう

の文化
ぶ ん か

が花開
はなひら

いた時期
じ き

でした。けれども皇族
こうぞく

や貴族
き ぞ く

の争い
あらそ  

や疫病
えきびょう

の流行
りゅうこう

などで世の中
よ   なか

は乱
みだ

れていたので、聖
しょう

武
む

天皇
てんのう

は仏教
ぶっきょう

の力
ちから

で国
くに

を守
まも

ることを願い
ねが  

、天平
てんぴょう

１３年
   ねん

（７４１年
     ねん

）、日本
にっぽん

各地
か く ち

の国
くに

ごとにそれぞれ「国分寺
こくぶんじ

」を建てる
た   

ように命じました
めい       

。（『国分寺
こくぶんじ

建立
こんりゅう

の 詔
みことのり

』） 

 

そのころ中央
ちゅうおう

政府
せ い ふ

（朝廷
ちょうてい

）は、日本
に ほ ん

全国
ぜんこく

をくまなく治
おさ

めるために、日本
に ほ ん

の国
くに

を６８の小さな
ちい    

国
くに

に分
わ

けました。そこには、それぞれ「国司
こ く し

」という役人
やくにん

が中央
ちゅうおう

から派遣
は け ん

され、「国府
こ く ふ

」には中央
ちゅうおう

政府
せ い ふ

の出先
で さ き

機関
き か ん

が置
お

かれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この聖
しょう

武
む

天皇
てんのう

の命令
めいれい

により、武蔵
む さ し

の国
くに

（主
おも

に現在
げんざい

の東京都
とうきょうと

と埼玉県
さいたまけん

）では、現在
げんざい

の東京都
とうきょうと

国分寺市
こ く ぶ ん じ し

の場所
ば し ょ

に国分寺
こくぶんじ

（国分
こくぶん

僧寺
そ う じ

と国分
こくぶん

尼寺
に じ

）が建
た

てられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武蔵
む さ し

の国
くに

の国分寺
こくぶんじ

は、主
おも

な建物
たてもの

が完成
かんせい

したのが「 詔
みことのり

」から１６年後
   ね ん ご

の７５７年
     ねん

ごろ、すべて

が完成
かんせい

したのは７６６年
ねん

ごろであったと言われて
い    

います。 

これらの建物
たてもの

の屋根
や ね

を葺
ふ

くのに使われた
つか      

瓦
かわら

は約
やく

５０万枚
    まんまい

といわれ、そのための瓦
かわら

を焼いた
や   

窯場
か ま ば

の一
ひと

つが入間
い る ま

市内
し な い

に残る
のこ  

「東金子
ひがしかねこ

窯跡
かまあと

群
ぐん

」です。 

また、それから約
やく

７０年後
   ね ん ご

の承和
じょうわ

２年
  ねん

（８３５年
    ね ん

）、武蔵
む さ し

の国
くに

の国分寺
こくぶんじ

の七重
しちじゅう

の塔
とう

は落雷
らくらい

により

焼失
しょうしつ

してしまいましたが、その１０年後
   ね ん ご

の承和
じょうわ

１２年
   ねん

（８４５年
     ねん

）、男
お

衾
ぶすま

郡
ぐん

（現在
げんざい

の埼玉県
さいたまけん

大里郡
おおさとぐん

の一部
い ち ぶ

）に住
す

む、壬生
み ぶ の

吉
き

志
し

福
ふく

正
せい

という人
ひと

が、七重
しちじゅう

の塔
とう

の再建
さいけん

を願
ねが

い出
で

て許可
き ょ か

されました。 

この、塔
とう

の再建
さいけん

の時
とき

に使われた
つ か     

瓦
かわら

も、東金子
ひがしかねこ

窯跡
かまあと

群
ぐん

でつくられたようです。 

 

入間市
い る ま し

の地域
ち い き

で焼物
やきもの

がつくられていたのは、 

８世紀
  せいき

の半
なか

ばから１０世紀
   せ い き

にかけての頃
ころ

のことです。 

－入間
い る ま

市立
し り つ

図書館
としょかん

－ 

協 力
きょうりょく

・入間市
い る ま し

博物館
はくぶつかん

 

 

「入間市
い る ま し

博物館
はくぶつかん

 常設
じょうせつ

展示
て ん じ

図録
ず ろ く

」より 

 
今
いま

は、もう残
のこ

っていません。 

こうして建設
けんせつ

が始
はじ

まったのが、今も各地
か く ち

にその跡
あと

が残
のこ

る

「国分寺
こくぶんじ

」です。 

それらの各地
か く ち

の国分寺
こくぶんじ

をまとめる「総国分寺
そうこくぶんじ

」が『奈良
な ら

の大仏
だいぶつ

』で有名
ゆうめい

な東大寺
とうだいじ

です。 

 



武蔵
む さ し

４大
だい

窯跡
かまあと

群
ぐん

 

武蔵
む さ し

の国
くに

の国分寺
こくぶんじ

の建設
けんせつ

のときに 

使
つか

われた瓦
かわら

を焼いた
や   

窯場
か ま ば

として、 

次
つぎ

の４か所
    しょ

が知られて
し    

います。 

・「南多摩
みなみたま

窯跡
かまあと

群
ぐん

」（八王子市
は ち お う じ し

周辺
しゅうへん

） 

・「東金子
ひがしかねこ

窯跡
かまあと

群
ぐん

」（入間市
い る ま し

） 

・「南比企
みなみひき

窯跡
かまあと

群
ぐん

」（比企郡
ひ き ぐ ん

鳩山町
はとやままち

周辺
しゅうへん

） 

・「末
すえ

野
の

窯跡
かまあと

群
ぐん

」（大里郡
おおさとぐん

寄居町
よりいまち

周辺
しゅうへん

） 

これら４か所
しょ

を「武蔵国
むさしのくに

４大
だい

窯跡
かまあと

群
ぐん

」と呼
よ

んでいます。 

 

 

 

 

 

 

武蔵
む さ し

４大
だい

窯跡
かまあと

群
ぐん

からは、そのころの武蔵
む さ し

の国
くに

のなかにあった２０の郡
ぐん

の名前
な ま え

や人
ひと

の名前
な ま え

 

などの文字
も じ

が書
か

かれた瓦
かわら

がたくさん見つかって
み     

います。 

そのうち「窯跡
かまあと

東金子
ひがしかねこ

群
ぐん

」と「南比企
みなみひき

窯跡
かまあと

群
ぐん

」からは１８の郡名
ぐんめい

の瓦
かわら

が見
み

つかっており、 

この２つの窯跡
かまあと

が国分寺
こくぶんじ

の建設
けんせつ

に大きな
おお    

役割
やくわり

を果
は

たしたことが伺
うかが

えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの郡
ぐん

の名前
な ま え

を示
しめ

す文字
も じ

の付
つ

いた瓦
かわら

は、郡内
ぐんない

に瓦
かわら

を焼
や

くような窯場
か ま ば

を持
も

たない郡
ぐん

の人
ひと

たちから依頼
い ら い

を受
う

けて、東金子
ひがしかねこ

窯跡
かまあと

群
ぐん

で焼
や

かれたものと思
おも

われ

ます。 

 

 

 

 

 

 

「入間
い る ま

」の文字
も じ

のある瓦
かわら

 

 

これらは「新久
あ ら く

窯跡
かまあと

」から見
み

つ

かったものです。 

   「武蔵
む さ し

新久
あ ら く

窯跡
かまあと

」より 

なぜ国分寺
こくぶんじ

で使
つか

われた瓦
かわら

が 

「東金子
ひがしかねこ

窯跡
かまあと

群
ぐん

」でつくられたと 

分
わ

かるのでしょう？ 

国分寺
こくぶんじ

のあとと「東金子
ひがしかねこ

窯跡
かまあと

群
ぐん

」の遺跡
い せ き

と

の両方
りょうほう

から、同
おな

じ模
も

様
よう

の瓦
かわら

が見
み

つかっ

ているからです。 

「入間市史
い る ま し し

・通史編
つうしへん

」より 

 

入間市
い る ま し

では、「縄文
じょうもん

時代
じ だ い

」の遺跡
い せ き

は見つかって
み     

いますが、「弥生
や よ い

時代
じ だ い

」・「古墳
こ ふ ん

時代
じ だ い

」の遺跡
い せ き

は今
いま

のところ見つかって
み     

いません。これは縄文
じょうもん

時代
じ だ い

に植物
しょくぶつ

などの採集
さいしゅう

や猟
りょう

（漁
りょう

）をし

て暮
くら

していた人々
ひとびと

が、弥生
や よ い

時代
じ だ い

になって稲作
いなさく

を始
はじ

めるようになると、それに適
てき

した水
みず

の豊富
ほ う ふ

な低
ひく

い土地
と ち

へと移
うつ

り住
す

んでいったためと考
かんが

えられます。そして次
つぎ

に入間市
い る ま し

の地域
ち い き

に人
ひと

が

住んで
す   

いたことを教えて
おし    

くれる遺跡
い せ き

が「東金子
ひがしかねこ

窯跡
かまあと

群
ぐん

」です。 

これは８世紀
  せいき

から１０世紀
   せ い き

にかけて使
つか

われていた、加治
か じ

丘 陵
きゅうりょう

の斜面
しゃめん

に残
のこ

る「登
のぼ

り窯
がま

」な

どの跡
あと

で、「瓦
かわら

」や「須恵器
す え き

」が焼かれて
や    

いました。これにより、この頃
ころ

までに入間市
い る ま し

の地域
ち い き

に再
ふたた

び人
ひと

が住
す

み始
はじ

めていたということが分
わ

かります。 

そのころの入間
い る ま

市域
し い き

のようすは…？ 

 

瓦
かわら

の名称
めいしょう

 

（「入間市
い る ま し

博物館
はくぶつかん

常設
じょうせつ

展示
て ん じ

図録
ず ろ く

」より） 

 

東金子
ひがしかねこ

窯跡
かまあと

群
ぐん

からは、平
ひら

瓦
がわら

・丸瓦
まるがわら

・軒
のき

平
ひら

瓦
がわら

・

軒
のき

丸瓦
まるがわら

など、たくさんの瓦
かわら

が見
み

つかっていま

すが、このように使
つか

われていました。 



いるま・こども郷土
きょうど

資料
しりょう

 

どんなところ？ぼくのまち 

Ｎｏ．４２ 入間市
い る ま し

の焼物
やきもの

（２）  

――東金子
ひがしかねこ

窯跡
かまあと

群
ぐん

―― 

     ②東金子
ひがしかねこ

窯跡
かまあと

群
ぐん

とは？ 

 

 

 

東金子
ひがしかねこ

窯跡群
かまあとぐん

とは？ 

 

 

入間
い る ま

市内
し な い

の新久
あ ら く

・小谷田
こ や た

・仏子
ぶ し

地区
ち く

にあたる、加治
か じ

丘 陵
きゅうりょう

の南
みなみ

側
がわ

と北
きた

側
がわ

の地域
ち い き

にたくさん残
のこ

さ

れている「須恵器
す え き

」や「瓦
かわら

」を焼いた
や   

「窯
かま

」の跡
あと

のことです。 

 

これまでに、 

新久
あ ら く

窯跡
かまあと

、前内出
まえうちで

窯跡
かまあと

、八坂前
やさかまえ

窯跡
かまあと

、水排
みずおし

・柿ノ木
か き の き

窯跡
かまあと

、 

谷
や

久保
く ぼ

窯跡
かまあと

、広町
ひろまち

窯跡
かまあと

、上広瀬
かみひろせ

窯跡
かまあと

、谷津
や つ

窯跡
かまあと

、 

根岸
ね ぎ し

窯跡
かまあと

、入
いり

戸
と

窯跡
かまあと

、北
きた

真
ま

込
ごめ

谷
だに

窯跡
かまあと

、 

蓬
よもぎ

谷
たに

遺跡
い せ き

（一部
い ち ぶ

窯跡
かまあと

含
ふく

む）、霞沢
かすみざわ

窯跡
かまあと

、 

鞍
くら

掛
かけ

窯跡
かまあと

、源氏
げ ん じ

峯
みね

窯跡
かまあと

、八津
や つ

池
いけ

窯跡
かまあと

 

などが見
み

つかっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「登
のぼ

り窯
がま

」をつくるための条件
じょうけん

が

そろっていた。 

①登
のぼ

り窯
がま

をつくるための急
きゅう

な斜面
しゃめん

がある。 

②焼物
やきもの

の原料
げんりょう

となる質
しつ

の良い
よ  

粘土
ね ん ど

がとれる。 

③焼物
やきもの

を焼く
や  

ときに使
つか

うたくさん

の薪
まき

がすぐに手
て

に入
はい

る。 

 

加治
か じ

丘 陵
きゅうりょう

は、これらの条件
じょうけん

がす

べて揃
そろ

っていました。 

理由
り ゆ う

・その

１ 
 

そのころの朝鮮
ちょうせん

半島
はんとう

の進んだ
すす    

文化
ぶ ん か

や技術
ぎじゅつ

を身
み

に付
つ

けていた人
ひと

たちがこの近
ちか

くに住んで
す   

いた。

当時
と う じ

、戦乱
せんらん

の続
つづ

いていた朝鮮
ちょうせん

半島
はんとう

を逃
のが

れて日本
に ほ ん

にやってきた人々
ひとびと

がいました。７１６年
     ねん

、朝廷
ちょうてい

は関東
かんとう

周辺
しゅうへん

に住んで
す   

いたそれらの渡来人
とらいじん

を集
あつ

めて、新
あたら

しく「高麗郡
こ ま ぐ ん

」をつくるように命
めい

じま

した。この「高麗郡
こ ま ぐ ん

」がつくられたのが現在
げんざい

の

日高市
ひ だ か し

・飯能市
はんのうし

を中心
ちゅうしん

とした地域
ち い き

であるといわ

れています。 

これらの渡来人
とらいじん

の技術
ぎじゅつ

が東金子
ひがしかねこ

窯跡
かまあと

群
ぐん

の窯場
か ま ば

で

も使
つか

われていたと思
おも

われます。 

理由
り ゆ う

・その２ 

これらの「東金子
ひがしかねこ

窯跡
かまあと

群
ぐん

」は昭和
しょうわ

４４年
    ねん

（１９６９） 

に埼玉県
さいたまけん

の「選定
せんてい

重要
じゅうよう

遺跡
い せ き

」に指定
し て い

されています。 

「登
のぼ

り窯
がま

」を使
つか

って焼物
やきもの

を作
つく

る技術
ぎじゅつ

はそ

のころの最先端
さいせんたん

技術
ぎじゅつ

！！ 

どうしてそれが 

この入間
い る ま

の地
ち

に！？ 

 －入間
い る ま

市立
し り つ

図書館
としょかん

－ 

協 力
きょうりょく

・入間市
い る ま し

博物館
はくぶつかん

 



 

 

東金子
ひがしかねこ

かまあと群
ぐん

 分布図
ぶ ん ぷ ず

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東金子
ひがしかねこ

窯跡
かまあと

群
ぐん

の特徴
とくちょう

 

 

「東金子
ひがしかねこ

窯跡
かまあと

群
ぐん

」からは地名
ち め い

などの文字
も じ

が書
か

かれている瓦
かわら

や硯
すずり

などが見つかって
み     

います。

そのころ都
みやこ

から遠
とお

く離れた地方
ち ほ う

では、文字
も じ

は役所
やくしょ

や寺
てら

などの限られた
かぎ      

所
ところ

でしか使
つか

われていま

せんでした。 

このことから「東金子
ひがしかねこ

窯跡
かまあと

群
ぐん

」で作られた
つく      

製品
せいひん

の主
おも

な送り先
おく  さき

は、役所
やくしょ

や寺
てら

などであったと思
おも

わ

れます。 

そのため、国分寺
こくぶんじ

の建設
けんせつ

のために生産
せいさん

をはじめ、発展
はってん

していった「東金子
ひがしかねこ

窯跡
かまあと

群
ぐん

」も、寺
てら

の建設
けんせつ

が終わり
お   

その目的
もくてき

が果たされる
は     

とだんだん衰退
すいたい

していき、１０世紀
   せ い き

になるとほとんど窯
かま

が使
つか

わ

れることはなくなってしまったようです。 

 

 

 

 

東金子
ひがしかねこ

窯跡
かまあと

群
ぐん

 年表
ねんぴょう

 

年代
ねんだい

 社会
しゃかい

の動
うご

き 東金子
ひがしかねこ

窯跡
かまあと

群
ぐん

のようす 

８
世
紀

せ

い

き 

 

741年
ねん

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

835年
ねん

 

 

 

 

845年
ねん

 

「国分寺
こくぶんじ

建立
こんりゅう

の 詔
みことのり

」が

聖
しょう

武
む

天皇
てんのう

により出
だ

され

る。 

武蔵
む さ し

の国
くに

では、現在
げんざい

 

の東京都
とうきょうと

国分寺市
こ く ぶ ん じ し

 

に建設
けんせつ

が始
はじ

まる。 

 

 

 

 

 

武蔵
む さ し

の国
くに

の国分寺
こくぶんじ

の七重
しちじゅう

の塔
とう

が 雷
かみなり

により焼失
しょうしつ

。 

 

 

壬生
み ぶ の

吉
き

志
し

福生
ふくせい

という人
ひと

が、

焼けて
や   

しまった七重
しちじゅう

の塔
とう

の再建
さいけん

を願
ねが

い出
で

て許可
き ょ か

さ

れる。 

 

 

 

 

 

 

「水排
みずおし

・柿ノ木
か き の き

窯跡
かまあと

」で国分寺
こくぶんじ

建設
けんせつ

のための瓦
かわら

の

生産
せいさん

が始
はじ

まる。 

国分寺
こくぶんじ

が完成
かんせい

して瓦
かわら

がいらなくなると生活
せいかつ

用品
ようひん

である「須恵器
す え き

」の生産
せいさん

中心
ちゅうしん

の窯
かま

が開
ひら

かれる。 

小型
こ が た

の物
もの

を作る
つく  

ので、「登
のぼ

り窯
がま

」とし 

ては小さめ
ちい    

。水
みず

を求
もと

めやすい加治
か じ

丘 陵
きゅうりょう

の 

北側
きたがわ

（仏子
ぶ し

側
がわ

）に「前内出
まえうちで

窯跡
かまあと

」などが 

つくられる。 

 

 

 

塔
とう

の再建
さいけん

のために必要
ひつよう

な瓦
かわら

が、国分寺
こくぶんじ

まで運
はこ

ぶ

のに便利
べ ん り

な加治
か じ

丘 陵
きゅうりょう

の南
みなみ

側
がわ

（東
ひがし

金
かね

子
こ

側
がわ

）の

斜面
しゃめん

で本格的
ほんかくてき

につくられるようになる。 

（「八坂前
やさかまえ

窯跡
かまあと

」、「新久
あ ら く

窯跡
かまあと

」など。） 

 

 

 

 

 

やがて、七重
しちじゅう

の塔
とう

が完成
かんせい

すると、東金子
ひがしかねこ

窯跡
かまあと

群
ぐん

で

の焼物
やきもの

の生産
せいさん

はほとんど行
おこな

われなくなってい

く。 

 

 

９
世
紀

 
 

せ
い
き 

１
０
世
紀

せ

い

き 

※ 参考
さんこう

資料
しりょう

は、№４３にまとめて載
の

せます。 



いるま・こども郷土
きょうど

資料
しりょう

 

どんなところ？ぼくのまち 

Ｎｏ．４３ 入間市
い る ま し

の焼物
やきもの

（３）  

――東金子
ひがしかねこ

窯
かま

跡
あと

群
ぐん

――  

③主
おも

な窯跡
かまあと

のようす（『入間市
い る ま し

の遺跡
い せ き

』より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・場所
ば し ょ

 大字
おおあざ

新久
あ ら く

字
あざ

八坂前
やさかまえ

  

・奈良
な ら

・平安
へいあん

時代
じ だ い

生産
せいさん

遺跡
い せ き

（窯跡
かまあと

） 

・昭和
しょうわ

４０年
   ねん

、５５年
   ねん

、６２～６３年
   ねん

 発掘
はっくつ

調査
ちょうさ

 

 

【発見
はっけん

されたもの】 

・４０年
ねん

…３基
 き

の「登
のぼ

り窯
がま

」 

・５５年
   ねん

…３基
 き

の「登
のぼ

り窯
がま

」 粘土
ね ん ど

をとった穴
あな

の跡
あと

 

・６２年
   ねん

…２基
 き

の「登
のぼ

り窯
がま

」 

全部
ぜ ん ぶ

で８基
き

の窯跡
かまあと

が見つかりました
み       

。 

いずれも丘 陵
きゅうりょう

の斜面
しゃめん

を利用
り よ う

して「窯
かま

」をつくる「登
のぼ

り窯
がま

」です。 

・たくさんの瓦
かわら

（平
ひら

瓦
がわら

・丸瓦
まるがわら

・軒
のき

平
ひら

瓦
がわら

・軒
のき

丸瓦
まるがわら

など） 

・たくさんの須恵器
す え き

（坏
つき

・埦
わん

・壺
つぼ

・甕
かめ

など） 

・獣
じゅう

脚付
きゃくつき

香炉
こ う ろ

 

香炉
こ う ろ

の脚
あし

の部分
ぶ ぶ ん

が動物
どうぶつ

の足
あし

の形
かたち

をしているもので、 

９世紀
  せいき

の出土品
しゅつどひん

としてはたいへん貴重
きちょう

なもの 

・陶器
と う き

でできた硯
すずり

（陶
とう

硯
けん

） 

 

出て
で  

きた瓦
かわら

や須恵器
す え き

から「窯
かま

」が使
つか

われていた時期
じ き

を３つに分
わ

けることができます。 

 

第
だい

１期
き

…須恵器
す え き

づくりを目的
もくてき

として４基
き

の「窯
かま

」がつくられる。 

第
だい

２期
き

…（国分寺
こくぶんじ

七重
しちじゅう

の塔
とう

の再建
さいけん

の頃
ころ

） 

    瓦づくり
かわら      

が始
はじ

まると新しい
あたら    

「窯
かま

」がつくられ、８基
 き

の「窯
かま

」すべてで瓦
かわら

の生産
せいさん

が

行
おこな

われるようになる。 

第
だい

３期
き

…瓦
かわら

の需要
じゅよう

がなくなったため、３基
 き

の「窯
がま

」は使
つか

われなくなり、残
のこ

された「窯
がま

」で須恵器
す え き

をつくっていた。  

※昭和
しょうわ

５５年
   ねん

に発掘
はっくつ

調査
ちょうさ

された部分
ぶ ぶ ん

（公園
こうえん

の南側
みなみがわ

）は、現在
げんざい

保存
ほ ぞ ん

されています。 

 

２．八坂前
やさかまえ

窯跡
かまあと

  

 

「入間市
い る ま し

の遺跡
い せ き

」より 

「入間市
い る ま し

博物館
はくぶつかん

常設
じょうせつ

展示
て ん じ

図録
ず ろ く

」より 

－入間
い る ま

市立
し り つ

図書館
としょかん

－ 

協 力
きょうりょく

・入間市
い る ま し

博物館
はくぶつかん

 

 

・場所
ば し ょ

 仏子
ぶ し

字
あざ

前内出
まえうちで

 

・奈良
な ら

時代
じ だ い

生産
せいさん

遺跡
い せ き

（窯跡
かまあと

） 

・昭和
しょうわ

４７年
   ねん

 発掘
はっくつ

調査
ちょうさ

 

 

【発見
はっけん

されたもの】 

・北斜面
きたしゃめん

に２基
 き

の「登
のぼ

り窯
がま

」 

・東斜面
ひがししゃめん

に２基
 き

の「窯
かま

」 

・たくさんの須恵器
す え き

（坏
つき

や埦
わん

） 

・瓦
かわら

が少し
すこ  

 

 

出て
で  

きた須恵器
す え き

から、この窯
かま

は８世紀
 せ い き

に使
つか

われていたと考
かんが

えられています。 

２つの「登
のぼ

り窯
がま

」は小さめ
ちい    

（全長
ぜんちょう

５メートル以下
い か

）で出土品
しゅつどひん

も小さな
ちい    

ものが多く
おお  

、生活
せいかつ

用品
ようひん

である須恵器
す え き

をつくっていたものと思われます
おも       

。 

やがて七重
しちじゅう

の塔
とう

の再建
さいけん

が始
はじ

まり瓦
かわら

の需要
じゅよう

が増
ふ

えると、もっと大きな
おお    

「登
のぼ

り窯
がま

」が瓦
かわら

の運搬
うんぱん

に便利
べ ん り

な加治
か じ

丘 陵
きゅうりょう

の南側
みなみがわ

に新しく
あたら    

作られ
つく    

、窯業
ようぎょう

の中心
ちゅうしん

はそちらに移
うつ

って

いったようです。 

１．前内出
まえうちで

窯跡
かまあと

 
 

「入間市
い る ま し

の遺跡
い せ き

」より 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考
さんこう

にした資料
しりょう

（41・42・43号
ごう

）＞ 

「入間市史
い る ま し し

」（原始
げ ん し

・古代
こ だ い

資料編
しりょうへん

）（通史編
つうしへん

）（民俗
みんぞく

・文化
ぶ ん か

財編
ざいへん

）  

「入間市
い る ま し

の遺跡
い せ き

」 「入間市
い る ま し

博物館
はくぶつかん

常設
じょうせつ

展示
て ん じ

図録
ず ろ く

」 「入間市
い る ま し

の指定
し て い

文化
ぶ ん か

財
ざい

案内
あんない

」「入間市
い る ま し

八坂前
やさかまえ

窯跡
かまあと

」  

「八坂前
やさかまえ

窯跡
かまあと

 第
だい

３次
じ

調査
ちょうさ

」 「入間市
い る ま し

の文化
ぶ ん か

財
ざい

第
だい

５集
しゅう

」（入間市
い る ま し

文化
ぶ ん か

財
ざい

保護
ほ ご

審議
し ん ぎ

委員会
いいんかい

（編
へん

）） 

「武蔵
む さ し

新久
あ ら く

窯跡
かまあと

」（坂詰
さかずめ

秀一
ひでいち

（編
へん

）雄山閣
ゆうざんかく

）「埼玉県
さいたまけん

立
りつ

博物館
はくぶつかん

展示
て ん じ

解説
かいせつ

・歴史
れ き し

１」（埼玉県
さいたまけん

立
りつ

博物館
はくぶつかん

（編
へん

）刊
かん

） 

「図説
ず せ つ

埼玉県
さいたまけん

の歴史
れ き し

」（小野
お の

文
ふみ

雄
お

（責任
せきにん

編集
へんしゅう

）河出
か わ で

書房
しょぼう

新社
しんしゃ

） 

「古代史
こ だ い し

復元
ふくげん

⑨古代
こ だ い

の都
みやこ

と村
むら

」（金子裕之
かねこひろゆき

（編
へん

）講談社
こうだんしゃ

） 

「文化
ぶ ん か

財
ざい

を探
さぐ

る科学
か が く

の眼
め

②石器
せ っ き

・土器
ど き

・装飾品
そうしょくひん

を探
さぐ

る」（平尾
ひ ら お

良光
よしみつ

・山岸良二
やまぎしりょうじ

（編
へん

）国土社
こくどしゃ

） 

「日本
に ほ ん

歴史
れ き し

探検
たんけん

①古代
こ だ い

を発掘
はっくつ

する」（国立
こくりつ

歴史
れ き し

民俗
みんぞく

博物館
はくぶつかん

（編
へん

）福武
ふくたけ

書店
しょてん

） 

「古代史用語
こ だ い し よ う ご

事典
じ て ん

」（武光
たけみつ

誠
まこと

（編
へん

）新人物
しんじんぶつ

往来社
おうらいしゃ

） 

「学習
がくしゅう

に役立
や く だ

つ教科書用語
きょうかしょようご

事典
じ て ん

 社会科
しゃかいか

④」（川上
かわかみ

親
ちか

孝
たか

（責任
せきにん

編集
へんしゅう

）学習
がくしゅう

研究社
けんきゅうしゃ

） 

 

・場所
ば し ょ

 入間市
い る ま し

新久
あ ら く

 

・奈良
な ら

、平安
へいあん

時代
じ だ い

生産
せいさん

遺跡
い せ き

（窯跡
かまあと

） 

・昭和
しょうわ

３８年
   ねん

、４４年
   ねん

発掘
はっくつ

調査
ちょうさ

 

                  

【発見
はっけん

されたもの】 

＜Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ地点
ち て ん

＞ 

・６基
 き

の「登
のぼ

り窯
がま

」 

・工房
こうぼう

の跡
あと

とみられる住居
じゅうきょ

跡
あと

が１軒
  けん

 

＜Ｅ・Ｆ地点
ち て ん

＞ 

・１基
き

の「窯
かま

」 

・瓦
かわら

の集 積 場
しゅうせきじょう

の跡
あと

と思われる
おも      

もの 

・２軒
  けん

の住居
じゅうきょ

跡
あと

 

・瓦
かわら

（軒
のき

丸瓦
まるがわら

・軒
のき

平
ひら

瓦
がわら

・丸瓦
まるがわら

・平
ひら

瓦
がわら

など） 

・須恵器
す え き

 

・陶器
と う き

でできた硯
すずり

（陶
とう

硯
けん

） 

 

 

 

新久
あ ら く

窯跡
かまあと

は、八坂前
やさかまえ

窯跡
かまあと

とともに東金子
ひがしかねこ

窯跡
かまあと

群
ぐん

の中心
ちゅうしん

となる窯跡
かまあと

です。 

この窯跡
かまあと

で見つかった
み     

瓦
かわら

と同
おな

じ瓦
かわら

が、武蔵
む さ し

の国
くに

の国分寺
こくぶんじ

跡
あと

からも見つかって
み     

います。 

このことから、ここで作られた
つく      

瓦
かわら

が国分寺
こくぶんじ

に使
つか

われたことが分
わ

かるのです。また国分寺
こくぶんじ

の

塔
とう

の跡
あと

から特
とく

に多く
おお  

見つかって
み     

いるので、８４５年
     ねん

に再建
さいけん

が許可
き ょ か

された七重
しちじゅう

の塔
とう

に使
つか

われ

た瓦
かわら

が新
あら

久
く

窯跡
かまあと

で作られた
つく      

ものと考
かんが

えられます。 

これらのことから、この「登
のぼ

り窯
がま

」が使
つか

われていた時期
じ き

を９世紀中
  せいきなか

頃
ごろ

と決める
き   

ことができ

ます。 

現在
げんざい

、この「登
のぼ

り窯
がま

」２基
き

（地図
ち ず

のＡ地点
ち て ん

）は「窯跡
かまあと

公園
こうえん

」として保存
ほ ぞ ん

され、昭和
しょうわ

５３年
   ねん

 

（１９７８）「入間市
い る ま し

の指定
し て い

文化
ぶ ん か

財
ざい

（史跡
し せ き

）」に指定
し て い

されています。 

 

ここから見つかった
み     

瓦
かわら

や須恵器
す え き

には、

文字
も じ

が書
か

かれているものが多く
おお  

、特
とく

に

「入間
い る ま

」とか入間
い る ま

を意味
い み

する「伊
い

」の字
じ

が書
か

かれているものも見
み

つかっていま

す。「伊
い

利
り

麻
ま

」の「伊
い

」だよ！ 

 

このころの土器
ど き

には、弥生
や よ い

土器
ど き

の流れ
なが  

をくむ「土師器
は じ き

」と朝鮮
ちょうせん

半島
はんとう

の技術
ぎじゅつ

の流れ
なが  

をくむ

「須恵器
す え き

」の２種類
しゅるい

があります。 

 

３．新久
あ ら く

窯跡
かまあと

 
 「土師器

は じ き

」と「須恵器
す え き

」とは？ 
 

 

古墳
こ ふ ん

時代
じ だ い

から平安
へいあん

時代
じ だ い

の間
あいだ

（３

～１２世紀
   せ い き

頃）使
つか

われていた 

素
す

焼
や

きの土器
ど き

。 

８００～９００℃
ど

ぐらいの温度
お ん ど

で作られ
つく    

、赤み
あか  

がかった茶色
ちゃいろ

を

している。 

 

土師器
は じ き

  

５世紀
  せいき

の中
なか

ごろに朝鮮
ちょうせん

半島
はんとう

から伝わった
つた      

技術
ぎじゅつ

で焼かれた
や    

土器
ど き

。青
あお

みがかった灰色
はいいろ

を

していて、１１００℃
ど

ぐらいの高い
たか  

温度
お ん ど

で

作られる
つく      

ため、堅
かた

く焼き
や  

締
し

まっている。 

①ろくろを使
つか

って形づくられて
かたち         

いる。 

②高い
た か  

温度
お ん ど

で焼かなくて
や     

はならないので

「登
のぼ

り窯
がま

」を使
つか

って焼かれて
や    

いる。 

という、２つの大きな
おお    

特徴
とくちょう

があります。 

 

須恵器
す え き

 

「入間市
い る ま し

の遺跡
い せ き

」より 

現在
げんざい

は、ここに 

入間
い る ま

台
だい

団地
だ ん ち

が造成
ぞうせい

されています。 

（A地点
ち て ん

 → かまあと公園
こうえん

） 

Ａ 

B 

C 

D 

E 

F 



いるま・こども郷土
きょうど

資料
しりょう

 

どんなところ？ぼくのまち 

Ｎｏ．４４ 入間市
い る ま し

立
りつ

図書館
と し ょ か ん

のあゆみ（１） 

 
 

いま、入間市
い る ま し

には５つの市立
し り つ

図書館
としょかん

があります。 

①本館
ほんかん

（産業
さんぎょう

文化
ぶ ん か

センター内
ない

） 

②西武
せ い ぶ

分館
ぶんかん

 

③金子
か ね こ

分館
ぶんかん

（金子
か ね こ

支所
し し ょ

・金子
か ね こ

公民館
こうみんかん

といっしょのたてものです。） 

④藤沢
ふじさわ

分館
ぶんかん

（藤沢
ふじさわ

支所
し し ょ

・藤沢
ふじさわ

公民館
こうみんかん

といっしょのたてものです。） 

⑤宮寺
みやでら

配本所
はいほんじょ

（宮寺
みやでら

公民
こうみん

館内
かんない

） 

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－入間
い る ま

市立
し り つ

図書館
としょかん

－ 

協 力
きょうりょく

・入間市
い る ま し

博物館
はくぶつかん

 

 

図書館
と し ょ か ん

むかしむかし 

 

紀元前
きげんぜん

６５０年
      ねん

ごろ、アッシリアという国
くに

の王
おう

さまは図書
と し ょ

の収 集
しゅうしゅう

に熱心
ねっしん

で、ニネヴ

ェの町
まち

の王宮
おうきゅう

に２万点
まんてん

をこえる図書
と し ょ

をあ

つめていました。これらの図書
と し ょ

は、粘土板
ねんどばん

に

そのころの文字
も じ

（くさび形
がた

文字
も じ

）が書かれた
か    

もので、なんらかの基準
きじゅん

によって分類
ぶんるい

され

てならべられていたことが調査
ちょうさ

によってわ

かりました。 

アッシリアのニネヴェの図書館
としょかん

 

 

 

紀元前
きげんぜん

３～４世紀
  せいき

ごろ、エジプトのプトレ

マイオス王朝
おうちょう

の王
おう

さまは、アレクサンドリ

アの町
まち

に蔵書数
ぞうしょすう

が４０～７０万点
    まんてん

ともいわ

れている大きな
おお    

図書館
としょかん

をつくりました。 

ここにおさめられていた図書
と し ょ

はパピルスと

いう植物
しょくぶつ

でつくられた巻き
ま  

ものに書
か

かれ

たものです。 

ここでは、図書
と し ょ

の目録
もくろく

もつくられていたよ

うです。 

エジプトのアレクサンドリアの図書館
としょかん

 

 

 

奈良
な ら

時代
じ だ い

に、国
くに

の公文書
こうぶんしょ

やお経
 きょう

などを保管
ほ か ん

するために「図書寮
としょりょう

」という役所
やくしょ

がつくら

れました。 

また、そのころ知識人
ちしきじん

のなかには、自分
じ ぶ ん

の蔵書
ぞうしょ

をほかの人
ひと

が利用
り よ う

できるように公開
こうかい

し

た「文庫
ぶ ん こ

」をひらく人
ひと

もあらわれました。 

武士
ぶ し

の時代
じ だ い

になると、武士
ぶ し

のために「金沢
かなざわ

文庫
ぶ ん こ

」（鎌倉
かまくら

時代
じ だ い

）、「足利
あしかが

学校
がっこう

」内
ない

の文庫
ぶ ん こ

（室町
むろまち

時代
じ だ い

）などがつくられました。 けれど、いずれもかぎられた人
ひと

たちしか利用
り よ う

できな

いものでした。 

そのため、明治
め い じ

時代
じ だ い

になると西洋
せいよう

の文化
ぶ ん か

をとりいれて、明治
め い じ

５年
  ねん

（１８７２）、東京
とうきょう

の

湯島
ゆ し ま

に「書籍館
しょせきかん

」という図書館
としょかん

がつくられ、有料
ゆうりょう

ではありましたが、だれでも利用
り よ う

す

ることができるようになりました。 

その後
  ご

、各地
か く ち

でいろいろな図書館
としょかん

がつくられました。そのなかには無料
むりょう

で使える
つか    

図書館
としょかん

もありましたが、公立
こうりつ

図書館
としょかん

の利用
り よ う

を無料
むりょう

とすることが正式
せいしき

に定められた
さだ        

のは第二次
だ い に じ

世界
せ か い

大戦後
たいせんご

のことです。 

日本
に ほ ん

の図書館
としょかん

 

 

そのほか、移動
い ど う

図書館
としょかん

（本
ほん

を

のせた自動車
じどうしゃ

）が市内
し な い

をま

わり、図書館
としょかん

からはなれた

ところにすむ人
ひと

たちに、本
ほん

の貸出
かしだし

・返却
へんきゃく

などをしてい

ます。 

 

①本館
ほんかん

 

②西武
せ い ぶ

分館
ぶんかん

 

③金子
か ね こ

分館
ぶんかん

 
④藤沢

ふじさわ

分館
ぶんかん

 

⑤宮寺
みやでら

配本所
はいほんじょ

 



入間
い る ま

市立
し り つ

図書館
と し ょ か ん

のあゆみ 

いまのような図書館
としょかん

が、さいしょからあったわけではありません。 

すこしずつ整備
せ い び

されて、今
いま

のような図書館
としょかん

になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いるましりつとしょかん・ニュース  

昭和
しょうわ

４１年
ねん

（１９６６）４月
がつ

１日
ついたち

 

さいしょの図書館
と し ょ か ん

たんじょう！ 

 

昭和
しょうわ

３１年
   ねん

（１９５６）にできた武蔵町
むさしまち

が 

昭和
しょうわ

４１年
   ねん

（１９６６）１１月
   がつ

１日
ついたち

に「市
し

」 

になり、名前
な ま え

も「入間市
い る ま し

」とあらためられる 

ことになりました。そこで それにあわせて 

図書館
としょかん

もつくられることになり、昭和
しょうわ

４１年
   ねん

 

（１９６６）４月
  がつ

１日
ついたち

に、さいしょの図書館
としょかん

 

ができました。 
 

場所
ば し ょ

は役場
や く ば

（そのころは武蔵町
むさしまち

役場
や く ば

、のち入間市
い る ま し

役所
やくしょ

となります）の敷地内
しきちない

で、プレハブ造
       づく

り 

の建物
たてもの

でした。この場所
ば し ょ

は敷地
し き ち

も狭
せま

く、また  

建物
たてもの

も老朽化
ろうきゅうか

してきたため、このあと市
し

役所
やくしょ

や図
と

書
しょ

館
かん

は別
べつ

の場所
ば し ょ

へ移転
い て ん

することとなりま

した。 

その準備
じゅんび

のため、この最初
さいしょ

の図書館
としょかん

は昭和
しょうわ

  

４７年
    ねん

（１９７２）３月
  がつ

に閉館
へいかん

しました。 

 

そのころの市
し

役所
やくしょ

（一部
い ち ぶ

） 

「いるま（市制
し せ い

施行
し こ う

25周年
しゅうねん

記念
き ね ん

要覧
ようらん

）」より 

 

 いるましりつとしょかん・ニュース    

昭和
しょうわ

４８年
ねん

（１９７３）５月
がつ

１６日
にち

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央
ちゅうおう

公民館
こうみんかん

２階
  かい

の北がわ
きた    

部分
ぶ ぶ ん

（右がわ
みぎ    

） 

がそのころの図書館
としょかん

だったところです。 

 

この図書館
としょかん

も、約
やく

１０年
   ねん

たち、 

また別
べつ

の場所
ば し ょ

へ移
うつ

ることとなりました。 

その準備
じゅんび

のために昭和
しょうわ

５９年
   ねん

（１９８４）１０月
   がつ

に閉館
へいかん

しました。 

～ そのころの図書館
としょかん

 ～ 

・ひとり２冊
  さつ

まで、１週間貸し出し
しゅうかん か    だ   

します。 

・月曜日
げつようび

が休館
きゅうかん

日
び

で日曜日
にちようび

は正午
しょうご

まで

の開館
かいかん

となります。 

・返却
へんきゃく

期限
き げ ん

をすぎた人
ひと

にはとくそくを

おこなっていますが、年
ねん

２回
  かい

とくそ

くをうけるとしばらく「貸し出し
か  だ  

停止
て い し

」になります。 

さて、つぎの 

図書館
としょかん

はいずこに？ 

「市
し

報
ほう

いるま」 

      昭和
しょうわ

48年
ねん

5月
がつ

1
つい

日号
たちごう

より 

参考
さんこう

にした資料
しりょう

は、45号
ごう

にまとめてのせます。 

あわせて、中央
ちゅうおう

公民
こうみん

館内
かんない

に 

 図書館
と し ょ か ん

もひっこし、 

 あらたにオープン！ 
 

 

まるひろ 

百貨店
ひゃっかてん

 

入
いる

間
ま

市
し

駅
えき

 

豊岡
とよおか

高校
こうこう

 

霞
かすみ

川
がわ

 

この場所
ば し ょ

に、武蔵町
むさしまち

役場
や く ば

（のち入間市
い る ま し

役
やく

所
しょ

）がありました。 

最初
さいしょ

の図書館
としょかん

も、同
おな

じ敷地内
しきちない

にありまし

た。 

国道
こくどう

１６号
ごう

 



いるま・こども郷土
き ょ う ど

資料
し り ょ う

 

どんなところ？ぼくのまち 

Ｎｏ．４５ 入間
い る ま

市立
し り つ

図書館
と し ょ か ん

のあゆみ（２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年
ねん

 分
ぶん

  館
かん

 新
あたら

しいサービス 

昭和
しょうわ

61年
ねん

 

（１９８６） 

８月
  がつ

１日
ついたち

 

宮寺
みやでら

公民館
こうみんかん

の２階
 か い

に宮寺
みやでら

配本所
はいほんじょ

が開設
かいせつ

。 

９月
  がつ

１日
ついたち

から 

カセットテープの貸し出し
か  だ  

をはじめる。 

昭
しょう

和
わ

６３年
ねん

 

（１９８８） 

 
５月
  がつ

１日
ついたち

から 

コンパクトディスク（ＣＤ）の貸し出し
か  だ  

をはじめる。 

平成
へいせい

 元年
がんねん

 

（１９８９） 

 
４月
 が つ

１日
ついたち

から 

・美術
びじゅつ

作品
さくひん

（複製
ふくせい

絵画
か い が

）の貸し出し
か  だ  

をはじめる。 

・視聴覚
しちょうかく

ライブラリーが図書館
としょかん

に移
うつ

される。 

 

 

 

・５月
がつ

１６日
にち

からビデオテープの貸出
かしだし

をはじめる。 

平成
へいせい

 ５年
 ね ん

 

（１９９３） 

５月
 が つ

８日
よ う か

 

西武
せ い ぶ

分館
ぶんかん

が開館
かいかん

。 

平成
へいせい

 ６年
ねん

 

（１９９４） 

７月
 が つ

１４日
  か

 

金子
か ね こ

分館
ぶんかん

が開館
かいかん

。 

平成
へいせい

 ７年
ねん

 

（１９９５） 

 
１０月

がつ

１日
ついたち

から 

所沢市
ところざわし

・狭山市
さ や ま し

・飯能市
はんのうし

・入間市
い る ま し

の４市
 し

の市立
し り つ

図書館
としょかん

の

相互
そ う ご

利用
り よ う

がはじまり、ほかの３市
 し

の図書館
としょかん

も利用
り よ う

でき

るようになる。 

平成
へいせい

１１年
ねん

 

（１９９９） 

 
６月

がつ

１日
ついたち

からコンピュータ・システムが新
あたら

しくなる。 

※それにより７月
  がつ

１日
ついたち

から、図書館
としょかん

にある資料
しりょう

をイン

ターネットで調
しら

べられるようになる。 

平
へい

成
せい

１２年
ねん

 

（２０００） 

 
６月
 が つ

１日
ついたち

から 

図書館
としょかん

にある本
ほん

をインターネットで予約
よ や く

できるように

なる。 

平
へい

成
せい

１３年
ねん

 

（２００１） 

４月
  がつ

１４日
  か

 

藤沢
ふじさわ

分館
ぶんかん

が開館
かいかん

。 

 

平成
へいせい

２０年
ねん

 

（２００8） 

 ＤＶＤの貸出
かしだし

を始
はじ

める。自然
し ぜ ん

科学
か が く

、世界
せ か い

遺産
い さ ん

、名作
めいさく

、

子供向
こ ど も む

けのアニメなど幅広
はばひろ

くあります。 

 

   いるましりつとしょかん・ニュース！！            

 

－入間
い る ま

市立
し り つ

図書館
としょかん

－ 

協 力
きょうりょく

・入間市
い る ま し

博物館
はくぶつかん

 

 

このあと、図書館
としょかん

の数
かず

も仕事
し ご と

もどんどん増
ふ

えていきます。 

 

県内
けんない

で３番目
ば ん め

 

 

１６ミリフィルム、上映用
じょうえいよう

ＤＶＤ

の貸出
かしだし

等
など

をしています。現在
げんざい

は

西武
せ い ぶ

分館
ぶんかん

で行
おこな

っています。 

 

藤沢
ふじさわ

支所
し し ょ

、藤沢
ふじさわ

公民館
こうみんかん

と同じ
お な じ

建物
たてもの

です。 



 

 

 

 

 

 

 
入間市
い る ま し

の人口
じんこう

 １年間
  ねんかん

の 

利用者数
りようしゃすう

 

蔵書数
ぞうしょすう

 

（ＡＶ資料
しりょう

・

雑誌
ざ っ し

・をのぞく） 

１年間
  ねんかん

の 

貸出
かしだし

冊数
さっすう

 

さいしょの図書館
としょかん

のころ 

（むかしの市
し

役所
やくしょ

のとなり） 

【１９７０年
ねん

】 

65，656人
にん

 12，864人
にん

 6，988冊
さつ

 4，717冊
さつ

 

２ばんめの図書館
としょかん

のころ 

（中央
ちゅうおう

公民
こうみん

館内
かんない

） 

【１９７５年
       ねん

】 

84，343人
にん

 14，809人
にん

 14，719冊
さつ

 24，508冊
さつ

 

いまの本館
ほんかん

ができたころ 

(産業
さんぎょう

文化
ぶ ん か

センター内
ない

) 

【１９８５年
      ねん

】 

118，３64人
にん

 141，004人
にん

 72，739冊
さつ

 366，576冊
さつ

 

平成
へいせい

２５年度
ね ん ど

 

【２０１３年
ねん

】 

150，010人
にん

 286，884人
にん

 529，551冊
さつ

 932，400冊
さつ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館
としょかん

に来
き

たのべ人数
にんずう

は、約
やく

２3倍
ばい

 

図書館
としょかん

で借
か

りられた本
ほん

の 

のべ冊数
さっすう

は、約
やく

２０４倍
ばい

！ 

約
やく

４０年
ねん

の間
あいだ

に  

入間市
い る ま し

の人口
じんこう

は 約
やく

２倍
ばい

 

図書館
としょかん

の本
ほん

の数
かず

は 約
やく

７５倍
ばい

 

 

移動
い ど う

図書館
としょかん

とは、自動車
じどうしゃ

に図書館
としょかん

の資料
しりょう

をのせたものです。 

図書館
としょかん

から 遠
とお

い場所
ば し ょ

を定期的
ていきてき

にまわって、本
ほん

の貸出
かしだし

や返却
へんきゃく

をします。 

入間市
い る ま し

の移動
い ど う

図書館
としょかん

「やまばと号
ごう

」は昭和
しょうわ

５１年
   ねん

（１９７６）から市内
し な い

の巡回
じゅんかい

 

を始
はじ

めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「やまばと号
ごう

」も昭和
しょうわ

５８年
   ねん

（１９８３）３月
  がつ

には、２代
  だい

め「やまばと号
ごう

」へと自動車
じどうしゃ

がかわり、平成
へいせい

６年
  ねん

（１９９４）１月
がつ

に新
あたら

しくなった３代
  だい

め「やまばと号
ごう

」が、現在
げんざい

使
つか

われているものです。 

（   これは初代
しょだい

の「やまばと号
ごう

」です。） 

 

数字
す う じ

でみる入間
い る ま

市立
し り つ

図書館
と し ょ か ん

のあゆみ 

  「統計
とうけい

いるま」と「図書館
としょかん

要覧
ようらん

」より 

移動
い ど う

図書館
と し ょ か ん

やまばと号
ごう

 
 

みたこと 

あるかな？ 

 

 

初代
しょだい

 やまばと号
ごう

 ２，３００冊
さつ

 

２代
  だい

めやまばと号
ごう

 ２，８００冊
さつ

 

３代
だい

めやまばと号
ごう

 ２，９００冊
さつ

 

４代
だい

めやまばと号
ごう

 ３，０００冊
さつ

 

 

「やまばと号
ごう

」に 

のせられる本
ほん

の冊数
さっすう

 

 

これが、今
いま

使
つか

われて

いるものです。 

 

「調
しら

べ学習
がくしゅう

にやくだつ図書館
としょかん

シリーズ①図書館
としょかん

ってなんだろう」（笠原良郎
かさはらよしろう

 著
ちょ

 ポプラ社
しゃ

） 

「社会科
しゃかいか

はじめて大百科
だいひゃっか

②まちのなか」（早野
は や の

美智代
み ち よ

 文
ぶん

 ポプラ社） 

「くらしをまもる・くらしをささえる⑳図書館
としょかん

」（秋山
あきやま

滋
しげる

 文
ぶん

 岩崎
いわさき

書店
しょてん

） 

「世界
せ か い

大百科
だいひゃっか

事典
じ て ん

」（下中
しもなか

直人
な お と

 編
へん

 平凡社
へいぼんしゃ

）「日本
に ほ ん

大百科
だいひゃっか

全書
ぜんしょ

」（相賀
あ い が

徹夫
て つ お

 編
へん

 小学館
しょうがっかん

） 

「統計
とうけい

いるま（入間市
い る ま し

統計書
とうけいしょ

」（入間市
い る ま し

）（70・72・75・77・79・81・昭
しょう

和
わ

58・昭
しょう

和
わ

61・昭
しょう

和
わ

62・平成
へいせい

元年
がんねん

・

平成
へいせい

3・平成
へいせい

5・平成
へいせい

7・平成
へいせい

9・平成
へいせい

11） 

「図書館
としょかん

要覧
ようらん

 平成
へいせい

12年度
ね ん ど

」（入間
い る ま

市立
し り つ

図書館
としょかん

）「いるま市勢
し せ い

要覧
ようらん

（入間
い る ま

市制
し せ い

施行
し こ う

２５周年
しゅうねん

記念
き ね ん

市勢
し せ い

要覧
ようらん

」（入間市
い る ま し

） 

「市
し

報
ほう

いるま」Ｎｏ．203 ・. 268・376・623.・７42（入間市
い る ま し

）「いるましの図書館
としょかん

」（入間
い る ま

市立
し り つ

図書館
としょかん

） 

 

４４・４５号
         ごう

で参考
さんこう

にした資料
しりょう

 

 

 
それ以前

い ぜ ん

は１９６０年代
       ねんだい

から、埼玉県
さいたまけん

の移動
い ど う

図書館車
としょかんしゃ

「むさしの号
ごう

」が入間
い る ま

市内
し な い

にも巡回
じゅんかい

にきていました。 

これは、入間市
い る ま し

で「やまばと号
ごう

」の

巡回
じゅんかい

をはじめたことにより、来
こ

なく

なりました。 

「
市 し

報 ほ
う

い
る
ま
」
№
６
２
３
よ
り 

（「市
し

報
ほう

いるま」Ｎｏ．２６８より） 
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