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 こんにちは。岩手県立図書館マスコットキャラクターの“そめちゃん”です。 

岩手県立図書館は、2022年(令和
れ い わ

4)4月 20日に、創立
そうりつ

100周年
しゅうねん

を迎
むか

えま

した。初代岩手県立図書館は、「平民
へいみん

宰相
さいしょう

」として知られる盛岡市
も り お か し

出身
しゅっしん

の

政治家
せ い じ か

・原敬
はらたかし

の寄付
き ふ

を受け、1922年(大正 11)4月 20日に開館しました。 

 その後、現在
げんざい

のもりおか歴史
れ き し

文化館
ぶんかかん

として使用されている 2 代目館を経て、

2006 年(平成
へいせい

18)にいわて県民
けんみん

情報
じょうほう

交流
こうりゅう

センター(アイーナ)に移転
い て ん

開館
かいかん

し

ました。 

100年という図書館の長い歴史には、いろんなことがありました。 

私がナビゲーターとして、図書館のあゆみをご紹介します。 



 

 

 

日本に図書館の原型
げんけい

が誕
たん

生
じょう

したのは奈良
な ら

時代のことです。8世紀
せ い き

の半ばごろ奈良
な ら

時代後期に、貴族
き ぞ く

の屋敷内
や し き な い

に作られた文庫(本を入れておく建物
たてもの

)が、日本初
はつ

の公開図書館といわれています。しかし、こう

した施設
し せ つ

を利用できるのは、貴族
き ぞ く

や武士
ぶ し

など、一部の人に限
かぎ

られていました。 

江戸
え ど

時代になると、本の出版
しゅっぱん

が広まり、文字を読める人もふえました。各地
か く ち

の藩校
はんこう

(武士
ぶ し

の子のための

学校)には文庫が作られ、一般
いっぱん

の人々向
む

けには、神社の文庫や、本をたくさん持っている人が蔵書
ぞうしょ

(自分

の本)を公開する例
れい

などがみられるようになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明治
め い じ

～大正
たいし ょ う

時代
じ だ い

初期
し ょ き

 

明治
め い じ

時代になると、西洋から新しい技術
ぎじゅつ

や文化がもたらされ、海外の図

書館のようすも紹
しょう

介
かい

されるようになります。これらを参考
さんこう

に、誰
だれ

でも利用で

きる近代的
きんだいてき

な公共
こうきょう

図書館が各地
か く ち

に設立
せつりつ

されました。 

岩手県では、新しい知識
ち し き

を求
もと

める人々によって、私立
し り つ

の読書
どくしょ

施設
し せ つ

が作られ

ました。1873年(明治
め い じ

6)盛岡
もりおか

に誕
たん

生
じょう

した 

「書籍
しょじゃく

展覧所
てんらんじょ

(場)」は、のちに「求
きゅう

我社
が し ゃ

」

と名前を変え、岩手県の自由
じ ゆ う

民権
みんけん

運動
うんどう

の中心となる政治
せ い じ

団体
だんたい

へと変
か

わっていき

ます。その後、１８７９年(明治
め い じ

１２)には

遠野
と お の

に「信
しん

成
せい

書籍館
しょじゃくかん

」、盛岡
もりおか

に「協
きょう

同社
どうしゃ

」が設立
せつりつ

され、こうした施設
し せ つ

の

一つとして、１８８２年(明治
め い じ

１５)、盛岡に岩手県立図書館の前身となる

会員制
かいいんせい

の図書館「玉東舎
ぎょくとうしゃ

」が誕生
たんじょう

しました。玉東舎
ぎょくとうしゃ

では、会員
かいいん

たちが

毎月会費
か い ひ

を出し合って本を買い集め、いずれは誰
だれ

もが利用
り よ う

できる図書

館を作ることを目標
もくひょう

にしていました。 

 

青柳
あおやぎ

文庫
ぶ ん こ

 

青柳文蔵(『青柳

文蔵翁伝』岩手県

図書館協会 1931) 

現
げん

一関市
いちのせきし

東山町
ひがしやまちょう

(当時は仙
せん

台
だい

藩
はん

)生

まれの青柳
あおやぎ

文蔵
ぶんぞう

(1761～1839)が

蔵書
ぞうしょ

・資金
し き ん

を提
てい

供
きょう

し、1831 年(天保
てんぽう

2)仙台
せんだい

城下
じょうか

に作った文庫。武士
ぶ し

や町

人の区別
く べ つ

なく利用
り よ う

でき、公共
こうきょう

図書館の

さきがけと言われています。 

「図書館」という 

名前はまだなかった 

んだね。グループでお金を 

集めて本を買ったり、個人
こ じ ん

が 

自宅
じ た く

や蔵
ぞ う

書
し ょ

を開放 

したりという形が 

多かったみたい。 

書籍
しょじゃく

展覧所
て ん ら ん じ ょ

(求
きゅう

我社
が し ゃ

) 

で、新聞が読
よ

める 

ことを伝
つ た

えた記事 

『日進
に っ し ん

新聞』 

1877 年(明治10)12 月8 日 

 

 

 岩手ゆかりの人々による図書館 江戸
え ど

時代 

岩手の図書館のはじまり 

現二戸市
げ ん に の へ し

福岡
ふくおか

生まれの

小保内
お ぼ な い

定身
さ だ み

(1834～1883)が、1863

年(文久３)頃
ごろ

、同市の吞
とん

香
こ う

稲荷
い な り

神社
じんじゃ

境内
けいだい

に作った文庫。人々がお金を出しあって本

を買う仕組みを作り、地域
ち い き

の人材
じんざい

を育て

ました。 

明治期
め い じ き

の帝国
て い こ く

図書館
と し ょ か ん

 

(『東京風景』明治 44 年) 

国立
こ く り つ

国会
こ っ か い

図書館
と し ょ か ん

デジタル 
コレクションより 

稲荷
い な り

文庫
ぶ ん こ

 

1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明治
め い じ

前期の読書施設
し せ つ

は、書籍館
しょじゃくかん

、書籍
しょじゃく

縦
じゅう

覧
らん

所
じ ょ

、図書室な

ど、さまざまな名前でよばれ、「図書館」という名前が定着した

のは、１８９０年(明治
め い じ

２３)に改正
かいせい

された「小学校令
れい

」で“図書

館”が使われるようになってからのことです。1899 年(明治
め い じ

32)に図書館に関
かん

する法令
ほうれい

「図書館令」が作られ、この頃
ころ

に

は岩手県にも公立
こうりつ

図書館開設
かいせつ

を求
もと

める声が高まりました。誰
だれ

もが利用
り よ う

できる図書館設立
せつりつ

を目指していた玉東舎
ぎょくとうしゃ

は、蔵書
ぞうしょ

等
と う

を盛岡市
も り お か し

に寄付
き ふ

し、市立

図書館を設立
せつりつ

するよう市

に働
はたら

きかけるなど、図書館設立
せつりつ

に向けての活動を続
つづ

けます。 

ねばり強く活動を続
つづ

けた結果
け っ か

、１９０３年(明治
め い じ

３６)盛岡市教育会
きょういくかい

※が設立した私立
し り つ

図書館「盛岡
もりおか

図書館」に、玉東舎
ぎょくとうしゃ

の蔵書
ぞうしょ

が引きつ

がれることになりました。 

しかし、盛岡図書館は１９０７年(明治
め い じ

40)に一時休館し、１９０８

年(明治
め い じ

41)岩手病院(現
げん

岩手医科大学附属
ふ ぞ く

病院内丸
うちまる

メディカ

ルセンター)内の「岩手医学図書館」に入居
にゅうきょ

する形で再開
さいかい

されま

した。１９１６年(大正５)には、盛岡の青年実業家団体
だんたい

・盛岡
もりおか

倶楽部
く ら ぶ

の敷地
し き ち

の中に新しく建物
たてもの

をたて、独立
どくりつ

して開館しました。 

盛岡
もりおか

に住む若
わか

い教育者や読書家が中心となり、最初
さいしょ

は会員２５人 

ではじまりました。１８８４年(明治
め い じ

17)頃
ころ

には会員が増
ふ

え、１２２名になりました。 

同年頃
ごろ

のものと思われる「閲覧
えつらん

規則
き そ く

」によると、毎週日曜・木曜が閲覧
えつらん

日で、

貸出
かしだし

期限
き げ ん

は 3週間、貸出冊数
さっすう

は 5冊
さつ

以内
い な い

でした。 

 

 

岩手県立図書館のご先祖
せ ん ぞ

     玉東舎
ぎ ょ く と う し ゃ

 
その１ 

どんな本があったかわかる! 

『図書
と し ょ

目録
も く ろ く

』 1885 年(明治 18) 

 

県立図書館

のお宝
たから

拝見
は い け ん

！ 
会員がわかる! 

『玉東舎舎員
ぎょくとうしゃしゃいん

名簿
め い ぼ

』 

読む決まりがわかる! 

『玉東舎
ぎょくとうしゃ

第十五回
だいじゅうごかい

総集会
そうしゅうかい

報告
ほ う こ く

』 
1897 年(明治 30) 

「玉東
ぎょくとう

」は、 

姫
ひ め

神山
か み さ ん

の別名
べ つ め い

だよ 

場所は何度か変
か

わって、明治
め い じ

17

年には、盛岡市
も り お か し

葺手
ふ き で

町
ちょう

14 番地

(現
げ ん

中ノ橋通り1丁目)にあったよ 

盛岡
もりおか

図書館、盛岡
もりおか

倶楽部
く ら ぶ

の敷地内
し き ち な い

に、建物
たてもの

完成
かんせい

 

の記事 

『岩手日報』 

1916 年(大正 5) 

5 月 25 日 

明治
め い じ

時代後半まで、県内

に作られた図書施設
し せ つ

の多く 

は、広く一般
い っ ぱ ん

に公開される公共
こうきょう

のもの

であっても、主に個人
こ じ ん

の寄付
き ふ

で運営
う ん え い

さ

れていたよ。 

 明治
め い じ

19～40 年、盛岡
もりおか

の田鎖高景が、自宅で開

いていた、新聞・本の 

閲覧所
えつらんじょ

の記事 

『岩手日日新聞』 

1887 年(明治
め い じ

20)10 月8 日 

※教育会とは、学校の先生たちが

学ぶ場として始まった団体だよ。

本を持ちよって、学校の一室 

に図書閲覧室を作ること 

が多かったみたい。 
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岩手県立図書館の誕生
たんじょう

 

明治
め い じ

時代後期頃から、全国各地
か く ち

で府
ふ

県立図書館が設立
せつりつ

されるようになります。これらの図書館は、す

でにあった教育会の図書館を引きつぐ場合が多くありました。岩手県でも、教育会(盛岡市
も り お か し

教育会から

改称
かいしょう

し岩手県教育会盛岡市
も り お か し

部会
ぶ か い

)が運営する、盛岡
もりおか

図書館の蔵書
ぞうしょ

をもとにし、１９２２年(大正１１)に岩

手県立図書館が開館しました。 

県立図書館を設立
せつりつ

しようという動きは、予算不足
ぶ そ く

などの

理由で、なかなか実現
じつげん

せず先
さき

延
の

ばしにされていました。 

しかし、盛岡出身で当時総理
そ う り

大臣
だいじん

だった原敬
はらたかし

が、図書

館設立
せつりつ

のためのお金を寄付
き ふ

すると申し出たことにより、

状況
じょうきょう

は一変
いっぺん

します。１９２０年(大正９)、盛岡
もりおか

に帰省
き せ い

した原

は、盛岡市長・岩手県知事と話し合い、県立図書館設立
せつりつ

の

話がまとまりました。 

県立図書館は、現在
げんざい

の岩手県公会堂
こうかいどう

のななめ向かい側

(現盛岡市
げん も りお か し

内丸3/内丸緑地)に建設されることとなり、工事

は１９２１年(大正１０)6月から始められ、翌年
よ く と し

3月に完成
かんせい

します。中央部分が 2階建ての建物は、その左

右両側に 1 階建てが付いた本館、鉄筋
てっきん

コンクリート 3 階建ての書庫などがありました。そして１９２２年

(大正１１)４月２０日、職員１０名、蔵書
ぞうしょ

約
やく

1万 5千冊
さつ

の岩手県立図書館が開館しました。 

 岩手県立図書館設立への動き 

大正 6 

(1917) 

設立
せつりつ

のための予算案
よ さ ん あ ん

が出される

も、財政難
ざいせいなん

で取り消し。 

大正 7 

(1918) 

翌年設立の予算を出す動きが出さ

れるも、財政難
ざいせいなん

で先
さき

延
の

ばし。 

大正 8 

(1919) 

財政難
ざいせいなん

でしばらく見送りとなる。 

大正９ 

(1920)  

8月、原敬
はらたかし

が帰省
き せ い

(寄付
き ふ

の申し出)。 

11～12月、県会で建築費
け ん ち く ひ

約 7万

5千円などの予算が決まる。 

玉東舎
ぎょくとうしゃ

は会費
か い ひ

が必要
ひつよう

な会員制
かいいんせい

の図書館でしたが、盛岡
もりおか

図書館は誰
だれ

でも無料
むりょ う

で利用
り よ う

することがで

きました。１９０３年(明治
め い じ

36) 6月の開館時点では、開館日は日曜・祝日
しゅくじつ

、土曜の午後で、新聞

雑誌類
ざ っ し る い

のみ毎日閲覧
えつらん

できました。最初
さいしょ

の1ヵ月の利用者
り よ う し ゃ

は1日11人あまりで、その多くは学生でし

た。1916年（大正5）に独立
どくりつ

開館してからは閲覧者
えつらんしゃ

が増加
ぞ う か

し、大正6、7年の1日平均
へいきん

は80人で、

夏休み中は１５０人あまりにのぼりました。 

 

 

春休み中の学生が多

いなど、盛岡図書館の

様子を伝えた記事 

『岩手毎日新聞』 

1918(大正 7)3 月 25 日 

県立図書館

のお宝
たから

拝見
は い け ん

！ 

盛岡
もりおか

図書館の 

はんこがある本 

『政治
せ い じ

汎論
は ん ろ ん

』 
東京専門学校出版部 

1895 年(明治 28) 

『盛岡市街岩手

公園案内俯瞰図

絵』東京図鑑社 

1920 年(大正 9) 

どんな本があったかわかる! 

『図書目録』 

盛岡図書館 1916 年(大正 5) 

図書館は 
ここ ! 

現在
げんざい

の岩手
い わ て

県民
けんみん

会館
かいかん

近くに洋風の

建物
たてもの

を建
た

てたんだよ 

岩手県立図書館のご先祖
せ ん ぞ

      盛岡
もりおか

図書館 その2 
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『原敬日記』大正 10 年 6 月 23 日

(『原敬日記 影印』北泉社 1998) 開館式の記事『岩手日報』1922 年(大正 11)5 月 2 日 

 

 

県立図書館の設立
せつりつ

について書かれた手紙 

には、「書庫は広く」とあり、原敬のこまか

い心くばりがわかるよ。 

 

県立図書館

のお宝
たから

拝見
は い け ん

！ 

原敬
はらたかし

首相
しゅしょう

より北田
き た だ

親
ちか

氏
う じ

盛岡
も りおか

市長宛
し ち ょ う あ て

書簡
しょかん

 

1920年(大正 9）11月 23日 

原敬
はらたかし

(1856-1921) 

国立
こくりつ

国会
こっかい

図書館
と し ょ か ん

 

「近代日本人の肖 像
しょうぞう

」より 

 

盛岡市
も り お か し

出身
しゅっしん

の原敬
はらたかし

は、１９１８年（大正７）総理
そ う り

大臣
だいじん

となり、日本初の

本格的
ほんかくてき

政党
せいとう

内閣
ないかく

をひきいました。「平民
へいみん

宰相
さいしょう

」と呼
よ

ばれ、ふるさと岩手の

発展
はってん

にも力を尽
つ

くし、岩手県立図書館設立
せつりつ

への寄付
き ふ

もその一つです。 

１９２１年（大正１０）６月２３日の『原敬日記』には、図書館の本を買う

お金として１万円の寄付
き ふ

申込書
もうしこみしょ

を送り、いずれ自分の蔵書
ぞうしょ

も寄贈
き ぞ う

するつ

もりだと書かれています。 

しかし、同年１１月４日に東京駅で暗殺
あんさつ

され、寄付
き ふ

金
きん

１万円が届
とど

けられ

たのは原が亡くなった後のことでした。また、寄贈
き ぞ う

する予定だった蔵書
ぞうしょ

は、

１９２３年（大正１２）9月の関東
かんとう

大震災
だいしんさい

で大半が燃
も

えてしまいました。 

その後、１９７９年（昭和５４）、盛岡
もりおか

の別邸
べってい

の倉庫内
そ う こ な い

に残
のこ

って

いた図書約
やく

１３００点が原敬の養子
よ う し

・貢
みつぐ

によって寄贈されまし

た。蔵書
ぞうしょ

のジャンルは、哲学
てつがく

・宗教
しゅうきょう

・法学
ほうがく

・アジア諸国
し ょ こ く

の地誌
ち し

な

ど、多岐
た き

にわたり、「原敬
はらけい

文庫
ぶ ん こ

」と名付
な づ

けられました。 

 

原敬が「盛岡
もりおか

に図書館を建てたら」と提案

したときに、居合
い あ

わせた柿沼
かきぬま

知事が県立と

しての建設
けんせつ

を申し出たそうだよ。 

原敬
はらたかし

と岩手県立図書館 
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２階
か い

 

目録室
も く ろ く し つ

 

入口
い り ぐ ち

 

１階
か い

 

写真･図:「岩手県立図書館絵葉書」より 
『岩手県立図書館図書目録

もくろく

 和漢書之部
わ か ん し ょ の ぶ

』

岩手県立図書館 1923 年(大正 12) 

正面 

当時
と う じ

の図書館には、 

女
じ ょ

性
せ い

用
よ う

の部屋
へ や

が作られ

ることが多
お お

かったよ 

何
な ん

でも 

男女別
べ つ

! 

 

婦人
ふ じ ん

 

閲覧室
え つ ら ん し つ

 

 

普通
ふ つ う

 

閲覧室
え つ ら ん し つ

 

書庫の本を出す、

出納室と閲覧室の

間のカウンター 

ななめ上から 

広い書庫は、 

本館と廊下で 

つながっているね 

 

平面図
へ い め ん ず

 

児童
じ ど う

 

閲覧室
え つ ら ん し つ

 

３階
か い

建
だ

て

の書庫
し ょ こ

 

当時の図書館は、ほとんどの本が書庫にし

まってあって、どんな本があるか目録で調

べて、書庫から出してもらっていたよ。 

目録室？本棚がならんだ

部屋はないのかな？ 

パソコンなし!紙
かみ

の目録
も く ろ く

で 

さがすから大変
た い へ ん

! 
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 県立図書館の基礎
き そ

 

開館の翌年
よくねん

に館長に就
しゅう

任
にん

した鈴木
す ず き

勝
かつ

二郎
じ ろ う

は、読書を広める様々な活動を

精力的
せいりょくてき

に行い、県立図書館の基礎
き そ

を築
きず

きました。鈴木館長が行った新しい試
こころ

み

として、県立図書館の近況
きんきょう

や最新
さいしん

情報
じょうほう

などを伝
つた

える「館報
かんぽう

」の発行や、女性
じょせい

の読

書を推進
すいしん

するための「婦人
ふ じ ん

読書会」の設立
せつりつ

などが挙
あ

げられます。また苦学生

対策
たいさく

にも力を入れ、盛岡
もりおか

夜間中学校(現在
げんざい

の岩手県立杜
と

陵
りょう

高等学校)を創設
そうせつ

し

たことも大きな功績
こうせき

の一つです。 

 

 

 

 

 

 

また、本を県内各地
か く ち

に巡回
じゅんかい

させ、より多くの人に利用
り よ う

し

てもらうための「巡回
じゅんかい

文庫」という取り組みがありました。

当時の岩手県では、農村を離
はな

れる青年が多く、それを少し

でも減
へ

らそうとして行われた事業です。本をつめた箱を県

内１３の郡
ぐん

役所へ送り、そこからさらに各
かく

町村の簡易
か ん い

図書

館に配布
は い ふ

する仕組みでした。 

しかし、役所に置
お

かれたまま簡易
か ん い

図書館まで送られない、

割
わ

り当てられた日にちが短すぎて閲覧
えつらん

する時間がない、と

いった事態
じ た い

が相つぎました。やがて巡回
じゅんかい

文庫は、予算が足

りずに一度中止されます。 

本をしっかり届
とど

けることが難
むずか

しかった巡回
じゅんかい

文庫に代わり、

１９２７年（昭和２）には「貸出
かしだし

文庫」が始まります。要望
ようぼう

に応
おう

じて県内の図書館、学校、その他の団体
だんたい

に

本を貸
か

し出すこのサービスは、始まった当初
と う し ょ

こそ利用
り よ う

は少なかったものの、次第に申し込
こ

みの数も増
ふ

え、

広く利用
り よ う

されるようになっていきました。 

 

 

 鈴木 勝二郎 

 （大正 12.2～大正 14.3） 

日中に学校に通えない学生のために、

図書館の一部を利用
り よ う

して授 業
じゅぎょう

を行っ

ていました。全国では３番目、 

県内では初
はじ

めてできた夜間 

学校らしいよ。 

館報
か ん ぽ う

は 

現在
げ ん ざ い

(令和
れ い わ

4 年 4 月) 

第 190 号まで 

出ているよ！ 
『館報

か ん ぽ う

』第 1・2 号 

縦
た て

2尺
しゃく

（約
やく

60cm）× 

横
よ こ

4尺
しゃく

（約
やく

120cm）の箱

に本をたくさん 

つめて送っていた 

らしいよ！ 

4 尺 

2

尺 巡回文庫 

図書館の発展
はってん

と戦争
せんそう

 

現在
げ ん ざ い

の県立図書館でも行われている 

「団体
だ ん た い

貸出
か し だ し

サービス」と同じものだよ。 
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このほか、珍
めずら

しい本や貴重
きちょ う

な本を集めた

図書展覧会
てんらんかい

や、海水浴
かいすいよく

客向けのテント張
ば

り海浜
かいひん

図書館、子ども向けの童話会など、

県民の読書意欲
い よ く

を高めるための様々な

図書館サービスを発展
はってん

させていきました。 

 

戦時中
せんじちゅう

の図書館 

開館から９年後の１９３１年（昭和６）に、満州
まんしゅう

事変
じ へ ん

をきっかけとして中国との間に

戦争
せんそう

のきざしが見え始め、日本社会全体の緊張感
きんちょうかん

が高まります。県立図書館も、予

算が半分以下
い か

に削減
さくげん

され、軍事
ぐ ん じ

ものの本が流行するなどの影響
えいきょう

を受けました。 

そのような中、１９３４年（昭和９）、県立図書館は県の中央図書館に指定されま

す。この時期に館長に就任
しゅうにん

した菅野
か ん の

義之
ぎ の

助
すけ

は、県内の図書館を支援
し え ん

するための図

書館ネットワークの確立
かくりつ

や、郷土史
き ょ う ど し

研究などに力を尽
つ

くしました。 

1937年（昭和１２）には日中戦争
せんそう

の火ぶたが

切って落とされ、さらに１９４１年（昭和１６）には世

界各国を巻
ま

き込
こ

んだ太平洋戦争
せんそう

（第二次世界

大戦
たいせん

）へと発展
はってん

します。 

戦争
せんそう

が激
はげ

しくなるにつれて、若者
わかもの

は戦地
せ ん ち

へ駆
か

り

出され、残
のこ

された人々も食糧
しょくりょう

の増産
ぞうさん

に追われ、や

がて県立図書館は閑古鳥
か ん こ ど り

が鳴くような有様になっ

ていきました。 

戦局
せんきょく

が激
はげ

しくなってきた１９４４年（昭和１９）の

秋には、岩手県の防衛
ぼうえい

作戦
さくせん

を統括
とうかつ

する「盛岡
もりおか

地区

防衛
ぼうえい

司令部
し れ い ぶ

」が県立図書館に設置
せ っ ち

されます。軍
ぐん

の

関係者
かんけいしゃ

にいくつもの部屋を占領
せんりょう

され、通常
つうじょう

の図書

館業務
ぎょうむ

はできなくなりました。 

また、１９４５年（昭和２０）３月には、盛岡市
も り お か し

が岩手県内で初
はつ

の B２９による空襲
くうしゅう

を受けます。県立図書

館は、さらなる空襲
くうしゅう

に備
そな

え、郷土
き ょうど

資料
し り ょ う

を中心とする貴重
きちょ う

図書の疎開
そ か い

を行いました。 

このように、戦争
せんそう

によって図書館としての機能
き の う

を徐々
じょじょ

に 

失
うしな

っていきながら、県立図書館は１９４５年（昭和２０） 

の終戦
しゅうせん

の日を迎
むか

えたのでした。 

紫波郡
し わ ぐ ん

乙部
お と べ

手代
て し ろ

森
もり

 

(現在
げんざい

は盛岡
もりおか

市
し

手代
て し ろ

森
もり

)などに

貴重
きちょう

な本を避難
ひ な ん

させたよ 

菅野 義之助 

（昭和 11.4～昭和 18.7） 

 

軍国
ぐんこく

児童
じ ど う

大会のチラシ 

（『岩手県立図書館 

30 年のあゆみ』より） 

発送
はっそう

前の精動
せいどう

文庫
ぶ ん こ

 

(『岩手県立図書館のあゆみ 

新館落成記念誌』より) 

 戦争
せんそう

をたたえる 

童話
ど う わ

や講演
こうえん

など 

 再開
さいかい

された巡 回
じゅんかい

 

文庫
ぶ ん こ

は、戦争
せんそう

に関
かん

する

本ばかりに 

 戦時中
せんじちゅう

の図書館
と し ょ か ん

サービス 

貴重
き ち ょ う

・推薦
す い せ ん

図書展覧会
て ん ら ん か い

          海浜
かいひん

図書館 

(『岩手県立図書館のあゆみ 新館落成
らくせい

記念誌
き ね ん し

』より) 
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 鈴木 彦次郎 

 （昭和 22.4～昭和 26.3） 

 

 

 

戦後
せ ん ご

の再
さい

スタート 

盛岡
もりおか

地区防衛
ぼうえい

司令部
し れ い ぶ

の解散
かいさん

後、県立図書館はただちに平常どお

り開館し、再
さい

スタートを切ります。終戦
しゅうせん

の翌年
よくねん

には石川啄木
たくぼく

の研究者

としても著名
ちょめい

な吉田
よ し だ

孤
こ

羊
よう

が司書
し し ょ

に就任
しゅうにん

し、戦時中
せんじちゅう

に荒
あ

れ果
は

て「内丸

の化物屋敷
や し き

」と呼
よ

ばれていた県立図書館の再建
さいけん

に尽力
じんりょく

しました。ほ

こりをかぶった資料
し り ょ う

の整理に取りかかり、カード目録
も く ろ く

と実物の図書と

の照合
しょうごう

や、NDC（日本十進
じっしん

分類法
ぶんるいほう

）への切り替
か

え、書棚
しょだな

づくりまで、

やれることは何でもやったと書かれています（『岩手県立図書館３０年

のあゆみ』より）。 

当時の日本は天皇制
てんのうせい

国家から民主
みんしゅ

国家への転換
てんかん

を余儀
よ ぎ

なくされ、教育の場面でも大きな改革
かいかく

が起

こっていました。新たな社会教育の基盤
き ば ん

としての図書館が期待され、豊富
ほ う ふ

な蔵書
ぞうしょ

と適切
てきせつ

な整理、利用者
り よ う し ゃ

への速やかな提供
ていきょう

が求
もと

められるようになったのです。そのため、資料
し り ょ う

整理と目録
も く ろ く

作成
さくせい

が全国の図書館の

急務
きゅうむ

となりました。 

１９４７年(昭和２２)には、作家の鈴木
す ず き

彦
ひこ

次郎
じ ろ う

が専任
せんにん

館長として就任
しゅうにん

します。

在野人
ざ い や じ ん

（公職
こうしょく

ではなく、民間
みんかん

で活動していた人）の登用として各
かく

方面から期待され、

図書館の門戸開放に大きく貢献
こうけん

しました。 

 

 

NDC とは、日本の図書館でもっとも多く使われている「図書の分類法
ぶんるいほう

」です。 

本が扱
あつか

うあらゆる分野の知識
ち し き

を１～９の数字に、どこにも属
ぞく

さないものは０に分類
ぶんるい

します。 

そしてさらに０～９の数字を使って細かく分類
ぶんるい

していきます。 

                                         例
たと

えば、「浮世絵
う き よ え

」の本は「721.8」に分類
ぶんるい

されます。 

 

                                                   71 彫刻      ７２１ 日本画 

                                                   72 絵画      ７２２ 東洋画      721.8 浮世絵 

                                                   73 版画      ７２３ 洋画 

                                                   74 写真 

                                                   75 工芸 

                                                   ７６ 音楽 

 

 

 

 

岩手県立図書館の中興期
ちゅうこうき

 

蔵書整理の様子 

（『岩手県立図書館のあゆみ 

新館落成記念誌』より） 

…
 

…
 

…
 

…
 

NDC(日本十進
じっしん

分類法
ぶんるいほう

)って何？ 

 

NDC類目
るいもく

表(第 1次区分表) 

0類 総記    5類 技術 

1類 哲学    6類 産業 

2類 歴史    7類 芸術 

3類 社会科学  8類 言語 

4類 自然科学  9類 文学 
分類
ぶんるい

することで 

どのあたりの本棚
ほんだな

にあるか 

わかりやすくなるよ！ 

8



 

郷土
きょうど

資料
し り ょ う

の充実
じゅうじつ

 

１９４９年（昭和２４）には、「郷土
き ょうど

資料
し り ょ う

の秘
ひ

庫
こ

」といわれた新渡戸
に と べ

仙
せん

岳
がく

の蔵書
ぞうしょ

約
やく

5００

０冊
さつ

をゆずり受けます。郷土
き ょうど

史家
し か

である仙
せん

岳
がく

が明治
め い じ

１８年以来
い ら い

収集
しゅうしゅう

してきたもので、そ

の内容
ないよう

は幅
はば

広く、岩手の歴史
れ き し

研究に欠
か

かせない資料
し り ょ う

ばかりです。この「新渡戸
に と べ

文庫
ぶ ん こ

」の

誕生
たんじょう

により、貧弱
ひんじゃく

だった県立図書館の郷土
き ょうど

資料
し り ょ う

に初
はじ

めて 魂
たましい

が入ったと言われます。 

視聴覚
しちょうかく

ライブラリーの誕生
たんじょう

 

同年、県立図書館内に「岩手県フィルムライブラリー(翌年
よくねん

「視聴覚
しちょ うかく

ライブラリー」と

改称
かいしょう

)」が設置
せ っ ち

されます。これはGHQによる民間
みんかん

教育政策
せいさく

として始められたものでし

たが、次第に日本映画
え い が

やレコードなども取り入れて、県民
けんみん

に広く親しまれる施設
し せ つ

として発展
はってん

していきました。

１９５４年（昭和２９）に行政上
ぎょうせいじょう

の都合により中止されるまでの間、このライブラリーの資料
し り ょ う

によって行わ

れた映画
え い が

会は年平均
へいきん

５０００回、観覧者
かんらんしゃ

は 

１５０万人という大盛況
だいせいきょう

ぶりでした。 

自動車文庫 こまどり号 

 「県内くまなく図書のサービスを」という県民
けんみん

の声

にこたえ、１９５９年（昭和３４）「こまどり号」と名付
な づ

けられた自動車文庫が発足します。読書施設
し せ つ

に恵
めぐ

まれない地域
ち い き

を重点的
じゅうてんてき

に巡
じゅん

回
かい

し、図書の貸出
かしだし

や読

書相談、読書グループの育成
いくせい

などを行いました。１９

８５年（昭和６０）までの２６年間で１～４号まで代替
が

わりし、延
の

べ３１８市町村を巡
じゅん

回
かい

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        こまどり１号
ご う

  

（『岩手県立図書館のあゆみ 新館落成記念誌』より） 

「野外レコード・コンサート」 

なども行われたんだって！ 

 新渡戸 仙岳 

(1858-1949) 

『岩手県立図書館のあゆみ 

新館落成記念誌』より 

こまどり号
ごう

の歌 

桜田史郎:作詞 鷹觜洋一:作曲 

みどりの朝風 かおる道 

読みたいご本 見たい本 

たのしさ積んで ホーイホイ 

文化の華の 咲く小枝 

黄色い觜に ついばんで 

羽搏く車 こまどり号 

〽エコー 

こまどりさんー 

こまどりさんー 

岩手県立図書館 

こまどり号が 

巡回
じゅんかい

した区域
く い き

 

分館があった地域
ち い き

 

分館の奉仕
ほ う し

圏外
け ん が い

の 

地域
ち い き

や、当時はまだ

BM(自動車文庫)が

なかった地域
ち い き

を

重点的
じゅうてんてき

に 巡
じゅん

回
かい

して

いたらしいよ。 

当時は福岡
ふくおか

(二戸)・ 

千厩
せんまや

(一 関
いちのせき

)・釜石
かまいし

(の

ちに岩 泉
いわいずみ

に移
い

館
かん

)・ 

久慈
く じ

には県立図書館

の分館があったよ。 

こまどり号巡回
じゅんかい

区域
く い き

 

9



両袖
りょうそで

をもぎ取られた図書館 

(『岩手県立図書館のあゆみ 

  新館落成記念誌』より) 

 

新館移転
い て ん

を望
のぞ

む声 

開館から３０年以上
いじょう

が過
す

ぎて建物
たてもの

の老朽化
ろうきゅうか

が進み、書庫も手狭
て ぜ ま

になってきた頃
ころ

、「そろそろ新しい図書

館をつくって移転
い て ん

してはどうか」という話が持ち上がります。書庫は１９５８年（昭和３３）に増築
ぞうち く

されます

が、戦争
せんそう

を乗り越
こ

えてあちこちが古くなり、壊
こわ

れてきている建物
たてもの

の方は、その都度応急
おうきゅう

処置
し ょ ち

をしながらどう

にかやり過
す

ごしているような状態
じょうたい

が続
つづ

いていました。１９６０

年（昭和３５）には、盛岡市
も り お か し

の都市計画によって県立図書館

の面する内丸通りの拡張
かくちょう

工事
こ う じ

が行われます。軒下
のきした

まで道

路が広げられ、閲覧室
えつらんしつ

の騒音
そうおん

は甚
はなは

だしいものとなりました。

また１９６２年（昭和３７）には、道路に面した閲覧室
えつらんしつ

の壁
かべ

が

突然
とつぜん

はがれおちて路上に落下するという事故
じ こ

が起こります。

幸いけが人は出ませんでしたが、もはや建物
たてもの

自体が限界
げんかい

に

きているとみて、いよいよ新館移転
い て ん

計画が動き出しました。 

最初
さいしょ

は盛岡市
も り お か し

志家
し け

町
ちょう

の旧
きゅう

葛西
か さ い

荘
そう

内（現
げん

・IBC 岩手放送付近
ふ き ん

）

に新館を建設
けんせつ

予定でしたが、その案
あん

は見送られます。なかなか建設
けんせつ

地が決まらずにいるうちに内丸通りの拡張
かくちょう

工事はさらに進み、１９６

４年（昭和３９）には建物
たてもの

の一部が取り壊
こわ

されてしまいました。１９６

５年（昭和４０）に内丸の旧教育庁
きゅうきょういくちょう

跡
あと

付近
ふ き ん

が案
あん

として出され、

建設省
けんせつしょう

、県土木部、盛岡市
も り お か し

および県教育委員会で何度も視察
し さ つ

や

検討
けんとう

を行った結果
け っ か

、ようやく新館建設
けんせつ

地として決定
けってい

します。 

新館落成
らくせい

 

かくして１９６６年（昭和４１）１１月、盛岡市
も り お か し

内丸１番地にて新館の建設
けんせつ

工事が始まりました。建設
けんせつ

地は

市の公園緑地計画地
ち

域
いき

内にあったため、周囲
しゅうい

の景
けい

観
かん

を損
そこ

ねないように、外観
がいかん

にも配慮
はいりょ

する必要
ひつよう

がありま

した。また付近
ふ き ん

の学校や飲食店に影響
えいきょう

を及
およ

ぼさないように、敷地
し き ち

面積
めんせき

についても制約
せいやく

を受けていました。

そのため建設省
けんせつしょう

や盛岡市
も り お か し

と折衝
せっしょう

を重ね、時には設計
せっけい

変更
へんこう

も行いながら、予定より遅
おく

れて１９６８年（昭和

４３）２月１０日、ついに待ちに待った新・岩手県立図書館が開館 

します。新館は鉄筋
てっきん

コンクリート構造
こ うぞう

の地上２階（一部中３階）と 

地下１階からなり、閲覧席
えつらんせき

は２７２席
せき

、蔵書
ぞうしょ

数は約
やく

１７万冊
さつ

、図書 

の収容
しゅうよう

可能
か の う

数は約
やく

２５万冊
さつ

でした。１５年間は書庫がもつ計算 

でしたが、もしまたスペースが足りなくなった場合には、階を重 

ねて増築
ぞうち く

できる造
つく

りになっていました。 

 

落壁
ら く へ き

事故
じ こ

の記事 

『岩手日報
にっぽう

』1962 年(昭和 37)8 月 23 日 

ここだよ！ 
現在
げんざい

は「もりおか歴史
れ き し

文化館
ぶ ん か か ん

」の建物
たてもの

として使
つか

われているよ。 
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写真・図 

『岩手県立図書館のあゆみ 新館落成記念誌』より 

  

    ●外観
がいかん

は南部
な ん ぶ

鉄器
て っ き

を思わせるような 

しぶめの黒で統一
とういつ

されているよ！ 

    ●館内
かんない

は白と茶色で落
お

ち着
つ

いた印 象
いんしょう

！ 

    ●屋根
や ね

の上には、岩手県
い わ て け ん

出 身
しゅっしん

の彫刻家
ちょうこくか

 

     船越
ふなこし

保
やす

武
たけ

氏
し

による「ふたば」 

     がついているよ！伸
の

びゆく 

岩手の文化を 象 徴
しょうちょう

しています。 

 

公開
こうかい

書架
し ょ か

室
しつ

 

全景
ぜんけい

 

 

 屋根
や ね

に 

なにか 

のってる？ 

 

 

 

平面図
へ い め ん ず

 

閲覧室
え つ ら ん し つ

 

わかば 

読書室
どくしょしつ

 

 

今後
こ ん ご

さらに本が

増
ふ

えた時
とき

のために 

3階
かい

建
だ

てにして 

書庫
し ょ こ

を増
ふ

やせる 

造
つく

りになっていた 

らしいよ！  

書庫
し ょ こ

 

本を手にとって 

自由
じ ゆ う

に選
えら

べる 

コーナーだよ！ 

２階
か い

 

１階
か い

 

 子どものための 

読書室
どくしょしつ

だよ 

 

 展示
て ん じ

や 

集会
しゅうかい

に 

中
ちゅう

３階
か い

 

 地下は主
おも

に 

機械
き か い

室や 

電気室など 地
ち

階
か い
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図書館のデジタル化 

１９９０年代半ば頃
ころ

から家庭用コンピュータ（パソコン）や携帯
けいたい

電話などが広く普及
ふきゅう

し、誰
だれ

もが手軽にイ

ンターネットにアクセスできるようになったことで、私たちの生活は大きく変
か

わり始めました。情報
じょうほう

技術
ぎじゅつ

（IT）

の 著
いちじる

しい発展
はってん

にともなう、「高度情報
じょうほう

化社会」の到来
とうらい

です。図書館も時代に合わせたサービスを求
もと

めら

れるようになり、県立図書館でも１９９７年（平成
へいせい

９）よりデジタル化の様々な取り組みを始めました。 

 

 

普段
ふ だ ん

は書庫の奥
おく

に眠
ねむ

っている貴重
きちょ う

な資料
し り ょ う

をデジタル化し、インターネットを通じてより多くの人に利用
り よ う

 

してもらえるようにしました。資料
し り ょ う

保存
ほ ぞ ん

も兼
か

ねています。 

 

 

 

 

 

 

 

蔵書
ぞうしょ

のデータをすべてコンピュータに入力して、システムで管理
か ん り

できるようにしました。検索
けんさく

も簡
かん

単
たん

！ 

それまではカード目録
も く ろ く

で管理
か ん り

していたため、様々な作業
さぎょう

にとても時間がかかっていました。 

 

 

 

 

 

 

 

今までは「利用
り よ う

案内
あんない

」など限
かぎ

られたお知らせだけでしたが、ホームページ 

の開設
かいせつ

によって、もっと多彩
た さ い

な情報
じょうほう

を広く発信
はっしん

できるようになりました。 

 

 

 
 

『南部
な ん ぶ

利
とし

直
なお

黒 印 状
こくいんじょう

』
」

 

 図書館に行かない

と見られない… 

 やぶれそうで 

こわい… 

①古文書や賢治
け ん じ

・啄木
たくぼく

関係
かんけい

資料
し り ょ う

のデジタル化（１９９７年～） 

いつでもどこでも 

閲覧
えつらん

できるよ！ 

 

 

 

②所蔵
しょぞう

資料
し り ょ う

のデータベース構築
こ う ち く

（１９９８年～） 

 探
さが

すのが大変
たいへん

！ 

蔵書
ぞうしょ

検索機
け ん さ く き

 

 
このような 

目録
もくろく

をOPAC
オ パ ッ ク

 

(オンライン蔵書
ぞうしょ

 

目録
もくろく

)と呼んで 

いるよ 

 書き直すのも 

一苦労
ひ と く ろ う

… 

カード目録
もくろく

 

情報
じょうほう

化社会と図書館 

 

 

③ホームページの開設
かいせつ

（２００１年～） デジタル 

資料
しりょう

閲覧
えつらん

 蔵書
ぞうしょ

の 

検索
けんさく

 

イベントの 

お知らせ 
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様々な図書館の業務
ぎょうむ

（蔵書
ぞうしょ

検索
けんさく

・貸出
かしだし

返却
へんきゃく

・予約
よ や く

・蔵書
ぞうしょ

管理
か ん り

・発注受入など）をひとつのシステムで 

一括
いっかつ

管理
か ん り

できるようになり、業務
ぎょうむ

が格段
かくだん

に迅速
じんそく

化・効率
こうりつ

化しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県内各
かく

市町村立図書館の協力
きょうりょく

によって図書館間ネットワークが確立
かくりつ

され、 

インターネットを通じて横断
おうだん

検索
けんさく

（一度に県内の図書館すべての蔵書
ぞうしょ

を検索
けんさく

）が 

できるようになりました。 

 

 

 

 

 

多目的
た も く て き

複合
ふくごう

施設
し せ つ

へ 

２代目図書館も開館から３０年近くが経過
け い か

し、老朽化
ろうきゅうか

が進
すす

んできた１９９９年(平成
へいせい

１１)、県立図書館を

時代のニーズに合わせた新しい施設
し せ つ

にするための計画「岩手県図書情報
じょうほう

総合
そうごう

センター整備
せ い び

基本
き ほ ん

構想
こ うそう

」

が打ち出されます。広く県民
けんみん

に利用
り よ う

してもらえるような情報
じょうほう

交

流の拠点
きょてん

とすべく、県立図書館・視聴覚
しちょ うかく

障
しょう

がい者情報
じょうほう

センタ

ー・運転免許
めんきょ

センター・パスポートセンター・多目的
た も く て き

ホールや

会議室
か い ぎ し つ

などが入った多目的
た も く て き

複合
ふくごう

施設
し せ つ

の建設
けんせつ

が決まりました。 

移転
い て ん

作業のため、２代目県立図書館は２００５年(平成
へいせい

１７) 

１２月より休館に入ります。 

 

 

 
ここで紹 介

しょうかい

した取り組み以外
い が い

にも、e メールを使った申し込みや 

レファレンスデータベース作成など、様々なデジタル化が行われたよ！ 

全部
ぜ ん ぶ

ひとつの 

システムで 

できる！ 

忙
いそが

しい！ 

 

 

⑤県内図書館横断
おうだん

検索
けんさく

 

 何回も検索
けんさく

しなくても 

良くなったのでらくちん♪ 

 

 

 

こういう 

本を 

探
さが

して！ 

 
返 却
へんきゃく

 

おねがい 

 
棚
たな

にないけど 

貸
かし

出
だし

中？ 

 

直木賞受賞 

した本、 

入った？ 

④図書館
と し ょ か ん

情報
じょうほう

システム稼働
か ど う

（２００３年～） 

 蔵書
ぞうしょ

検索
けんさく

 

  予約
よ や く

 発注・受入 

 貸出
かしだし

・返却
へんきゃく

 

 蔵書
ぞうしょ

管理
か ん り

 

これは本棚
ほんだな

などを入れる前の 

からっぽの県立図書館だよ！ 
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 特別
とくべつ

なコレクションを紹介
しょうかい

するコーナー 
 

啄木
たくぼく

文庫 
歌人・石川啄木

たくぼく

の著作
ちょさく

および 

研究資料
しりょう

のコレクション。 

啄木
たくぼく

の研究者でもある吉田
よ し だ

孤
こ

羊
よう

氏
し

から 

寄贈
き ぞ う

された資料
しりょう

が元になっています。 詩集『あこがれ』 

 啄木
たくぼく

が自分で 

書き直した跡
あと

が 

あるよ。 

 

岩手県立図書館の 

特別
とくべつ

なコレクションをご紹 介
しょうかい

！ 

どんなものがあるのかな？ 

菊池
き く ち

文庫 

旧 制
きゅうせい

第一高等学校の校長を 

務
つと

めた、菊池
き く ち

寿人
ひ さ と

氏
し

の蔵書
ぞうしょ

の 

一部。当時の国文学に関
かん

する 

重 要
じゅうよう

な本はほとんど揃
そろ

って 

おり、研究者
けんきゅうしゃ

にとって貴重
きちょう

な 

資料
しりょう

です。 

上：『日本随筆
ずいひつ

全集』 

下：『万葉集古義
こ ぎ

』 

村井文庫 

『仏 教
ぶっきょう

国民の理想』 『最新
さいしん

世界各国
かっこく

貨幣
か へ い

』 

酒造
しゅぞう

「あさ 開
びらき

」創業者
そうぎょうしゃ

・村井
む ら い

源
げん

三
ぞう

氏
し

より寄贈
き ぞ う

。若くして亡
な

くなった

長男の遺言
ゆいごん

により、図書の 購 入
こうにゅう

基金
き き ん

が寄
き

付
ふ

され、当代随一
ずいいち

の専門家
せ ん も ん か

によってそれぞれ仏教書
ぶっきょうしょ

・経済書
けいざいしょ

が選書
せんしょ

されたものです。 

童話作家・宮沢
みやざわ

賢治
け ん じ

の著作
ちょさく

および 

研究資料
しりょう

のコレクション。 

『注文の多い料理
りょうり

店』『春と修羅
し ゅ ら

』の 

初版本
しょはんぼん

など、貴重
きちょう

な資料
しりょう

もあります。 

『注文の多い料理
りょうり

店』 『春と修羅
し ゅ ら

』 

賢治
け ん じ

文庫 
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『具足
ぐ そ く

羽織
は お り

考
こう

』 

 

郷土
きょうど

史家
し か

・新渡戸
に と べ

仙
せん

岳
がく

氏
し

から寄贈
き ぞ う

され

た、郷土
きょうど

に関
かん

する様々な資料
しりょう

です。 

内容
ないよう

は多岐
た き

にわたり、岩手の歴史
れ き し

研究

に欠
か

かせないものばかりです。 

。 

『南部家
な ん ぶ け

諸役人
しょやくにん

心得
こころえ

手控
てびかえ

』 

 

 これは南部家
な ん ぶ け

の 

お 侍
さむらい

さんの心得
こころえ

手帳！ 

「銭形平次
ぜにがたへいじ

」の作者、小説家
しょうせつか

・野村 

胡堂
こ ど う

の蔵書
ぞうしょ

の一部が寄贈
き ぞ う

されました。 

執筆
しっぴつ

の参考
さんこう

にしたと思われる、 

日本の歴史
れ き し

や江戸
え ど

時代
じ だ い

の  

文化
ぶ ん か

・風俗に関
かん

する  

本がたくさん！  

 

野村
の む ら

文庫
ぶ ん こ

 

『日本仇討
あだうち

』 『徳川
とくがわ

十五代史
し

』 

吉
よし

賢
けん

文庫 

弁護士
べ ん ご し

・吉田
よ し だ

賢
けん

雄
ゆう

氏
し

の遺志
い し

により 

寄贈
き ぞ う

された青少年向け図書です。

児童
じ ど う

書や社会・文学関係
かんけい

など。 

 

 児童
じ ど う

図書研究室 

(児童
じ ど う

カウンター横の 

ガラス張
ば

りの部屋)に 

配架
は い か

されているよ 

玉山文庫 
東山堂
とうさんどう

書店の２代目
だ い め

社長・玉山 

定次郎
て い じ ろ う

氏
し

より寄贈
き ぞ う

されました。 

歴
れき

史書
し し ょ

や自然
し ぜ ん

科学、芸 術
げいじゅつ

や文学

の全集などがあります。 

『近代文学鑑 賞
かんしょう

講座
こ う ざ

』 

 

『東洋の歴史
れ き し

』 

 

新渡戸
に と べ

文庫 

『蝦夷地
え ぞ ち

航路図
こ う ろ ず

』 
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高校教諭
きょうゆ

のかたわら、岩手の近代 

文学研究に力を注いだ浦田
う ら た

敬三
けいぞう

氏
し

の

蔵書
ぞうしょ

の一部が寄贈
き ぞ う

されました。 

岩手の文学研究のための貴重
きちょう

な 

資料
しりょう

が数多くあります。 

浦田
う ら た

文庫 

 図書だけじゃなく 

文芸
ぶんげい

雑誌
ざ っ し

もたくさん！ 

山本文庫 

山本秀郎
ひでろう

氏
し

より寄贈
き ぞ う

されました。 

『群書類従
ぐんしょるいじゅう

』や『甲子
か っ し

夜話
や わ

』など、

歴
れき

史書
し し ょ

、近世文学書の全集が多い 

のが特徴です。 

 
りっぱな全集だね！ 

佐伯
さ え き

文庫 
江刺郡
え さ し ぐ ん

出身の詩人・佐伯
さ え き

郁郎
いくろう

氏
し

 

より寄贈
き ぞ う

されました。 

佐伯氏
し

は内務省
ないむしょう

に勤
つと

めた経歴
けいれき

が

あり、蔵書
ぞうしょ

の中には接 収
せっしゅう

された

発禁本
はっきんぼん

(公
こう

権 力
けんりょく

によって禁止
き ん し

され

た本)もあります。 

『日本艶本
えんぽん

解題
かいだい

』  『武装
ぶ そ う

せる市街
し が い

』 今は禁止
き ん し

されていないよ 

 はんこには「発売頒布
は ん ぷ

禁止
き ん し

」「警視庁
けいしちょう

」と書いてあります 

原敬
はらけい

文庫 
 

原 敬
はらたかし

の養子
よ う し

の 貢
みつぐ

氏
し

より寄贈
き ぞ う

され

た、第 19 代内閣
ないかく

総理
そ う り

大臣
だいじん

・ 原 敬
はらたかし

の

蔵書
ぞうしょ

。ジャーナリズムや外国の地誌
ち し

な

ど内容
ないよう

は幅
はば

広く、貴重
きちょう

な歴史
れ き し

資料
しりょう

です。 

 

『台湾
たいわん

事情
じじょう

』 『第四十四回帝国
ていこく

議会
ぎ か い

衆議院
しゅうぎいん

報告
ほうこく

』 

 尊敬
そんけい

と親しみを込
こ

めて 

「ハラケイさん」と呼
よ

ばれて

いたことにちなんでいるよ 
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待望
た い ぼ う

の移転
い て ん

開館
か い か ん

 

２００５年(平成
へいせい

17)１２月から５か月にわたる休館期間を経
へ

て、２００６年(平成
へいせい

18) 5月８日、いわて

県民
けんみん

情報
じょうほう

交流
こうりゅう

センター(愛称
あいしょう

:アイーナ)に新しい岩手県立図書館が開館しました。都道府県
と ど う ふ け ん

立
りつ

図書館
と し ょ か ん

と

して初
はじ

めて指定
し て い

管理者
か ん り し ゃ

制度
せ い ど

を導入
どうにゅう

したことで全国から注目を集めた県立図書館は、開館時間の延長
えんちょう

や、

蔵書
ぞうしょ

、設備
せ つ び

の充実
じゅうじつ

など、サービスの拡充
かくじゅう

を図り、新たな一歩を踏
ふ

み出しました。 

５月８日は、開館を待ちわびた大勢
おおぜい

の利用者
り よ う し ゃ

で

あふれ、利用
り よ う

登録
と う ろ く

や、図書の貸出
かしだし

、調べものの相

談など、５つのカウンターはとても混
こ

み合いました。

この日を知るスタッフは、「一日中ひたすら利用者
り よ う し ゃ

カードを作成
さくせい

していた」「次から次へと、調べ物の

ための本を探
さが

すのが大変
たいへん

だった」と、当時の慌
あわ

た

だしい様子を振り返ります。 

5月 8日から 31日までの図書館入館者数は、

４３,４６７名でした。開館して最初
さいしょ

の日曜日の 5 月

１４日は、３,５３１名という、県立図書館始まって

以来
い ら い

の入館者数を記録
き ろ く

しました。 

５月の新規
し ん き

登録
と う ろ く

は 4,859 件、貸出
かしだし

冊数
さっすう

が

17,978冊
さつ

と、とても多くの人に利用
り よ う

されたことが

わかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「アイーナ」の名 称
めいしょう

は「あ、いい

な」から。岩手
い わ て

県民
けんみん

からの一般
いっぱん

公募
こ う ぼ

によって決定したよ！ 

 

新たな交流・活動
かつどう

拠点
きょてん

としての図書館 

2006 年５月８日の館内の様子 

岩手
い わ て

県民
け ん み ん

の新た
あ ら た

な交流
こ う り ゅ う

・活動
か つ ど う

拠点
き ょ て ん

 

いわて県民
けんみん

情報
じょうほう

交流
こうりゅう

センター(愛称
あいしょう

:アイーナ)は、２００

６年(平成
へいせい

18) 4月１日に一部の施設
し せ つ

が開所、５月８日

に全面開館しました。施設
し せ つ

全体
ぜんたい

は、「知」「楽」「学」の３

つの層
そう

で構成され、「知」に図書館
と し ょ か ん

施設
し せ つ

、「楽」に情報
じょうほう

・

展示
て ん じ

などを主体とした立
た

ち寄
よ

り型
がた

施設
し せ つ

、 「学」に

多機能型
た き の う が た

ホール、会議室
か い ぎ し つ

、県民
けんみん

活動
かつどう

の拠点
きょてん

施設
し せ つ

など、

施設
し せ つ

の性格
せいかく

に応
おう

じたゾーニングが特徴
とくちょう

です。 

参考
さんこう

:『新建築
しんけんちく

 2006年 7月号』新建築社
しんけんちくし ゃ

 2006.7 
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出勤
しゅっきん

スタッフ全員で、前日の状況
じょうきょう

や当

日の予定を共有
きょうゆう

します。 

その後、新聞のチェックや、ブックポスト

に返却
へんきゃく

された図書の回収
かいしゅう

と返却を行い 

ます。開館時間まで、書架
し ょ か

の整理を 

行います。 

開館準備 
午前８時３０分 

開館 
午前９時 

開館と同時に、総合
そうごう

カウンターでは

図書の返却
へんきゃく

や、利用者
り よ う し ゃ

カードの作成
さくせい

を行います。カウンター奥
おく

のバックヤー

ドでは、自分の仕事をしながら、延長
えんちょう

 

などの電話
で ん わ

対応
たいおう

をしています。 

午前１0時 

今日は、アイーナ 6階の子育
こ そ だ

てサポ

ートルームで開催
かいさい

されるおはなし会に

スタッフが参加します。手遊びや、大型
おおがた

絵本
え ほ ん

の読み聞かせなど、直前まで

入念
にゅうねん

に練習します。 

出番を終えてカウンターに戻
もど

ると、 

おはなし会に参加していた親子を 

見かけることもあります。 

会 

ブックポストから図書の回収
かいしゅう

 

 

電話
で ん わ

対応
たいおう

 

借
か

りている本を延 長
えんちょう

 

したいのですが…… 

おはなし会の練習 

郷土
きょ うど

資料
し り ょ う

カウンターでは、岩手県に 

関
かん

する調べものの手伝
て つ だ

いのため、毎日 

さまざまな資料
し り ょ う

を調査しています。 

また、貴重
きちょう

書庫
し ょ こ

から、何百年も前に 

書かれた古文書や、大きな絵図を出納 

することもあります。とても慎重
しんちょう

に、  

丁寧
ていねい

に取り扱
あつか

っています。 

 

午前１２時 

岩手県立図書館の一日 

岩手県立図書館では、毎日いろいろな場所でたくさんのスタッフが働
はたら

いています。 

どんな仕事をしているのか、ある一日をご紹介します。 

レファレンスサービス 

(調べ物のお手伝
て つ だ

い)で 

資料
し り ょ う

を調査中
ちょうさちゅう

 

貴重
きちょう

書庫
し ょ こ

から古文書や絵図の出納
すいとう
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他の図書館から、図書を取り寄
よ

せ

るサービスを「相互
そ う ご

貸借
たいしゃく

」といいます。 

この日は、県内の市町村立図書館から

届いた図書を、図書館ごとに仕分けて

います。図書館
と し ょ か ん

同士
ど う し

が協力
きょうりょく

して、皆
みな

さん

が必要
ひつよう

とする図書を近くの図書館に 

お届
とど

けしています。 

午後 1時 

午後 3時 

4階企画
き か く

展示
て ん じ

コーナーでは、約 2 ヶ

月に 1 度さまざまなテーマを設
もう

けて

企画展
き か く て ん

を開
かい

催
さい

し、所蔵
しょぞう

資料
し り ょ う

を中心に

貴重
きちょう

な資料
し り ょ う

を紹
しょう

介
かい

しています。 

音と映像
えいぞう

カウンターでは、企画展
き か く て ん

に

合わせて映画会
えいがかい

のポスターを作成
さくせい

 

しています。 

ミニ展示がいくつも並
なら

ぶ、児童コーナ

ー。児童カウンターは 5 時で閉まります

が、絵本や児童書は、隣
となり

の総合
そうごう

カウンタ

ーで手続きすることができます。 

夕方
ゆうがた

過
す

ぎからは、学校や仕事帰りに 

立ち寄
よ

られる方が多く見られます。 

    

午後５時 

閉館
へいかん

 

午後８時 

閉館後
へいかんご

は、館内に忘
わす

れ物や、人が残
のこ

っていないかを確認して鍵
かぎ

をかけます。 

新聞・雑誌カウンターでは、当日の新

聞を整理しています。 

  機器の消毒や、書架
し ょ か

の整理をして、

一日の仕事は終わりです。 

    

市町村立図書館に配送する本の 

仕分け作業 

企画展示の準備 

児童コーナー 

閉館後
へいかんご

、当日の新聞を綴
つづ

る 

図書の貸出
かしだし

や返 却
へんきゃく

以外
い が い

にも、 

たくさんの仕事があるんだね！ 

19



 

 

 

東日本
ひ が し に ほ ん

大震災
だ い し ん さ い

発生
は っ せ い

 

2011年(平成
へいせい

23)3月11日14時46分、携帯
けいたい

電話
で ん わ

の緊
きん

急地震
きゅうじしん

速報
そくほう

が鳴り響
ひび

くと同時に、経験
けいけん

したことのな

い激
はげ

しい揺
ゆ

れが館内を襲
おそ

いました。揺
ゆ

れは数分間続き、

書架
し ょ か

から本がバサバサと落下する音がフロアに響
ひび

いて

いました。スタッフは、「危険
き け ん

ですので、棚から離れて下さ

い！！」、「机の下に入って下さい！！」と、大声で呼びかけ

続けました。一旦
いったん

、揺
ゆ

れが収まった後、館内放送の指示
し じ

で、アイーナの 1階と 3 階エントランスへ利用者の避難
ひ な ん

誘導
ゆうどう

を行いました。その後、停電
ていでん

により図書館 のシステ

ムが使用できなくなったこと、また盛岡駅
もりおかえき

に隣接
りんせつ

するアイ

ーナが帰宅
き た く

困難者
こんなんしゃ

のための避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

となったことから、

この日は 16時で閉館
へいかん

、翌日
よくじつ

からは臨時
り ん じ

休館
きゅうかん

することが

決まりました。 

アイーナへの避難者
ひ な ん し ゃ

は、一時約
やく

1,000 名にのぼ

り、スタッフは食料
しょくりょう

や毛布
も う ふ

の配布
は い ふ

、出入口自動ドア

付近
ふ き ん

での案内
あんない

誘導
ゆうどう

にあたりました。同時に、館内

の被害
ひ が い

状況
じょうきょう

の確認
かくにん

を進めながら、県内の図書館

の様子を電話で聞き取り、ホームページでの震災
しんさい

関連
かんれん

情報
じょうほう

提供
ていきょう

の準備
じゅんび

を進めました。そして、アイー

ナへの避難者
ひ な ん し ゃ

に図書館の一部を開放する臨時
り ん じ

サ

ービスを開始するなど、可能
か の う

な限
かぎ

りの情報
じょうほう

収集
しゅうしゅう

と

提供
ていきょう

につとめました。 

数日かけて落下した資料
し り ょ う

を書架
し ょ か

に戻
もど

し、館内の

復旧
ふっきゅう

・設備
せ つ び

点検
てんけん

を経
へ

て、４月１日より時間を短縮
たんしゅく

し

ての開館、14日から通常
つうじょう

開館
かいかん

となりました。 

その後、被災
ひ さ い

した図書館への支援
し え ん

活動
かつどう

として、

支援
し え ん

図書
と し ょ

の仕分けや、被災
ひ さ い

した郷土
き ょうど

資料
し り ょ う

の修
しゅう

復
ふく

・

救済
きゅうさい

や、被災地
ひ さ い ち

での読み聞かせ等を行いました。 

3 階 一般
いっぱん

図書
と し ょ

コーナーの書架
し ょ か

 

4 階 音と映像
えいぞう

コーナーの書架
し ょ か

 

アイーナに避難
ひ な ん

している帰宅
き た く

困難者
こんなんしゃ

 

図書館の一部を開放したサービスの利用案内 

東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

と図書館 
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震災
し ん さ い

関連
か ん れ ん

資料
し り ょ う

コーナー 

東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

発生
はっせい

から約
やく

7か月後の2011年(平成
へいせい

23)10

月 21日、3階郷土
き ょうど

資料
し り ょ う

コーナーの一角に「震災
しんさい

関連
かんれん

資料
し り ょ う

コー

ナー」がオープンします。津波
つ な み

被害
ひ が い

からの復旧
ふっきゅう

・復興
ふっこう

の只中
ただなか

にあ

って、収集
しゅうしゅう

した資料
し り ょ う

をなるべく早く活用していただけるよう、

未整理
み せ い り

状態
じょうたい

の資料も公開していたため、この時点ではまだ仮
かり

オ

ープンという状態
じょうたい

でした。開設時の資料数
し り ょ う すう

は、図書、雑誌、チラ

シなどの一枚
いちまい

もの資料をあわせて約
やく

700 点でした。収集
しゅうしゅう

資料
し り ょ う

には、岩手県や、各市町村
かくしちょうそん

が発行した復興
ふっこう

計画
けいかく

、ボランティアの

記録
き ろ く

、写真集などの資料
し り ょ う

があります。 

その後、2012 年(平成
へいせい

24)４月１日に、「震災
しんさい

関連
かんれん

資料
し り ょ う

コーナー」が本オープンします。コーナーの

設置
せ っ ち

趣旨
し ゅ し

には、「東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

から生み出された被害
ひ が い

状況
じょうきょう

・救援
きゅうえん

活動
かつどう

・復興
ふっこう

などに関
かん

する貴重
きちょ う

な資料
し り ょ う

を後世に引き継
つ

ぐために収集
しゅうしゅう

・保存
ほ ぞ ん

するとともに、その資料
し り ょ う

を閲覧
えつらん

などに供
きょう

することで、災害
さいがい

復興
ふっこう

や

防災
ぼうさい

対策
たいさく

(研究
けんきゅう

)にも役立てていただけるよう設置
せ っ ち

するもの」と記されています。 

2022 年(令和
れ い わ

4)９月１日現在
げんざい

、32027 点の震災
しんさい

関連
かんれん

資料
し り ょ う

を所蔵
しょぞう

しています。しかし、時がたつにつ

れて、東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

に関
かん

する資料
し り ょ う

の発行数は減少
げんしょう

しています。震災
しんさい

の記憶
き お く

を後世に語り継
つ

ぐことは、自

分や大切な人の命を守ることにつながります。この震災
しんさい

関連
かんれん

資料
し り ょ う

コーナーが、防災
ぼうさい

・減災
げんさい

の一助となり、

東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

の教訓
きょうくん

が決して失
うしな

われることのないよう願
ねが

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

震災
しんさい

関連
かんれん

資料
し り ょ う

は「チラシ」等が所蔵されているのが

特徴
とくちょう

です。主に一枚
いちまい

ものの資料
し り ょ う

の「チラシ」等は、テー

マごとにクリアファイルで整理しています。避難所
ひ な ん じ ょ

の

情報
じょうほう

や、義援
ぎ え ん

金
きん

の申請書
しんせいしょ

などの書類
しょるい

、被災者
ひ さ い し ゃ

支援
し え ん

を

よびかけるものなど、震災
しんさい

当時
と う じ

の状況
じょうきょう

がわかる貴重
きちょ う

な資料
し り ょ う

です。 

一枚
いちまい

もの資料
しりょう

の一部 

2011 年 10 月 21 日にオープンした 

震災
しんさい

関連
かんれん

資料
しりょう

コーナーの様子 
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新型
し ん が た

コロナウイルス感染症
かんせ ん し ょ う

への対応
た い お う

 

２０２０年(令和
れ い わ

2)は、新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

の感染拡大により、日本も世界も大混乱しました。２０

２０年(令和
れ い わ

2) ２月２６日、安倍
あ べ

総理
そ う り

が新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

対策
たいさく

本部
ほ ん ぶ

を開き、今後２週間は全国

的なスポーツや文化イベントの中止や延期
え ん き

、規模
き ぼ

縮小
しゅくしょう

を要請
ようせい

します。２月２７日、県立図書館では、２週

間以内に予定していた講演会やおはなし会などのイベントの中止・延期が決まりました。 

その後、館内では、利用者
り よ う し ゃ

同士
ど う し

の距離
き ょ り

を一定
いってい

程度
て い ど

保
たも

つため、閲覧席
えつらんせき

や蔵書
ぞうしょ

検索機
け ん さ く き

の台数を減
へ

らし、イ

ンターネットや、視聴
しち ょ う

ブースなどの機器類
き き る い

は利用を停止
て い し

しました。 

同年４月７日、政府から「緊急
きんきゅう

事態
じ た い

宣言
せんげん

」 が発令
はつれい

され、４月１６日には 7都道府県
と ど う ふ け ん

から全国に対象
たいしょう

地域
ち い き

が拡大
かくだい

されました。岩手県においても、４月２３日に「岩手県における新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

拡
かく

大防止
だ い ぼ う し

のための緊急
きんきゅう

事態
じ た い

措置
そ ち

」が発令
はつれい

され、不要
ふ よ う

不急
ふきゅう

の外出の自粛
じ し ゅ く

が要請
ようせい

されました。 

県立図書館は、４月２５日から５月６日まで、入館してのサービス

利用
り よ う

を制限
せいげん

し、宅配便
たくはいびん

や、事前
じ ぜ ん

予約
よ や く

による貸出
かしだし

を行いました。期間中、

臨時
り ん じ

窓口
まどぐち

には４２０人が来館し、貸出は1500冊
さつ

を超
こ

えました。その後

も、２０２１年(令和
れ い わ

3)８月１２日に発令
はつれい

された、岩手県独自
ど く じ

の「岩手
い わ て

緊急
きんきゅう

事態
じ た い

宣言
せんげん

」により、８月１６日から９月１７日まで、臨時
り ん じ

窓口
まどぐち

を設
もう

けたサービス制限
せいげん

は二度にわたって実施
じ っ し

されました。 

 

コロナ禍
か

ではじまった取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨時
り ん じ

窓口
まどぐち

の様子
よ う す

 

コロナ禍
か

の図書館 

1 セット本・シリーズ本の展示
て ん じ

（２０２０年２月～５月） 

滞在
たいざい

時間
じ か ん

を短くできるように企画
き か く

した「セット本」とは、テーマごと

に集めた５冊の図書を紙袋
かみぶくろ

に入れて、手書きのテーマをつけたもの

です。どんな本が入っているかわからない「本の福袋
ふくぶくろ

」とはちがっ

て、中の本を確認
かくにん

することができます。 

この機会に、普段
ふ だ ん

選
えら

ばないようなテーマの本を手に取ってみたい

という声も聞こえました。 

 

「セット本」展示
て ん じ

 

「はじめてのおはなし」「ふしぎはおすき？」

「くま・くま・くま!!」など、図書館スタッフ

みんなでさまざまなテーマを考えたよ！ 
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県立図書館がアイーナに移転
い て ん

開館してから、東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

の発生や、新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

の

影響
えいきょう

など、想定できなかったことが起こりました。その度に県立図書館は、何ができるかを考え、問題に

向き合ってきました。これからも、さまざまな方法を模索
も さ く

しながら、利用者のために図書館ができることに

取り組んでいきます。 

出前見学会 

令和 3 年のおはなし会 

第 1 回 おにのてがた 

 

動画
ど う が

撮影
さ つ え い

の様子 

 

4 コンシェルジュ出前見学会 

施設
し せ つ

見学の受け入れが 難
むずか

しい状況
じょうきょう

を受け、県立図書館の

案内人
あんないにん

コンシェルジュが県内の学校に出向き、図書館の利用
り よ う

方法
ほうほう

や

図書の並び方、職員
しょくいん

しか入ることができない閉架
へ い か

書庫
し ょ こ

など、施設
し せ つ

見

学と同じ内容を写真を使用して説明します。学年に応じた内容で、読

み聞かせや、しおり作り体験
たいけん

など、さまざまな見学コースがあります。 

3 一家族ごとのおはなし会 

現在
げんざい

、図書館スタッフやボランティアの方々によるおはなし会を

定期的
て い き て き

に開
かい

催
さい

しています。感染
かんせん

対策
たいさく

として、マスクを着用して、一家

族ごとに先着３組まで、絵本や紙芝居
かみ し ば い

の読み聞かせを行っています。 

2 いつでも どこでも おはなし会（２０２０年８月～） 

安心で安全に、おはなし会を楽しんでもらおうと考えて作られたのが、おはなし動画の配信
はいしん

です。

著作権
ちょさくけん

に配慮
はいりょ

し、民話や昔話を基
もと

におはなしを編
あ

みなおし、登場人物やセットは全て手作りです。いつ

でもどこでも気軽に見ることができるよう、動画の時間は３分～５分程度
て い ど

と短いものにし、You Tube で

配信
はいしん

しました。 

「セット本」と同じ時期に取り組んだのが、「シリーズ本」の

展示
て ん じ

です。おうち時間に、じっくりと読むことのできる長編
ちょうへん

シリ

ーズに挑戦
ちょうせん

してもらおうという考えから始まりました。 

どの巻
かん

からでも読めるシリーズ「セット本」とあわせて、多く

の利用
り よ う

がありました。 

「シリーズ本」展示
て ん じ
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　運転免許センター

　　　 約8.5万冊

 前室

ＥＶ

閉架書庫１

（自動化書庫）

約38.5万冊

団体貸出用書庫

荷捌室

風除室

ブック
ポスト

ＷＣ 搬送室 ＥＶ

ＥＶ

階段

１階
か い

 

２階
か い

 
　　　　　　　　　

視聴覚障がい

者情報セン

ター事務室

階段

階段
ＥＶ

（貴重書庫）

図書サーバ室

搬送室 ＥＶ

事務室

階段

閉架書庫３

ＥＶ

物品庫

①

更衣室

①

更衣室

物品庫

②

資料編集室

約83万冊

約1.8万冊

研修室

選書室

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

ﾙ　ｰ　ﾑ

閉架書庫２

（集密書庫）
物品庫

③

くん蒸室

 階段

（自動化書庫）

閉架書庫１

吹き抜け

修

復

作

業

室

印

刷

製

本

室

ＷＣ ＷＣ

館長室

応接室

（図書館）

休憩室

③

更衣室

②

市町村支援室

80席

自動化
じ ど う か

 

書庫
し ょ こ

 

自動
じ ど う

で本を 

出してくれる 

すごい書庫
し ょ こ

 

だよ！ 

１・２階
かい

には色々

な書庫
し ょ こ

があるよ♪ 

団体
だんたい

 

書庫
し ょ こ

 

これは本を 

修理
しゅうり

している 

ところだよ 

選書室
せんしょしつ

や 

修理室
しゅうり しつ

など 

集
しゅう

密
みつ

 

書庫
し ょ こ

 

貴重
きちょう

 

書庫
し ょ こ

 

広い書庫にも本が 

いっぱい！！ 
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 スタッフルーム３

　ＷＣ 　　　 ＷＣ

 ＥＶ 　授乳室 　　  ○

　　○○○

　○○○○○

児童サービス

カウンター

ロッカーコーナー

ふれあい

コーナー

紙芝居

検索コーナー

階段

前室

開架書架閲覧スペース

一般資料

総合カウンター

一般資料

児童コーナー

検索コーナー

搬送室
業務

E V

階段

調査研究室

ＥＶ

ＥＶ
階段 階段

ＷＣ

スタッフ

ルーム１

業務

E V

スタッフ

ルーム２

ユース
コーナー

一般資料・洋書

参考図書

郷土資料

マ
イ
ク
ロ

郷土資料
カウンター

閉架書庫５ （郷土書庫）

児童図書研究室

マイクロ
リーダー

絵
本

入
口

震災関連
資料コーナー

ミ
ニ
展
示

検索コーナー

コンシェルジュ

デスク

文学全集

お話し室

絵
本

子
育
て
応
援
本

コ
ー
ナ
ー

くらし
コーナー

閉架書庫４

（児童書庫）

３階
か い

 

78席

マイクロ

フィルムコーナー

検索コーナー

資料補修室

吹き抜け

ＥＶ

階段

視聴覚障がい者情報センター

階段
ＥＶ

ビデオブース

ビジネス関係図書

就
業
支
援

パ
ン
フ
レ
ッ
ト

音と映像
カウンター

検索コーナー

調整室
（ミニシ
アター）

ミニシアター

官報・電話帳

雑
誌

新
聞

新聞・雑誌コーナー

音と映像コーナー

企画展示コーナー

新聞・雑誌カウンター
入

口

ビジネス
支援コーナー

４階
か い

 

音と映像
えいぞう

 

コーナー 

ミニ 

シアター 

企画
き か く

展示
て ん じ

 

コーナー 

いろいろな 

テーマで 

企画
き か く

展示
て ん じ

を 

しています！ 

図:「要覧 2022(令和 4 年度版)」より 

3・4階
かい

が 

図書館
と し ょ か ん

の 

フロアだよ 

児童
じ ど う

 

コーナー 

新聞
しんぶん

・雑誌
ざ っ し

 

コーナー 

郷土
きょうど

資料
し り ょ う

 

コーナー 

一般
いっぱん

図書
と し ょ

 

コーナー 
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岩手県立図書館大百科 

 

目録
もくろく

カード 

って何？ 

 

３階郷土
き ょうど

資料
し り ょ う

コーナーでは、過去の

新聞や、古文書
こ も ん じ ょ

などのマイクロフィルム

を見ることができます。「岩手日報電子

縮刷版
しゅくさつばん

」は、キーワードや、検索
けんさく

期間を

絞
しぼ

って検索
けんさく

できる便利
べ ん り

な機能
き の う

がありま

す。自分や家族の生まれた日に、どん

なニュースがあったか調べてみよう！ 

過去の新聞を 

電子
で ん し

縮刷版
しゅくさつばん

や 

マイクロフィルム 

で見られる！ 

 まず、昔の図書館を 

見てみましょう！ 

本には一冊
さつ

ずつ紙の 

カードが付いていた 

 ここからは、現在
げんざい

の 

県立図書館のことだよ！ 

旧館時代の本の貸
かし

出
だし

カードは紙製
せい

。 

二つ折りで、貸出日と返却日をゴム印で押

していました。児童室の本には、紙のカード

が入っていて、ここにも貸
かし

出
だし

日と返却
へんきゃく

日の

ゴム印を押
お

します。日付印が多い本は、人

気があるとすぐ分かりました。 

紙の貸出カード

に日付印を 

ペタペタ！ 

１９２７年（昭和２）頃
ころ

のおはなし

会「童話会
ど う わ か い

」は、３００人収容
しゅうよう

の

児童
じ ど う

閲覧室
えつらんしつ

が、満員
まんいん

になるほど

盛況
せいきょう

でした。プログラムには「天
あま

の

岩戸」「孝行
こ う こ う

息子
む す こ

」「乃木
の ぎ

将軍
しょうぐん

の

少年時代」など、当時の世相が

反映
はんえい

されています。 

昔
むかし

のおはなし会

「童話会
どうわかい

」 

 

２００３年（平成
へいせい

15）に図書館

情報
じょうほう

システムが入るまで、本を探
さが

すときは、目録
も く ろ く

カードを使いました。

カードには、題名や著者
ちょしゃ

名、出版
しゅっぱん

年など本の情報が書いてあり、

専用
せんよう

の引出しに入れていました。 
引出しには目録

も く ろ く

カードがぎっしり！ 
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自動化書庫は 

本がスイスイ 

出てくる！ 

自動化書庫は、コンピュータを使っ

て本を呼
よ

び出す、近未来的な書庫で

す。建物
たてもの

２階分の高さがあり、各
かく

階の

取り出し口に、本の入ったコンテナが

運ばれてきます。コンテナは、９０００個

以上あり、約
やく

 385,000冊
さつ

の本を

収容
しゅうよう

できます。 

原敬
はらけい

文庫には、二戸市出身の物理学者・田
た

中館
なかだて

愛
あい

橘
きつ

博士
は か せ

が、「原君に…」とローマ字で記

した『発音考
はつおんこう

』という貴重
きちょ う

な本があります。

原敬
はらたかし

と田中館
た な かだ て

博士
は か せ

は、盛岡
もりおか

藩校
はんこう

・作人館
さくじんかん

の同

級生。生涯
しょうがい

を通じた盟友
めいゆう

でした。 

表紙に愛
あい

橘
きつ

のサイン 

原敬
はらけい

文庫
ぶ ん こ

 

のサイン本 

『発音考
はつおんこう

』 

原敬
はらたかし

 国立
こくりつ

国会
こっかい

図書館
と し ょ か ん

 

「近代日本人の肖 像
しょうぞう

」より 

いろいろな書庫や 

文庫があるね！ 

 

貴重
きちょう

書庫には 

大名行列 

の絵図が！ 
この鮮

あざ

やかな絵は、江戸
え ど

城
じょう

に正月参賀
さ ん が

する盛岡
もりおか

藩士
は ん し

を描いた「南部藩
な ん ぶ はん

大名
だいみょう

行列図
ぎょうれつず

」です。江戸時代、諸大名
しょだいみょう

が江戸
え ど

と国元を往復
おうふく

した際
さい

の行列を大名行列

と呼
よ

び、盛岡藩
もりおかはん

など江戸
え ど

から遠い藩
はん

にとって、大きな負担
ふ た ん

となっていました。 

画像は、ホームページ「デジタルライブラリーいわて」で閲覧
えつらん

できます。 

本の取り出し口 

オリジナル 

キャラクター 

せいぞろい!! 

ホームページや印刷物
いんさつぶつ

に

登場
とうじょう

する、当館オリジナル

キャラクターです。 

そめちゃん ポストン セキネさん ブラリ― 

図書館内のポスターや

掲示
け い じ

にも登場
とうじょう

していま

す。さがしてみてね！ 
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コンシェルジュ

の 

お仕事 

コンシェルジュは、図書館の案内
あんない

役です。館内見学ツアー「図書館♪

さんぽ」や、学校を訪
たず

ねて図書館の

利用
り よ う

方法
ほうほう

などを説明
せつめい

する「出前見

学会」で、図書館のことを皆
みな

さんに

お知らせしています。  

図書除菌機
じ ょ き ん き

の説明
せつめい

をしています 

 図書
と し ょ

除菌機
じ ょ き ん き

は、紫外線をあてて 

除菌
じょきん

をしたり、ホコリやゴミ、においなどを 

除去
じ ょ き ょ

することができる機械です♪ 

4階の企画展示コーナーでは、

約
やく

２ヶ月に１度様々なテーマの

企画展
き か く て ん

を開
かい

催
さい

しています。隔年
かくねん

開催
かいさい

の宮
みや

沢
ざわ

賢治
け ん じ

と石川
いしかわ

啄木
たくぼく

の

展示
て ん じ

はたくさんの人が訪
おとず

れます。

詳
くわ

しいスケジュールは、チラシや

ポスター、ホームページでお知ら

せしています。 
宮沢
みやざわ

賢治
け ん じ

資料展
しりょうてん

のようす 

企画展
きかくてん

で 

貴重な資料を 

紹介 

くらしコーナーは 

とっても便利
べ ん り

 

２０１４年（平成
へいせい

26）４月、「くらしコー

ナー」が誕生
たんじょう

しました。生活・家庭・

健康
けんこう

・シニアの４つのテーマで構成
こうせい

さ

れ、生活などの課題
か だ い

の解決
かいけつ

を１か所で

行えるように整理されています。ちらし

やパンフレット等もあり、手軽に情報
じょうほう

を

集めることができます。 ３階入り口そばの書架 

ミニシアターで

映画
え い が

会や講演
こうえん

会 

を楽しもう！ 

４階には、７３人まで（現在
げんざい

は感染症
かんせんしょう

対策
たいさく

のため最大 39

名）収容
しゅうよう

できる、ミニシアター

があります。シアター内にはス

ロープがあり、車いすやベビ

ーカーでも安心して、映画
え い が

会

に参加
さ ん か

できます。 
2019年に開催

かいさい

された講演
こうえん

会の様子 
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本の修理
しゅうり

は

プロの技
わざ

 

本の背表紙
せ び ょ う し

が取れたり、ペー

ジが破
やぶ

れたりした時は、可能
か の う

な

範囲
は ん い

で直しています。和紙などを

使い、ボランティアの方や職員
しょくいん

が

修理
し ゅ う り

作業をします。セロハンテー

プで直すと、変色
へんしょく

して本が傷
いた

むの

で、必
かなら

ず専用
せんよう

の道具を使います。  

子ども向け

郷土
きょうど

資料
しりょう

の 

仲間
な か ま

たち 

児童コーナーで配布
は い ふ

しています 

「子ども向け郷土
き ょうど

資料
し り ょ う

」は、岩

手県の風土や先人について知り

たいときの強い味方！「原
はら

敬
たかし

」「岩

手の食文化」「チャグチャグ馬コ」

など、本号を含
ふく

めて 7種類
しゅるい

ありま

す。ホームページでは、カラーで公

開しています。 

いつでも 

どこでも 

おはなし会 

P23 で紹介
しょうかい

したおはなし会動画

は、現在
げんざい

（２０２２年８月）「お地蔵
じ ぞ う

さま

のおんがえし」「こんびたろう」など 5

つのお話を配信中！今後も増やす予

定です。当館ホームページから見るこ

とができます！ 

 

 岩手にはおもしろい 

昔話がいっぱいあるよ 

「こんびたろう」の一場面 

PECCO はホームページ

でも見られます 

フリーペーパー

「ぺっこ」と 

「PECCO」 

「ぺっこ」とは、岩手の方言で「ちょ

っと」という意味です。図書館のこと

を少しでも知ってほしい、という願い

をこめて名付
な づ

けられました。 

発行は、2007年（平成
へいせい

19）から。

現在
げんざい

は、ローマ字表記「PECCO」に

なり、イベントやおすすめ郷土
き ょうど

資料
し り ょ う

な

どの情報
じょうほう

を年 4回発信
はっしん

しています。 

専門的
せんもんてき

な技術

が必要なんだね 
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