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グラフグラフで見るで見る月島図書館月島図書館のの33年間年間

種　別 蔵書冊数 購入冊数

０　総　　　記 3,774 202

１　哲学・宗教 4,461 149

２　歴史・地理 10,487 564

３　社 会 科 学 16,587 798

４　自 然 科 学 7,666 485

５　工学・家庭 7,536 518

６　産　　　業 3,446 194

７　芸術・スポーツ 11,268 418

８　語　　　学 2,021 100

９　文　　　学 38,439 2,221

大 活 字 本 1,160 59

Y　　　A 2,745 260

児 童 図 書 43,500 1,892

地 域 資 料 8,406 52

計 161,496 7,912

洋 書（ 一 般 ） 248 190

洋 書（ 児 童 ） 776 154

一般	 ※令和6年に出版された月島図書館所蔵資料の年間貸出数です。

1位 成瀬は信じた道をいく 61
1位 一夜（隠蔽捜査10） 61
3位 クスノキの女神 47
3位 風に立つ 47
5位 spring 43
6位 あいにくあんたのためじゃない 42
7位 ブラック・ショーマンと覚醒する女たち 41
8位 ファラオの密室 37

8位 陰流苗木－文庫書下ろし/長編時代小説－
（光文社文庫　さ　18-118　光文社時代小説文庫　芋洗河岸　1） 37

児童
1位 ぱくっ!－どうなるどうなる?－　新版（0・1・2さいのえほん） 23

2位 ポジティブ思考の育て方
（学校では教えてくれない大切なこと　46） 22

2位 あかちゃんごたどりえほん　ふーふーぽい　新版
（頭のいい子を育てるプチ） 22

2位 あかちゃんごたどりえほん　ぶっぶーがおー　新版
（頭のいい子を育てるプチ） 22

5位 下水道のサバイバル－生き残り作戦－2
（かがくるBOOK　科学漫画サバイバルシリーズ　85） 21

5位 ブルブルブブブー（0.1.2.えほん） 21
5位 でんしゃでおでかけ（こどものとも絵本） 21

年間貸出回数ランキング
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※購入冊数：※購入冊数：令和6年度1年間での月島図書館購入冊数令和6年度1年間での月島図書館購入冊数
※蔵書冊数：令和6年3月31日時点での月島蔵書数※蔵書冊数：令和6年3月31日時点での月島蔵書数
※�ただし、洋書（一般）と洋書（児童）※�ただし、洋書（一般）と洋書（児童）
に限り、令和6年12月31日時点のに限り、令和6年12月31日時点の
蔵書冊数を掲載しています。蔵書冊数を掲載しています。



江戸時代の授産施設：人足寄場
石川島（現佃二丁目）にあった人足寄場は、「無宿者」と呼ばれていた、戸籍がない人・罪を
犯してしまった人たちなどを収容し、安定した生活を送ることが出来るように技能の習得や就労の
支援を行っていた場所です。当時の老中松平定信が意見を募ったところ、長谷川平蔵が名乗りを
上げて始めました。

人足寄場では「更生」を目的の一つとしていた為、収容者には仕事が与えられていました。大工や
塗師、紙漉きや油絞りなどその仕事は多岐に渡ります。男性のみではなく、女性の収容者もいたため
機織りや干物作りなどの軽作業もありました。休日として、月3日、年末や五節句、盂蘭盆会等が与
えられ、給料の一部は積立され、残りを分割して毎月3回に分けて手渡しされていました。積み立てさ
れた給料は寄場を出るときに渡されました。
仕事ばかりではなく、毎月3のつく日に「心学」と呼ばれる講義が行われ、収容者の教化が行わ
れていました。これは現代の道徳の授業に近いものといえます。

明治時代に入ってから、人足寄場は刑部省や警察庁の傘下となり存続していきます。やがて建物の
老朽化を理由に明治28年（1895）に巣鴨（現サンシャインシティが建つ場所）へ移転し、現在では
東京都府中市の府中刑務所へつながっています。すでに遺構や建物は現存しておらず、当時をしのば
せるものは石川島公園にある、油絞りの利益から築かれた常夜灯を復元したモニュメントのみになります。

人足寄場顕彰会編『人足寄場史』創文社　1974年人足寄場顕彰会編『人足寄場史』創文社　1974年
菅原健二著『川の地図辞典　江戸・東京/23区編　補訂版』之潮　2010年菅原健二著『川の地図辞典　江戸・東京/23区編　補訂版』之潮　2010年
佐原六郎編著『佃島の今昔　佃島の社会と文化』雪華社　1972年佐原六郎編著『佃島の今昔　佃島の社会と文化』雪華社　1972年
飯田雅男著『橋から見た隅田川の歴史』文芸社　2002年飯田雅男著『橋から見た隅田川の歴史』文芸社　2002年
画像提供：京橋図書館画像提供：京橋図書館

　2024（令和6）年の月島図書館小展覧会は『まるっと佃』と題して、佃
地域に焦点を当て、江戸時代佃島の創成期から現代にかけて歴史をたどっ
ていきました。佃にお住まいの方から貴重な資料もお借りし、11月3日か
ら11月17日までの2週間、多くの方にご来場いただきました。今号では、小
展覧会の一部をご紹介します。

佃に長くお住いの方のご協力で、数々の
展示資料をお貸しいただき、また、多く
の貴重なお話も伺うことができました。

参考文献参考文献

協 力協 力

正月に使用されたというこの面は狐神やお多
福、ひょっとこなどがあり、口が動く仕掛け
がありました。

展示室内では16mmフィルムで収録された住吉祭
りの映像も流れており、「懐かしい」というお声を
頂きました。



佃島の起こりと白魚漁の歴史
佃島の起こりは徳川家康が江戸に居を移した際、摂州西
成郡佃村及び大和田村の住民を呼び寄せたことに始まります。
住民たちは石川島南側の干潟を拝領し、埋め立てて築成す
ることで佃島が出来ました。
佃島の住民たちは幕府より「白魚漁」が出来る特権を与え
られました。『佃島の今昔』には慶長18年（1613）に下され
た「江戸近辺之海川漁猟許之御墨付」という記載があります。
佃島の漁民たちは冬から春にかけて、夜に篝火を焚き、漁
をしていました。獲られた白魚はまず江戸城へと献上され、
次に大名家、奉行所などに卸され、残りが市井に流れました。
江戸時代を通して、佃島の白魚は有名となり盛り上がりま
したが、明治時代になると佃島の特権も無くなります。その
後は江戸前での白魚自体の漁獲量の減少に加え、一般家
庭では必須の魚で無くなったことなどの要因もあり、白魚漁
は衰退したのです。

佃川
佃川は佃1～3丁目と月島1～2丁目の間を
流れていた延長0.5㎞、幅45mの水路でした。
佃川には「佃橋」「新月橋」「初見橋」と3
つの橋がかかり、佃と月島を結んでいました。
佃大橋の完成により、佃川は徐々に埋め
立てられ、昭和62年（1987）に佃島と月
島は完全に陸続きとなり、佃川と3つの橋は
なくなりました。
現在、「新月橋」は佃大橋と朝潮大橋を
つなぐ車専用の橋「新月陸橋」、「初見橋」
は「初見橋交差点」と名前が残っています。

佃大橋
佃大橋は、今から約60年前、東京オリンピック
による交通量増加に備えるために作られました。
橋の製作・架設は、石川島播磨重工業（現
在のIHI）により行われました。大ブロック一括
架設工法という当時最新の工法が使われ、大き
な水上クレーンで橋げたを運んで架けられました。
昭和39年（1964）8月27日には、佃大橋の
開通式が盛大に行われました。住吉神社の神輿・
獅子頭が写る開通式の写真や、西仲通り商店街
で催された祝賀大売り出しのポスターが残ってい
ます。開通式の同日に佃の渡しの廃止式が行わ
れ、佃の渡しは姿を消すこととなりました。

『江戸自慢三十六興　佃沖　名産　志ら魚』
歌川広重（2代目）画　歌川豊国（3代目）画
1864年

『佃橋から佃島9、10番地の河岸を見る』
京橋図書館撮影　昭和31（1956）年

『美しい佃大橋』石原宰柴撮影　昭和39（1964）年



 令和6年の月島図書館は、児童・一般ともに洋書コーナーを新設したり、暮らしのコーナーに棚が増設された

りとプチリニューアルを行いました。開催期間を延長した小展覧会は、より多くの方に足を運んでいただき担当

していた地域班皆喜んでおります。令和7年も月島図書館スタッフ一同、新しいことに挑戦し

地域の皆様に日々利用していただける図書館づくりを目指してまいります。

編集後記

　月島図書館月島図書館
令和6年度行事報告令和6年度行事報告

今年はへびどし

新着CDの提供方法について
職 場 体 験

毎年恒例の本の福袋、中身は開けてみてからの

お楽しみ。

福袋には本の他にもおみくじが入っており、そ

の結果でそれぞれプレゼントと引き換えることが

出来ました。新しい本との出

会いはありましたか？

中央区の中学校の生徒さんに、図書館の仕

事を体験してもらいました。返却された本の

処理やブックコート作業など、図書館の裏側

の仕事を通して、図書館や本にもっと興味を

もってもらうきっかけになれば嬉しいです。

月島図書館にあるへびの絵本

「どいてよへびくん」五味太郎／作

「はらぺこヘビくん」みやにしたつや／作・絵

「へびくんのおさんぽ」いとうひろし／作・絵

「へびながすぎる」ふくながじゅんぺい／作

他にもたくさんあるよ。図書館で探してみてね。

クリスマス子ども会では、「ラリーのクリスマス」や

「てぶくろ」などの季節に沿った大型絵本の読み聞

かせのほか、「そりにのって」などの手遊びも行いま

した。

さらに、今年もサンタクロースが来てくれました。

プレゼントをもらったり、一緒に記念撮影をしたり

で大盛り上がりの子ども会となりました。

12月28日（土）より区内全館で、新着CDの提

供方法が変わりました。

①新着CD貸出日に、ご来館者への貸出を優先する

時間（9時～9時20分頃）を設定いたします。

②当日に限り、1 カードにつき2タイトルまでの貸

出とさせていただきます。

何卒、主旨をご理解いただき、ご協力いただきま

すよう、よろしくお願い申し上げます。

クリスマス子ども会
令和6年12月15日

本の福袋
令和7年1月3日（金）〜

佃中学校
銀座中学校
日本橋中学校




