
Library Information
図書館だより図書館だより

■ 上野図書館　☎21-6868
■ いがまち公民館図書室　☎45-9122
■ 島ヶ原公民館図書室（島ヶ原会館内）☎59-2291
■ 阿山公民館図書室（あやま文化センター内）☎43-0154
■ 大山田公民館図書室　☎47-1175
■ 青山公民館図書室　☎52-1110

★新着図書紹介（上野図書館）
■児童書
『ルパン最後の恋』

ルブラン／作
　ルパンの祖父が手に入れ
た本をめぐって、イギリス
王家とフランスが繰り広げ
ていた争奪戦は、国際的な
陰謀へと発展。70 年もの
間未発表となっていた作品
が、子ども向けに翻訳され
ました。

■一般書　
『ザ・近鉄線さんぽ

名古屋～伊勢志摩編』
交通新聞社／編

　近鉄線名古屋～三重エリ
アのスポット＆グルメを紹
介する本です。式年遷宮を
迎える今年、「美し国」三
重の魅力が存分に引き出さ
れています。

■一般書　
『日本全国ご当地スーパー

掘り出しの逸品』
菅原　佳己／著

　しるこサンド、満月ポン、
紅しょうがの天ぷら、せみ
餃子…実は、み～んなロー
カル食品なんです！全国の
スーパーから集めたご当地
食品を紹介した、楽しい一
　冊です。

■絵本
『おしりをしりたい』

鈴木　のりたけ／作
　“おしりに火がついた”って
何？どこからどこまでがお
しりなの？私たちが知らな
い、偉大なお
しりの謎を、
「おしりおし
り隊」が究
明します。３月の読み聞かせ

開催日 会　場 時　間 催　物　　　　　＊は読み手　
  6 日（水） ふるさと会館いが小ホール 10：00～１時間程度 絵本の時間
  9 日（土） 上野図書館 2階視聴覚室 10：30～ 30分程度 おはなしの会
14日（木） 上野図書館 2階視聴覚室 10：30～ 30分程度 えほんのひろば　＊おはなしボランティア「ちいさなねこ」
16 日（土） いがまち公民館会議室（和室） 10：00～ 30分程度 読み聞かせ会　＊読み聞かせボランティア「ぶらんこ」
16 日（土） 大山田公民館図書室えほんのへや 10：30～ 30分程度 おはなしたいむ　＊おはなしボランティア「きらきら」
17 日（日） 阿山公民館図書室読み聞かせ室 10：30～ 30分程度 読み聞かせ会　＊読み聞かせボランティア「はあと＆はあと」
17 日（日） 島ヶ原会館ふれあいホール 12：30～ 30分程度 読み聞かせ会　＊読み聞かせボランティア「ネエよんで」
19 日（火） 阿山公民館図書室読み聞かせ室 10：30～ 30分程度 読み聞かせ会　＊読み聞かせボランティア「はあと＆はあと」
23 日（土） 上野図書館 2階視聴覚室 10：30～ 30分程度 おはなしの会　＊おはなしクラブ「いがぐり」
27 日（水） 上野図書館 2階視聴覚室 10：30～ 30分程度 えほんの森　＊おはなしボランティア「よもよも」
27 日（水） 青山公民館図書室絵本のコーナー 10：30～ 30分程度 おはなしなあに？
　★絵本の読み聞かせや紙芝居、手遊びなどをします
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私
た
ち
の
身
近
に
あ
る
田
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多
く
が
昭
和
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年
代
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と
な
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を
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わ
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。
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明
治
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９
９
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近
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れ
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計
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伊
賀
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本
格
的
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施
さ
れ
た
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は
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治
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っ
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明
治
42

年
に
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瀧
村
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で
８
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９
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（
53

町
５
反
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耕
地
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６
７
０
筆
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59
町
６

反
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耕
地
へ
、
小
田
村
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新
居
村
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上

野
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１
９
１
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４
反
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１
９
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４
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小
田
町
の
平
井
神
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地
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記
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に
は
、
事
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の
経
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が
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ま
れ
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す
。
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。
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居
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村
の
連
合
耕
地
整
理
を
実
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し
た
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事

は
明
治
41
年
12
月
に
起
工
し
、
大
正
７
年

７
月
に
竣
工
し
た
。
耕
地
整
理
の
結
果「
良

田
二
百
八
町
七
反
を
得
た
り
区
画
整
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と

し
て
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う
き
ょ
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配
置
宜
し
き
に
適
ひ
耕
作
の

力
省
か
れ
水
旱
の
災
除
か
れ
」
て
、
村
民

は
大
い
に
喜
ん
だ
と
あ
り
ま
す
。
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の
後
、

大
正
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９
１
３
年
）
に
鍛
冶
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大
正
７
年
に
古
郡
、
大
正
10
年
に
は
北
山

で
実
施
さ
れ
、
さ
ら
に
昭
和
に
入
る
と
、

東
柘
植
・
河
合
・
花
之
木
・
中
瀬
・
山
田
・

友
生
な
ど
各
村
で
も
施
行
が
認
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
戦
前
の
耕
地
整
理
は
、
現
在
の
よ
う
な

建
設
機
械
も
な
く
大
き
な
労
力
を
伴
う
も

の
で
、
土
地
の
所
有
者
が
替
わ
る
場
合
な

ど
の
手
続
き
も
困
難
を
極
め
た
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
努
力
が

耕
地
の
生
産
性
を
上
げ
、
そ
の
成
果
が
後

世
へ
伝
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

市
内
に
残
る
い
く
つ
か
の
耕
地
整
理
の
記

念
碑
は
、
そ
う
し
た
往
時
の
人
び
と
の
労

苦
を
伝
え
て
い
ま
す
。

　
総
務
課
市
史
編
さ
ん
係

　
☎
52
・
４
３
８
０　
℻  
52
・
４
３
８
１ ▲耕地整理記念碑（小田町）


