
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うつべ町かど博物館 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ὁἪὓἽ 

 

古ἝὛ人々ὀ営ὑ紡Ẫ歴史Ἵ育ὐἸἱわ町内部ẫそἥἽὁ杖衝坂

や采女城跡ὤὁἪὓἺἫὝ多くὀ史跡・遺跡ὀἥさἸいὐἫẫἥὐἹἽẪἥ

Ὓὤ伝えὝ郷土史や歴史冊子残さἸいὐἫẪそὀ多くὁ神社仏ὤ中

心ἺἫὝ戸時代以前ὀ事柄ほἺὥἻἹẪ明治以降ὀ事蹟ὤ取上ἤἱὔὀ

ὁ多くあὐせὥẫ 

 

明治以降Ἲいう近代ὀ視点Ἱ地域ὤ見直ἩἸὑἱἺẪ内部Ἵὁ意外Ἵ多く

ὀ遺蹟・遺物残ἵἸいὝἥἺἽ気付ὐἫẫそὛὀ多くὁో段見慣ἱౌ

色ὀ中Ẫ気ἷἝἼいὐὐὄἵそἺそἥἽあὐἫẫ百数十年Ἲいう短い時間

ἲἝὛἥそ今Ἵ残ἵἸいὝἥὛ遺跡ὔẪやἸ消滅ἩẪ時ὀ中Ἵ埋ὔἸゆく

運命ἽあὐἫẫ 

 

明治・大正・昭和ὀ時代ὤἶうἪἸẪ人々ὀ生活ὤ支えẪ内部ὀ発展Ἵ貢献Ἡἱ

ἥὛὀ遺跡Ἵ光ὤあἸẪ広くὑἼさὥἽ知ἵἸὔὛいẪ後世Ἵ伝えὝἱὓἽẪう

ἶべ町ἝἻ博物館Ἱὁ独自Ἵἥὀ時代ὀ遺跡ὀ中ἝὛ9件ὤ選ὅẪỌ内部ὀ近代

歴史遺産ọὀ名前ὤ付ἩἸ冊子ἽὐἺὓὝἥἺἽἩὐἩἱẫ 

 

ἥὀ冊子内部ὀ歴史Ἵ心ὤ寄せẪ故郷ὤ愛ἫὝ気持ἳὤ育ὒ一助ἺἼὝ

ἥἺὤ願ἵἸいὐἫẫ 
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１．今なお恩恵を受ける・・・横井井堰および顕彰碑 

概
要 

戸時代Ẫ内部川Ἵܡὤ作כ曽ὀ田Ἵ灌水ἫὝ大工Ζあἵἱẫܡὁ״Ἢ場所Ἵ形ὤ

変えἸ今ὔ残Ẫג込まἱ水ὁ大地ὤ穿ἵἸἶくὛἱ水路ὤ流ἸẪ今ὔכ曽ὀ

田ὤ潤ἩἸいὝẫ地区ὀ住民ὁἥὀΖ蹟ὤ称えἸ石碑ὤ建ἸẪ毎年記念祭ὤ行ἵἸいὝẫ 

説明 

戸時代Ẫ内部川ὀ水ὤ利用ἩἸいἱכ曽ὀ

田ὁ干害Ἵ悩まさἸいἱẫ当時ὀ主͡谷新ݺ

郎ὁẪ北松ὀ地ἝὛ流Ὕ川ὀ水כ曽

村一ノ縄ὀ地Ἱ内部川Ἵ合流ἩἸいὝἥἺἝὛẪ

ἥὀ水ὤכ曽ὀ地Ἵ引くἥἺὤ企ᄐἩἱẫ 

 

水田ὀ؞ἹあὝ水利ὤ巡Ὕ利්ὁ複雑Ἱ強固

ἼὔὀἹあἵἱὟうẪ采女村Ἵ働ἝἣẪ嘆願・

説得ἩẪ״意ὤ得ἸẪ時ὀ代官Ἵ申Ἡ出Ἰ許Ἡὤ得

ἱẫἥὀ間多くὀ困難あἵἱ屈ἫὝἥἺἼくẪ

手ὤ尽くἩἸΖ業ὤ推Ἡ進ὓἱẪ労苦ἱἱἵἸ職ὤᥘいἱẫ跡ὤᏐいἲ河村源十郎ὁ村人

Ἲ共Ἵ内部川Ἵܡὤ作Ẫ水路ὤ掘Ẫᦈὤ修ἩἸẪݹ保Ộ年ỀṜṣṞṝềἶいἽ完竣Ἡ水ὤくἽ至

ἵἱẫ井ὀ地Ἵ設ἣἱἥὀ井ܡὤ井井ܡἺ؝びẪ水路ὁ井川Ἲ؝ὂẪ以後כ曽ὀ沖

田Ἵ水ὤᥙᏑἣἸいὝẫỀἥὀ間ὀΖ情ὁ次ページỌ碑文ọ参照ẫề 

 

大正８年ỀṜṤṜṤềἽẪכ曽村ὀ山本九͡郎及び区長

発起人ἺἼẪ米田ὀ地Ἵ土地ὀ寄付ὤדἣẪ大治

田・六呂見・川尻各村ὀ賛״ὤ得ἸẪ先人ἱἳ行ἵἱ

ἥὀ偉業ὤ後世Ἵ伝えẪ顕彰ἫὝ碑ὤ井川沿いἽ建

立ἩẪそὀ遺徳ὤ偲ὥἹἱẫ当初ὁ役員交代Ἱ毎

月 ṝṛ 日Ἵ燈明ὤ͢ἤἸいἱẪそὀ後ὁᄏ役員総代

ἽὝ年 Ṝ 回ὀ祭礼ἺἼἵἱẫ現在Ἱὁゴールデンウィ

ーク明ἣὀ日曜日Ẫ許曽神社ἽἜいἸ͡谷氏子孫Ἲ

自治会役員・組長Ẫ農業委員参列ἩἸ記念祭行Ἴ

わἸいὝẫ 

地区Ἱὁ農家組合中心ἺἼẪ年ộ回井גܡ水ך

ἝὛ大治田まἹὤỚ班Ἵ分ἣἸẪ川浚いἩἸ保全Ἵ努ὓ

ὝほἝẪ鯉ὀ放流ὔ行ἵἸいὝẫまἱ自治会ὁ国土交通

省定ὓἱ水利使用規制Ἵ基ἷいἸג水量ὤ測定ἩẪ

毎年 Ṝ 月Ἵ国土交通省Ἵܢ告ἩἸいὝẫ 

井ὀ水ὁ地域ὀ人ᦉἽἵἸ守ὛẪכ曽ὀ田ὁ今ἼἜそὀ恩恵ὤדἣἸいὝẫ 

㸦横井井堰ࡘいてࠗࡣ小古曽町郷土史  㸧ࠋいࡋ詳べ歴史覚書࠘ࡘ四日市市合併７０周ᖺ記念誌࠘とࠗうࠊ࠘

同ࡌ場所ࠊコンクリートࡢ堰とࡗ࡞て残る横井井堰 

顕彰碑 

井川 

井井ܡ 

 

 



内部の近代遺産 １・・・・・明治・大正・昭和の時代を経て内部に遺された歴史の足跡 

2 

 

あἫἼὟう鉄ᦈ線路近くὀ井川沿いἽ建ἸὛἸいὝ顕彰碑Ề表面ềὁ工Ζὤ成Ἡ遂ἤἱ

Η人ὀ先人Ἲ村人ὤ称えἸいὝẫ碑文ὁẪ全 ṞṠṟ 字Ẫ旧字体且ἶ篆書体ὀ漢文ἹẪ縦書Ἱ書

ἝἸいὝẪ意訳ἩἸך語体ὀ書Ἵ改ὓἱẫỀ誤あὝἺἫὂἫべἸ編者ὀ責任ἹἫề 

跡
ǻǭ

鑿
サク

横ʟ川碑 ɤ県知ʙ正ʞ位勲四等長幹篆
テン

᫇
Ǭク

Ტ石碑ƳƲƷɥ部ƴ篆字ư彫Ƭた᫆字Უ 

ɤ県ɤ郡ݱ古曽村Ƹ内部川Ʒ北ƴ位置ƠŴ田Ƹ

百ထƹƔǓあǔŵ大地Ƹ坦ư一望遮ǔǋƷƳƘ見渡

Ƥǔŵ地Ƹ肥沃ưあǔƕŴ害Ʒあǔたびƴ水Ǜ求Ǌ

Ư四方ƴ手Ǜ尽ƘƠƯいたŵ延享Ტ碑文ƷƱƓǓŵ延享

Ƹ1744࠰Ɣǒ1747࠰ǇưᲣƷこǖӸ主Ǜ勤ǊƯい

たɤ谷新ٽ郎ƸこƷこƱƴ心Ǜ痛ǊŴ考えǛ巡ǒƤŴ

ƭいƴ内部川Ʊݱ池川ƴ堰ǛƭƘǓŴ横ʟ川Ǜ穿
ウǬ

ƬƯ

水ǛݰƖŴ灌漑ƴ供ƢǔこƱǛ企ဒƢǔƴ至Ƭたŵ 

ƠƔƠʙƸ采女村ƴ関係ƢǔこƱƔǒŴ采女村Ʒ村役人ƷǈƳǒƣ村民ǈǜƳǛ説得ƠŴǑうや

ƘそƷ許諾Ǜ得ƯŴ代官ƴ申Ơ出Ư工ʙƷ許ƠǛ得たŵ村人Ǜ組織ƠŴƭいƴ工ʙƴƔƔǔǋƷ

ƷŴ百出Ƣǔ難᫆ƴ屈ƢǔこƱƳƘŴ策Ǜ練Ǔ知恵Ǜ絞ǓŴ推Ơ進ǊたƕŴ労苦たたƬƯそƷ職Ǜ

辞ƢǔこƱƱƳƬたŵ代わƬƯ河村源十郎ƕӸ主ƱƳǓŴ溝Ǜ掘Ǔ進ǊŴ道路Ǜ修理Ơたŵさǒƴ

大治田Ʊ六呂見Ʒʚ村Ʊ横ʟ川Ʒ利用ƴ関ƠƯ協議ƠŴ灌漑ƷǈƳǒƣ飲料ƴǋ供ƢǔこƱƱƠ

たŵټ保末࠰Ტټ保Ƹ183画～1844ǇưᲣƴ工ʙƸ完成ƠŴこǕǑǓ害Ʒ被害ǛこうǉǔこƱƸ

無ƘƳƬたŵ稲ƕ豊Ɣƴ実ǓŴ豊作Ǜ喜びŴ腹Ǜ満たƢこƱƕưƖǔƷƸƢべƯこƷʚ人Ʒ力ƴǑ

ǔǋƷưあǔŵ 

村人ƸそƷ恩恵ǛうƚƳƕǒŴݱ古曽Ʒ米田Ʒ地ƴ石碑Ǜ建Ưʚ氏Ʒ功績Ǜ遺そうƱƷ計ဒǛ抱

いƯいたŵƭいƴʚ氏Ʒʙ跡Ǜ刻ƠŴ祀
Ȟツ

ǔ時ƕ来ƯŴ余ƴ碑文Ʒ依頼ƕあƬたŵ余ƸƔƭƯݱ古曽

村Ʒ戸長Ʒ職ƴあǓŴそƷʙ跡Ƹ詳ƠƘ承知ƠƯいたこƱƔǒŴこƷʙ業ƴ賛ӷƠ承諾Ơたŵ 

以ɥƷこƱǛ心ƴ銘ơƯŴӿơƯ曰Ƙŵ 

川Ǜ堰ƠƯ水Ǜ引Ɩ 溝Ǜ開Ɩ田ƴ灌
ǽǽ

ƙ 

餘ǓƸ潺湲
ǻンǫン

(水Ʒ流ǕǔさǇᲣƴ游
アǽ

ƿƴ用ƾᲢ流ǕƴǇƔƢƷ意Უ 

規畫
ǭǫク

(企ƯŴƸƔǔこƱᲣƴ 愆
アヤȞリ

無Ƙ 偉
イ

績
ǻǭ

(偉大Ƴ功績ᲣƸ顯赫
Ǳンǫク

(あƖǒƔᲣƴƠƯ 

利澤
リǿク

(ǊƙǈᲣ豐全
ホウǼン

ƳǓ  

民心Ƹ弗諼
ワǹレǺ

(弗Ƹ不Ʊӷ義ᲣƠƯ 貞珉
テイȟン

(美Ӹ・正Ơい心ᲣƸ永Ƙ傳ƾ  

ʚ君Ʒ霊爽
レイǽウ

(死者ƷたǇƠいᲣ 儼
ǲン

然
Ǽン

Ʊ在
Ȟシ

為
Ȟ

ƤǓ  

横ʟ之水Ƹ 芳
ǫンバ

ƠƘƠƯ萬࠰ƴ流Ƣ 

大正八࠰四月廿日    

前ɤ郡日永村長勲七等吉村正敏撰Ტ撰ƱƸ詩文ǛƭƘǔこƱᲣ 

洞津
ƲうƠǜ

 (津ƷこƱᲣ 市川進書丹Ტ書丹ƱƸ石ƴɦ書ƖƢǔこƱᲣ 

 

 

以前ࡣ約 』0ｍ南あࡗたが 

ᖹ成 22 ᖺ現在地移設ࠋ 
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２．鈴鹿を目指した幻の未成線・・・内部線延線跡 

概
要 

内部線ὁ当初ὀ計画Ἱὁ内部川を渡Ẫ

鈴鹿を目指しἸいたẫそὀ一部Ẫ内部駅Ἕ

Ὓ内部川堤防まἹ敷ἝἸいた線路跡

今も残っἸいὝẫ 
場
所 

 

説明 

 

内部線ὁ大ฤ元मỀṜṤṜṝềἽ八王子－日永間Ἱ開業Ἡた三᧹軌ᦈὀ鈴鹿支線ἺἩἸ計画さ

Ẫ大ฤ ṜṜ मỀṜṤṝṝềἽ日永－内部間開業Ἡたẫ 

 

こὀ鈴鹿支線ὁ当初計画Ἵ

ὂẪ内部ἝὛ南西方面Ἵ更Ἵ路線を延

長ἩẪ鈴鹿山ᓤὀᝋ᧺Ẫ巡見街ᦈἽ面Ἣ

Ὕ伊船Ề深伊沢村・現鈴鹿市ềἽ到ᦉἫὝ

ὔὀἹあἵたẫ途中ἽὁẪ采女・松・下

大久保・和無田ὀ駅配置さẪ終点ὀ

伊船駅Ἵὁ貨物ὀ積ὑ下ὟἩᾠーᾥや

機関車・客車ὀ車庫並ぶターᾤナᾰ

ἺἼἵἸいたẫ 

 

 

こὀたὓ路線ὁ内部駅ἝὛ先ὀ内部川堤防ᓣὐἹ敷設さἸいたẫ昭和７मỀṜṤṞṝề発行ὀ

地図Ἵὁこὀ路線ὁἵἺ記さἸいὝẫ 

 

ἩἝἩ内部川以遠ὀࣹ事ὁẪ用地

買収思ううἽ進ὐἼいこἺや

旅客収入ὀ伸び悩ὑἝὛ計画ὁ進

展ἭἬẪ何度Ἕࣹ事竣ࣹ期限ὀ延

長を行ἼἵたẪἶいἽ大ฤỖ４म

ỀṜṤṝṠềἽ鉄ᦈ敷設免許ὁ失効Ἡたẫ 

そὀ後こὀ堤防路線ὁ内部川ὀ

砂利採線ἺἩἸ使用さἸいた

Ẫ昭和４ổमỀṜṤṡṠề前後Ἵὁ撤去

さたẫ 

 

路線跡Ἵὁ今ὔἼἜ線路敷や水

路を渡Ὕ護岸壁残Ẫ往時をἩὀ

ὂἭἸいὝẫ 

 

 

内部川以南ࡢ路線計画図ࠊ何案か計画さࢀたもࡢࡢ一部ࠋ 

㸦原図ࡣいわゆࡿ青写真ୖࠋ図ࡣ白黒反転したもࠋࡢ㸧 

昭和７年㸦1932㸧発行ࡢ地図 
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線路跡 

位置図・写真 

 

 

 

 

 

 

ȩ  Ȫ  ȫ  

国ᦈ Ṝ 号ὀ歩ᦈ橋ἝὛ見ὝἺẪ

南へ向ἝἵἸ線路跡伸びἸ

いὝẫ 

線路敷ὁ写真ר手ἝὛࣺへ伸

びἸいὝẫ水路を渡Ὕ護岸壁ẫ 

 Ἢく水路を渡Ὕ護岸壁ẫ״

写真ὀࣺ手ὀ先ὁ宅地ἺἼἵ

ἸいἸẪ線路跡ὁここὐἹẫ 

内部線の歴史 
明治 ṟṞमỀṜṤṜṛề  軽便鉄ᦈ法制定・・・四日市鉄ᦈ・三᧹軌ᦈ・ւ勢軽便鉄ᦈ乗 
大ฤ元मỀṜṤṜṝề   三᧹軌ᦈ 日永ー四郷Ề後Ἵ八王子ὐἹ延伸ề開業ẫ 

コッᾟᾰ社ᝊ蒸気機関車使用 
大ฤ ṝ मỀṜṤṜṞề～大ฤ ṟमỀṜṤṜṠề 日永～南浜田～諏訪～四日市順次開業 
大ฤ ṠमỀṜṤṜṡề   三᧹鉄ᦈἽ改称 
大ฤ ṜṜ मỀṜṤṝṝề   日永～南日永～泊～追分～古曽～内部開通Ề内部線ὀ歴קスタートề 
大ฤ Ṝṟ मỀṜṤṝṠề   鈴鹿延伸計画失効 
昭和 ṝ मỀṜṤṝṢề  ガソᾯン気動車入 
昭和 Ṝṣ मỀṜṤṟṞề 内部線電ցỀ八王子線ὁ昭和 ṝṞ मề 
昭和 ṜṤ मỀṜṤṟṟề 三᧹交通Ἵ改称・古曽駅廃รỀ戦後Ἵ復活ề 
昭和 ṞṤ मỀṜṤṡṟề 三᧹交通ὀ鉄ᦈ部門三᧹電気鉄ᦈἽ改称 
昭和 ṟṛमỀṜṤṡṠề 近畿日本鉄ᦈἽ移管 
भ成 ṝṢमỀṝṛṜṠề 四日市あἫἼὟう鉄ᦈスタート 

内部線ࡢ未成線についてࡣ以ୗࡢ本に詳しく記さࢀていࠋࡿ 

新視点୕重県ࡢ歴ྐ㸦2013年2月୕ࠊ重県ྐ編さࢇグࣝーࠊࣉ山川出版社㸧 

近鉄ࡢ廃線ࢆ歩く 懐想ࡢ廃止路線 40 踏査探訪㸦2006 年ࠊ徳田耕一ࠊJTB パࢵࣜࣈシング 㸧 

開業時ࡢ蒸気機関車ࢶࢻࠋコࢵペ
ࣝ社製13ࠊ 15ࠊンࢺ 馬力ࠋ客車ࡣ
定員 50 人ࡢボギー式ࠋ㏿さࡣ自転
車に負けたともいわࢀていࠋࡿ 
ྑ図面によࠊࡤࢀ 
線路幅 2’‐6”＝762ｍｍ 
車体高 7’‐7＋1/32”＝2,312mm 
車体幅 4’‐7＋29/32”＝1,344mm 

 (ンチ”‐ࢺーࣇ’)



内部の近代歴史遺産 ３・・・・・明治・大正・昭和の時代を経て遺された歴史の足跡 

5 

 

３．河川敷に取り残された・・・東海道旧内部橋橋台跡 

概
要 

古くよ東西交通の大動脈Ἱあった

東海道が内部川を渡Ὕ旧内部橋橋

台の石組みがẪ現在の橋の上流Ẫ右

岸側に残っἸいὝẫ 

場
所 

 

説明 

古代ἝὛ東西交通ὀ大動脈Ἱあἵἱ東海道渡

Ὕ内部川ἽὁẪ江戸時代長ἧ ṟṛ 間ỀṢṞｍềὀ土橋

架ἝἵἸいἱẫ橋ὁ幅 ṝ間ỀṞ.ṡmềẪṞ 本立Ἰὀ橋杭

ṝṜ 組ὀ構造ἹẪそὀ様子ὁ広重ὀ浮世絵Ἵも描Ἕ

ἸいὝẫ 

東海道ὁ明治Ἵ入ἵἸ国道 ṝ号線と名ἷけὛ

ἱẪ昭和 ṝṠ मỀṜṤṠṛềὐἹὁ曲くἿἵἱ小古

曽ὀᄏ並ὑὤ通Ẫ内部川ὤ渡Ὕ橋も木造Ἱあἵ

ἱẫἼἜẪ昭和 ṝṢ मỀṜṤṠṝề以前ὀ国道 Ṝ号線ὁ東

京～伊勢間ἹあẪ追分ἝὛ大阪間国道 ṝ 号線

Ἲ呼ὂἸいἱẫ現在ὀ路線番号Ἱ呼ὂὝう

ἽἼἵἱὀὁ昭和 ṝṢ मỀṜṤṠṝề以降ἹあὝẫ 

 

そὀ旧内部橋ὁ現在ὀ橋ὀ上流 ṠṛｍあἱẪ元

ὀ仏壇屋Ọ佛愛ọἧὥὀ前ἝὛ内部出張所Ἵ向Ἕἵ

Ἰ架ἵἸいἱẫ 

当時ὀ東海道ὁẪ杖衝坂ἲけὁあὐὀ急勾配

ἝὛẪ昭和 ṝमỀṜṤṝṢềἽ坂ὀ西側Ἵ道ἶくὛ

昭和坂ἺいわἱẫしἝし小古曽Ἲ采女ὀᄏ並ὑὤ

迂回すὝᾕイᾖスἺしἸẪ追分ἝὛ昭和坂ὀ間Ἵ新

ἱἼ道ὤ通しẪ内部川Ἵコンクリートὀ橋

架けὛἱὀὁ昭和 ṝṠ मỀṜṤṠṛềἝὛ

ṝṡ मỀṜṤṠṜềἽἝけἸἹあὝẫ 

 

そὀ後しὂὛくὁ旧内部橋も使わἱ

Ẫ昭和 Ṟṛ म代Ἵ台風Ἱ流ἧẪ復旧ἧ

ἼいὐὐἽἼἵἸしὐἵἱẫそὀ後川

幅ὁ拡幅ἧἱẪἝἶἸὀ橋台ὀ石組

ὁभ成 ṝṣ मỀṝṛṜṡềὀ今も川ὀἼἝẪ河

川敷Ἵ残ἵἸいὝẫ 

 

昭和 17 年㸦1重42㸧完成の東海道内部橋㸦木橋㸧

南詰ࡾࡼ小古曽方面を望む。 

木橋時代の東海道旧内部橋の橋台 

広㔜画佐㔝喜版狂歌入東海道五十三次 

内部橋かࡽ杖衝坂へ向かう旅人の画 
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出張所傍ὀ櫓ἝὛ

見ἱ新内部橋ẫ 

橋長 ṡṡmẪ幅員ὁ

Ṣ.ṠｍしἝἼくẪṝṜ

म後Ἵὁ架け替え

Ὓἱẫ 

そὀ後ὀ内部橋 

 

 

 

 
 

昭和 ṝṠ मỀṜṤṠṛềコンクリート製新内部橋工事

中ὀ写真ẫ 

遠くἽ見えὝ橋木造ὀ旧内部橋ẫ 

右岸側Ἵ建ἵἸいὝ大Ἴ建物ὁ当時ὀ四日

市市役所内部出張所Ề旧内部村役場ề 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和 ṝṡ म Ṡ月Ẫ木造橋ὀ後継ἺしἸ 

新しく完成しἱコンクリート製内部橋 

 

 

 

 

 

 

 

 

木造ὀ旧内部橋ἝὛ見ἱẪ完成しἱ 

ὂἝὀ新内部橋ẫ 

 

 

昭和 Ṟṝ मỀṜṤṠṢềὀ四日市市都市計ᄐ図Ἵὁ

木造Ἲコンクリート製ὀ新旧ὀ橋描ἝἸい

Ὕẫ 

 

現在ὀ内部橋 

昭和 ṟṢ मἝὛ ṟṤमἽἝけἸ片側車線ἦἺἽ

新しく架け替えὛἱẫ 

そὀ後Ẫभ成 ṝṝ मἽ耐震化工事ἺẪ渋滞解消

及び安全対策ἺしἸ右折車線設置Ẫ歩道ὀ

拡幅工事行わἱẫ 
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４．戦後市上水道に引ࡁ継ࡀれた海軍燃料廠山の手配水池 

概
要 

第Η海軍燃料廠ὀ水道施設ἹあὝ山ὀ手配水池ὁ戦後四日市市Ἵ引継Ẫ内部を

ὁἪὓἺἫὝ市南部ὀ͢水道ὀ水源ἺἼっἱẫ当時ὀ深井戸ἺẪ接合井Ἲ呼ὂἱ集合

タンὴἽ送水ἫὝ配管敷ὀ跡直線道路ἺἩἸ今ὔ残っἸいὝẫ 

説明 

昭和 Ṝṡ मỀṜṤṟṜềẪ当時ὀ海軍省ὁ塩浜地区Ἵ

第Η海軍燃料廠を建設Ẫ航空燃料ὀ製造を開始Ἡ

ἱẫࣹ場ὁ多ἡὀ用水を必要ἺἩἱἱὓẪ市内ὀ日

永Ẫ小כ曽Ẫ河原田Ẫ大᧸及び͡᧹郡楠町Ề現四日

市市楠町ềὀ各地Ἵ水道施設を作っἸ給水Ἡἱẫ 

小כ曽町地内ὀ愛宕山標高 Ṡṡｍὀ中ᔁἽ設置

ἧἱ山ὀ手配水池ὁẪ容量 ṝṠṛṛ ㎥Ẫ給水能力 Ṝ

日 ṟ,ṛṛṛ㎥を持ἳẪ昭和 ṜṠ मỀṜṤṟṛềἽ完成Ἡἱẫ 

水源ἹあὝ深井戸ὁ小כ曽Ἵṝ本Ἲ采女Ἵ Ṝ本

掘ὛẪ汲ὑ͢ἤἱ水ὁ現在ὀ泉町公園Ἵあっἱ

集合タンὴỀ接合井ềἽ送ẪἧὛἽそἥἝὛᾢンプ

Ἱ山ὀ͢ὀ配水池Ἵ送っἱẫ配水池ἝὛὁ自然流

ͣἹࣹ場へ送水Ἡἱẫ 

当時ὀ内部村ἽἺっἸὁ水道

施設ὀ建設ὁ突然ὀ話Ἱあっἱ

Ẫ海軍省ὀ方針Ἵὁそὀὐὐ従

わἨὝを得ἼἝっἱうἫỌ小

 曽町郷土史ọἽ記ἧἸいὝẫכ

終戦後Ẫ͢水道ὀଖ充を進ὓἸ

いἱ四日市市ὁ昭和ṝṟमỀṜṤṟṤề

Ἵ国ἝὛ山ὀ手配水池ὀ無償貸

与を受ἣẪἥἽ小כ曽町を

皮切Ἵ内部地区へὀ給水ὁἪ

ὐっἱẫ住民ὀ意向を考慮ἩἼい

戦時ͣὀΖ業ἹあっἱẪ戦後ὀ

地元住民ὀ生活向͢Ἵ大ἡ寄与Ἡἱẫ 

そὀ後Ẫ伏流水ὀ豊富Ἴ内部川流域ὁ水源開発調査ὀ結果Ẫ新ἱἼ井戸掘ὛẪ配水池

Ἵὔ貯水槽増設ἧἸẪ山ὀ手配水池ὁ市南部地域ὀ͢水道କ点ἺἩἸ᧹要Ἴ地位を占

ὓὝἽ至っἸいὝẫ 

Ṣṛ मを経ἸẪ最近ὐἹ残っἸいἱ山ὀ手配水池ὀ旧貯水槽

ὔभ成ṝṣमỀṝṛṜṡềἽ撤去ἧἱẫ残Ὕ関連施設ὁ深井戸ἺẪ深

井戸ἝὛ接合井ὀあっἱ泉町公園ὐἹ田や畑や町を切裂い

Ἰ敷設ἧἱ管路敷跡ὀ直線道路ἲἣἹあὝẫ 

࣓ࣔ 土地の人の思い出 
接合井ࡢ敷地ࡣ立派࡞門
ࠋࡓ建っていࡀ番小屋ࡾあࡀ
タンクࡣ半分地ୗ埋めࡽ
ࡣ地ୖࠊࢀ 1ｍくࡽい出て
いࠋࡓそୖࡢ赤瓦ࡢ屋根ࡀ
葺ࢀていてୖࠊ って遊んࡀ
 ࠋࡿあࡀことࡔ

日永配水池 

山ࡢ手配水池 

接合井 

塩
浜
地
区
燃
料
廠

へ 

戦後つくられた実測図䠄部分䠅 
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小כ曽東 Ṟ 丁目ὀ ṝ 号井ẫ現在ὁ小כ曽町自治
会ὀ管理ẫ渇水時Ἵὁ運転ἫὝἥἺあὝẫ 

管路敷跡ὁ福島鉄ࣹἺᾣᾰハンὀ間ὀ Ṟm
幅ὀ空地ἺἼっἸいὝẫそὀ先ὁ道路Ἲ
ἼっἸ泉町公園を目指ἩἸいὝẫ 

小כ曽東 ṝ 丁目ὀ Ṟ 号井跡ẫ井戸ὀ痕跡ὁἼ
いẫࣺ手福島鉄ࣹὀ北ἽあὝアコᾥὀ無人店
舗ἺἼっἸいὝẫἧὛἽ北ὁᾣᾰハン駐車場ẫ 

Ṝ号井ἝὛὐっἫἢ北へẫ内部川を渡
っἱἺἥὟἝὛ小藪Ἵ向う道路ẫ 

今ἼἜ残Ὕ海軍燃料廠時代ὀ水道施設 
  

  

 

 

 

 

 

 

ࣹΖ前ὀ山ὀ手配水池ẫ手前ࣺὀ横Ἡὐὀ屋根
燃料廠時代ὀ旧配水池ẫभ成 ṝṣ मἽ撤去ἧẪ新
貯水槽建設ἧἸいὝẫ 

山ὀ手配水池 

ἥἥἽὁ ṣ.Ṣ×Ṝṝ.Ṣ×ṟｍὀコンὴᾯート製タンὴ
Ề半埋設ềあっἱẫἥἥἝὛ ṢṠ 馬力ᾢンプ ṝ 基Ẫ
径ך ṟṛṛｍｍ鋳鉄管Ἱ山ὀ手配水池へ送っἱẫ 

接合井跡Ề泉町公園ề 

ṝ 号井ἝὛ北西へẫ元ὀ中日ハウジンήセ
ンターを横切Ẫ内部線をἡἢっἸ山中胃
ᔀ科病院横をὐっἫἢ泉町公園へ向Ἕうẫ 

２号井Ἲ管路敷 

Ṟ 号井Ἲ管路敷 

   1 号井ポンプ小屋 
    土地の人の思い出 
昭和 24࣭ 5年の話ࠋ当時内部
小 4年生のこࠊࢁウ࣮ン音
ࡿみ࡚ࡗの࡛入ࡓし࡚いࡀ
そのࠊい࡚࡚ࡗ回ࡀポンプ
下グリスࡀ山࡚ࡗ࡞い
塗メンコࠊࡾ帰࡚ࡗ取ࠋࡓ
ࡾ湿丁度良い重さࡿ
の勝負࡛大いࡕ仲間うࠊࡾ࡞
ࢀࡽば叱ࢀࡘ見ࠋࡓࡗ勝
 ࠋうࢁࡔこࡓ

Ṝ 号井Ἲ管路敷 

䝯䝰 

采女町中部ὀ青木神社東ἽあὝṜ号井
小屋Ề中央ὀ黒い門ềẫ井戸ὀ深ἧὁ
ṜṠṛｍẫך径 ṜṠṛｍｍὀ石綿セᾦント管Ἱ
接合井Ἵ送水Ἡἱẫ現在ὁ休止中ẫ 
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  ５．治水の記憶ࢆ今に伝える・・・内部川旧堤防跡 

概
要 

内部川ὁ過去に何度も洪水に見舞わẪ堤

防が決壊した歴史があὝẫ県道 407 号線沿

いẪ古市場ὀ天王さんὀ社ὀ東にὁ大正年

代Ề推定ềὀ内部川旧堤防ὀ跡が一部残って

いὝẫ 

場
所 

 

説明 

内部ࣵὁ古ἡἝὛ堤防ὀ決壊や橋ὀ流失ὤ繰返しẪ治水

ὁ大Ἴ課題Ἱあったẫ四日市市קἽὁ大ฤम間Ἵ起こっ

た Ṡ回ὀ決壊や洪水ὀ様子記録さἸいὝẫ 

大ฤ Ṥ मỀṜṤṝṛề内部ࣵ決壊ὀ際古市場Ἱὁ家屋流さ

たἺ伝えὛἸいὝẪそὀ当時ὀ堤防跡古市場Ἵ一

部残っἸいὝẫ県ᦈṟṛṢ号線沿いẪ天王さὥὀ社ὀ東ὀ畑Ἵ

あὝ土手Ἲそὀ前後Ἵ連ἼὝ竹林そἹẪ現在ὁ国ಈ地

ἺἼっἸいὝẫ  

 昭和 ṝṢ मỀṜṤṠṝề米軍ὀ航空写真Ἵὁこὀ堤防跡ὀ林黒い筋ἺἼっἸ写っἸいὝẫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和 27 ᖺ㸦1952㸧米軍の航空写真 

ᖹ成 28 ᖺ㸦2016㸧Yahoo 航空写真 

堤防跡 

内部小学校 

普段竹林と࡞っていࡿ県道
沿いࡢ堤防跡ࡣ数年ごと
竹を伐ࡿと姿を見せࡿ 

県道 407 号線沿いࡢ 
 堤防跡ࡿ残ࡤそࡢ⏿
 

天王さࢇ 
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内部ࣵ洪水ὀ記録 

永ฤ七मỀṜṠṜṛề 

貝家町͢品寺ὀק料ἽỌ永ฤ七म七ಇ十四日古市場真観寺遷杖衝坂ọἺあὝẫ 

古市場ὁ内部ࣵ蛇行すὝͣἽあẪ何回ἺἼἡ氾濫繰返さἸた土地ἹあὝこἺ

ἝὛẪ永ฤ七मỀṜṠṜṛềἽこὀ地Ἵあった真観寺ὤ水ὀ被害ὀἼい坂ὀ͢Ἵ移したὔὀἺい

わἸいὝẫ 

Ề四日市市立図書館集録 泗水 NoṤ 岡本孝行Ỏ故郷ὀ伝統ὤ訪ἿἸỀṤề弘法ὀ井戸・大日ὀ井戸ỏ抜粋ề 

寛政 ṞमỀṜṢṤṜềṣ ಇỀ大風雨ề 

松भ甲斐守様領分勢ࣶ͡重郡小古曽村Ề松भ甲斐守様領分Ἲὁ大和郡山藩ề 

往還通並木根返風折 ͡本  潰家大破家共 六軒 

松भ甲斐守様領分勢ࣶ͡重郡采女村 

往還通並木根返風折 十͡本 潰家大破家共 十軒 

 Ề四日市ὤ語Ὕ第Η十Η集 ṜṢṤ ページẪ内容ὁ四日市市ק昭和 Ṡ म版抜粋したὔὀề  

大ฤ ṝ मỀṜṤṜṞềṜṛ ಇỀ台風ề 

͡重郡塩浜村Ἱ内部ࣵ堤防決壊しẪ礒津ἽἜいἸ家屋流出 ṟ 戸・浸水 ṟṛ 戸ὀ被害出

たẫỀ市ק ṜṞ 巻 ṠṠṛ ページẪ資料番号 ṟṛṟề 

大ฤ Ṣ मỀṜṤṜṣềṣ ಇỀ集中豪雨ề 

左岸堤防決壊Ẫ小古曽村人総動員ὀ対応Ἱ流出区域ὁ僅少ἽรὐẪ被害ὀ程度ὔ不幸

中ὀ幸いἹあったẫỀ小古曽町郷土ק ṡṛページề 

大ฤ ṣमỀṜṤṜṤềṡ ಇỀ集中豪雨ề 

前मὀ決壊場所崩壊Ẫ流沖田一面Ἵ広被害ὁ甚大Ἱあったẫ 

Ề小古曽町郷土ק ṡṜ ページề 

大ฤ ṤमỀṜṤṝṛề 

 洪水Ἵ襲わた内部ࣵ写真Ềרὀ写真ὀὑẪ記ΖὁἼいề→ 

Ề四日市市ק Ṝṣ 巻 Ṡṝṝ～ṠṝṞ ページề 

大ฤ ṜṝमỀṜṤṝṞềṤ ಇỀ台風ề 

内部ࣵ堤防決壊し省線四日市・河原田両駅間ὀ鉄ᦈ線路

破壊しἸ汽車不通Ẫࣵ尻方面ὁ床͢浸水 ṣṛ 戸Ẫ村民ὁ

避難ẫὐたẪ堤防欠潰ỀṜṝṛ 間ềẪ山崩ὀたὓẪ内部村Ἱὁ家屋一戸倒潰Ẫ浸水家屋 ṝṛ 戸

位Ẫ״村小学校ὁ浸水危険ὀたὓ消防隊青म会員出動Ẫ防水Ἵ務ὓたẫ 

Ề伊勢新聞ềỀ市ק ṜṞ 巻 ṠṠṞ ページẪ資料番号 ṟṛṡề 

昭和 Ṟṡ मỀṜṤṡṜềṡ ಇỀ集中豪雨ề 

 市内Ἱὁ Ṟṣὀ橋流失Ẫ河ࣵὀ損壊 ṜṢṝ カ所Ẫ壊たᦈ路 ṜṤṛ カ所ẫ 

内部ࣵἹὁ前ࣵ橋Ẫ矢矧橋Ẫ新田橋流失ẫ 

六町地内Ἱ Ṟṛṛm ἽわたっἸ堤防決壊Ẫ前ࣵ橋付近ὀ堤防えἢὛ危険Ἴ状態Ἲ

ἼったẫỀ市ק ṜṠ 巻 ṞṝṠページẪ資料番号 ṜṢṜề 

昭和 ṟṡ मỀṜṤṢṜềṤ ಇ台風 ṝṤ 号  

日永地区Ἱὁ天白ࣵ決壊ẫ内部地区Ἱὔ Ṝṛṛ 人以͢体育館Ἵ避難 

Ề市ק ṜṠ巻 Ṟṝṣ ページẪ資料番号 ṜṢṟề 

昭和 ṟṤ मỀṜṤṢṟềṢ ಇ ṓ集中豪雨Ṕ 四日市市Ἱὁ死者行方不明 

  者 ṝ ẪṜ 日雨量 ṞṛṟmmẪṜ 時間雨量ṢṜ.Ṡmmὀ記録的豪雨ẫ 

内部地区ἹὁẪ北小松前ࣵ橋Ẫ小松橋流失ẫ新田橋͢流地

点Ἱ Ṟ Ἕ所ר岸決壊し小古曽町新田ὀ田畑水没したẫ

采女地内Ἱὔ水流押し寄せ倉ὀ家ὤ浸水しẪ国ᦈὤ乗

越えἸ一ὀ縄ὀ堤防ὤ決壊しẪ双方押し寄せたྗ流ὁ水

嵩ὤ増し新田Ἱὁ家々ὤὔ浸水しẪ一時ὁ床͢ ṝm Ἵὔᦉし

たẫ Ề小古曽町郷土ק ṢṢ ページề 

 

㸦写真ࡣ四日市市史よࡾ㸧 
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６．地元の寄進࡛建࡚られた・・・旧内部学校跡 

概
要 

内部小学校ὁ創立以来Ẫ場所ὁ ṝ度Ẫ名前

ὁṤ度変わὝ変遷を経て現在ὀ地にあὝẫ 

明治 Ṣ年ỀṜṣṢṟềὀ創立ἝὛ Ṟṣ年間ὁẪ今

ὀ地ἝὛ西に約 ṝṛṛｍẪ当時ὀ采女村字大

日ὀ地にあったẫ跡地ὁ畑に変わっていὝ

今も石垣残Ẫ往時をしὀὂせてい

Ὕẫ 

場
所 

 

説明 

 

ӈ部小学校ὀ創立ὁ明治 Ṣ年ỀṜṣṢṟềṝ月 Ṟ日三重郡᧴女村字大日Ἵ設立さた人民共

立学校Ἵ始ὐὝẫそὀ地Ἵあἵた寺子屋を学校ἺしたもὀἹあἵたὛしいἺὀ記録あὝẫ 

明治 Ṡ 年ỀṜṣṢṝềὀ学制発उをうけἸ順次設立さἸいἵた四日ईई域ὀ学校ὀ中Ἱも

ṝ番目Ἵ早い創立ἹあἵたỀṜ 番目ὁ明治 ṡ 年 Ṥ月小山田小学校ὀ前身Ẫ堂山小学校ềẫ 明治 Ṥ

年ỀṜṣṢṡềὀ教員・生徒数ὁ教員 ṟẪ生徒男子 ṣṝẪ女子 Ṡṝ ὀ記録残ὝẪ当時ὀ場所ὁ

定ἝἹἼいẫ 

 

明治 Ṝṣ 年ỀṜṣṣṠềẪ״地ӈἽ北小松村ほἝ

Ṟカ村ỀἜそὛく᧴女・貝家・波木ềἝὛ土地 ṣ 畝

Ṝṝ 歩ỀṣṞṝ ㎡ềὀ寄進Ἲ金百貮圓ỀṜṛṝ Ӊềὀ

寄付を受けἸ校舎 Ṝ棟建設さẪỌӈ部学

校ọἺ称したỀӈ部小学校沿革史Ἵὂ明治 Ṝṡ

年ềẫ地元ὀこὀ行為Ἵ対しἸẪ当時ὀ三重県

令Ề知事ềἝὛ賞状Ἲ恩賜ὀ品Ề木杯ề下さ

ἸいὝẫ 

 

そὀ後Ẫ明治 ṝṛ 年ỀṜṣṣṢềἽὁӈ部簡易科授業所Ẫ明治 ṝṝ 年ỀṜṣṣṤềἽὁӈ部尋常小学

校Ẫ明治 ṟṝ 年ỀṜṤṛṤềἽὁ高ዿ科を併設しӈ部尋常高ዿ小学校Ἲ称したẫこὀ当時ὀ学校

跡ὀ石垣古ई場ὀ旧道Ἵ建ἶ常夜灯角ἝὛ南Ἵ入ἵた畑地Ἵ残ἵἸいὝẫ 

 

ӈ部学校ὀそὀ後ὀ変遷をὑὝἺẪ明治 ṟṞ年ỀṜṤṜṛềἽ現在ὀ地᧳女町花ὀ木Ἵ校舎を

新築しἸ移ἵたẫそὀ後大正 ṜṠ 年ỀṜṤṝṡềἽ青年訓練実施実業補習学校Ẫ昭和 Ṝṛ 年ỀṜṤṞṠề

Ἵ三重県公立青年学校Ẫ昭和 Ṝṡ 年ỀṜṤṟṜềἽӈ部村国民学校Ἲ改称さἸいὝẫ昭和 Ṝṣ 年

ỀṜṤṟṞềἽ四日ईईἺӈ部村ὀ合併Ἵई立ἺἼẪ戦後昭和 ṝṝ 年ỀṜṤṟṢềἽӈ部小学校

Ἲ改称さ現在Ἵ至ἵἸいὝẫ 

 

明治 Ṝṣ 年ỀṜṣṣṠềἝὛ ṝṞ 年間Ẫ大日Ἵあἵた旧ӈ部学校ὀ所在地ἽἶいἸὁӈ部地区

ई民センターὀ地籍図Ἵも記録あẪ土地Ἲ校舎ὀ建築費ὀ寄進証書も残ἵἸいὝẫ 

 

内部学校跡ࡢ石垣 
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ӈ部小学校ὀ沿革 
明治 Ṣ 年 ṝ月 Ṟ 日 人民共立小学校 三重朝明郡᧴女村字大日 
明治 Ṥ年 ṜṜ 月   教員 ṟ人Ẫ生徒男 ṣṝ 人Ẫ女 Ṡṝ 人Ề明治 Ṥ年 ṜṜ 月 Ṝ 日調ề 
明治 Ṝṡ 年 ṟ月   校舎新築 ӈ部学校Ἲ改称Ề別資料Ἱὁ昭和 Ṝṣ 年ề 
明治 ṝṛ年 ṟ月   ӈ部簡易授業Ἲ改称 
明治 ṝṝ年     ӈ部尋常小学校Ἲ改称・生徒数 ṜṢṛ  
明治 ṝṠ 年   大字小古曽を加えἸ一村一校Ἲし校舎を増築 
明治 ṟṝ年 ṟ月   高ዿ科を併置Ẫӈ部尋常高ዿ小学校Ἲ改称Ẫ学級数 ṣẪ職員数 ṤẪ生徒数 ṟṜṠ 
明治 43 年 3 月   現在ࡢ位置 采女村字花ࡢ木に校舎を新築 
大正 15年 6 月   青年訓練所発ᕸと共に青年訓練実施実業補習学校と改称 
昭和 10年 7 月   三重県公立青年学校と改称 
昭和 16年 4 月   三重県三重郡内部村国民学校と改称 
昭和 18年 9 月   ᕷ制実施㸦四日ᕷᕷに合併㸧につࡁ四日ᕷᕷ立内部国民学校と校名変更 
昭和 22 年 5 月   学制改革㸦6・3 制実施㸧 

    校名ࡣ四日ᕷᕷ立内部小学校と改称・児童数 630 人 
昭和 32年 4 月   南小松町ࡀ四日ᕷᕷに合併。児童 86 名ࡀ転入学。 
昭和 42 年   校舎鉄筋 3 階新築 
昭和 49 年 2 月 2 日 創立 100 周年記念式典 
昭和 59 年   四日ᕷᕷ立内部東小学校ࡀ分離 
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明治 Ṟ7 年ỀṜ9ṛṟề 

当時の内部尋常小学校の卒業写真 

 

字大日時期 
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７．行商人の道しるべ・・・服部泰次郎道標 

概

要 

大正時代Ẫ行商ἝὛ身ὤ起ἥἩ米穀商ἺἩἸ成功Ἡた実業家Ẫ行商ὀ時ᦈἽ迷ἵἸ苦労

Ἡた経験ἝὛẪ村々ὀἽ建Ἰた石ὀᦈ標ỀᦈἩὝὋề 

説明 

自動車発ᦉἩᦈ路張巡ὛさẪᦈ路標識整備さἸいὝ現在ἺὁᦊいẪ戦前ὐἹὁ

幹線ᦈ路ὤ外た村落ὀᦈὁ行商人や旅人ἽἺἵἸ分ἝἽくἝἵたẫ 

͡᧹郡小杉村Ề明治 ṝṝ年Ἵ Ṡカ村合併ἩἸ͡᧹村ἺἼ

ἵたề出身ἹẪ行商ἝὛ身ὤ起ἥἩ県ͣ屈指ὀ米穀商Ἲ

Ἴἵた服部泰次郎Ề安政元年＜ṜṣṠṟ＞生ὐềὁẪ大正八

年ỀṜṤṜṤềἽẪ行商ὤἩἸいた頃ᦈ分ἝὛἼくἸ苦労

Ἡた経験ἝὛ役所Ἵ願い出ἸẪւ勢地方ὀ᧸ᦈἽᦈ標

ὀ設置ὤ進ὓたẫ歩く以外Ἵ交通手段ὀἼἝἵた当

時Ẫ᧹い荷物ὤ担いἹ回Ὕ行商ἽἺἵἸᦈἽ迷うἥἺ

ὁたいὊὥἼ労苦ἹあἵたὟうẫ͡᧹郡内ὀṝṤカ村ὀ

全部ὀἽᦈ標ὤ建ἸὝἥἺὤ目標ἺἩẪそὀ数ὁ ṜṜṤṜ 基Ἵ͢ἵたἺいうẫ 

秦次郎ὀᦈ標ὁẪ集落ὀἽ立ἸὛẪそὀ多くὁ隣ὀ集落Ὂὀᦈ筋ὤ示ἩẪ地名刻ὐ

ἸいὝẫ集落Ἵ住ὒ人々日常往来ἩἸいὝ間ᦈὤẪ遠来ὀ人Ἵ教えὝἥἺὤ目的ἺἩẪ旅人

ὀ案内ἺἩἸ大変喜ὂたẫ 

ᦈ標ὁ千種村ὀ石ࣹたち朝明石Ἵ刻ὑ作͢ἤたẫ運搬Ἲいえὂ荷車ἩἝἼἝἵた時代Ẫ

一柱 ṡṛ～ṢṛＫỿὀᦈ標ὤ現地Ἵ運ὅẪ建ἸἸゆく作業ὁたいὊὥἹあἵたὟうẫ秦次郎ὁᦈ標

ὀ建立大体出来͢ἵた大正 Ṥ 年ỀṜṤṝṛềṝ 月 ṝṤ 日Ἵ ṡṢ 歳Ἱ永ᇆἩたẫ 

内部地区Ἵὁ彼ὀ建Ἰたᦈ標小古曽Ἵ ṝ Ἕ所Ẫ采女Ἵ Ṝ カ所残ἵἸいὝỀւ小松Ἵ Ṝ カ所

あἵた近年不明ềẫいἬὔ１ ṝṛcmẪ高さ約 Ṡṛcm ὀ荒削ὀ花崗岩ἹẪ半ὂ土Ἵ埋ὔἸ

いὝẫ行先ὀ名前ὁ風ցἩἸいὝ何ἺἝ判読ἹὝẫ 

 

采女ࡢ田ࢇぼࢆ通ࡿ道建つ道標 
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服部泰次郎氏ὀ生立ち 

・安政元年ỀṜṣṠṟề͡᧹郡小杉村Ề現四日市市小杉町ềἹ誕生ẫ少年時代ὁ近隣ὀἜ寺ὀ寺子屋Ἱ学ぶẫ 

・Ṝṟ.・Ṡ 歳頃 家業ὀ半農半商や製茶業ὤ手伝いẪ農繁期Ἵὁ小間物や雑ᡡὤ担いἹ近郊近在ὤ行商ẫ 

・ṝṤ 歳頃 米穀商ὤ営ὑẪ菰᧺ὀ関取米ἼἻὤ四日市港ἝὛ横浜港Ὂ送Ẫ伊勢米ὀᡢ路拡大Ἵ尽力ẫ 

・日清Ẫ日露戦争ὀ時ὁ軍用米ὤ扱いẪὐた米国ἼἻὊὀ輸出ὔ図ὝἼἻ県ͣ屈指ὀ米穀商ἺἼἵたẫ 

・大正 ṣ 年ỀṜṤṜṤề病臥Ἵ伏ἩẪἝἿἸὀ念願Ἱあἵたᦈ標建立ὤ͡᧹郡役所Ἵ申Ἡ出ẫṜ 年ὤ経ἬἩἸ

郡内 ṝṤカ村Ẫ千余体ὤ建立ẫ 

・大正 Ṥ年ỀṜṤṝṛềᦈ標完成ὤ見ἸẪṡṢ 歳Ἱ逝去 

内部ὀᦈ標詳細 
 

 

服部泰次郎ᦈ標 小古曽ȩ 
東海ᦈ小古曽町内Ἱ二度直角Ἵ曲Ὕὀ
角ἽあὝẫ 
表示 西面Ọࣺ 追分ᦈọ 

南面Ọ右 大治田ᦈࠖ 
 

服部泰次郎ᦈ標 小古曽Ȫ 
ȩ ὀ西約 ṝṛｍẪᦈὀ中ほἻἽあὝẫ 
表示 東面Ọࣺ 河原田ᦈọ 

ւ面Ọ右 采女ᦈọ 

 

 

服部泰次郎ᦈ標 采女 
采女町ὀ西Ἵ広Ὕ畑地ὀᇅὥ中Ẫ古市場ἝὛ
南小松Ὂ通ἪὝ農ᦈὀ西側ἽあὝẫ 
表示 ւ面Ọ西 南小松ọ 

東面Ọ南 神戸ọ 

服部泰次郎ᦈ標 ւ小松Ề不明ề 
前川橋ἝὛւ小松神社Ὂ向Ἕうᦈὀ中間Ἵあἵ
たẪ近年家屋改修ὀ際行方不明ἺἼἵたẫ 

表示 表Ọ東 貝家ọẪ 
裏Ọ西 山田ọẪ 
ࣺỌ南 南小松ࠖ 

 
 
そὀ他ὀᦈ標 貝家町Ề波木南台調整池東ề 
表Ἵὁ右四郷村四日市ᦈẪ右側Ἵὁ昭和五年二月
采女區長清水留松・永田甚樵 発起人古市惣太ὀ
名前Ẫ他ὀ二面ἽὔỌ夜ἺἼく晝ἺἼく云々・・ọほ
Ἕ興味ὤὄἝὝ文面あὝ判読ἹἬẫ 
ἝἶἸ貝家ἝὛ丘陵地ὤ抜ἣἸ四郷村Ὂ向Ἕう
᧸ᦈあἵたẫἥὀᦈ標ὁそὤ案内ἫὝὔὀἹ
あὟうẫ 

 

服部泰次郎ࡢ事蹟つい࡚ࡣ以ୗ࡛も取࡚ࢀࡽࡆୖࡾいࡿ。 

し࠘ 佐々木一 昭和࡞ࡤࡇ第୕㞟 続・歴史ࡾがたࡢもࡇࠗ 61 ᖺ㸦1986㸧 

ࠗ四日市ࡢ礎Ⅱ 60 人ࡢドラマそࡢ横顔࠘ 清水㞞明 ᖹ成 26 ᖺ㸦201『㸧 
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８．地元住民が独自に設置・運営した内部簡易水道跡 

概
要 

昭和 30 年代Ẫ南小松・北小松・貝家・波木地

区ἹὁẪ国庫補助を受けἸ住民ὀ力Ἱ独自

に簡易水道を設置Ẫ運営したẫ当時ὀ水源施

設が北小松町に残っἸいるẫ 場
所 

 

説明 

南小松・北小松・貝家・波木地区Ἵ給水Ἡἱӈ部簡易水道ὀ歴史 
背ౌ 

昭和 ṜṠमὀ海軍燃料廠山ὀ手水源地ὀ完成ἽẪ小כ曽地区・日永地区ὀ軍関係官舎 Ṣṛṛ 戸Ἵὁ給

水ἧἸいἱẫἩἝἩӈ部地区ὀ͜般市民へὀ上水道ో及ὁ戦後Ἵ入ἵἸἝὛἹあὝẫ四日市市ὁ上水道

ὀ第 Ṝ期拡張計画ὀἼἝἹẪ国ἝὛ山ὀ手配水池ὀ無償貸与を受ἣἸ整備を進ὓẪ昭和 ṝṠमỀṜṤṠṛềὀ

小כ曽Η͝目を皮切ἽẪ順次国道 Ṝ号線沿いを中心Ἵ上水道整備ἧἸいἵἱẫ 

 

ἥὀ動を受ἣἸẪ国道ἝὛ Ṝ～ṝ.Ṡ ㎞西Ἵ位

置ἩẪ農村地区ὀ性格を強く保ἵἸいἱ北小松・

南小松・貝家・波木地区Ἱὁ住民自Ὓ運営ἫὝ

簡易水道を計画Ẫ資金を負担ἫὝほἝẪ国ὀ支援

を受ἣἸ昭和 ṞṠ मỀṜṤṡṛềἽ完成Ἡἱẫ 

ἥὀ時期Ἵ敷設ἧἱ他地区ὀ簡易水道い

Ἤὔ小規模ἼὔὀἹあἵἱὀἽ対ἩἸẪӈ部

ὀ簡易水道ὁἯἰ Ṡṛṛｍὀ間隔を置いἸ位

置ἫὝ４ἶὀ集落へὀ給水を目ἨἫẪ四日市市

ἺἩἸὁ最初ὀ広域的Ἴ簡易水道Ἱあἵἱẫ 

 

給水ὀ規模 

・給水区域：北小松・南小松・貝家・波木 

・給水計画戸数：ṟṝṛ 戸 

・給水計画人ך：ṝ,Ṟṡṛ 人 

・給水量：Ṝ 人 Ṝ 日भ均 Ṝṛṛ ᾯットᾰ 

 

水源・水量・水質 

水源ὁ前川橋北詰ἝὛ ṞṛṛｍほἻ西Ἵ上ἵ

ἱἺἥὟẫӈ部川ࣺ岸堤防近くὀ北小松地ӈ

ἽẪ深ἧ ṣｍὀ鉄筋コンクᾯート製ὀ浅井戸を設

ἣẪ汲み上ἤἱẫἥὀ井戸現ὔ残ἵἸいὝẫ 

 

給水施設 

浅井戸Ἵ併設Ἡἱ施設Ἱ原水を殺菌処理ἩẪ北側ὀ台地Ề標高約 ṠṛmềἽ設置Ἡἱ容量 Ṟṛ

ｍṞὀ高架水槽Ἵۜ送ἩἸẪἯἥἝὛ需要者へ給水Ἡἱẫ配水管ὁ延長 ṡ,ṠṡṢm Ἱあἵἱẫ台地

Ἵあἵἱ高架水槽ὁẪ今ὁἼいẫ 

 

北小松地内に今も残ࡿ簡易水道ࡢ水源設備ࠋ 

約 50m 西にࡣ内部水源系第 5号ポンプ所ࡀあࠋࡿ 

内部簡易水道水源施設ࠊ当時ࡢ写真ࠋ 
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ࣹΖ費 

・総額：Ṝ,Ṡṛṛ 万Ӊ 

・国庫負担：ṞṠṛ 万Ӊ 

・地方債：ṢṤṛ 万Ӊ 

・地元負担：Ṟṡṛ 万Ӊ 
 

水道経営Ἲ上水道へὀ編入 

ӈ部簡易水道ὀ運営期間ὁ Ṡ म間Ἲいう短期間ἹあἵἱẫἯὀ実績ὁ例えὂ昭和 ṟṛ म

ỀṜṤṡṠềὀ給水戸数 ṟṜṡẪ給水人ך Ṝ,ṤṣṞẪ配水量 Ṝṝṝ,ṣṛṤ㎥Ἱあἵἱẫ 

独自ὀ料金体系Ἱ運営ἧἸいἱẪ施設ὀ修理費ἼἻὁἯὀ都度需要者ὀ負担ἺἼἵ

ἸいἱἥἺやẪ上水道ὀ方料金割安ἼἻẪ住民ἽἺἵἸὁ上水道ὀ方ಈ利Ἴ点多Ἕ

ἵἱẫἥうἩἱἥἺἝὛ上水道へὀ編入ὀ要望強くẪ昭和 ṟṜ मỀṜṤṡṡềὀ四日市市ὀ第Η期

拡張Ζ業Ἵ市上水道ὀ給水区域Ἵ編入ἧἱẫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷設ࣹΖ 

昭和 ṞṠ मỀṜṤṡṛềṜṛ ಇ Ṝ 日着ࣹẪ 

翌म Ṟಇ Ṟṛ 日竣ࣹ 

（簡易水道ἺἩἸὀ供用期間ὁ Ṡ मề 

࣓ࣔ  采女にも 

住民設置の水道があった 
 

土地ࡢ人ࡢ話にࠊࡿࡼ采女

地区に࠾い࡚もࠊ昭和 「6・7 年

設置した水ࡀろ独自に住民ࡈ

道施設ࡀあったࠋ 

采女八幡神社前ࡽ西南に

入ったハサミ谷に井戸を掘ࠊࡾ

そࡽࡇ春雨川沿いに配管を

敷い࡚ࠊ東町・中町・西町ࡢ約

50 戸共同風呂ࠕ丸山湯ࠖに

も給水し࡚いたࠋ 

中町ࡢ春雨川沿いに残ࡿ空

丸山湯ࠕࡀ地ࡁ  ࠋࡿ跡地࡛あࡢࠖ
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９䠊文化財級の産業遺産䞉䞉䞉装荷線輪用櫓 

概
要 

ṜṤṝṣ 年Ề昭和 Ṟ 年ềẪ東京－神戸間に日本Ἱ

最初ὀ長距離電話通信回線ἺしἸ設置さ

た架線用ὀ櫓ẫ南小松ὀ畑ὀ中にあὝẫ三重

県Ἱὁ現時点ἹṞか所を確認しἸいὝẫ愛知

県Ἱὁ国ὀ登録有形文化財に指定さἸい

Ὕẫ 

場
所 

 

説明 

 

電信ὀ時代ἝὛ電話へἺ通信技術

進歩しἸいっἱ初期ὀἥὟẪ音声減衰

すὝἱὓ長距離通信ὁ限界あっἱẫἥ

ὤ解決しẪ長距離通話ὤ可能ἽすὝ技

術ὧᾦᾯカἹ開発ἧἱ装荷ὶーᾛᾰ

Ἲ真空管中継器方式Ἱあっἱẫ 

ἥὀ方式ὁ通話回線Ἵ多数ὀ芯線ὤ

絶縁しἸ束Ἷἱὶーᾛᾰὤ用いẪ一定ὀ

距離ἦἺἽ信号ὤ増幅ἧせẪゆὥἲ波

形ὤ整形すὝ施設ἺしἸ真空管中継器

ὤ備えἱ中継所ὤ設置しẪ更Ἵ中継所間

Ἵὁ音声ὀ減衰ὤ防ἢἱὓἽ一定ὀ間

隔Ἱ装荷線輪ỀローᾌὨンήコὩᾰềἺいう装置ὤ挿入すὝἺいうὔὀẫ 

 

ἥὀ装荷ὶーᾛᾰ方式ἽὝ日本Ἱ最初ὀ通信回線ὁ ṜṤṝṣ 年Ề昭和 Ṟ 年ềẪ東京－神戸間

ṡṛṤ.ṟkm Ἵ開通しἱẫ中継所ὁ約 ṣṛkm 間隔ἹẪ東京ὤ基準ἺしἸ横浜Ẫ足柄Ẫ江尻Ề清水ềẪ見

附Ề磐田ềẪ豊川Ẫ古屋Ẫ亀山Ẫ膳所Ề大津ề大阪ὀṤカ所Ἵ設置ἧἱẫἥὀうἳ亀山電話中継

所ὁ日本Ἱ最初ὀ電話中継所ἺἼっἱἺἥὟἹ大正 ṜṞ 年ỀṜṤṝṟềἽ完成しẪ設備一式ὤὧᾦᾯ

カἝὛ輸入しἱ当時最新ὀὔὀἹあっἱẫ 

 

中継所Ἲ中継所ὀ間Ἵὁ ṜṣṞṛmỀṡṛṛṛ ᾚὨーᾍề間隔Ἱ装荷線輪

設置ἧἱẫἥὀ装荷線輪ὤ置ἡ施設ἺしἸ架空線用Ἵ建設ἧἱὀ

鉄筋コンὴᾯーᾍ製ὀ櫓ἹẪ長ἧ ṟṜṛṛmmẪ幅 Ṟṝṛṛmm ὀ四隅Ἵ高ἧ

約 ṡṠṛṛmm ὀ ṟ 本ὀ柱Ềṟṟṛmm 角ềὤ配置しẪ柱ὀ中間約 ṞṢṛṛmm ὀ

高ἧἽ装荷線輪ὤ置ἡᾜᾮッᾍᾚォーᾥὤ設ἣἱ構造ἺἼっἸいὝẫ 

 

ἥὀ櫓内部Ἱὁ南小松町ὀ国道 Ṝ号北ὀ畑ὀ中Ἵ残っἸいὝẫ他Ἵἥὀ近ἡἹὁẪ南小松

ὀ櫓ἝὛ直線距離Ἱ ṡ.Ṥkm 離ἱ鈴鹿市広瀬町Ề装荷線輪櫓ȪềἺẪそἥἝὛ更Ἵ Ṝ.ṡｋｍἽあ

Ὕ亀山市田村町Ề״ȫềἽὔ確認ἧἸいὝẫ 

南小松ࡢ⏿ࡢ中立ࡘ装荷線輪櫓 ① 

 

名倉・追分
にもあった 

年配ࡢ人ࠊࡤࢀࡼ子
頃釆女町名倉ࡢも
地㸦市民センターࡢ
南㸧もこࡢ櫓ࡀ立ࡗ
࡚いたࠋいࡢࡘ間
 ࠋいた࡚ࡗ࡞く࡞
またࠊここࡽ北へ約
1.9 ㎞ࡢ日永ࡢ追分
もあࡗたいうࠋ 

࣓ࣔ 
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装荷線輪櫓 Ȫ 

鈴鹿市広瀬町県道 ṡṞṢ 号沿いὀ畑ὀ中ἽあὝẫ 

南小松ἝὛ直線距離Ἱ ṡ.Ṥ ㎞ 

装荷線輪櫓 ȫ 

亀山市田村町県道 ṡṟṜ 号沿いẫ 

広瀬町ἝὛὁ Ṝ.ṡｋｍ 

 

  

旧豊川電話装荷線輪用櫓 䛝䜕う䛸䜘䛛わ䛷䜣わそう䛛せ䜣䜚䜣䜘う䜔ぐ䜙  

愛知県 

昭和前䠋㻝㻥㻞㻢-㻝㻥㻤㻤 

鉄筋コンク䝸䞊ト造䚸面積 㻝㻜 ㎡䚸㻝 基 

愛知県豊川市野口町開津 㻝㻝 

登録年᭶日㻦㻞㻜㻜㻣㻝㻞㻜㻡 

登録᭷形文化財㻔建造物㻕 

旧豊川電話中継所の約４ｋｍ西方䛻建つ䚹面積䠍䠌㎡䚸高さ

６ｍ䚸鉄筋コンク䝸䞊ト造の櫓䚹当時の逓信省の標準設計䛻䛺䜚䚸上部䛻装荷線輪䜢設置し䛶い

た䚹わ䛜国最初の長距離市外電話用ケ䞊ブ䝹施設の希少䛺現存例䛷あ䜛䚹 

東京神戸間ࡢ長距離電話工事ࡢ詳細ࡘい࡚ࡣ国会図書館ࡢ蔵書検索࡛見ࡿこࠋࡿࡁ࡛ࡀ 

概要ࠖ㸦昭和ࡢケーブルࠖ工事ࠕ東京神戸間長距離電話ࠕ 」年 逓信省工務局 」0 ページࠊ図版 「1 枚㸧 

 

文化庁䝩䞊ム䝨䞊ジ䛂文化遺産オン䝷イン䛃䜘䜚 
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＜番外＞公害の空を観測し続けた・・・四日市測候所 

概
要 

Ἕἶて小古曽五丁目愛宕山ὀ山麓Ἵ測候所

あẪ威容ὤ誇ἵていἱẫしἝし急速Ἴ技術革新

ἽὝ観測ὀ自動化進みẪἶいἽ 1997 मỀभ

成 9ềἽ閉鎖さẪ跡地ὁ住宅地Ἵ変わἵἱẫ 

四日市ὀ歴史Ἵ貴重Ἴ足跡ὤ刻ὥἲẪ残念Ἴ

Ὓそὀ痕跡ὁ全く残ἵていἼいẫ 

場
所 

 

説明 

四日市測候所ὀ設置Ἵὁ四日市公害大く関連ἩἸいὝẫ四日市市ὁ昭和 Ṟṛ म代Ἵ石油ց学コ

ンビᾏーᾍ進出Ἡ新工業都市ἺἩἸ急ᥬἽ発展ἩἸἱẫ昭和 Ṟṟ मỀṜṤṠṤề第 Ṝ コンビᾏーᾍ稼働

ὤ開始Ἡἱ直後ἝὛコンビᾏーᾍ周辺地域Ẫ特Ἵ塩浜地区及び磯津地区ἹẪἮὥἯくዿὀ呼吸器系疾

患Ἵ苦Ἡὒ住民顕著Ἵ増え始ὓἱẫ四日市市ὁỌ四日市市公害防ร対策委員会ọὤ昭和 ṞṠ म

ỀṜṤṡṛềṣಇἽ発足さἭẪ市内ὀ汚染状況ὀ調査Ἵ乗出ἩἱẫこうἩἱ中Ἱ大気汚染調査Ẫ気象観測ὀ

ἱὓὀ測候所開設ὀ機運高まἵἸἱẫ 

当時͡᧹県内ὀ測候所ὁ津気象ץỀ明治 ṝṝ म＜ṜṣṣṤ＞～現ềẪ尾鷲測候所Ề大ฤ Ṝṛ म＜ṜṤṝṜ＞

～ṝṛṛṢ मềẪ亀山測候所Ề昭和 ṡ म＜ṜṤṞṜ＞～ṜṤṡṡ मềẪ͢᧺測候所Ề昭和 Ṝṝ म＜ṜṤṞṢ＞～ṜṤṤṢ मề

あἵἱẪ昭和 ṡ मỀṜṤṞṜềἽ開設さἱ亀山測候所ὀ庁舎ὁ老朽腐食甚ἲἩくẪ業務人員Ἵ比Ὃ

狭く業務Ἵ支障ὤ生ἪἸいἱẫἯこἹ四日市市土地ὀ整地Ẫ宿舎ὀ建設ὀ資金ὤ負担ἩẪ亀山測候

所ὤ四日市Ἵ移転ἩἸ四日市測候所開設さὝこἺἽἼἵἱẫ 

 

昭和 ṟṜ मỀṜṤṡṡề四日市測候所ὁ愛宕山

ὀ麓Ẫ標高Ṡṝmὀ小古曽五丁目ἽẪ敷地総面

積 Ṝṛ,ṠṤṝ㎡Ẫ庁舎面積 Ṝ階 ṜṠṢ㎡Ẫṝ階 Ṟṛṟ

㎡ὀ堂々ἱὝ威容Ἱ完成ẪこἽ宿舎 ṟ 戸

併設さἸいἱẫ 

当初ὁ定員 Ṥ 名ἹスᾄーᾍἩἱ観測業務

ὁ時代ὀ変遷ἺἺὔἽ昭和ṟṤमỀṜṤṢṟềἽ Ṣ

名Ẫ昭和 Ṡṛ मỀṜṤṢṠềἽ ṡ 名Ẫ昭和 Ṡṟ म

ỀṜṤṢṤềἽ ṟ 名Ẫभ成 ṟ मỀṜṤṤṝềἽὁ Ṟ 名Ἲ

急ᥬἽ合理ցさἸいἵἱẫ  

こὀ間Ẫ気象庁ὁ気象衛星Ẫ気象ᾱーᾅーẪὧメᾅス観測網ẪウὨンᾎプᾲフὦὩラーẪ計測震度計ネッ

ᾍワークἼἻẪＩT 技術ὤ取入ἱ業務ὀ技術革新ὤ進ὓẪ気温Ẫ降水᧻Ẫ風向・風ᥬዿὀ観測業務Ἵ

ἶいἸὁẪ自動ցさἱ機器Ἵ観測・֮時的ᾌーᾄ送信פ能ἺἼἵἱこἺἝὛẪभ成 ṣम度以降

測候所ὀ無人ցỀ特別地域気象観測所Ὂὀ移行ềὤ進ὓἱẫ 

ἝくἩἸभ成ṤमỀṜṤṤṢềἽ四日市測候所ὁ͢᧺測候所Ἲ共Ἵ廃ร決まẪṞṜम間ὀ活動

ὀ幕ὤ閉ἪἱẫἯὀ後尾鷲ὔभ成 ṜṤ मỀṝṛṛṢềἽ閉鎖さẪ県内ὀ測候所ὁ現ἹὁẪ津気象

 ὤ除いἸἫὋἸ自動観測施設ἹあὝỌ特別地域気象観測所ọἽἼἵἸいὝẫץ
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所地 

高塚ᄏὀւẪ見当山ỀΗዿ͡角点

あὝềἝὛ愛宕山Ἵ連ἼὝ稜線

ὀ南端Ẫ見晴ὛἩὀ良い丘ὀ͢Ἵ

位置ἫὝẫ 

小古曽 Ṡ 丁目 ṝṢ 番 ṜṠ 号 

東経 ṜṞṡ 度 ṞṠ 分 

ւ緯 Ṟṟ 度 Ṡṡ 分 

気ۜ計ὀ高さ ṠṜ.Ṣｍ 

露場ὀ高さ ṟṢ.ṝｍ 

  

庁舎 

Ṝ 階 ṜṠṢ ㎡ 

ṝ 階 Ṟṛṟ ㎡ 

屋階 Ṝṛ ㎡ 

 

こὀ他Ἵ官舎 ṟ 戸ὀほἝẪ充Ἰ

ὥ室Ẫ車庫Ẫポンプ室併設さ

Ἰいἱẫ 
 

測候所ὀ跡地ὤ含ὓἱ国ಈ地

ṝṝ,ṛṛṛ ㎡ὁ売֯さẪभ成 ṝṟ म

ỀṝṛṜṝềἽ宅地ᥭ成工Ζ始まἵ

ἱẫ翌भ成 ṝṠ मỀṝṛṜṞềἝὛ入居

始まẪ全 ṡṢ 区ᄐ高塚ᄏ自

治会Ἵ加入ἩἸいὝẫ 

 

庁舎 

露場 

官舎 

࣓ࣔ 四日市測候所 土地の人の思い出                  
登山ࢆ志す者っ࡚地図ࢆ読ࠊࡇࡴ天気図ࢆ作成し࡚解
析しࠊ天気ࢆ予測すࡣࡇࡿ必須ࡢ知識࡛あࠋࡿ四日市測候
所ࡀ開設ࢆࡢࡓࢀࡉ知ࠊࡾ四日市山岳協会࡛ࡣ所長࠾願い
し࡚講ᗙࢆ開い࡚もࡽっࠋࡓ 
月 2 回ࡢ講ᗙ࡛ࠊࡣ気象概論ࡽ始ࡲっ࡚ࠊラジオ気象通報
基࡙くࢀそࠊ方ࡳ読ࡢ天気図ࠊ方ࡾ作ࡢ天気図ࡿ利用すࢆ
天気ࡢ予測ࡢ仕方ࢆ教わっࠋࡓ指定ࡓࢀࡉ日時ࡢラジオࡢ気
象通報ࢆ聞い࡚ࠊ天気図ࢆ作成し࡚ࠊ所長ࣞࡢクチࣕーࢆ受
ࡢ所長在任中ࠋࡓ宿題もあっࡿࡅ 2年あࡢࡾࡲ間ࡢ丁寧࡞指
導࡛ࠊ天気図ࡀ書ࡼࡿࡅうࠊࡾ࡞あࡿ程ᗘ天気ࡢ予測ࡀ出
来ࡼࡿう࡞っࠋࡓ初代所長深く感謝す࡛ࢁࡇࡿあࠋࡿ 

࣓ࣔ 赤い風船の思い出 

昭和 57 年ࠊࢁࡈ幼稚園へ子もࡢ送
迎時ࠊ測候所ࡽ赤い風船ࡀ何
ࡢいく࡛ࢇ空へ飛ࡢ東࡚ࡆୗࡽぶࢆ
㺀パイボーࣝ観測㺁ࠋࡓࡅく見ࡼ
いっ࡚ࠊ朝 9時午後 3時飛ࡤしࠊ
ୖ空ࡢ風ࡢ流ࠊࢀ強ࠊࡉ向ࢆ࡞ࡁ計
測しࡢࡇࠋࡇࡢࡓ気球観測ࡣ四
日市公害ࡀ深刻ࡔࡾ࡞し࡚設置ࡉ
うࡼࡓっࡔ使命ࡢ四日市測候所ࡓࢀ
ࡓ行っ࡛ࢇへ飛ࡇࡣ風船ࡢあࠋࡔ
 ࠋうࢁࡔࡢ
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