
自治会や民区、集落公民館など、

地縁活動を担う組織の３役レベルの

みなさんに向けた情報交換の場「自

治会長サミット」。今年度第２回目(通

算13回目)は下記内容で開催します。

詳細はお問合せください。

idea
ニュースレター「イデア」

2021.12
ＮＰＯ・地域・企業・行政の情報発信により、

「アイデア」 と 「であい」 の機会を創ります。
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「
イ
デ
ア
」 おしらせ

まちの写真展 スタッフがまちの１コマを切り取ります。

作品名 「直近の出番は昭和62年」

旧町村別の人口動態等を共有します。

大
東
町
曽
慶
２
区
地
内

に
あ
る
半
鐘(

昭
和
40
年
に

現
在
の
場
所
に
移
設)

。
地

域
の
消
防
団
を
招
集
す
る

と
と
も
に
近
隣
住
民
に
危
険

を
知
ら
せ
る
大
切
な
存
在
で

す
。
半
鐘
は
地
域
毎
に
打
ち

方
が
定
め
ら
れ
、
火
災
の
大

ま
か
な
場
所
や
災
害
の
種

類
が
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
と
い
う
の
で
驚
き
で
す
。

大東地域の地域協働体「興田地区

振興会」では、FacebookやInstagram

での情報発信に加え、今年９月に

ホームページを開設しました。

市民センターや興田地区振興会の

事業紹介、行事予定等が掲載されて

います。

下記ＵＲＬか、右の

ＱＲコードからもご覧

いただけます。

岩手県南、宮城県北の地域史の

調査・研究を目的とする「岩手県南

史談会」では、毎年、研究発表会を

開催しています。今年度は「石蔵山

最明寺境内発見の板碑について」な

ど、３つ(３人：畠山篤雄氏、大島晃

一氏、東資子氏)の研究発表を行い

ます。どなたでも聴講可能で、参加

費無料、予約も不要です。

建部清庵の顕彰活動を行う 「清

庵の里」では、青少年育成事業の一

環として、動画配信サイトYouTube上

に「清庵の里チャンネル」を開設しま

した。清庵が著した『民間備忘録』

『備荒草木図』の中で紹介された救

荒植物の活用方法等を発信していき

ます。第１回目は「どくだみジュース

の作り方」で、右のＱＲ

コードからご覧いただく

か、YouTubeにて「清庵

の里チャンネル」と検索

してご覧ください。

薪ストーブ用
薪の販売

情報 興田市民センター
(興田地区振興会)
ホームページ開設

情報

発表
会 自治会長サミット

Vol.１３

講座

人口 前月比 世帯数 前月比

一関 55403 3 24420 -2

花泉 12443 3 4723 0

川崎 3389 -7 1284 -4

千厩 10187 -16 4103 -6

大東 12449 -22 4932 -2

東山 6162 -3 2299 -2

室根 4584 -7 1784 6

藤沢 7376 -7 2800 7

一関市全体 前月比

人口 111993 -56

世帯数 46345 -3

出生数 42 -3

2021年11月１日付
(2021年10月31日現在
住民基本台帳より)
※外国人登録者含む

令和３年度
興田地区生涯学習作品展

「清流ギャラリー展」

イベ
ント

岩手県南史談会
研究発表会２０２１

ＵＲＬ：http://www.okita.fun/

問合：０１９１-７４-２２０１

(興田市民センター内

興田地区振興会)

日時：２０２１年１２月１１日（土）

開場 ９時３０分

発表 １０時～１２時

会場：一関文化センター 小ホール

（一関市大手町２-１６）

問合：０１９１-２４-３７４１

（岩手県南史談会事務局・大島）

本号団体紹介でご紹介した「森林

資源を活用する一関市民の会」では、

森林資源の循環活用の一環で、薪や

燃料チップづくりに取り組んでいます。

薪ストーブ用の薪(長さ40cm前後)を

コンテナに詰めてご自

宅まで配達します。

お問合せは下記まで

(右のＱＲコードからも

問合＆購入可能)。

清庵の里
YouTubeチャンネル開設

情報

日時：２０２２年２月４日（金）

＜昼の部＞１５時～１７時

＜夜の部＞１８時３０分～２０時３０分

場所：川崎市民センター

テーマ：「役の交代・なり手について考

える～本気で役を交代したいときに、

どう交代するか～」

参加料：無料(1週間前までに申込)

問合：０１９１-２６-６４００

（いちのせき市民活動センター）

１｜二言三言｜ 近藤紀子さん・正信さん (後編)

３｜団体紹介｜ 森林資源を活用する一関市民の会

５｜地域紹介｜ 松川７区自治会 （東山）

７｜企業紹介｜ 株式会社いわい（にこにこプラザだいとう） (大東)

８｜博識杜のフクロウ博士｜ 地域運営の落とし穴⑰

９｜センターの自由研究｜ くらし調査ファイル№15「孫抱き」

今月の表紙

「玉切り」と呼ばれる状態で「薪棚」に積み重なる間伐材。よく見ると奥の

方には「薪」として割られ、出番を待っている状態のものも。一般的に「薪」

の水分量は15～20％が最適とされ、そのためには１～２年乾燥させること

が必要なのだとか。間伐と間伐材の有効活用が推進される今、当市でも

市民活動団体が動き出しています(団体紹介)。

興田市民センターでは、今年度の興

田地区文化祭を中止としましたが、地

域住民の芸術文化活動の成果を発

表する機会として、１週間毎に１団体

の作品を展示する「清流ギャラリー展」

を開催しています。展示日程はホーム

ページでご確認いただけます。

展示期間：～２０２２年１月３０日(日)

８時３０分～１７時

※１２月２９日～２０２２年１月３日除く

※毎週月曜日に展示の入れ替え作業

を行います。

会場：大東開発センター(興田市民セ

ンター：大東町鳥海細田１９-２）

問合：０１９１-７４-２２０１

（興田市民センター）

薪の樹種・価格(軽トラック１台分)：

＜針葉樹 薪＞ １０,０００円

＜広葉樹 薪＞ １５,０００円

＜配達料＞ ２,０００円

問合：０７０-４３４５-２２４４

(森林資源を活用する一関市民の会)

問合：０１９１-２３-３４３４

（清庵の里事務局・小川

(一関商工会議所内)）



生活における「便利」の価値基準
～東京生活60年以上の夫婦に学ぶ一関【後編】～

地域の「気になる人」を対談でご紹介

花泉町日形在住 近藤紀子さん・正信さん × いちのせき市民活動センター 主任支援員 佐々木牧恵第９０回

一
関
市
の
「
移
住
定
住
」
に
関
す
る
情
報
を
発
信
す
る
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト
に
記
載
さ
れ
た
当
市
の

魅
力
は
大
き
く
３
つ
。
「
文
化
と
美
し
い
自
然
が
共
生
す
る
ま
ち
」
「
都
会
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
」

「
充
実
し
た
イ
ン
フ
ラ(

豊
か
な
教
育
環
境
、
安
心
の
医
療
施
設
、
充
実
し
た
商
業
施
設)

」
。
果

た
し
て
実
際
に
当
市
へ
の
移
住
を
決
め
た
人
の
「
決
め
手
」
と
な
っ
た
も
の
は
一
体
何
な
の
か
、

そ
し
て
そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
も
の
と
は
？(

２
回
シ
リ
ー
ズ
の
後
編)

1

佐
々
木

東
京
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
良

い
と
い
う
こ
と
以
外
に
、
移
住
の
決

め
手
と
な
っ
た
も
の
は
あ
り
ま
す
か
。

紀
子

当
初
は
千
厩
も
検
討
し
て
た

ん
で
す
け
ど
、
交
通
が
日
形
に
比
べ

る
と
不
便
な
の
と
雪
が
多
い
。
住
所

を
書
く
の
に
花
泉
は
簡
単
だ
し
、
字

面
が
キ
レ
イ
！

正
信

当
初
か
ら
条
件
の
一
つ
に
し

て
い
た
の
が
「
雪
が
降
っ
て
も
屋
根

の
雪
下
ろ
し
を
し
な
い
場
所
」
。
年

を
取
る
と
雪
下
ろ
し
の
事
故
が
多
い

の
で
。
東
北
で
屋
根
の
雪
下
ろ
し
を

し
な
く
て
良
い
里
山
と
な
る
と
、
限

ら
れ
て
き
ま
す
よ
ね
。

佐
々
木

確
か
に
、
一
関
は
移
住
者

に
は
ハ
ー
ド
ル
が
低
い
の
か
も
。
特

に
花
泉
は
雪
が
少
な
い
で
す
し
ね
。

字
面
の
良
さ
は
盲
点
で
し
た(

笑)

紀
子

花
泉
は
本
当
に
穴
場
よ
。
土

地
も
物
価
も
高
い
宮
城
県
の
隣
な
の

に
、
土
地
が
も
の
す
ご
く
安
い
！

佐
々
木

こ
の
土
地
は
ど
う
や
っ
て

見
つ
け
た
ん
で
す
か
？

紀
子

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
出
て
い

る
の
を
た
ま
た
ま
見
つ
け
て
。
当
時

は
花
泉
な
ん
て
知
ら
な
い
し
、
樹
木

葬
で
馴
染
み
の
あ
っ
た
「
一
関
」
で

検
索
し
て
ま
し
た
。
で
も
一
関
は
情

報
発
信
が
地
味
よ
。
宣
伝
が
下
手
。

正
信

移
住
を
促
進
す
る
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ

イ
ト
も
、
東
京
の
デ
ザ
イ
ン
会
社
と

一
緒
に
作
っ
た
方
が
良
い
。
リ
モ
ー

ト
で
で
き
る
ん
だ
か
ら
。

紀
子

要
は
発
想
が
逆
な
の
よ
。
受

入
れ
側
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
、
行

き
た
い
側
の
イ
メ
ー
ジ
で
見
せ
な
い

と
。
地
方
に
移
住
者
が
求
め
る
の
は

や
っ
ぱ
り
自
然
環
境
な
ん
だ
か
ら
。

佐
々
木

そ
う
言
わ
れ
て
当
市
の
移

住
に
関
す
る
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト
を
見
る

と
、
確
か
に
視
点
が
違
う
の
か
も…

「
充
実
し
た
商
業
施
設
」
と
も
謳
わ

れ
て
ま
す
が…

…
(

苦
笑)

紀
子

充
実
し
た
商
業
施
設
を
望
む

人
は
都
会
で
暮
ら
す
わ
よ
ね(

笑)

正
信

僕
は
Ｉ
Ｔ
関
連
の
仕
事
を
し

て
い
た
け
ど
、
昔
か
ら
地
方
で
テ
レ

ワ
ー
ク
を
し
た
か
っ
た
。
都
会
は
人

が
ご
み
ご
み
し
て
い
る
し
、
環
境
は

悪
い
し
、
街
の
中
も
お
店
の
中
も
ガ

ン
ガ
ン
宣
伝
や
音
楽
が
か
か
っ
て
い

て
う
る
さ
い
。
地
方
で
テ
レ
ワ
ー
ク

を
し
た
い
人
は
絶
対
に
い
る
け
ど
、

受
け
皿
が
整
っ
て
い
な
い
で
す
ね
。

佐
々
木

コ
ロ
ナ
禍
で
そ
う
し
た
動

き
が
あ
る
と
は
言
い
ま
す
が
、
地
方

在
住
者
と
し
て
は
半
信
半
疑
。
本
当

に
そ
ん
な
需
要
あ
る
の
か
な
？
と
。

正
信

Ｉ
Ｔ
や
事
務
系
の
サ
テ
ラ
イ

ト
オ
フ
ィ
ス
の
よ
う
な
も
の
は
充
分

需
要
が
あ
り
ま
す
よ
。
本
社
は
東
京

で
、
月
１
～
２
回
出
社
す
れ
ば
良
い
。

新
幹
線
で
簡
単
に
出
社
で
き
る
。

紀
子

狙
い
目
は
の
び
の
び
子
育
て

を
し
た
い
と
い
う
世
代
じ
ゃ
な
い
？

正
信

今
は
リ
モ
ー
ト
対
応
の
学
習

塾
も
た
く
さ
ん
あ
る
。
マ
ン
ツ
ー
マ

ン
の
指
導
が
リ
モ
ー
ト
で
地
方
に
い

な
が
ら
受
け
ら
れ
る
わ
け
だ
か
ら
、

教
育
レ
ベ
ル
を
東
京
レ
ベ
ル
に
で
き

る
と
い
う
こ
と
。

佐
々
木

自
然
豊
か
な
地
方
で
暮
ら

し
な
が
ら
、
教
育
は
リ
モ
ー
ト
で
東

京
レ
ベ
ル…

…

。
な
る
ほ
ど…

…

。

紀
子

あ
と
は
定
年
直
後
の
元
気
な

中
高
年
よ
ね
。
私
た
ち
も
そ
う
だ
け

ど
、
定
年
直
後
に
移
住
す
る
と
、
移

住
先
で
は
十
分
若
手
に
入
る
。
仕
事

も
し
て
い
た
わ
け
だ
か
ら
、
あ
る
程

度
の
こ
と
に
は
対
応
で
き
る
し
。

佐
々
木

集
落
の
即
戦
力
で
は
あ
り

ま
す
ね
。
た
だ
ど
う
し
て
も
、
中
高

年
層
の
移
住
だ
と
「
一
代
で
終
わ

り
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が…

…

。

紀
子

で
も
子
ど
も
連
れ
で
移
住
し

て
き
て
も
、
多
く
の
子
は
18
歳
く
ら

い
で
地
域
を
出
る
し
、
子
ど
も
が

戻
っ
て
く
る
と
は
限
ら
な
い
で
し
ょ
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
中
高
年
層
の
移
住

者
が
同
じ
よ
う
な
移
住
者
に
つ
な
い

で
い
く
の
も
良
い
の
か
な
っ
て
。

佐
々
木

確
か
に
、
子
ど
も
を
増
や

す
こ
と
が
目
的
で
は
な
く
、
最
低
限

の
集
落
機
能
を
維
持
し
て
い
く
た
め

に
あ
る
程
度
の
人
口
が
欲
し
い
の
で

あ
っ
て
、
即
戦
力
の
中
高
年
の
方
が

良
い
と
い
う
考
え
方
も
頷
け
ま
す
。

正
信

僕
た
ち
は
本
当
に
即
戦
力
。

退
職
し
て
間
が
な
い
の
で
体
力
も
気

力
も
十
分
だ
し
。

佐
々
木

今
は
お
元
気
に
車
も
運
転

で
き
る
か
ら
良
い
で
す
が
、
運
転
で

き
な
く
な
っ
た
時
へ
の
不
安
は
な
い

で
す
か
？

紀
子

東
京
の
都
心
で
も
今
は
移
動

販
売
が
来
る
の
。
地
方
に
い
て
も
都

心
に
い
て
も
、
交
通
の
足
問
題
は
変

わ
ら
な
い
。
た
だ
都
会
は
人
数
が
確

保
で
き
る
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス

な
ど
が
出
し
や
す
い
と
い
う
だ
け
。

そ
れ
に
こ
こ
で
暮
ら
し
て
い
る
と
忙

し
く
て
弱
れ
な
い
わ
よ(

笑)

東
京
で

暮
ら
し
て
い
た
私
の
両
親
は
認
知
症

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
け
ど
、
こ
こ
で

は
お
年
寄
り
も
本
当
に
元
気
。

佐
々
木

お
二
人
か
ら
は
暮
ら
し
そ

の
も
の
を
楽
し
ま
れ
て
い
る
感
じ
が

伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

紀
子

私
ね
、
「
変
わ
っ
て
い
る
」

と
思
わ
れ
た
く
て
仕
方
な
い
の
。

「
あ
の
人
変
わ
っ
て
る
か
ら
し
ょ
う

が
な
い
よ
ね
」
と
、
そ
の
ま
ま
受
け

入
れ
て
欲
し
い
。
新
参
者
だ
か
ら
っ

て
変
に
馴
染
も
う
と
す
る
と
、
お
互

い
に
無
理
し
ち
ゃ
う
か
ら
。

正
信

う
ち
は
お
風
呂
と
暖
房
は
薪
。

シ
ャ
ワ
ー
は
太
陽
熱
温
水
器
。
台
所

と
小
型
湯
沸
か
し
器
の
ガ
ス
は
自
分

で
ガ
ス
屋
さ
ん
に
持
っ
て
行
っ
て
充

填
し
て
も
ら
う
。
そ
う
す
る
と
か
な

り
割
安
に
な
る
。

紀
子

「
し
み
っ
た
れ
」
な
の
よ
私

た
ち
。
わ
ざ
と
そ
う
い
う
こ
と
を
し

て
楽
し
ん
で
る
の
。

佐
々
木

実
は
そ
う
い
う
暮
ら
し
に

憧
れ
て
い
る
地
方
在
住
者
は
多
い
と

思
う
ん
で
す
。
で
き
る
環
境
に
暮
ら

し
て
い
な
が
ら
、
ご
近
所
の
目
を
気

に
し
て
で
き
な
い
と
か
。
変
に
格
好

つ
け
ず
に
「
地
方
暮
ら
し
な
ら
で
は

の
楽
し
み
」
を
も
っ
と
発
信
し
た
り
、

実
践
す
べ
き
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

紀
子

移
住
者
の
先
輩
で
都
市
部
に

家
を
残
し
た
ま
ま
こ
ち
ら
に
家
を
建

て
た
方
が
い
ま
す
。
空
き
家
も
う
ま

く
活
用
す
れ
ば
２
か
所
居
住
す
る
人

も
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
っ
ち
は

「
遊
び
場
」
と
し
て
活
用
し
て
い
く

と
か
。

正
信

移
住
奨
励
金
の
よ
う
な
も
の

を
決
め
手
に
す
る
移
住
者
は
少
な
い

と
思
い
ま
す
よ
。
現
に
僕
た
ち
も
一

関
へ
の
移
住
を
決
め
て
か
ら
知
り
ま

し
た
か
ら
ね(

笑)

２
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二言
三言

地方で第２の人生を送るため、東京都中目黒で生
活していた平成20年に花泉町日形の桑畑跡地を購入。
60歳の定年を迎えるまでは東京と一関を行き来しな
がら開拓を進め、平成28年に完全移住。住居はログ
ハウスのキットを購入し、基礎以外はセルフビルド
に挑戦。集落活動にも参加しながら、夫婦水入らず
で日形での暮らしを楽しんでいる。

開拓整備の拠点として自作した作業小屋

※

近
藤
夫
妻
の
開
拓
の
記
録
を
綴
っ
た
ブ
ロ
グ

「
の
ー
て
ん
き
夫
婦
の
ロ
グ
ハ
ウ
ス
狂
想
曲
」

で
検
索
！



障
木
、
工
事
伐
採
材
の
集
材
活
動
の
ほ
か
、

薪
の
製
造
・
販
売
、
市
内
各
所
で
行
わ
れ
る

イ
ベ
ン
ト
に
出
向
い
て
の
木
質
バ
イ
オ
マ
ス

Ｐ
Ｒ
活
動(

薪
割
り
体
験
会
、
薪
ス
ト
ー
ブ
の

実
演
会
等)

な
ど
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
。

会
員
は
、
厳
美
か
ら
室
根
ま
で
市
内
各
地

に
点
在
す
る
た
め
、
ど
の
地
域
に
住
ん
で
い

て
も
活
動
が
し
や
す
い
よ
う
、
活
動
拠
点
を

３
か
所
設
け
、
拠
点
に
原
木
を
集
材
し
、
薪

づ
く
り
な
ど
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
会
員
の

多
く
が
農
業
に
も
携
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
あ

り
、
会
と
し
て
の
活
動
は
農
閑
期
の
10
月
～

３
月(

月
２
回
ほ
ど)

に
集
約
。
千
葉
さ
ん
は
、

「
会
員
の
ほ
と
ん
ど
が
高
齢
だ
が
、
み
ん
な

で
楽
し
く
作
業
し
て
い
る
。
嫌
々
や
っ
て
い

て
は
、
会
と
し
て
続
か
な
い
。
ま
ず
は
楽
し

む
こ
と
が
大
事
」
と
笑
顔
で
話
し
ま
す
。

市
と
連
携
し
、
木
質
チ
ッ
プ
ボ
イ
ラ
ー
の

燃
料
と
な
る
木
質
チ
ッ
プ
の
原
木
集
材
に
も

取
り
組
ん
で
い
る
同
会
。
会
員
が
山
林
や
工

事
現
場
等
か
ら
切
り
出
さ
れ
た
木
材
を
運
搬

し
、
市
内
の
チ
ッ
プ
製
造
業
者
へ
引
き
渡
し

ま
す
。
そ
れ
ら
を
利
用
し
た
木
質
チ
ッ
プ
は
、

木
質
チ
ッ
プ
ボ
イ
ラ
ー
が
設
置
さ
れ
て
い
る

一
関
市
立
千
厩
小
学
校
、
東
山
小
学
校
で
も

使
用
さ
れ
る
た
め
、
資
源
の
有
効
活
用
は
も

ち
ろ
ん
、
児
童
た
ち
の
学
校
生
活
と
里
山
再

生
の
一
助
に
も
つ
な
が
り
、
同
会
に
と
っ
て

誇
ら
し
い
活
動
の
１
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

千
葉
さ
ん
は
、
「
山
林
に
残
さ
れ
て
い
る

間
伐
材
な
ど
は
、
薪
や
木
質
チ
ッ
プ
と
な
っ

て
、
私
た
ち
の
生
活
に
欠
か
せ
な
い
エ
ネ
ル

ギ
ー
に
変
わ
る
。
こ
の
活
動
は
間
伐
材
の
需

要
を
開
拓
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
、
将
来

的
に
は
、
雇
用
の
面
に
も
つ
な
が
る
の
で

は
」
と
期
待
を
寄
せ
ま
す
。

市
の
施
策
で
結
成
さ
れ
、
事
務
局
長
が
市

の
「
木
質
資
源
地
域
活
用
推
進
員
」
を
兼
ね

て
い
た
こ
と
か
ら
、
事
務
局
窓
口
を
市
役
所

農
地
林
務
課
と
し
て
い
た
同
会
で
し
た
が
、

令
和
３
年
度
か
ら
は
事
務
局
長
の
千
田
雅
明

さ
ん
宅
へ
窓
口
も
移
し
、
市
民
団
体
と
し
て

独
立
。
千
田
さ
ん
は
、
「
木
質
バ
イ
オ
マ
ス

を
も
っ
と
身
近
に
感
じ
て
も
ら
う
の
が
自
分

た
ち
の
役
目
。
薪
の
販
路
拡
大
や
イ
ベ
ン
ト

へ
参
加
す
る
な
ど
、
こ
れ
か
ら
も
積
極
的
に

活
動
を
続
け
て
い
く
」
と
今
後
の
抱
負
を
語

り
ま
す
。

地
域
の
資
源
を
「
地
産
地
消
エ
ネ
ル

ギ
ー
」
と
し
て
循
環
さ
せ
る
こ
と
を
目
標
に

活
動
し
て
い
る
同
会
。
今
後
も
「
市
民
に
よ

る
地
域
に
根
ざ
し
た
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
の
利

用
」
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

千田雅明さん

元々は観光関係の仕事

に就いていた千田さん

は、縁あって同会の事

務局長を任せられるこ

とに。林業初心者とし

て日々勉強中です。

千葉康生さん

一関市萩荘の赤猪子在

住。現在は自宅裏の山

林を自分好みに改良中

です。岩手県森林整備

協同組合の代表理事も

担っています。

一
関
市
の
森
林
面
積
は
７
８
９
１
９

ｈ
ａ
と
、
市
の
総
面
積
の
６
２
・
８
％

を
占
め
て
い
ま
す
が
、
木
材
価
格
の
低

迷
や
林
業
労
働
者
の
高
齢
化
、
松
く
い

虫
の
被
害
拡
大
な
ど
に
よ
り
、
森
林
所

有
者
の
林
業
に
対
す
る
意
欲
が
衰
退
し
、

間
伐
等
の
整
備
が
遅
れ
て
い
る
森
林
が

増
加
し
て
い
ま
す
。

間
伐
を
行
わ
な
い
と
、
樹
木
同
士
の

成
長
を
阻
害
す
る
だ
け
で
な
く
、
太
陽

光
が
差
し
込
ま
な
い
こ
と
で
土
地
が
や

せ
、
根
を
し
っ
か
り
張
る
こ
と
が
で
き

な
い
た
め
、
土
砂
崩
壊
等
の
災
害
が
発

生
し
や
す
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
間
伐

を
行
っ
て
も
、
そ
の
間
伐
材
が
山
に
そ

の
ま
ま
残
さ
れ
る
こ
と
も
。
間
伐
材
を

林
外
に
搬
出
す
る
に
は
費
用
が
か
か
り
、

そ
の
費
用
に
見
合
っ
た
収
入
を
得
ら
れ

な
い
と
い
う
現
状
が
背
景
に
あ
り
ま
す
。

そ
う
し
た
資
源
を
有
効
活
用
し
、
当

市
の
豊
か
な
自
然
環
境
を
次
世
代
に
引

き
継
ぐ
べ
く
活
動
し
て
い
る
の
が
「
森

林
資
源
を
活
用
す
る
一
関
市
民
の
会
」

で
す
。
会
長
の
千
葉
康
生
さ
ん
は
、

「
昭
和
40
～
50
年
頃
に
植
林
し
た
木
は

今
が
伐
期
。
だ
が
、
今
の
住
宅
は
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
が
多
く
、
木
を
使

う
こ
と
は
少
な
い
。
暖
房
も
昔
の
よ
う

に
木
炭
や
薪
を
使
う
こ
と
が
な
く
、
電

気
・
ガ
ス
・
石
油
で
済
む
。
今
の
子
ど

も
た
ち
が
木
の
温
も
り
や
雰
囲
気
、
香

り
を
感
じ
る
機
会
が
減
っ
て
い
る
の
は

と
て
も
寂
し
い
」
と
語
り
ま
す
。

当
市
で
は
、
平
成
28
年
10
月
に
県
内

初
と
な
る
「
一
関
市
バ
イ
オ
マ
ス
産
業

都
市
構
想
」
の
認
定
を
国
か
ら
受
け
、

市
内
に
豊
富
に
存
在
す
る
木
質
バ
イ
オ

マ
ス
を
活
用
し
な
が
ら
、
資
源
・
エ
ネ

ル
ギ
ー
循
環
型
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進

し
て
い
ま
す
が
、
よ
り
一
層
、
木
質
バ

イ
オ
マ
ス
を
地
域
に
根
ざ
し
た
も
の
に

す
べ
く
、
行
政
と
一
緒
に
活
動
に
取
り

組
む
市
民
有
志
を
募
り
、
結
成
し
た
の

が
同
会
で
す
。

同
会
の
主
な
活
動
は
、
間
伐
材
や
支

３４

団体
紹介森林資源を活用する一関市民の会

平成29年11月発足。一関市内の山林から

切り出した間伐材や工事伐採材等の集材、

加工を行い、地域の地産地消エネルギーと

して資源循環させる活動に取り組んでいま

す。現在の会員は43名(令和３年９月10日

現在)。

森
林
資
源
は
地
域
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

「
暮
ら
し
」
に
欠
か
す
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
山
林
が

- Photo gallery -gallery -

「
木
の
駅
」
設
置

市
内
の
道
の
駅
、
産
直
な
ど

に
「
木
の
駅
」
と
題
し
た
薪

や
ウ
ッ
ド
キ
ャ
ン
ド
ル
等
の

販
売
・
展
示
コ
ー
ナ
ー
を
設

置
中(

令
和
２
年
度
か
ら)

！

お
揃
い
の
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム

オ
レ
ン
ジ
色
が
目
立
つ
防
護

服
は
、
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
等
か

ら
体
を
守
る
た
め
に
着
用
。

背
中
に
は
同
会
の
名
前
が
プ

リ
ン
ト
さ
れ
て
い
ま
す
。

出
番
を
待
つ
薪
た
ち

各
拠
点
に
は
、
薪
棚
が
設
置

さ
れ
、
多
く
の
薪
が
積
み
上

げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
薪
は
約

２
年
間
の
自
然
乾
燥
を
経
て

か
ら
出
荷
さ
れ
ま
す
。

薪
割
り
体
験
会

市
内
各
所
の
イ
ベ
ン
ト
に
出

向
き
、
薪
割
り
体
験
会
を
実

施
。
普
段
は
体
験
で
き
な
い

薪
割
り
に
子
ど
も
も
大
人
も

夢
中
で
す
。

Ｑ.活動において大切にしていることは？

会長 事務局長

森林資源を活用する一関市民の会

現
場
作
業
は
楽
し
む
こ
と
が

大
事

ちば やすお ちだ よしあき

Ａ.楽しく継続Ａ.あるものを最大限に使う!!

限
り
あ
る
資
源
を
無
駄
に
し
な

い
た
め
に

〒021-0803 一関市南十軒街11-2

TEL：070-4345-2244(専用電話) FAX：0191-23-5710

ＨＰ：https://sinnrin.web.fc2.com/index.html

写真：令和３年度総会の集合写真(令和３年９月撮影)

※

１

令
和
元
年
度
版
「
岩
手
県
林
業
の
指

標
」
よ
り

※

２

バ
イ
オ
マ
ス
産
業
都
市
と
は
、
地
域
に
存
在

す
る
バ
イ
オ
マ
ス
を
原
料
に
、
収
集
・
運
搬
、
製
造
、

利
用
ま
で
の
経
済
性
が
確
保
さ
れ
た
一
貫
シ
ス
テ
ム

を
構
築
し
、
地
域
の
特
色
を
活
か
し
た
バ
イ
オ
マ
ス

産
業
を
軸
と
し
た
環
境
に
や
さ
し
く
災
害
に
強
い
ま

ち
、
む
ら
づ
く
り
を
目
指
す
地
域
で
、
当
市
は
事
業

者
や
学
生
な
ど
か
ら
な
る
「
バ
イ
オ
マ
ス
産
業
化
推

進
会
議
」
で
議
論
を
重
ね
、
構
想
案
を
作
成
し
た
。

※

３

【
厳
美
・
萩
荘
地
域
】
旧
達
古
袋
小
学
校
敷

地
内
／
【
大
東
・
東
山
地
域
】
東
山
町
長
坂
字
久
保

地
内
／
【
室
根
・
藤
沢
地
域
】
藤
沢
町
保
呂
羽
字
栗

沢
地
内

※

１

※

２

※

３



生
部
会
が
年
１
回
、
市
民
セ
ン
タ
ー
周
辺
の

環
境
整
備
を
行
い
ま
す
。
こ
の
整
備
作
業
に

抱
き
合
わ
せ
て
開
催
す
る
の
が
交
通
安
全
・

防
犯
部
の
「
交
通
安
全
・
防
犯
講
話
」
。
作

業
終
了
時
に
、
駐
在
所
所
長
や
交
通
安
全
協

会
、
防
犯
協
会
の
関
係
者
を
講
師
と
し
て
交

通
安
全
や
特
殊
詐
欺
防
止
等
に
つ
い
て
の
講

話
を
聴
講
し
て
い
ま
す
。

２
月
に
は
、
保
健
体
育
部
会
の
主
催
で

「
ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
大
会
」
を
開
催
。
吹
き

矢
や
輪
投
げ
な
ど
、
誰
で
も
挑
戦
す
る
こ
と

が
で
き
る
競
技
を
楽
し
み
ま
す
。
以
前
は
市

民
セ
ン
タ
ー
体
育
館
を
会
場
に
し
て
い
ま
し

た
が
、
参
加
者
か
ら
の
「
冬
の
体
育
館
は
寒

い
」
な
ど
の
声
を
受
け
、
暖
か
い
和
室
に
変

更
し
た
の
だ
と
か
。
住
民
の
声
に
柔
軟
に
対

応
し
な
が
ら
、
約
10
年
続
け
て
い
ま
す
。

こ
の
ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
大
会
の
際
も
交
通

安
全
・
防
犯
部
と
連
携
し
、
消
防
署
員
を
講

師
に
迎
え
た
「
防
災
セ
ミ
ナ
ー
」
を
開
催
。

住
民
が
集
う
機
会
に
繰
り
返
し
開
催
す
る
こ

と
で
、
よ
り
多
く
の
住
民
に
情
報
を
届
け
、

防
災
・
防
犯
意
識
の
向
上
を
図
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
ほ
か
、
納
税
部
が
主
催
す
る
「
松
川

７
区
自
治
会
・
納
税
組
合
研
修
旅
行
」
も
住

民
の
楽
し
み
の
１
つ(

令
和
２
、
３
年
は
中

止)

。
例
年
30
人
程
が
参
加
し
ま
す
。
旅
先
で

は
、
自
治
会
副
会
長
の
小
野
寺
秀
雄
さ
ん
が

Ｊ
Ｒ
職
員
時
代
に
培
っ
た
話
術
を
発
揮
し
、

楽
し
い
思
い
出
づ
く
り
に
貢
献
し
て
い
ま
す
。

「
磐
井
清
水
若
水
送
り
」
は
「
保
存
会
」

と
「
実
行
委
員
会
」
と
が
あ
り
、
自
治
会
と

し
て
の
関
わ
り
で
は
な
く
、
地
元
住
民
と
し

て
多
く
の
人
が
携
わ
っ
て
い
ま
す
。
「
磐
井

清
水
」
周
辺
に
住
む
家
の
女
性
有
志
が
「
延

命
そ
ば
」
と
呼
ば
れ
る
そ
ば
を
参
加
者
に
ふ

る
ま
っ
た
り
、
男
性
有
志
は
行
列
に
参
加
し

た
り
、
道
中
に
あ
る
各
番
所(

休
憩
所)

の
運

営
な
ど
に
協
力
し
ま
す
。
「
若
水
」
を
桶
に

汲
む
役
は
、
同
集
落
の
小
学
生
が
担
っ
て
い

ま
し
た
が
、
近
年
は
小
学
生
が
少
な
く
な
り
、

近
隣
集
落
か
ら
協
力
を
得
る
こ
と
も
。

安
東
さ
ん
は
「(

少
子
高
齢
化
が
進
む
と)

い
ま
ま
で
の
よ
う
に
継
続
す
る
の
は
難
し
く

な
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
が
、
今
後
は
若
い
方

に
引
き
継
ぐ
こ
と
も
考
え
て
い
ま
す
」
と
、

事
業
継
承
の
あ
り
方
を
模
索
し
て
い
ま
す
。

自
治
会
事
業
も
、
コ
ロ
ナ
禍
で
そ
の
あ
り

方
を
模
索
し
て
い
ま
す
。
例
年
１
月
に
開
催

し
、
40
人
程
が
集
ま
る
新
年
会
は
、
会
そ
の

も
の
は
中
止
し
た
も
の
の
、
年
祝
い
及
び
米

寿
の
方
へ
の
御
札
や
お
祝
い
品
の
贈
呈
だ
け

は
実
施
。
ま
た
、
地
域
協
働
体
や
体
育
協
会

事
業
へ
の
参
加
、
交
通
安
全
運
動
へ
の
協
力

な
ど
、
「
で
き
る
こ
と
」
を
可
能
な
限
り
続

け
て
き
ま
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
地
域
住

民
か
ら
の
「
集
ま
る
機
会
が
な
く
な
る
こ
と

が
不
安
」
と
い
う
声
が
あ
り
ま
す
。

文
化
的
な
資
源
に
溢
れ
、
多
様
な
交
流
が

行
わ
れ
て
き
た
同
集
落
で
は
、
交
流
機
会
の

創
出
に
重
き
を
置
き
な
が
ら
、
時
代
の
変
化

に
適
応
し
て
い
き
ま
す
。

Ｑ.集落の自慢は何ですか？

自治会長

安東正利さん

４期７年目。自治会発

足前から納税貯蓄組合

の事務局・会計を担当。

自治会発足後も事務局、

副会長を歴任し、現職

に至ります。

小野寺秀雄さん

40歳頃に帰郷、50代前

半に自治会監事へ。退

職後、理事(交通安全

・防犯部会担当)を３

期務め、今年度からは

副会長として会長を支

えています。

元
旦
の
早
朝
。
平
安
時
代
、
藤
原
氏

に
献
上
し
た
と
さ
れ
る
「
清
水
」
が
湧

き
出
る
「
磐
井
清
水
」
に
て
、
「
若
水

(

元
旦
の
朝
に
初
め
て
汲
む
水)

」
が
桶

に
汲
ま
れ
ま
す
。
極
寒
の
中
、
そ
の
若

水
桶
を
地
に
つ
け
る
こ
と
な
く
、
約
20

㎞
先
の
平
泉
・
中
尊
寺
ま
で
歩
い
て
届

け
る
こ
の
行
事
は
「
磐
井
清
水
若
水
送

り
」
と
呼
ば
れ
、
奥
州
藤
原
氏
に
ま
つ

わ
る
古
事
の
再
現
と
し
て
約
30
年
前
に

は
じ
ま
り
ま
し
た
。
毎
年
１
０
０
人
以

上
の
参
加
者
が
２
つ
の
峠
を
越
え
な
が

ら
中
尊
寺
に
向
か
い
ま
す
。

こ
の
「
磐
井
清
水
」
が
あ
る
卯
入
道

平
を
有
す
る
の
が
松
川
７
区
自
治
会
。

砂
鉄
川
と
県
道
東
山
薄
衣
線
沿
い
に
広

が
る
同
自
治
会
内
に
は
、
磐
井
清
水
の

ほ
か
に
も
岩
手
県
の
指
定
有
形
文
化
財

「
木
造
来
迎
阿
弥
陀
及
び
菩
薩
像(

二
十

五
菩
薩
像)

」
や
一
関
市
の
指
定
文
化
財

で
樹
齢
４
５
０
年
以
上
の
杉
並
木
「
宗

松
寺
参
道
」
な
ど
の
史
跡
や
、
ひ
が
し

や
ま
病
院
、
老
人
保
健
施
設
、
松
川
市

民
セ
ン
タ
ー
等
の
公
共
施
設
も
。

「
若
水
送
り
に
は
、
地
域
の
小
学
生

か
ら
高
齢
者
ま
で
、
さ
ら
に
は
地
域
外

の
賛
同
者
が
集
い
ま
す
」
と
笑
顔
を
見

せ
る
の
は
同
自
治
会
長
の
安
東
正
利
さ

ん
。
自
治
会
長
の
ほ
か
、
「
磐
井
清
水

若
水
送
り
」
の
実
行
委
員
長
や
松
川
地

区
の
秋
の
恒
例
行
事
「
ど
ん
こ
市
」
の

実
行
委
員
を
務
め
る
な
ど
多
様
な
分
野

で
地
域
を
支
え
て
い
ま
す
。

数
年
前
ま
で
は
大
相
撲
「
東
関
部

屋
」
の
夏
合
宿
の
お
世
話
を
す
る
な
ど
、

文
化
的
な
資
源
が
豊
か
な
松
川
地
域
の

中
心
地
と
も
言
え
る
同
自
治
会
の
取
り

組
み
に
つ
い
て
伺
い
ま
し
た
。

５
つ
の
部
会
が
主
体
と
な
っ
て
事
業

を
行
う
同
自
治
会
。
各
部
で
事
業
を
持

つ
も
の
の
、
参
加
者
の
負
担
を
少
し
で

も
抑
え
ら
れ
る
よ
う
、
部
会
間
で
連
携

を
と
り
、
抱
き
合
わ
せ
開
催
を
多
く
取

り
入
れ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
独
自
の
自
治
会
館
が
な
い

同
自
治
会
で
は
、
松
川
市
民
セ
ン
タ
ー

を
随
時
使
用
し
て
い
る
た
め
、
環
境
衛

松川７区自治会

５６

集
落
の
歴
史
文
化
・
営
み
を
受
け
継
ぐ
た
め
に

奥
州
藤
原
文
化
の
歴
史
が
残
る

地
域

- Photo gallery -gallery -

地
域
の
宝
「
二
十
五
様
」

「
二
十
五
様
」
と
呼
ば
れ
親

し
ま
れ
る
「
二
十
五
菩
薩

像
」
。
こ
の
収
蔵
庫
周
辺
も

市
民
セ
ン
タ
ー
周
辺
と
合
わ

せ
て
整
備
作
業
を
行
い
ま
す
。

い
い
汗
流
し
た
後
は…

…

ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
大
会
終
了

後
の
防
災
セ
ミ
ナ
ー
。
継
続

し
た
防
災
活
動
に
よ
り
平
成

29
年
度
「
優
良
自
主
防
災
組

織
」
で
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

冬
の
運
動
不
足
解
消
！

和
室
で
行
う
「
ニ
ュ
ー
ス

ポ
ー
ツ
大
会
」
は
、
お
孫
さ

ん
と
一
緒
に
参
加
す
る
方
も

お
り
、
世
代
間
交
流
の
場
に

も
な
っ
て
い
ま
す
。

「
若
水
送
り
」
の
出
発
点

同
集
落
の
小
原
家
が
代
々
管

理
し
て
い
る
「
磐
井
清
水
」
。

来
年
は
30
回
目(

29
回
目
は
役

員
の
み
で
開
催)

の
節
目
で
あ

り
、
開
催
検
討
中
で
す
。

地域
紹介

松川７区自治会(松川)

行政区は「松川７区」。73世帯186人が暮

らす。自治会は会長、副会長、理事(５人)、

事務局、監事で構成され、理事が部会(総務、

納税、環境衛生、保健体育、交通安全・防

犯)を担当する組織体制。班数は８班。

東山

「
で
き
る
こ
と
」
を
続
け
、

「
交
流
」
を
生
み
出
す

部
会
を
主
体
に

集
い
や
す
い
環
境
を
作
る

あんとう まさとし おのでら ひでお

Ａ.感謝 Ａ.ふれあい

左の写真：市民センター周辺の環境整備の様子(令

和３年６月)

副会長



子
育
て
世
代
、
こ
れ
か
ら
子
育
て
を
経

験
す
る
で
あ
ろ
う
若
者
世
代
の
雇
用
を
促

進
し
、
仕
事
と
家
庭
の
両
立
を
目
指
す
同

社
で
は
、
福
利
厚
生
の
充
実
を
図
る
と
と

も
に
、
そ
の
活
動
の
範
囲
を
「
地
域
」
へ

と
広
げ
て
い
ま
す
。

き
っ
か
け
は
令
和
２
年
の
猿
沢
地
区
新

年
交
賀
会(

猿
沢
地
区
振
興
会
主
催)

。
に

こ
に
こ
プ
ラ
ザ
だ
い
と
う
管
理
者
の
佐
藤

竜
哉
さ
ん
は
同
席
し
た
地
元
保
育
園
長
か

ら
「
卒
園
～
小
学
校
入
学
ま
で
の
約
１
週

間
、
子
ど
も
の
預
け
先
が
な
い
と
悩
む
保

護
者
が
多
い
」
と
い
う
現
状
を
聞
き
ま
す
。

ち
ょ
う
ど
同
社
で
は
人
材
不
足
解
消
を

解
決
す
べ
く
、
福
利
厚
生
の
一
環
で
、
職

員
の
子
ど
も
を
対
象
に
、
長
期
休
暇
期
間

の
預
か
り
事
業
を
検
討
し
て
お
り
、
同
年

の
春
休
み
に
試
験
的
に
預
か
り
を
実
施
。

施
設
内
の
空
き
部
屋
を
利
用
し
、
子
ど
も

た
ち
の
居
場
所
を
創
出
し
ま
し
た
。

す
る
と
同
年
４
月
、
そ
れ
を
耳
に
し
た

猿
沢
小
学
校
長
か
ら
、
職
員
以
外
の
子
ど

も
の
預
か
り
に
つ
い
て
も
打
診
が
。
し
か

し
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
職
員
以
外
の
子

ど
も
の
預
か
り
は
、
主
事
業
の
高
齢
者
支

援
に
支
障
が
出
る
可
能
性
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
「
よ
り
広
い
場
所
を
借
り
、
地

元
の
課
題
に
企
業
と
し
て
応
え
て
い
け
な

い
か
」
と
、
同
年
夏
、
猿
沢
市
民
セ
ン

タ
ー
を
利
用
し
、
職
員
の
子
ど
も
以
外
も

受
け
入
れ
て
の
「
に
こ
に
こ
児
童
ク
ラ

ブ
」
を
開
設
。
利
用
家
庭
か
ら
も
継
続
を

望
む
声
が
上
が
る
中
、
課
題
と
な
っ
た
の

が
施
設
利
用
料
。
企
業
の
長
期
利
用
は
ど

う
し
て
も
高
額
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

継
続
開
設
を
諦
め
か
け
た
矢
先
、
猿
沢

市
民
セ
ン
タ
ー
の
管
理
運
営
を
受
託
し
て

い
る
猿
沢
地
区
振
興
会
か
ら
「
子
ど
も
の

預
か
り
事
業
を
タ
イ
ア
ッ
プ
し
ま
せ
ん

か
？
」
と
い
う
誘
い
が
舞
い
込
み
ま
す
。

同
振
興
会
の
事
業
と
し
て
開
催
し
、
そ
の

運
営
を
同
社
が
行
う
と
い
う
仕
組
み
で
す
。

こ
う
し
て
令
和
３
年
の
春
・
夏
休
み
、

同
社
職
員
に
加
え
、
教
員
Ｏ
Ｂ
や
高
校
生

な
ど
を
「
見
守
り
支
援
員(

有
償
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア)

」
と
し
、
猿
沢
地
区
振
興
会
主

催
の
「
に
こ
に
こ
児
童
ク
ラ
ブ
」
が
開
設

さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
す
。

職
場
近
く
に
子
ど
も
の
居
場
所
が
で
き
、

安
心
し
て
仕
事
に
従
事
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
結
果
、
悩
み
の
種
で
あ
っ
た
離
職

者
は
２
年
間
０
人
を
達
成
！

ま
た
、
施
設
統
括
管
理
者
の
菊
地
浩
彰

さ
ん
は
「
職
員
の
子
ど
も
が
親
の
働
い
て

い
る
姿
を
見
る
こ
と
で
、
『
介
護
』
と
い

う
仕
事
に
興
味
を
持
っ
て
く
れ
る
こ
と
に

も
期
待
し
て
い
る
」
と
言
い
、
「
当
社
が

所
属
す
る
Ｓ
Ｇ
グ
ル
ー
プ
に
は
看
護
学
校

も
あ
り
、
人
材
育
成
に
つ
な
げ
る
こ
と
も

で
き
る
。
実
際
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
来
て

い
る
高
校
生
の
中
に
は
介
護
士
や
看
護
師
、

子
ど
も
と
関
わ
る
仕
事
に
就
き
た
い
と
い

う
子
も
い
ま
す
」
と
、
事
業
の
波
及
効
果

を
感
じ
て
い
ま
す
。

児
童
ク
ラ
ブ
で
練
習
し
た
「
よ
さ
こ

い
」
を
、
施
設
利
用
者
に
披
露
し
、
高
齢

者
と
の
交
流
会
を
行
う
な
ど
、
本
来
事
業

の
充
実
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
子
ど
も
の

居
場
所
づ
く
り
事
業
。
「
今
後
も
継
続
的

に
地
域
の
声
を
拾
い
な
が
ら
、
企
業
・
地

域
ど
ち
ら
に
と
っ
て
も
よ
り
良
い
事
業
に

し
て
い
き
た
い
」
と
、
今
後
の
継
続
的
な

開
催
に
も
意
欲
を
見
せ
て
い
ま
す
。

７

企業
紹介

株式会社いわい大東

東北４県と新潟県で「医療・介護・予防・教育等」に関する福祉サービスを

展開する「ＳＧグループ(東北医療福祉事業協同組合)」が運営管理母体である

株式会社いわい(代表取締役 田中信幸)。同グループに所属していた「有限会社

介護だいとう(大東町の旧猿沢診療所で事業展開)」と、「有限会社介護ひがし

やま(東山町の旧やすらぎ荘(特養)で事業展開)」が平成22年に合併、株式会社化。

「にこにこプラザだいとう」「にこにこプラザひがしやま」と改称し、デイ

サービス(通所介護支援)、グループホーム(認知症対応型共同介護)、居宅介護

支援事業所を展開中(現在の職員数は99人)。

高齢者介護事業所が担う「子どもの居場所づくり」

職
員
ニ
ー
ズ
と
地
域
ニ
ー
ズ

双
方
に
応
え
て

１

地産地消の考え方を基本に、調理
員が季節にあった家庭的な調理を
提供することが同社のこだわり。

DATA

〒029-0431
一関大東町猿沢字板倉60-1
にこにこプラザだいとう
TEL 0191-71-4166

毎月さまざまなテーマで地域づくりについて考えていくコラムです。

博識杜の

フクロウ博士
第33話

地域運営の
落とし穴⑰

今月のテーマ

「にこにこ児童クラブ」の様子

「にこにこプラザだいとう」職員
のみなさん(一部)

「文化活動」は後回しにしてはいけない

地域企業の理念にせまります。

２

３

８

離
職
率
ダ
ウ
ン
だ
け
で
な
く

将
来
の
夢
に
も
つ
な
げ
て

（にこにこプラザだいとう）

「地域文化」は‘心豊かな生活’を送るための一助となり、合唱や演劇などの文

化芸術活動、ストリートカルチャー等もまた同様です。鑑賞する人、演じる人それ

ぞれが「文化活動」を通して心が豊かになる。そして、共感する人が集まり、文化

振興のエネルギーが高まることで、「地域」や「まち」の‘イメージ’が形成され

ていくものと思っています。

‘合唱のまち一関’という割には、日常生活の中で合唱と巡り合うことがありま

せん。路上で練習したりすることで、まち中にハーモニーが溢れ、市民と合唱の架

け橋になり、共感を生み、「参加してみよう」となる……。身近なところから文化

活動に親しめる土壌づくりが、いまの一関には必要なのではないでしょうか？

そのためには、積極的になるしかないのです。

地域の「困りごと」が増え、‘課題解決のための地域づくり’が優先的になっている今ですが、「地域文化」

「文化活動」にも目を向ける必要があります。

‘課題解決の時代’なので、少子化対策や高齢化対策、コロナ対策などが優先順位の上位となり、「地域文

化」に関する取り組みや「文化活動」は後回しにされがちです。しかし、「地域文化」とは‘その地域の成り立

ち’であり、「特色」です。「地域らしさ」と言い換えることができます。「地域らしさを活かした地域づくり

を！」という合言葉もよく見かけますし、「地域文化という視点」は忘れてはいけないものなのです。

文部科学省の「文化審議会文化政策部会」がまとめた報告書『地域文化で日本を元気にしよう！』の中で、

「地域文化を振興する意義」の１つが以下のように述べられています。

地域の豊かな自然や言葉、昔から親しまれている祭りや行事、歴史的な建造物や町並み、景観、地域に根ざした文化芸

術活動等は、それ自体が独自の価値を持つだけでなく、住民の地域への誇りや愛着を深め、住民共通のよりどころとなり、

地域社会の連帯感を強めることにも資することから、地域づくりを進める上で重要な役割を有するものである。

当センター情報誌『idea(この冊子)』の『センターの自由研究』では、「地域文化」に関連する様々なテーマで

調査を行っていますが、毎テーマ学ぶことが多く、興味深いことばかりです。歴史や文化など‘地域の成り立

ち’を知ることは、その地域に住む人の‘人間性’の形成につながるような気もします。

広くなった一関市は、旧町村(大字単位だったりもします)ごとに「地域文化」があり、‘一関市’としてのシ

ンボル的な価値の創出が難しくなっていることは否めません。結果的に、「郷土の偉人には〇〇もいます、〇〇

もいます」「地域文化には〇〇があります、〇〇もあります」と、羅列するような状態に。それは仕方がないこ

とですが、そこに「市民活動」としての「地域文化に関する取り組み」が強化されたら、もっと市民の意識も変

わるんだろうなと思ったりします。

子どもの頃から郷土学習を……と、学校で地域文化学習は行われていますが、子どもだけに負荷をかけるのは

我々としては好みません。もっと大人世代(青年層や壮年層)がしっかりと郷土に目をむけるべきなんです。市民

が地域文化からかけ離れて生活をしているため、地域への愛着や「一関と言えば〇〇」というような市民の共通

認識が薄い……すなわち「文化価値の創造力」が弱いと感じています。

以前、大東町渋民地域で‘地域文化が地域住民を育てている姿’を目の当たりにしたことを、いまでも鮮明に

覚えています。「地域づくり計画」策定のため、中学生を対象としたワークショップを開催した時のことです。

参加した中学生たちが口々に、「東山先生」と言うのです。東山先生というのは、渋民地域が輩出した刑法学

者・芦東山のこと(芦東山については当センター情報誌idea(2020年11月号)「センターの自由研究：末裔調査ファイルNO.1」をぜ

ひご参照ください)。江戸時代の芦東山を、いまの中学生が「東山先生」と呼ぶことにカルチャーショックを感じま

したが、地域で芦東山を称え、「東山先生」と呼ぶことができる……これは立派な「地域性」です。市内の様々

な地域を見ていますが、地域の偉人を「先生」と呼ぶ光景は、当市では大東町渋民以外で見かけたことはありま

せん(あったらごめんなさい)。

数年前から地元集落の獅子舞に加
わった筆者(センター長小野寺)です
が、関わって初めて知るその奥深さ
を心身ともに感じています……(腱鞘
炎が育てる郷土愛)。



センターの
自由研究

地域の‘気になること’をセンタースタッフが独自に調査！
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初孫が生まれた時などに、親戚や近隣住民を呼んでそのご披露をする「孫抱き」。

当市域の風習の１つと言え、ごく当たり前のこととして行われていた時代もあったよ
うですが、最近では「孫抱き」という言葉自体を知らない人・世代も増えてきていま
す。また、その内容も時代とともに変化し続けています。そこで、市内各地で「孫抱
き」に関するヒアリングを行い、その「スタンダード」を整理してみました！

※記載内容はあくまでもセンター独自調査の結果です。
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当市における
「孫抱き」のスタンダード

「孫抱き」を経験した人が少なくなり、「孫抱き」という言葉を知らない
人が増えているいま、当市における「孫抱き」がいったいどのような風習
だったのか、ヒアリングや文献調査をもとに整理してみました！
※ちなみに当市出身の当センタースタッフ６人(20代～40代)のうち、「孫抱
き」という言葉を知っていたのが５人、自分の誕生時に孫抱きをされていた
のは３人、子どもがいる５人のうち、自分の子どもが誕生した時に祖父母に
孫抱きをしてもらったのは１人だけでした。

～昭和初期 戦後～昭和中期 昭和後期～現代

対象となる「孫」 ①初孫 ②家督 ①家督 ②初孫 ①初孫 ②家督 ③内孫全員

場所 自宅 自宅 ①会館 ②自宅

開催時期 産後１週間目(出産７日目)
里帰りから戻った頃の
農閑期(首が座った後)

首が座ってから～１歳頃
(お食い初め、一生餅と合わせて)

主催者
(孫から見て)

祖父(祖父母) 祖父(祖父母) ①祖父母 ②両親

参加者 ①仲人(媒酌人) ②両家の親族 ③本家筋の女性 ④親類女性 ①親類女性 ②招待した人

孫の衣装 着物(あわせ、綿入れ、つんぬぎ)
①ベビードレス

②お宮参りに行くときの着物

当センター的
勝手に

時代別
スタンダード

■
１
５
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年
以
上
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か
ら

女性がゲストになれる
数少ない機会

「孫抱き」同様、当地域で盛んに行われて
いた「嫁取り」では、祝言の場に列席するのは男性が多い(2020年idea７月号参照)のに対し、「孫抱
き」では女性が参加するのが一般的なのだとか！ヒアリングによると、昭和中期頃までは、ご案
内そのものは家長宛に届くものの、実際に参加するのは女性(しかも年配の)だったようです。
背景としては、「列席者が赤ちゃんを順番に抱いていく」という流れがあったことから、生後

間もない赤ちゃんを抱くことに慣れている年配の女性が好まれたのではないかと推測。そのため、
「嫁取り」のようにかしこまった式次第ではなく、和やかな会だったという話も。
ちなみに、男性参加者が『孫振る舞い』という謡曲を披露することもあったとか！

※歌詞【此の家お孫の 御名は何と 倉が九つ 倉の助 此の家お孫の お着物見れば 黄金じらしに 銭の紋】

これらをふまえ、「嫁取り」は‘男のお振舞い’、「孫抱き」は‘女のお振舞い’という表現
をされる方もいました。

▲平成14年に当市域内で行
われた 「孫抱き」の様子

市内各地でヒアリングした結果、見えてきたのが上記表のような内容です。80歳台以上の方にも数人ヒアリングを行うことが
できたものの、「よく覚えていない」という回答が多かったのも印象的。というのも、赤ちゃんの両親の席はなく、裏方(料理の
用意や接待、片付け等)を担当するため、里帰りから戻って早々のお嫁さんに至っては「言われるがまま……」という状態だった
というお話も。以下、詳しく見ていきます！

仲人(媒酌人)さんに感謝を示す機会(だった)

「嫁取り」で重要な役目を担う「仲人(媒酌人)」さん。「孫抱き」においては最上位の来
賓であったようです。仲人さんが上座に座り、お酒を酌み交わした後、祖母に抱かれて
やってきた孫は、まずは仲人さんに抱いてもらいます。
この時、祖母(姑)は仲人さんに対し「おかげさまで良い家督孫を授かりました」というよ

うな挨拶を行います。つまり「孫抱き」は、結婚の際にお世話になった仲人さんに改めて
感謝をする場だったのです。
しかし、時代と共に仲人を立てずに結婚する人も増え(立てても形だけ)、昭和後期には

「孫抱きの主賓＝仲人」という感覚は薄れていったことが調査結果から見えてきます。▲昭和63年に当市域内で行われた 「孫抱
き」の様子。抱いているのは仲人さん。

家の座敷 → 会館 → 孫抱きプラン

かつては多くの家に「座敷」があり、嫁取りの儀式や祝言も座敷で行われていました。
孫抱きも家の座敷で行われていましたが、いわゆる「会館」が普及すると、会館で行う家
も増え、現在は市内の結婚式場等でも「孫抱きプラン」として、孫抱きを行う際の利用を
歓迎しています。昭和20年代からそうしたプランを行っている会館もあり、昭和中期から昭
和後期にかけて、自宅＜会館利用に切り替わっていったのではないかと推測されます。
ちなみに、家の座敷で行われていた頃には、お嫁さん方の祖父母からの御祝い品として

嫁入り道具とは別に「箪笥」が贈られる(里帰りから戻るときに持たされた)ことも多かった
そうで、その箪笥と、中に入れてきた赤ちゃん用の衣服が披露されたのだとか……！▲昭和50年代に当市域内で行われた家の

座敷を使っての「孫抱き」。御膳も並ぶ。

家督 → 初孫 → 家督 → 初孫

「孫抱き」は内孫全員に対して行うものではなく、かつては「家督孫＝長男」が産まれ
た時に行われたものであったようです。しかし、大正期の文献には「初孫」と記載されて
おり、昭和初期には初孫が主流になっていたようにも見受けられます。ところが、当セン
ターのヒアリング結果では昭和中後期で「家督」という回答が逆転。勝手な推測ですが、
この頃は生活改善運動が進み、結婚式も簡素化されており、もしかすると「家督」を言い
訳に、「孫抱き」を行わない家が増えた……のかもしれません。
そして最近では、少子化もあってか、「初孫」で行うだけでなく、内孫全員で行うなど、

貴重な孫や子の誕生をお祝いしようという機運が高まってきているのかもしれません。▲「孫抱き」で着せる衣装。かつては嫁の実
家で手縫いした。現代はドレスの着用も多い。

調査にご協力いただいたみなさん、ありがとうございました！
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