
家の屋根など、高所作業車等が入

れない場所の支障木を、ツリークライ

ミングの技術で伐採します。枝１本か

らお見積り可能です。電線にかかりそ

うな枝(かかっている場合には東北電

力等が対応)への未然対応も可能で

す。伐採以外でも、ツリークライミング

の技術で対応可能な高所作業があ

れば、ご相談に応じます。※2019年

発行の『idea10月号「二言三言」』で

もご紹介しています。当センターホー

ムページからもご覧いただけます。

idea
ニュースレター「イデア」

2023.２
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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ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
「
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 「中と外、どっちから見る？」

旧町村別の人口動態等を共有します。

老
松
市
民
セ
ン
タ
ー
の
ロ

ビ
ー
に
あ
る
大
き
な
窓
ガ
ラ

ス
。
令
和
３
年
の
冬
か
ら
、

老
松
在
住
の
イ
ラ
ス
ト
レ
ー

タ
ー
と
そ
の
お
友
達
が
、
不

定
期
で
ガ
ラ
ス
絵
を
ペ
イ
ン

テ
ィ
ン
グ
し
て
い
ま
す
。
時
間

帯
や
天
気
に
よ
っ
て
も
見
え

方
が
異
な
り
、
利
用
者
を
楽

し
ま
せ
て
い
ま
す(

写
真
は

令
和
４
年
冬
の
ペ
イ
ン
ト)

。

「NPO法人ファンスポルト一関」は、

平成24年の設立から約10年、フット

サルを中心として、スポーツ振興、地

域コミュニティづくり、及び、一関市か

ら受託した「いちのせき結婚活動サ

ポートセンター（～令和３年度まで）業

務」等に取り組んできましたが、令和４

年５月28日をもって解散しました。

同法人に関することは下記までお問

合せください。

なお、同法人が運営していたフット

サル事業は、「一般社団法人奥州平

泉アスレチッククラブ」として独立し、こ

れまで通り事業を継続しています。

飾られなくなったお雛様を、持ち主の

気持ちに寄り添いながら生まれ変わら

せる「福よせ雛」は、全国的なプロジェク

トで、県内では千厩地域のみが参加

（今年で２回目）。可愛らしい仕草のお

雛様に「クスッ」と笑顔がこぼれ、福を呼

び込みます。詳細は一関市千厩市民

センターのＨＰでもご覧いただけます。

※一関市元気な地域づくり事業を活用して実施。

「岩手の蘇民祭」の1つ、「長徳寺

蘇民祭」を下記日程で開催します。

コロナ禍を踏まえ、柴燈木登り及び袋

ねじりは中止としますが、不動堂祈願

(改修のため、現不動堂での祈願は

今回が最後)及び本堂での吊るし飾り

展示を行います。詳しくは下記まで。

厚生労働省

地域若者サポートステーション事業

「いちさぽ出張就労相談」

情報
NPO法人ファンスポルト一関

解散のおしらせ

情報 八重樫ギター教室
一関教室
受講者募集

募集

イベ
ント 支障木の伐採

高所での作業依頼

情報

人口 前月比 世帯数 前月比

一関 54673 -84 24515 -27

花泉 12158 -21 4705 -1

川崎 3283 -8 1286 -1

千厩 9946 -4 4112 6

大東 12073 -45 4914 -8

東山 5931 -6 2277 -3

室根 4437 -10 1777 -2

藤沢 7208 -11 2801 -1

一関市全体 前月比

人口 109709 -189

世帯数 46387 -37

出生数 30 -8

2023年１月１日付
(2022年12月31日現在
住民基本台帳より)
※外国人登録者含む

第２回 岩手せんまや
福よせ雛プロジェクト２０２３

問合：０１９１-２６-６４００

(いちのせき市民活動センター)

期間：令和５年２月１１日～３月５日

時間：１０時～１６時

会場：千厩酒のくら交流施設、一関市

千厩市民センター・小梨市民センター

問合：０１９１-５２-２３０９

(一関市千厩市民センター内「岩手せんまや

福よせ雛プロジェクト実行委員会」)

「いちのせき若者サポートステーショ
ン(通称：いちサポ)」では、一関市内の
各会場(千厩・大東・藤沢・花泉)を隔
月で巡回し、これから働きたい、もしく
は現在就職活動中の49歳までの求
職中の方等を対象に、就労準備に関
するご相談、履歴書の書き方、面接
練習など、必要に応じてサポートする
取り組みを行っています(予約必須)。
巡回日や詳細等は下記までお問合
せください。

藤沢・長徳寺
令和５年蘇民祭のおしらせ

情報

問合：０８０-１８４１-１８００

(TREE SUPPORT 木助(佐々木))

※インスタグラムでも情報発信中

(@treesupport_kisuke で検索)

１｜二言三言｜ 田河津地区教育振興運動実践協議会会長 高橋 勝男さん(前編)

３｜団体紹介｜ 老松大黒舞保存会

５｜地域紹介｜ 第六区自治会 （千厩）

７｜企業紹介｜ 株式会社SHOEI岩手工場(藤沢)

８｜博識杜のフクロウ博士｜ 地域運営の落とし穴㉛ 「コミュニティ支援」のスキルとは？

９｜センターの自由研究｜ 仕事の流儀ファイル№４「炭焼き②」

今月の表紙

「炭すご」と呼ばれる炭を梱包するための俵。萱やススキなどをわら縄

で編んだもので、編むための板(台)があります。夜仕事として女性を中心

に編んでいたという一方、専門で炭すごを作り、販売していた人もいたと

か。炭すごの長さは４尺で、萱もさることながら、わら縄が大量に必要。時

間があれば常にわら縄を編んでいたという話も聞かれ、当時の人々の暮

らしには頭が上がりません……。(自由研究)

「八重樫ギター教室・一関教室(旧

トップウェルネス一関クラシックギター

講座)」では、クラシックギター及びア

コースティックギターを完全個人レッス

ンで丁寧に指導します。年齢問わず、

初心者から上級者まで誰でも参加でき

ます(無料体験レッスンあり ※要予約)。

日時：隔週月曜日または水曜日

午後(～２０時まで)

レッスン時間：１回３０分

※レッスンの時間帯・延長等は要相談

場所：一関文化センター内施設

※日時・場所は都合により変更の場合あり

料金：４,０００円／月

問合：０１９７-６３-８０８１

ＨＰ：https://yaeguitar.jimdofree.com

事業名：いちさぽ出張就労相談

対象：４９歳までの求職中の方、その

家族、支援関係者等

問合：０１９１-４８-４４６７

(いちのせき若者サポートステーション)

※平日９時３０分～１６時

日時：令和５年３月５日(日)

<不動堂祈願> １０時(受付開始は８時～)

※事前予約は不要

<吊るし飾り展示> ８時～１２時

料金：参拝料無料

会場：時宗 不退山 長徳寺

(一関市藤沢町保呂羽字宇和田１８)

問合：０１９１-６３-３９８８

(長徳寺蘇民祭保存協力会)



子どもたちを「人間として教育する」
～次代のリーダーを育てるために【前編】～

地域の「気になる人」を対談でご紹介

田河津地区教育振興運動実践協議会会長高橋勝男さん × いちのせき市民活動センター センター長小野寺浩樹第１０３回

岩
手
県
が
誇
る
「
地
域
の
教
育
課
題
を
解
決
す
る
た
め
」
の
活
動
が
「
教
育
振
興
運
動
」
。
学

校
区
や
公
民
館
区
な
ど
を
「
実
践
区
」
と
し
、
子
ど
も
、
家
庭
、
学
校
、
地
域
、
行
政
の
５
者
が

一
体
と
な
り
、
自
主
的
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
当
市
に
お
い
て
も
、
旧
町
村
毎
に
違

い
は
あ
り
つ
つ
も
、
現
在
ま
で
続
き
、
そ
し
て
今
、
岐
路
に
立
っ
て
い
ま
す
。
少
子
化
の
中
で
、

地
域
に
お
け
る
「
子
ど
も
の
教
育
」
の
「
こ
れ
か
ら
」
と
は
？
（
２
回
シ
リ
ー
ズ
の
前
編
）

1

小
野
寺

高
橋
さ
ん
は
「
田
河
津
地

区
教
育
振
興
運
動
実
践
協
議
会(

以

下
、
田
河
津
教
振)

」
の
会
長
を
長

年
務
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、

教
振
に
関
わ
り
始
め
た
き
っ
か
け
は

何
で
す
か
？

高
橋

田
河
津
小
学
校
の
Ｐ
Ｔ
Ａ
会

長
に
な
っ
た
こ
と
で
す
ね
。
私
が
Ｐ

Ｔ
Ａ
会
長
と
し
て
関
わ
っ
て
い
る
年

に
30
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。

小
野
寺

教
育
振
興
運
動(

以
下
、

教
振)

は
岩
手
県
が
全
国
に
先
駆
け

て
提
唱
し
た
も
の
で
す
が
、
本
格
的

に
推
進
を
始
め
た
の
が
昭
和
40
年
頃
、

田
河
津
教
振
が
結
成
さ
れ
た
の
が
昭

和
42
年
な
ん
で
す
ね
。

高
橋

岩
手
県
が
教
振
を
提
唱
し
た

背
景
に
は
学
力
の
向
上
が
目
的
に

あ
っ
た
そ
う
で
す
。
当
時
、
岩
手
県

の
子
ど
も
た
ち
の
学
力
は
全
国
最
下

位
に
近
く
、
学
校
だ
け
の
責
任
で
は

な
い
と
い
う
考
え
方
で
す
よ
ね
。
例

え
ば
学
力
向
上
の
た
め
に
学
習
机
を

与
え
ま
し
ょ
う
と
か
、
本
を
買
っ
て

読
書
を
さ
せ
ま
し
ょ
う
と
か
。
今
思

え
ば
、
私
も
幼
少
期
に
学
習
机
を
も

ら
い
ま
し
た
よ
。
大
工
さ
ん
が
手
作

り
し
た
よ
う
な
も
の
を
。

小
野
寺

確
か
に
そ
の
当
時
は
各
家

庭
の
差
も
大
き
か
っ
た
で
し
ょ
う
し
、

学
習
環
境
を
揃
え
て
あ
げ
る
こ
と
が

教
振
の
原
点
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。

高
橋

30
周
年
誌
に
よ
る
と
、
当
時

は
茅
葺
屋
根
か
ら
ト
タ
ン
屋
根
へ
の

改
築
時
期
で
、
台
所
改
善
と
併
せ
て

子
ど
も
部
屋
の
設
置
を
検
討
し
た
り
、

学
習
机
の
必
要
性
や
、
テ
レ
ビ
視
聴

の
こ
と
な
ど
、
家
庭
生
活
と
学
力
向

上
の
関
係
性
を
情
報
交
換
す
る
よ
う

な
活
動
も
し
て
い
た
よ
う
で
す
よ
。

小
野
寺

今
と
住
環
境
そ
の
も
の
が

違
い
ま
す
も
ん
ね
。

高
橋

昭
和
51
年
に
は
「
寄
生
虫
卵

の
保
有
率
」
と
「
結
膜
炎
の
罹
患

率
」
が
他
地
域
と
比
べ
て
異
常
な
高

値
で
あ
る
こ
と
が
学
校
側
か
ら
共
有

さ
れ
、
そ
れ
以
降
、
教
振
の
中
で
改

善
の
取
り
組
み
を
進
め
た
経
過
も
あ

る
よ
う
で
す
。
家
庭
へ
の
意
識
啓
発

や
治
療
・
駆
除
の
活
動
、
衛
生
習
慣

の
育
成
な
ど…

…

。

小
野
寺

地
域
の
総
力
戦
で
取
り
組

ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
課
題
を
、
教

振
が
音
頭
を
取
っ
て
向
き
合
っ
て
き

た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

高
橋

結
成
か
ら
50
年
以
上
経
っ
て

い
ま
す
か
ら
、
時
代
と
と
も
に
課
題

も
変
化
し
て
き
ま
し
た
。
家
庭
で
の

学
習
環
境
が
あ
る
程
度
整
っ
て
か
ら

は
、
い
わ
ゆ
る
「
社
会
教
育
の
中
で

の
子
ど
も
た
ち
」
と
い
う
こ
と
で
、

子
ど
も
た
ち
の
健
全
育
成
の
た
め
の

「
子
ど
も
会
活
動
」
に
力
が
入
れ
ら

れ
て
い
く
わ
け
で
す
。

小
野
寺

な
る
ほ
ど
。
具
体
的
に
は

ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
？

高
橋

子
ど
も
会
を
指
導
す
る
立
場

の
父
母
の
会
へ
の
研
修
で
す
。
田
河

津
で
は
、
父
母
の
会
自
体
が
昭
和
37

年
頃
か
ら
行
政
区
単
位
で
結
成
さ
れ

て
い
っ
た
よ
う
で
、
昭
和
43
年
に
は

全
行
政
区
に
組
織
が
あ
り
、
そ
の
年

か
ら
「
父
母
の
会
リ
ー
ダ
ー
研
修

会
」
が
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

小
野
寺

教
振
と
し
て
は
指
導
者
を

育
て
て
い
き
、
そ
の
指
導
者
が
自
分

の
行
政
区
に
あ
る
子
ど
も
会
を
育
て

て
い
く
と
い
う
発
想
で
す
ね
。

高
橋

た
だ
研
修
す
る
だ
け
で
な
く
、

各
地
区
の
父
母
の
会
に
よ
る
活
動
発

表
会
も
田
河
津
教
振
単
独
で
や
っ
て

い
た
ん
で
す
よ
。
ち
ゃ
ん
と
様
式
も

決
め
て
、
こ
う
い
う
こ
と
を
埋
め
て

発
表
し
て
く
だ
さ
い
ね
、
っ
て
。

小
野
寺

活
動
発
表
は
自
分
た
ち
の

振
り
返
り
の
場
と
し
て
大
事
で
す
ね
。

高
橋

今
は
東
山
地
域
の
３
市
民
セ

ン
タ
ー
主
催
で
「
子
ど
も
会
指
導
者

研
修
会
」
「
子
ど
も
会
等
活
動
発
表

会
」
と
い
う
形
式
で
続
い
て
い
ま
す
。

小
野
寺

指
導
者
研
修
会
が
今
も
続

い
て
い
る
と
い
う
の
は
す
ご
い
！

高
橋

こ
れ
は
、
子
ど
も
会
の
目
的

や
活
動
、
指
導
者
の
心
構
え
な
ど
を

学
ぶ
だ
け
で
な
く
、
例
え
ば
科
学
実

験
だ
っ
た
り
、
制
作
活
動
だ
っ
た
り
、

毎
年
何
か
し
ら
の
「
子
ど
も
た
ち
と

こ
ん
な
こ
と
す
る
と
面
白
い
で
す

よ
」
っ
て
い
う
体
験
を
、
親
に
身
を

も
っ
て
体
験
し
て
も
ら
う
ん
で
す
。

小
野
寺

そ
こ
だ
！
そ
れ
が
必
要
な

ん
で
す
よ
ね
。
最
近
は
子
ど
も
会
の

活
動
も
親
が
企
画
立
案
し
て
し
ま
う

こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す

が
、
親
に
ネ
タ
が
な
い
か
ら
、
行
事

を
考
え
よ
う
に
も
「
ど
こ
か
に
行
っ

て
〇
〇
を
す
る
」
と
い
う
企
画
に
な

り
が
ち
な
ん
で
す
よ
ね
。

高
橋

こ
の
研
修
会
の
時
に
い
つ
も

言
う
ん
で
す
が
、
親
が
一
緒
に
活
動

し
て
も
良
い
ん
だ
け
ど
、
「
危
な
い

か
ら(

材
料
等
を)

親
が
切
っ
て
あ
げ

る
」
と
か
、
そ
う
い
う
活
動
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
ら
本
末
転
倒
で
。
昔
は

「
危
な
く
な
い
程
度
に
怪
我
を
し
て

も
そ
れ
は
仕
方
が
な
い
」
と
い
う
感

覚
だ
っ
た
は
ず
な
ん
で
す
。
そ
れ
が

「
事
故
を
起
こ
し
た
ら
ど
う
す
る
ん

だ
」
「
親
に
も
つ
い
て
き
て
も
ら
わ

な
い
と
困
る
」
と
な
り…

…

。
そ
う

す
る
と
、
組
織
の
中
で
子
ど
も
た
ち

が
リ
ー
ダ
ー
の
言
う
事
を
聞
く
っ
て

い
う
の
は
ま
ず
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。

小
野
寺

子
ど
も
は
親
の
様
子
を
伺

い
ま
す
よ
ね(

笑)

高
橋

そ
う
。
誰
か
先
生
が
い
て
、

そ
の
下
に
子
ど
も
会
の
リ
ー
ダ
ー
が

い
て
、
そ
の
下
に
子
ど
も
た
ち
が
い

る
と
い
う
構
成
で
あ
れ
ば
、
あ
る
程

度
統
制
が
効
く
も
の
の
、
親
も
一
緒

に
な
る
と
指
示
系
統
が
ね…

…

。

小
野
寺

そ
う
い
う
考
え
方
を
、
田

河
津
教
振
で
は
、
父
母
の
会
と
共
有

し
て
き
た
わ
け
で
す
ね
。

高
橋

た
だ
ね
、
今
が
本
当
に
教
振

の
変
わ
り
時
だ
と
思
っ
て
ま
す
。

我
々
の
よ
う
に
子
ど
も
が
巣
立
ち
、

家
に
子
ど
も
が
い
な
い
状
態
だ
と
、

子
ど
も
た
ち
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
が
把

握
で
き
ず
、
活
動
が
タ
イ
ム
リ
ー
で

は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
な
の
で
、

子
ど
も
と
親
が
中
心
に
な
っ
て
、
親

た
ち
が
考
え
る
子
ど
も
会
、
子
ど
も

た
ち
が
考
え
る
子
ど
も
会
っ
て
い
う

の
を
実
践
で
き
る
よ
う
な
、
タ
イ
ム

リ
ー
に
回
せ
る
よ
う
な
仕
組
み
の
方

が
良
い
ん
だ
ろ
う
な
と
。

小
野
寺

今
は
時
代
の
転
換
期
で
、

変
わ
る
勇
気
が
必
要
な
の
で
す
が
、

気
持
ち
は
あ
れ
ど
一
歩
が
踏
み
出
せ

な
い
と
い
う
声
も
聞
き
ま
す
。
「
一

歩
踏
み
出
す
こ
と
は
、
過
去
を
変
え

る
こ
と
で
は
な
い
よ
」
と
い
う
こ
と

を
伝
え
た
い
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
実
は
本
対
談
の
き
っ

か
け
は
「
子
ど
も
会
の
管
轄
領
域
は
、

ど
こ
な
ん
だ
ろ
う
？
」
と
い
う
疑
問

で
し
た
。
行
政
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、

「
直
接
担
当
す
る
課
は
な
い
」
と
言

わ
れ
た
ん
で
す
。
そ
こ
か
ら
、
「
子

ど
も
会
は
、
子
ど
も
版
の
自
治
会
な

の
で
は
？
」
と
気
に
な
っ
た
の
で
、

後
半
で
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。

（
後
編
に
つ
づ
く
）

２
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二言
三言

※

１

※１ 東山町田河津地区教育振興運動実践協議会(1997)『田河津地区教育振興運動実践協議会30周年記念誌 教育振興』

「田河津地区教育振興運動実践協議会」の会長で
あり「東山地域教育振興運動推進連絡協議会」の会
長も担う。子どもの入学を機にＵターンし(当初は
単身赴任)、平成８年度に田河津小学校(当時)のPTA
会長を、その後も旧東山町の教育委員を務めるなど、
地域住民の立場で教育の現場に携わり続けてきた。
昭和33年生まれ、東山町田河津出身・在住。
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さ
ら
に
平
成
14
年
、
当
時
の
老
松
公
民
館

が
「
お
ら
ほ
の
伝
承
芸
能
事
業
」
と
し
て
大

黒
舞
の
教
室(

講
座)

を
開
講
。
弘
さ
ん
や
佐

野
原
集
落
の
人
た
ち
に
加
え
、
小
学
校
で
大

黒
舞
を
習
っ
た
老
松
小
学
校
卒
業
生(

当
時
26

歳)

も
講
師
と
し
て
参
加
し
、
老
松
地
区
内
外

か
ら
集
ま
っ
た
約
30
人
の
受
講
者
に
大
黒
舞

を
指
導
し
ま
し
た
。

こ
の
頃
に
は
熱
心
に
伝
承
活
動
を
行
っ
て

き
た
弘
さ
ん
も
77
歳
と
高
齢
に
な
っ
て
き
て

お
り
、
今
後
の
大
黒
舞
の
伝
承
活
動
を
中
心

的
に
担
う
団
体
等
が
必
要
で
は
な
い
か
と
い

う
機
運
が
。
そ
こ
で
、
老
松
公
民
館
で
開
催

さ
れ
た
講
座
の
受
講
生
有
志
ら
が
保
存
会
の

結
成
を
決
意
。
こ
う
し
て
誕
生
し
た
の
が

「
老
松
大
黒
舞
保
存
会
」
な
の
で
す
。

中
に
は
佐
野
原
集
落
出
身
の
会
員
も
お
り

「
若
い
頃
に
集
落
で
教
わ
っ
た
が
、
当
時
は

余
裕
が
な
く
、
挫
折
し
た
。
子
育
て
な
ど
も

少
し
落
ち
着
い
た
の
で
、
改
め
て
挑
戦
し

た
」
と
い
う
背
景
も
。
自
分
の
子
ど
も
の
方

が
先
に
学
校
で
習
っ
た
と
い
う
会
員
も
多
く
、

親
子
共
通
の
話
題
が
増
え
る
こ
と
に
も
つ
な

が
り
ま
し
た
。

結
成
直
後
か
ら
老
松
地
区
内
外
の
行
事
に

呼
ば
れ
、
舞
を
披
露
し
て
き
た
と
い
う
同
会
。

夏
祭
り
や
神
社
の
お
祭
り
、
敬
老
会
、
新
年

交
賀
会
な
ど
の
ほ
か
、
市
立
花
泉
図
書
館
の

建
前(

上
棟
式)

と
い
う
大
舞
台
も
。

お
め
で
た
い
舞
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
さ

る
こ
と
な
が
ら
、
「
地
域
の
お
祭
り
は
、
地

域
の
人
が
出
る
こ
と
で
盛
り
上
が
る
の
よ

ね
」
と
、
多
数
の
出
演
依
頼
を
い
た
だ
く
理

由
を
、
会
長
の
千
葉
ヨ
シ
子
さ
ん
は
分
析
し

ま
す
。

ま
た
、
慰
問
活
動
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て

か
ら
は
、
大
黒
舞
以
外
に
も
レ
パ
ー
ト
リ
ー

を
持
つ
べ
く
、
日
本
舞
踊
や
新
舞
踊
な
ど
、

先
生
を
招
い
て
練
習
も
行
い
ま
し
た
。
そ
の

結
果
、
今
で
は
10
曲
ほ
ど
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー

が
あ
り
、
慰
問
先
に
合
わ
せ
て
選
ん
で
い
ま

す
。令

和
５
年
度
よ
り
、
旧
花
泉
町
内
は
小
学

校
が
１
校
に
統
合
さ
れ
、
令
和
４
年
度
で
老

松
小
学
校
も
閉
校
と
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、

小
学
校
へ
出
向
い
て
の
伝
承
活
動
や
、
運
動

会
で
の
成
果
発
表
も
、
令
和
４
年
度
が
最
後

の
年
と
な
り
ま
し
た
。

「
３
月
に
行
わ
れ
る
閉
校
式
で
も
子
ど
も

た
ち
と
一
緒
に
踊
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

嬉
し
い
こ
と
で
す
が
、
寂
し
い
で
す
ね
」
と
、

複
雑
な
表
情
を
浮
か
べ
る
千
葉
さ
ん
。
今
後

の
活
動
に
つ
い
て
は
「
教
え
ら
れ
て
き
た
世

代
が
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
か
で
し
ょ

う
ね
」
と
続
け
ま
す
。

老
松
地
区
に
山
形
の
大
黒
舞
が
伝
わ
っ
て

70
年
余
り
。
「
人
々
の
交
流
や
、
気
持
ち
の

豊
か
さ
を
生
む
一
助
と
な
る
存
在
が
そ
こ
に

根
付
き
つ
つ
あ
っ
た
」
と
い
う
事
実
を
「
伝

承
」
し
て
い
く
こ
と
も
、
同
会
の
今
後
の
大

き
な
役
割
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

小野寺ヨシ子さん

会で２番目の若手。普

段は保健師として働い

ているので、事務局の

仕事だけでなく、先輩

会員のみなさんを支え、

見守っています。

千葉ヨシ子さん

会長は輪番制。講座受

講生の一人で、20年以

上踊り続けています。

年齢を感じさせない軽

やかな身のこなしがお

見事です。

室
町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て

行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
門
付
け
の
一

つ
・
大
黒
舞
。
そ
の
名
の
通
り
、
赤
い

頭
巾
に
打
ち
出
の
小
槌
と
い
う
出
で
立

ち
で
大
黒
に
扮
し
、
正
月
な
ど
に
家
々

を
回
っ
て
舞
っ
て
い
た
の
だ
と
か
。

現
在
で
も
伝
統
芸
能
と
し
て
継
承
さ

れ
て
い
る
地
域
が
あ
り
、
歴
史
こ
そ
浅

い
も
の
の
、
実
は
当
市
に
も
大
黒
舞
が

芸
能
の
一
つ
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
る

地
区
が
あ
る
の
で
す
。

遡
る
こ
と
昭
和
20
年
代
前
半
。
花
泉

町
老
松
・
佐
野
原
集
落
の
小
野
寺
弘
さ

ん
宅
に
山
形
県
か
ら
籠
職
人
が
出
稼
ぎ

に
来
て
い
ま
し
た
。

「
夜
暇
で
炉
端
に
あ
た
っ
て
何
を
す

る
で
も
な
い
時
に
、
ふ
と
そ
の
籠
職
人

が
踊
っ
て
見
せ
た
ん
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
を
見
た
弘
さ
ん
と
奥
さ
ん
が

『
教
え
て
く
れ
』
と
お
願
い
し
た
よ
う

だ
よ
」
と
、
当
時
の
情
景
に
想
い
を
馳

せ
る
の
は
「
老
松
大
黒
舞
保
存
会
」
の

み
な
さ
ん
。
弘
さ
ん
が
教
え
ら
れ
た
山

形
の
大
黒
舞
を
現
在
も
老
松
地
区
で
踊

り
継
ぐ
存
在
で
す
。

弘
さ
ん
は
そ
の
後
、
自
身
が
住
む
佐

野
原
集
落
に
大
黒
舞
を
広
め
ま
す
。
大

黒
舞
は
男
性
が
踊
る
こ
と
が
多
い
よ
う

で
す
が
、
佐
野
原
集
落
で
は
「
お
ば
あ

さ
ん
た
ち
が
ご
祝
儀
な
ど
の
折
に
熱
心

に
踊
っ
て
い
た
」
の
だ
と
か
。
ま
た
、

弘
さ
ん
自
身
も
各
地
に
呼
ば
れ
て
舞
を

披
露
し
て
い
た
そ
う
で
す
。

佐
野
原
集
落
で
広
ま
っ
た
大
黒
舞
が

老
松
地
区
の
「
伝
承
芸
能
」
へ
の
道
を

歩
み
始
め
た
の
は
昭
和
62
年
。
地
元
・

老
松
小
学
校
が
、
伝
承
活
動
の
一
環
と

し
て
大
黒
舞
を
取
り
入
れ
た
の
で
す
。

５
・
６
年
生
に
向
け
て
弘
さ
ん
は
じ

め
佐
野
原
集
落
の
人
た
ち
が
指
導
を
し
、

そ
の
成
果
を
小
学
校
の
運
動
会
で
発
表

し
ま
し
た(

現
在
は
４
年
生
以
上)

。

そ
の
結
果
、
昭
和
52
年
以
降
生
ま
れ

の
老
松
小
学
校
卒
業
生
は
大
黒
舞
を
踊

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
「
老

松
の
伝
承
芸
能
」
と
し
て
地
区
全
体
に

認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

３４

団体
紹介老松大黒舞保存会

平成14年、老松公民館(当時)が開催した

「おらほの伝承芸能事業」の受講者有志で

結成。昭和20年代前半に山形県の出稼ぎ職

人から伝わった大黒舞を、地元の子どもた

ちなどに伝承してきました。現在の会員は

10人で、月２回の練習を続けています。

地
区
を
彩
っ
て
き
た
存
在
の
こ
れ
か
ら

伝
統
芸
能
が
な
い
集
落
で

受
け
入
れ
ら
れ
た
大
黒
舞

- Photo gallery -gallery -

運
動
会
を
彩
っ
て

４
～
６
年
生
が
取
り
組
む
大

黒
舞
は
、
会
員
も
指
導
に
行

き
ま
す
が
、
上
の
学
年
が
下

の
学
年
に
教
え
る
な
ど
、
関

係
性
づ
く
り
に
も
機
能
。

月
２
回
の
定
例
会(

練
習)

コ
ロ
ナ
禍
で
行
事
が
激
減
し

た
中
で
も
、
定
例
会
は
欠
か

さ
な
か
っ
た
同
会
。
大
半
は

お
し
ゃ
べ
り
タ
イ
ム
で
す
が
、

そ
れ
も
ま
た
良
し
！

教
え
教
え
ら
れ

同
会
結
成
５
～
６
年
後
の
集

合
写
真
。
額
を
持
つ
の
が
弘

さ
ん
、
そ
の
左
隣
の
男
性
は

小
学
校
で
舞
を
習
い
、
講
師

と
し
て
参
加
し
て
い
た
青
年
。

コ
ラ
ボ
ス
テ
ー
ジ

令
和
４
年
度
の
「
老
松
夏
ま

つ
り
」
で
は
、
子
ど
も
た
ち

と
一
緒
に
舞
を
披
露
。
コ
ロ

ナ
禍
で
久
し
ぶ
り
の
夏
ま
つ

り
を
盛
り
上
げ
ま
し
た
。

Ｑ.「大黒舞」の魅力とは？

会長 事務局

老松大黒舞保存会

「
ご
祝
儀
」
に
は
欠
か
せ
な

い
存
在
の
「
こ
れ
か
ら
」

ちば よしこ おのでら よしこ

Ａ.人と人との
つながり・輪(和)

Ａ.みんなを笑顔にする

集
落
か
ら
子
ど
も
た
ち
へ

子
ど
も
た
ち
か
ら
地
区
へ



暮
ら
し
に
直
結
す
る
活
動
は
各
部
落
会
が

担
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
自
治
会
と
し
て

は
親
睦
・
交
流
に
関
す
る
事
業
や
、
社
会
教

育
的
な
活
動
に
取
り
組
む
こ
と
が
多
く
、
小

梨
地
区
で
開
催
さ
れ
る
事
業
へ
の
参
加
・
協

力
等
も
積
極
的
に
行
っ
て
い
る
同
自
治
会
。

例
え
ば
、
女
性
部
が
中
心
と
な
り
、
住
民

が
各
々
作
成
し
た
手
芸
や
趣
味
の
作
品
等
を

小
梨
地
区
民
祭
に
出
品
し
た
り
、
青
年
部
で

は
高
齢
者
世
代
を
対
象
と
し
た
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
教
室
な
ど
を
企
画
。
コ
ロ
ナ
禍
前
に

は
環
境
整
備
後
に
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
を
行
っ
た

り
、
新
年
会
で
新
婚
世
帯
を
紹
介
す
る
な
ど
、

４
部
落
会
の
集
合
体
だ
か
ら
こ
そ
「
顔
の
見

え
る
関
係
性
」
づ
く
り
を
意
識
し
て
き
ま
し

た
。自

治
会
の
こ
う
し
た
事
業
は
、
部
会
を
中

心
に
、
住
民
の
声
に
寄
り
添
い
な
が
ら
企
画

立
案
さ
れ
ま
す
が
、
事
業
立
案
の
基
本
と
な

る
考
え
方
が
「
ほ
い
く
え
ん(

宝
育
園)

」
。

「
育
て
た
い
子
ど
も
・
若
者
が
い
て
、
育
て

て
く
れ
る
先
輩
・
大
人
が
い
る
」
そ
ん
な
地

域
を
「
宝
」
と
考
え
、
自
治
会
全
体
を
「
宝

育
園
」
と
捉
え
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

「
答
え
の
あ
る
モ
ノ
で
は
な
く
、
『
答
え

の
さ
ら
に
そ
の
奥
へ
』
と
い
う
考
え
の
も
と
、

地
域
住
民
の
生
き
方
、
生
き
様
を
聞
き
な
が

ら
、
人
を
知
り
、
共
有
し
合
う
」
と
い
う
、

子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
全
員
参
加
の
自
治
会

運
営
を
目
指
す
た
め
の
考
え
方
と
し
て
菅
原

さ
ん
が
提
唱
。
総
会
資
料
等
を
通
し
て
住
民

に
も
周
知
し
て
い
ま
す
。

同
自
治
会
の
目
下
の
課
題
が
里
山
の
管
理
。

中
山
間
集
落
で
あ
り
、
集
落
内
に
は
各
所
に

里
山
が
あ
り
ま
す
が
「
管
理
の
差
が
出
て
き

た
」
と
言
い
ま
す
。

所
有
者
で
あ
る
地
域
住
民
個
々
の
問
題
と

せ
ず
、
「
自
伐
型
林
業
な
ど
も
視
野
に
、
里

山
に
関
す
る
課
題
を
自
治
会
と
し
て
『
仕

事
』
に
し
て
い
く
こ
と
で
、
若
い
人
も
含
め
、

山
と
一
緒
に
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
地
域
に

し
て
い
き
た
い
」
と
考
え
て
い
る
菅
原
さ
ん
。

「
荒
れ
た
里
山
を
見
る
の
は
心
苦
し
い
。
動

物
た
ち
の
棲
み
処
と
人
間
の
暮
ら
す
場
所
な

ど
が
棲
み
分
け
さ
れ
た
気
持
ち
の
良
い
山
の

管
理
を
、
自
治
会
と
し
て
目
指
し
て
い
き
た

い
」
と
続
け
、
小
野
寺
さ
ん
も
「
完
全
な
状

態
に
戻
す
こ
と
は
難
し
い
が
、
高
齢
者
世
帯

な
ど
が
管
理
を
頼
る
先
の
一
つ
に
自
治
会
が

あ
っ
て
も
良
い
の
で
は
」
と
前
向
き
で
す
。

部
落
会
で
は
担
え
な
い
部
分
を
自
治
会
が

担
う
と
い
う
ス
タ
イ
ル
の
同
自
治
会
で
す
が
、

「
４
部
落
会
で
協
力
し
合
え
る
」
と
い
う
認

識
を
よ
り
深
め
、
部
落
会
同
士
の
連
携
、
部

落
会
と
自
治
会
と
の
連
携
な
ど
、
「
相
互
作

用
で
活
動
で
き
る
仕
組
み
づ
く
り
」
を
目
指

し
、
「
宝
」
を
育
て
て
い
き
ま
す
。

Ｑ.集落の自慢は何ですか？

自治会長

菅原佐喜雄さん

１期２年目。長年(連

続ではない)同自治会

の副会長を務めており、

より良い自治会運営に

ついて模索を続けてい

ます。

小野寺一夫さん

３期６年目。自治会活

動に尽力しつつ、「千

厩地域市民劇場『どっ

から座』」にも所属し、

脚本を担当しています。

源
義
経
に
よ
っ
て
建
立(

勧
請)

さ
れ

た
と
さ
れ
る
「
白
幡
神
社
」
が
集
落
を

見
守
る
千
厩
町
小
梨
・
第
六
区
自
治
会
。

同
集
落
は
上
荒
井
、
宿
、
中
長
者
、
新

田
の
４
つ
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に

自
治
組
織
・
集
会
所
が
あ
り
ま
す(

上
荒

井
振
興
会
、
宿
振
興
会
、
長
者
部
落
会
、

新
田
部
落
会
。
上
荒
井
振
興
会
は
白
幡

神
社
の
社
務
所
を
集
会
所
と
し
て
使
用)

。

自
治
会
は
各
部
落
会
を
補
完
す
る
よ

う
に
組
織
さ
れ
、
各
部
落
会
か
ら
自
治

会
の
役
員
を
１
人
ず
つ
選
出(

部
落
会
長

で
は
な
い)

。
そ
の
う
ち
の
１
人
が
自
治

会
長
を
、
残
り
の
３
人
が
副
会
長
を
担

う
仕
組
み
で
、
副
会
長
は
６
つ
あ
る
部

会
を
２
つ
ず
つ
担
当
し
ま
す(

部
会
長
は

別
に
任
命)

。

そ
ん
な
同
自
治
会
が
令
和
４
年
度
か

ら
始
め
た
の
が
、
そ
の
名
も
「
し
ゃ
べ

り
場
」
。
総
務
部
が
担
当
し
、
月
に
１

回
の
開
催
で
す
。
４
部
落
会
か
ら
輪
番

で
メ
イ
ン
ス
ピ
ー
カ
ー(

話
者)

を
選
出
。

人
生
・
仕
事
・
地
域
・
趣
味
の
話
な
ど
、

テ
ー
マ
は
自
由
で
、
話
者
を
中
心
に
、

参
加
者(

＝
自
治
会
員)

が
ざ
っ
く
ば
ら

ん
に
話
を
し
、
自
然
と
「
地
域
の
資

源
」
が
共
有
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

「
住
ん
で
い
る
人
が
地
域
の
こ
と
を

知
る
こ
と
で
活
力
が
湧
く
。
住
ん
で
い

る
人
が
幸
せ
な
ら
、
そ
こ
に
住
み
た
い

と
思
う
人
も
増
え
る
の
で
は
」
と
い
う

考
え
か
ら
、
自
治
会
長
の
菅
原
佐
喜
雄

さ
ん
の
発
案
で
始
ま
っ
た
こ
の
企
画
。

各
回
の
参
加
者
は
10
～
20
人
程
度
で
す

が
、
コ
ロ
ナ
禍
で
従
来
の
活
動
が
難
し

い
な
か
、
ひ
と
つ
の
「
住
民
の
居
場

所
」
と
し
て
も
機
能
し
ま
し
た
。

自
治
会
副
会
長
の
小
野
寺
一
夫
さ
ん

は
、
「
人
と
直
接
会
い
、
顔
を
見
て
話

す
こ
と
の
大
切
さ
に
改
め
て
気
づ
か
さ

れ
た
」
と
、
企
画
の
意
義
を
語
り
、
参

加
者
か
ら
も
「
地
域
の
こ
と
を
知
れ

た
」
「
地
域
に
興
味
が
わ
い
た
」
な
ど

の
声
が
。
実
際
に
こ
の
企
画
が
地
域
で

の
文
化
活
動
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
も
。

地
域
の
「
ヒ
ト
・
モ
ノ
・
コ
ト
」
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
場
と
し
て
、
今
後

は
若
い
人
に
も
参
加
し
て
も
ら
い
、
自

分
の
住
ん
で
い
る
地
域
に
興
味
を
も
つ

き
っ
か
け
に
し
て
も
ら
い
た
い
と
、
総

務
部
で
は
期
待
を
し
て
い
ま
す
。

第六区自治会

５６

ヒ
ト
・
モ
ノ
・
コ
ト
を
知
り
、
次
の
展
開
を

４
部
落
会
を
つ
な
ぐ
自
治
会

活
動

- Photo gallery -gallery -

し
ゃ
べ
り
場
の
様
子
②

第
８
回(

令
和
４
年
12
月)

の

話
者
は
書
道
家
で
92
歳
の
菅

原
幹
夫
さ
ん
。
小
梨
村
役
場

に
勤
務
し
て
い
た
時
の
こ
と
、

戦
争
の
話
な
ど
が
話
題
に
。

し
ゃ
べ
り
場
の
様
子
①

第
５
回(

令
和
４
年
９
月)

の

話
者
は
元
幼
稚
園
教
諭
の
小

山
菊
子
さ
ん
。
田
村
家
の
子

孫
で
あ
り
、
白
幡
神
社
に
嫁

が
れ
て
い
ま
す
。

資
源
回
収

４
つ
の
部
落
会
単
位
で
取
り

組
む
資
源
回
収
。
常
設
の
資

源
回
収
倉
庫
が
設
置
さ
れ
、

随
時
資
源
ゴ
ミ
を
回
収
。
各

部
落
会
の
資
金
源
で
す
。

防
災
講
話

総
務
部
が
担
当
し
毎
年
秋
に

開
催
し
て
い
る
防
災
訓
練
。

消
防
署
職
員
の
方
か
ら
講
話

を
い
た
だ
く
こ
と
も
。
写
真

は
令
和
元
年
度
の
様
子
。

地域
紹介

第六区自治会(小梨)

集落内を大平川、南小梨川が流れ、小梨地

区では最も多い133戸364人が暮らす。総務部、

体育厚生部、教育文化部、青年部、女性部、

産業部で構成。

社
会
教
育
の
場
と
し
て
も

個
々
人
の
課
題
を

集
落
の
課
題
へ

すがわら さきお おのでら かずお

Ａ.素敵な Ａ.進取 実践の場

左の写真：草刈り作業後の直会の様子(令和元年度)

副会長



オ
ー
ト
バ
イ
ク
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
中
心

に
、
官
公
庁
用(

防
衛
省
用
、
警
察
庁
用)

な
ど
、
大
き
く
分
け
て
６
種
の
ヘ
ル
メ
ッ

ト
を
製
造
・
販
売
す
る
株
式
会
社
Ｓ
Ｈ
Ｏ

Ｅ
Ｉ
。
東
京
都
に
本
社
が
、
東
京
都
・
大

阪
府
・
神
奈
川
県
に
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
が
、

そ
し
て
工
場
が
茨
城
県
と
岩
手
県
一
関
市

藤
沢
町
に
あ
り
ま
す
。
同
社
の
ヘ
ル
メ
ッ

ト
は
世
界
各
国
で
販
売
さ
れ
て
お
り
、
な

ん
と
世
界
シ
ェ
ア
の
60
％
が
同
社
。
当
市

で
製
造
さ
れ
た
ヘ
ル
メ
ッ
ト
が
世
界
各
国

で
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

原
料
で
あ
る
Ｆ
Ｒ
Ｐ
の
加
工
か
ら
塗
装
、

組
立
ま
で
、
一
貫
生
産
体
制
を
確
立
し
て

お
り
、
そ
の
作
業
の
多
く
が
手
作
業
。

「
実
際
に
就
職
す
る
ま
で
、(

作
業
を)

ま

さ
か
こ
こ
ま
で
人
の
手
で
や
っ
て
い
る
と

は
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
、
当
時
の
驚

き
を
語
る
の
は
、
岩
手
工
場
の
新
設
時
に

入
社
し
、
４
年
前
に
工
場
長
と
な
っ
た
小

野
寺
奏
さ
ん
で
す
。

手
作
業
が
多
い
理
由
の
一
つ
に
は
世
界

各
国
の
規
格
を
取
り
扱
う
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
ま
す
。
「
材
料
の
仕
込
み
方
が
全
然
違

う
ん
で
す
。
い
ず
れ
は
機
械
化
し
よ
う
と

準
備
は
し
て
い
ま
す
が
、
ま
ず
は
人
間
が
、

老
若
男
女
問
わ
ず
同
じ
作
業
が
で
き
な
け

れ
ば
、
機
械
の
パ
タ
ー
ン
が
決
め
ら
れ
ま

せ
ん
。
手
作
業
が
技
能
の
原
点
で
す
」
と
、

そ
の
難
し
さ
を
語
る
小
野
寺
さ
ん
。
「
各

国
の
規
格
は
あ
り
つ
つ
、
弊
社
に
は
『
Ｓ

Ｈ
Ｏ
Ｅ
Ｉ
規
格
』
と
し
て
各
国
の
規
格
の

さ
ら
に
上
を
い
く
独
自
規
格
を
設
け
て
い

ま
す
。
そ
の
た
め
、
規
格
上
は
耐
用
年
数

３
年
で
あ
っ
て
も
、
作
り
手
と
し
て
は
10

年
持
つ
と
い
う
気
持
ち
で
作
っ
て
い
ま

す
」
と
、
誇
ら
し
げ
に
続
け
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
の
あ
お
り
も
受
け
、
世
界
的

に
も
盛
り
上
が
り
を
見
せ
て
い
る
と
い
う

バ
イ
ク
業
界
。
通
勤
・
通
学
等
の
日
常
の

足
や
、
ツ
ー
リ
ン
グ
・
キ
ャ
ン
プ
な
ど
の

余
暇
の
楽
し
み
ま
で
、
密
を
避
け
る
と
い

う
観
点
で
人
気
が
高
ま
り
、
そ
の
需
要
は

ヘ
ル
メ
ッ
ト
に
も
及
び
ま
す
。

令
和
２
年
度
は
１
日
１
３
０
０
個
ほ
ど

の
生
産
で
し
た
が
、
現
在
は
１
８
５
０
個
。

来
年
度
は
２
０
０
０
個
ま
で
増
や
す
予
定

で
、
一
時
は
受
注
制
限
を
か
け
る
ほ
ど

だ
っ
た
と
か
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
数
年
は

高
卒
新
入
社
員
も
毎
年
10
人
程
度
ず
つ
雇

用
。
実
際
に
工
場
を
見
学
さ
せ
て
い
た
だ

く
と
、
男
女
と
も
に
若
い
世
代
が
繊
細
な

作
業
に
汗
を
流
し
て
い
ま
し
た
。

１
つ
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
が
完
成
す
る
ま
で

に
は
５
～
７
日
か
か
り
、
そ
の
う
ち
の
多

く
は
乾
燥
の
工
程
。
人
間
の
手
が
か
か
る

の
は
わ
ず
か
５
０
～
１
０
０
分
で
、
磨
い

て
は
塗
っ
て…

…

、
と
い
う
地
道
な
手
作

業
を
繰
り
返
す
の
だ
と
か
。

平
成
３
年(

昭
栄
化
工
時
代)

、
当
時
の

藤
沢
町
と
協
働
で
「
藤
沢
ス
ポ
ー
ツ
ラ
ン

ド(

モ
ト
ク
ロ
ス
場)

」
を
整
備
す
る
な
ど
、

地
域
貢
献
に
も
尽
力
す
る
同
社
は
、
Ｅ
Ｓ

Ｇ
経
営
の
一
環
で
、
工
場
が
立
地
す
る
自

治
体(

茨
城
県
稲
敷
市
と
岩
手
県
一
関
市)

に
そ
れ
ぞ
れ
１
億
円
ず
つ
の
寄
付(

企
業

版
ふ
る
さ
と
納
税)

も
し
て
お
り
、
令
和

４
年
度
が
２
年
目
。
使
途
は
寄
付
先
の
自

治
体
に
一
任
し
て
い
ま
す
。

「
Ｍ
ａ
ｄ
ｅ

ｉ
ｎ

Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
」
の

こ
だ
わ
り
が
、
二
輪
ラ
イ
ダ
ー
た
ち
に
は

も
ち
ろ
ん
、
地
方
自
治
体
に
も
大
き
な
恩

恵
を
与
え
て
い
ま
す
。

７

企業
紹介

株式会社 SHOEI 岩手工場藤沢

昭和29年、ポリエステル加工メーカーとして創業し、昭和34年に「昭栄化工

株式会社」を設立(平成10年に現社名へ商号変更)。翌年からオートバイ用ヘル

メット生産に着手すると、アメリカやフランスに現地法人を設立します。ヨー

ロッパ市場において同社ヘルメットの需要が高くなると、製造能力の向上を目

指し、昭和62年、子会社である「昭栄総業株式会社」の岩手工場が藤沢町(当

時)で操業開始。さらに平成元年、「昭栄化工株式会社(現SHOEI)」の岩手工場も

新設され、ヘルメットの内装(縫製等)を行う協力企業も複数創業。現在は「株

式会社SHOEI岩手工場」として、高卒入職者から定年後の再雇用社員まで、老若

男女約360名が働いています。

地道な作業で世界シェア１位の製品を

世
界
60
か
国
以
上
を
網
羅
す
る
安

全
で
美
し
い
ヘ
ル
メ
ッ
ト

１

ＪＲ一ノ関駅の構内にも「一関か
ら世界へ」と書かれた同社の広告
看板が掲げられています。

DATA

【岩手工場】
〒029-3404
一関市藤沢町徳田字野岡27-1
TEL 0191-63-2274

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47話

今月のテーマ

子育て世代も多い同工場には社員
食堂もあり、なんと１食200円！

川崎町出身の小野寺奏工場長。

支援すべきはプロセス。向き合うべきは現場。

地域企業の理念にせまります。

８

高
い
ブ
ラ
ン
ド
力
を
維
持
す
る
た

め
の

「M
a
d
e

in
Ja

p
a
n

」

「NPO法」こと「特定非営利活動促進法」では、不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的に20種類

の分野が定められています。その19番目にあるのが「前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連

絡、助言又は援助の活動」であり、１～18番目の活動を行う団体・活動に対してのサポート活動を意味します。

これがいわゆる「中間支援(第45・46話参照)」を指しており、‘NPOを支援するNPO’という言い方もされる由縁で

す。当センターが誕生した時期は、まさに‘NPOを支援するNPO’が全国に広まっていました。

特定の社会的課題の解決に向かって取り組む人たちに対する支援が強化されていた時代ですが、いまは、NPO

支援よりも自治会や地域コミュニティを支援する仕組みが求められるようになっているように感じます。実際に

「集落支援員」や「地域コミュニティ推進員」などを配置したり、「地域運営組織(当市で言う地域協働体)」を

設立し、有給職員を配置するなど、これまでには見られない動きが各自治体で始まっているからです。

しかし、人員配置をしたから上手くいくかというとそうではなく、業務のあり方を創り出し、機能させていか

ないと空回りしてしまいます。では、「コミュニティ支援」に必要とされるスキルとは何なのでしょうか？

地域づくり活動の支援は、表現しにくい難しさがあり、コンサルティングのような導き方をしてしまったり、

良かれと思って支援することが仇になったり、感情移入してしまうことで支援が支援でなくなることも……。そ

もそも、当の対象者が支援を求めていなければ成立しない話で、でも、支援者も「何か事業をしなければいけな

い」という観念から講座や事業を仕掛ける。その結果、事業を増やしてしまい、求められていない支援の繰り返

しという負のスパイラルに……。「支援してます！」ということが大事なのではなく、支援を求められた時にス

ムーズに対応できるように常に備えておくという心構えが重要な気がします。

また、「委託費や補助金、交付金を出して何か事業をやってもらう」という発想が定着していますが、事業を

実施する「前」が地域づくりでは重要です。事業の前、手前のところをサポートすることです。我々は‘話し合

い支援’という表現をしていますが、表向きには見えにくい支援です。「そもそも事業を続けた方がいいのか」

「住民はどう考えているのか」など、事業を進める前に立ち止まり、振り返りをしながら、丁寧に進めていくこ

とを大事にしています。住民の本音を引き出しながら合意形成を促していく、すなわち「事業(成果)までのプロ

セスを支援」していくということ。そうしないと、負担の上に負担の積み重ねをしてしまうからです。

次に、「アウトリーチ」です。当センターの拠点はオフィスであり、他の支援センターのような貸室などの機

能は持ち合わせていません(第45話に掲載)。従来の中間支援組織、NPOや市民活動団体支援の場合、支援の対象

者たちは問題意識の高い人たちなので自ら相談などで施設に来ますが、広域の一関市であり、NPOよりも地域コ

ミュニティが中心のまちでは、自ら相談に来るという展開はなかなか見込めず……。だから、自ら出て行き、地

域の方とコミュニケーションを取りながら、課題やニーズを把握するようにしました。幸い職員数もそろってい

るので旧町村単位をベースに地域担当制として、一人１～２地域を支援するようにしています。ただ、地域担当

制にしたところで、出ていく目的がないと意味がないので、取材を入れながら毎月情報誌(本誌)を発行し、情報

(

地域運営の落とし穴㉛

「コミュニティ支援」の
スキルとは？

２

３

※ 長期的な企業の発展・成長のため、環境(Environment)・社会(Society)・ガバナンス(Governance)の３つの要素を重視する経営方法。

※

(誌)を届けながら、情報(近況や困りごと含め)を伺うというスタイルを構築

することができました。情報を届けながら情報を伺うことで相互関係の構築

となり、また、最近では、「自由研究(本誌Ｐ９～10)」という名の‘このま

ちの記録を残していくための調査’で新しい出会いがあり、コミュニケー

ションの輪は広がっています。

NPO支援では、組織の基盤強化や事業運営のスキルアップなどが中心とな

るのに対し、コミュニティ支援は、アウトリーチとプロセスを支援すること

が重要、という違いがあると、自分たちの経験を通して感じています。

そして、何よりの落とし穴は「NPOとコミュニティは両輪」であるという

こと。コミュニティ支援が注目される今だからこそ、NPO支援の視点を忘れ

てはいけません。両者が協働することにより、支え支えられる地域(まち)に

なっていくことと信じて、今日も現場に行ってきます。

令和２年から始まった一関工業高校と厳美
地域の協働体(厳し美しの里協議会)の協働
事業。NPO法人須川の自然を考える会もアド
バイザーとして関わっており、当センター
はマッチングに関わった後、見守り支援を
続けています。
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台
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。

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！

ミッション
74

「製炭(炭焼き)」と一口に言っても、その手法等は様々あり、年代によっても
異なります。今回は大東町で現在も炭焼きを行う佐々木英一さん・佐々木秀敏さ
んの作業に密着させていただきつつ、東山町でかつて炭焼きを生業としていた岩
渕松雄さんなど、市内外の様々な方にヒアリングした結果を整理してみました。

大正初期(それ以前から行われている)～昭和40年代まで、当地域でも盛んに行われて

いた「製炭(黒炭)」。木質資源が豊富な岩手県は現在も黒炭出荷量全国１位ですが、
当地域で販売用の製炭を行う人は現在ただ一人(「一社)岩手県木炭協会」の把握。非会員が

いる可能性もある。自家消費用等に製炭を行う人は若干名あり)。かつて炭焼きをしていたなど、
経験のある世代が少なくなっていく中、その技術や工程(＝仕事の流儀)、歴史につい
て、整理してみました。※前号の続きです。 (記載内容はあくまでもセンター独自調査の結果)

＜協力/参考文献＞一般社団法人岩手県木炭協会 ほか ※誌面スペースの都合上、参考文献含め割愛させていただき、当センターホームページにて掲載します。 ９10

「製炭」の流れに
密着してみた

■
昭
和
初
期
～
戦
中
の
需
要
拡
大

■
岩
手
窯
の
完
成
と
木
炭
の
衰
退

大正時代に入り、黒炭生産量が日本一となった岩手県。当
地域でもその波を受け、昭和初期には東北本線に木炭積み込

み専用の引き込み線が設けられました(前号でも紹介)。
大東町摺沢の(有)佐甚商店の会長・佐藤さんによると、炭すごに梱包した炭は、馬車などで検

査員のいる駅に持ち込まれるか、商店等の販売業者との契約がある場合には、炭小屋のある山の
車道まで、商店側が検査員をトラックに乗せて炭を取りにきたのだとか。商店側は検査員が決め
た等級を記録簿に記入し、札を炭俵につけていくという役割分担で、トラックから貨車への積み
込み作業も行ったそうです。駅には炭俵の荷崩れを直す(縛り直す)専門の人が待機しているほど、
木炭関連の職需要が。なお、ヒアリングの結果、当地域における昭和30年代の買取金額は、等級
が低いと１俵(15㎏)350円、等級が高いと600円程度(当時の金額)で、専業者で年間2000俵以上(１
度に40俵×50回超)、副業者でも年間60俵以上(１度に10～20俵×５～６回)を製炭したようです。

炭俵であふれた町

仕事の流儀２

立込
※前号では「仕事の流儀ファイル№３」とカウントしていましたが、正しくは「仕事の流儀ファイル№４」でした。

※また、前号で掲載した内容に誤り(複数箇所)があり、ＨＰ掲載分を修正するとともに、本項では修正後の内容で前号の振り返りをしています。

仕事の流儀３

口入・口止

仕事の流儀４

出炭・梱包

窯に炭材を入れることを「立込」と呼ぶ。窯内部の形状に合わせ、
窯の奥から炭材を隙間がないように直立で並べていく。窯の高さは１
ｍもなく、身動きが取れないため、窯の外から木材を渡す人と、窯の
中で木材を並べていく人の２人が必要。窯の種類によって、床にシバ
キを引いたり、窯の中央部に太い木材が集まるように並べるなど、

より歩留まりの良い方法が異なる。直立させる炭材は上に太い方が来るようにすることが多い(上の方が
炭化しやすいため)。 炭材と窯の天井との間の空間には「あげ木」として燃材を横積みする。あげ木は
炭材上部の灰化を防ぐとともに、熱循環をスムーズにする意味がある。この時、全て直立させた後では
窯の奥の方にあげ木ができないため、手の届く範囲で、炭材を直立させる作業と、あげ木を繰り返しな
がら、窯の入口へと立込を進めていく(後退していく)。

燃焼室
(点火室)

炭化室

排煙装置

※前号からの続き。前号では１年間の流れと、「仕事の流儀１」として「窯づくり(小野寺式窯)」についてを紹介しています。

【メモ】窯の稼働回数を上げたり、熱材を節約するため、消火後は窯が完全に冷え切る前に次の立込が行われることが多い。そのため、出炭と立込は
熱さとの戦い。３人程度の結いで作業を行い、交代で窯の中に入ったという話も。熱さとの戦いであることから、夏場は炭焼きを避ける傾向が。

口止(密封)

口入(点火)

窯の稼働工程
(一例)

700℃到達

口焚き
(１～２日)

自発炭化期
(３～４日)

消火
(７日～10日)

木材を加熱すると、160℃～400℃で熱分解、260℃～800℃で炭化、600℃～1800℃で炭素化、
1600℃で黒鉛化するが、空気が少ないところで加熱すると、280℃くらいから急激に組成分解を始め、
二酸化炭素、一酸化炭素、水素、炭化水素がガスとなって揮発、炭化が進む。この過程を行うのが
炭窯であり、温度調整には知識と経験が必要となる。

炭窯には「燃焼室(点火室)」「炭化室」「排煙装置」の３つが設けられており、燃焼室内で
燃材(杉の葉やシバキ)を燃やして発生した熱ガスが炭化室の上方(あげ木部分)に送られ、炭材
は上方から次第に水分が蒸発、炭化していく。燃焼室内で焚き火を行うことを「口焚き」と言
い、点火することを「口入」と呼ぶ。
緩やかに窯の内部(炭材)を乾燥させていくことが重要であるため、口焚きはゆっくりと時間

をかけて行う。口入で燃材に火が回ったことが確認出来たら、通風口
を残して窯口をふさぐ。ただし、口焚きは１～２日かけ、窯内が約700℃
に到達するまで３時間に１回程度燃材を足す必要があるため、完全には
塞がない(ブロックやレンガなどを使用し、開け閉めできる状態に)。
火力の調整は通風口のほか、排煙口の開け閉めで行う。また、窯内

の温度は煙の色や匂い、量で判断する。煙は白褐色から青みを帯びた
色に変化し、薄紫を経て無色に。色の変化とともに匂いも変化する(こ
の煙を冷却すると液体が得られ、２層に分離した上澄みが「木酢液」)。
窯内の温度が約700℃に到達したら、自発炭化期に入り、口焚きを行わ

なくても一定温度が保たれる。３日程度様子を見たら、
通風口や排煙口を完全に塞ぎ、
空気が入らないようにする。
これを「口止」と呼ぶ。
７日～10日、自然に窯内温度

が下がるのを待ち、出炭の工程
に進む(消火されていない状態
で開けると、空気が入り、再
び火がついてしまったり、一酸
化炭素中毒になることも)。

通風口

密封時には粘土や石で塞ぐ。
※佐々木家ではさらに上から
鉄板で押さえている

【メモ】口入し、燃材全体に火が回ることを、「やっつく」と表現する人も。煙の温度で窯内の温度が把握できるため、煙の温度を図る温度計を所持
している人もいたが、熟練者の多くは煙の色や匂い、量で判断する。排煙口(煙突含め)は石やブロックなどで塞いだ(調整した)。

排煙口

※佐々木家の窯は煙突なし

製炭が完了し、炭窯から炭を出すことを「出炭」と呼ぶ。出炭の際は、トタンや萱などを敷物の
ようにし、窯の外にいる人が引っ張り出すなど、できるだけ短時間で作業を終えられるように工夫
を凝らしていた(窯内が熱いため)。
炭材は２尺４寸で立込をするが、炭化すると

２尺程度になる。出荷する際の規格が１尺であ

るため、半分に切り揃える。木炭検査があった時代は、炭の断面で等級をつけられた
ため(良い炭は断面が光る)、のこぎりの歯型が残らないように、切れ込みを入れて割
るようにしていた。
炭は「炭すご」と呼ばれる炭俵に入れる。炭すごは萱やススキを青いうちに刈り取

り、干して(カヤシボリ)、冬越しさせたものを夜の仕事として女性などが編んでいた
(昭和40年代後半頃、「岩手木炭」には指定の袋ができた)。
炭すごには15㎏の炭を入れるが、太い炭と細い炭を入れ替えることで量の調整をし

た。最後にシバキを蓋代わりに炭の上に乗せ、縄をかけて梱包完了。出荷する。
昭和初期の某薪炭店。炭俵が山積みに！
『写真記録集一関の年輪(1990)』より

炭すごに入った黒炭 岩手木炭の指定袋

↑シバキを蓋と
して乗せている

炭材

あげ木


