
「まちづくり」に興味・関心のある市

民や、実際に関わりのある地域協働

体の職員等を対象に、「地域づくり」

「地域おこし」の違いを整理し、それ

ぞれにおける「視点」を考える講座を

開催します。電話かホームページ内

申込フォームからお申込みください。

ideaideaideaideaニュースレター「イデア」

2023.３
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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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 「剥き出しの梁の意外な歴史」
旧町村別の人口動態等を共有します。
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援助や配慮を必要としている人が

身に付ける「ヘルプマーク」を基軸に、

障がいに対する理解促進等を図るた

めの活動に取り組む「チーム+心」で

は、一緒に活動する仲間を募集して

います。主な活動は、市内イベントへ

の参加、自主企画の展示会開催など

です。居住地、性別、年齢等は不問。

同会の活動に興味を持った方、「私も

力になりたい」という方は、下記までお

問合わせください。

大東町・曽慶地区の地域協働体「結

いネット そげい」では、令和４年１２月１

日より公式ホームページを開設しました。

ホームページ内には曽慶地区の概要

やニュースのほか、地域協働体のビジョ

ンや組織体制、事業紹介(農機バンク等)

などの情報が掲載されています。

※右のＱＲコードからもご覧

いただけます。

一関市室根町の地域協働体「室

根まちづくり協議会」の産業振興部

会内「室根特産品開発プロジェクト」

が開発した“食べる調味料”「むろね

の賛笑漬」が令和５年１月２１日より

販売開始されました。同商品は、唐

辛子でできた三升漬をベースに、菊

芋・ごぼう・にんじん・しその実が食感

と旨味を引き立てます。

味は「ピリ辛」「鬼辛」の２種類から

選べ、同町の「道の駅むろね」で購入

可能。商品に関する問合わせは下

記まで(在庫状況は道の駅へ)。

「姿勢と健康」講座

出張依頼承ります

情報

「チーム+心」

一緒に活動する仲間を募集

募集

狐禅寺KMYプロジェクト

イルミネーション点灯

イベ

ント

情報

令和４年度

まちづくり入門講座

講座

人口 前月比 世帯数 前月比

一関 54597 -76 24499 -16

花泉 12130 -28 4705 0

川崎 3266 -17 1278 -8

千厩 9924 -22 4109 -3

大東 12045 -28 4910 -4

東山 5926 -5 2275 -2

室根 4418 -19 1773 -4

藤沢 7186 -22 2791 -10

一関市全体一関市全体一関市全体一関市全体 前月比

人口 109492 -217

世帯数 46340 -47

出生数 43 13

2023年２２２２月月月月１１１１日日日日付

(2023年１月31日現在

住民基本台帳より)

※外国人登録者含む

結いネット そげい

公式ホームページ開設

活動日活動日活動日活動日：定例会等はなく、イベント等に

合わせて随時活動

会費会費会費会費：なし

※実費負担が伴う場合あり

問合問合問合問合：０９０-２０２８-０５６０(浜田)

ＨＰＨＰＨＰＨＰ:https://www.yuinet-sogei.com

※「結いネットそげい」で検索しても上

位に表示されます。

問合問合問合問合:０１９１-７５-２２４４

(一関市曽慶市民センター内)

姿勢は健康と密接な関係があります。

「ＫＣＳセンター一関」では、姿勢と健

康について、大学専門課程を修了し

た「姿勢の専門家」による出張講座を

行っています。

「正しい姿勢とは」「姿勢と痛みの関

係」「どうして姿勢が悪くなるのか？」

「姿勢の直し方」など、すぐに実践でき

る内容が多く、教育機関や公共施設、

企業や地域のサロンなどの事業(講

座)としてもご活用いただけます。講座

の詳細は下記までお問合せください。

「むろねの賛笑漬」

道の駅むろねにて販売開始

情報

日時日時日時日時：：：：令和５年３月２５日(土)

１０時～１５時(昼休憩あり)

場所場所場所場所：なのはなプラザ４階共同会議室

講師講師講師講師：小野寺浩樹

(いちのせき市民活動センター長)

参加料参加料参加料参加料：無料

定員定員定員定員：１５名(３月１７日までに申込・先着順)

問合問合問合問合：０１９１-２６-６４００

(いちのせき市民活動センター)

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(後編)

３｜団体紹介｜ 高橋東皐顕彰会

５｜地域紹介｜ 関が丘第２民区（一関）

７｜企業紹介｜ 印章の店 千印社(千厩)

８｜博識杜のフクロウ博士｜ 地域運営の落とし穴㉜ 「農村RMO」の出現

９｜センターの自由研究｜ くらし調査ファイル№21「年(歳)神様の迎え方①」

今月の表紙

一関市厳美市民センターの敷地内にある旧鈴木家住宅に設置された

「鳥居型門松」。「伊達藩の行儀見習い人(小笠原流)が達古袋に来たこと

で、この門松が一関で広がった」という話もあり、「伊達藩門松」と呼ぶ人

も。ところで、「門松」の設置目的をすぐに答えられる人はどのくらいいるも

のでしょうか？(自由研究) ※この門松は令和４年12月26日に設置され、市内

小学校の社会科学習用にと、令和５年２月９日まで飾られました(２月８日撮影）。

狐禅寺地区の「ＫＭＹ（狐禅寺・みん

なして・やっぺし)プロジェクト実行委員

会」の「狐禅寺未来図会議部会」では、

一関市立狐禅寺幼稚園閉園に合わ

せたイルミネーションイベントを開催し

ます。会場内には、在園児が描いた

絵入りペットボトルツリーなどが飾られ、

閉園となる幼稚園を明るく照らします。

※一関市元気な地域づくり事業、地

域こども思い出づくり支援金を活用。

期間期間期間期間：令和５年２月２５日～３月２０日

点灯時間点灯時間点灯時間点灯時間：１６時～２０時

会場会場会場会場：一関市狐禅寺市民センター・

一関市立狐禅寺幼稚園の前庭

問合問合問合問合：０１９１-２１-２１５５

(一関市狐禅寺市民センター内)

内容内容内容内容：・姿勢と健康の関係

・「ピンピンコロリ」と姿勢の関係

・子どもの姿勢と健康 など

問合問合問合問合：０１９１-４８-３７１０

(姿勢専科®KCSセンター一関)

金額金額金額金額：：：：１瓶(１００ｇ)税込５００円

問合問合問合問合：０１９１-６４-２３４７

(一関市室根市民センター内)



「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。

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

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１０４回
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橋

高

橋

高

橋

子

ど

も

が

多

い

時

は

、

高

学

年

の

子

ど

も

を

中

心

と

し

て

、

夏

休

み

の

行

事

の

計

画

、

冬

休

み

の

行

事

の

計

画

っ

て

い

う

の

を

子

ど

も

会

と

し

て

立

て

て

た

ん

で

す

よ

ね

。

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

我

々

の

幼

少

期

は

ま

さ

に

そ

う

で

し

た

。

高

橋

高

橋

高

橋

高

橋

今

の

時

期

だ

と

ク

リ

ス

マ

ス

会

や

正

月

行

事

と

か

ね

。

で

も

子

ど

も

の

数

が

減

っ

て

き

て

し

ま

い

、

話

し

合

い

も

成

り

立

た

な

く

な

る

と

、

ど

う

し

て

も

育

成

会

と

ご

ち

ゃ

混

ぜ

に

な

っ

て

し

ま

っ

て

。

せ

め

て

子

ど

も

た

ち

が

や

り

た

い

こ

と

が

あ

っ

て

、

そ

れ

を

親

が

バ

ッ

ク

ア

ッ

プ

す

る

な

ら

良

い

ん

で

す

が

、

ど

う

も

親

の

敷

い

た

レ

ー

ル

と

い

う

か

…
…

。

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

「

子

ど

も

会

」

っ

て

、

子

ど

も

だ

け

で

純

粋

に

運

営

が

で

き

て

い

た

時

は

、

自

治

会

の

子

ど

も

版

の

よ

う

な

存

在

だ

っ

た

は

ず

な

ん

で

す

。

行

政

な

ど

が

介

入

し

な

い

、

純

粋

な

住

民

領

域

の

も

の

で

あ

っ

て

。

高

橋

高

橋

高

橋

高

橋

確

か

に

「

子

ど

も

会

」

が

子

ど

も

の

手

だ

け

で

運

営

で

き

れ

ば

こ

れ

以

上

の

も

の

は

な

い

で

す

け

ど

、

行

政

区

で

は

成

り

立

た

な

く

な

っ

た

た

め

に

広

域

に

す

る

と

、

子

ど

も

た

ち

だ

け

で

集

ま

れ

る

か

と

い

う

問

題

に

な

る

。

そ

う

す

る

と

ど

う

し

て

も

親

が

関

わ

っ

て

き

ち

ゃ

う

ん

で

す

。

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

我

々

の

頃

だ

と

学

校

の

中

で

子

ど

も

会

毎

に

集

ま

っ

た

り

し

ま

し

た

が

、

今

は

学

校

も

広

域

に

な

り

、

先

生

た

ち

も

余

裕

な

い

で

す

も

ん

ね

。

高

橋

高

橋

高

橋

高

橋

な

の

で

隣

の

行

政

区

や

３

つ

の

行

政

区

が

一

緒

に

な

っ

て

活

動

し

た

ら

良

い

ん

じ

ゃ

な

い

か

と

い

う

話

も

あ

り

ま

す

し

、

田

河

津

で

も

実

際

に

隣

同

士

一

緒

に

活

動

し

て

い

る

子

ど

も

会

や

父

母

の

会

は

あ

り

ま

す

。

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

先

ほ

ど

同

席

さ

せ

て

い

た

だ

い

た

田

河

津

教

振

の

会

議

の

中

で

、

各

父

母

の

会

代

表

者

た

ち

が

口

々

に

「

個

別

の

子

ど

も

会

活

動

が

で

き

な

い

の

で

、

田

河

津

全

体

の

子

ど

も

行

事

を

企

画

し

て

く

れ

る

の

は

あ

り

が

た

い

」

と

発

言

さ

れ

て

い

ま

し

た

ね

。

高

橋

高

橋

高

橋

高

橋

や

っ

ぱ

り

活

動

の

中

心

は

子

ど

も

た

ち

で

す

。

子

ど

も

た

ち

が

い

か

に

幼

少

期

や

小

学

校

時

代

を

楽

し

く

地

域

の

中

で

育

ん

で

い

け

る

か

っ

て

い

う

と

こ

ろ

を

考

え

た

時

に

、

組

織

う

ん

ぬ

ん

で

は

な

く

、

一

緒

に

な

っ

て

み

ん

な

で

経

験

す

る

っ

て

い

う

こ

と

が

大

事

に

な

る

と

思

う

ん

で

す

。

自

治

会

と

子

ど

も

会

の

関

係

性

も

あ

る

と

は

思

い

ま

す

が

、

私

は

ど

ん

ど

ん

一

緒

に

活

動

す

る

方

法

を

考

え

て

良

い

と

思

っ

て

ま

す

。

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

印

象

的

だ

っ

た

の

が

、

子

ど

も

会

自

体

の

統

合

を

考

え

る

よ

り

も

、

田

河

津

全

体

で

行

う

事

業

を

考

え

て

い

く

方

向

性

の

方

が

良

い

の

で

は

な

い

か

と

い

う

発

言

。

「

ど

こ

と

ど

こ

が

く

っ

つ

く

、

と

い

う

話

よ

り

、

ど

う

せ

24

人

し

か

い

な

い

ん

だ

か

ら

、

今

い

る

子

ど

も

全

部

で

何

か

や

れ

ば

良

い

ん

じ

ゃ

な

い

？

」

っ

て

、

す

ご

く

良

い

提

案

で

し

た

よ

ね

。

高

橋

高

橋

高

橋

高

橋

妥

当

だ

な

と

思

い

ま

し

た

よ

ね

。

昔

は

各

自

治

会

に

そ

れ

く

ら

い

の

子

ど

も

が

い

た

わ

け

で

す

が

、

全

体

で

も

24

人

な

ら

、

各

子

ど

も

会

組

織

は

残

し

つ

つ

、

一

緒

に

活

動

す

る

と

い

う

方

向

性

は

あ

り

で

す

よ

ね

。

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

田

河

津

教

振

の

構

成

員

と

し

て

参

加

さ

れ

て

い

た

婦

人

会

や

老

人

ク

ラ

ブ

さ

ん

も

、

子

ど

も

と

関

わ

る

機

会

が

減

っ

た

か

ら

と

「

喜

ん

で

イ

ベ

ン

ト

に

は

協

力

し

ま

す

」

と

い

う

発

言

で

し

た

し

、

そ

こ

に

対

し

て

父

母

か

ら

も

「

婦

人

会

な

ど

も

巻

き

込

ん

だ

イ

ベ

ン

ト

が

年

に

１

回

で

も

あ

れ

ば

地

域

の

繋

が

り

も

で

き

て

あ

り

が

た

い

」

と

い

う

発

言

。

素

晴

ら

し

い

会

議

で

し

た

。

高

橋

高

橋

高

橋

高

橋

田

河

津

は

10

年

程

前

に

小

学

校

が

な

く

な

り

、

令

和

４

年

に

は

児

童

館

が

な

く

な

っ

て

し

ま

い

、

地

元

の

子

ど

も

た

ち

が

ど

こ

で

ど

ん

な

活

動

を

し

て

い

る

の

か

を

把

握

で

き

る

よ

う

な

接

点

が

な

く

な

っ

て

し

ま

っ

た

ん

で

す

。

児

童

館

が

あ

っ

た

頃

は

、

田

河

津

市

民

セ

ン

タ

ー

の

高

齢

者

教

室

と

児

童

館

の

子

ど

も

た

ち

が

一

緒

に

運

動

会

を

し

た

り

、

婦

人

会

さ

ん

の

協

力

を

い

た

だ

い

て

夏

祭

り

み

た

い

な

こ

と

を

し

た

り

ね

。

そ

う

い

う

田

河

津

の

伝

統

の

よ

う

な

も

の

が

無

く

な

っ

て

し

ま

っ

た

の

で

、

子

ど

も

た

ち

と

一

緒

の

行

事

が

楽

し

み

な

ん

だ

と

思

い

ま

す

。

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

地

域

と

子

ど

も

た

ち

が

向

き

合

え

る

状

況

を

模

索

し

な

が

ら

、

動

き

続

け

て

い

る

と

い

う

の

が

素

晴

ら

し

い

で

す

。

高

橋

高

橋

高

橋

高

橋

今

日

の

会

議

は

教

振

の

会

議

で

し

た

が

、

同

じ

構

成

員

で

田

河

津

振

興

会

(

地

域

協

働

体

)

が

で

き

た

わ

け

で

す

か

ら

、

教

振

は

振

興

会

に

移

行

し

て

、

そ

の

中

の

一

つ

の

部

門

や

部

隊

と

し

て

、

社

会

教

育

事

業

を

担

っ

て

い

け

ば

良

い

ん

じ

ゃ

な

い

か

と

思

っ

て

い

ま

す

。

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

少

子

化

や

学

校

統

合

、

そ

し

て

新

た

に

国

が

進

め

て

い

る

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

・

ス

ク

ー

ル

な

ど

に

よ

っ

て

、

教

振

そ

の

も

の

が

解

体

さ

れ

つ

つ

あ

り

ま

す

が

、

協

働

体

が

で

き

た

こ

と

で

、

そ

こ

に

教

振

が

担

っ

て

き

た

機

能

を

吸

収

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

わ

け

で

す

よ

ね

。

高

橋

高

橋

高

橋

高

橋

そ

う

で

す

ね

。

振

興

会

(

協

働

体

)

の

中

に

入

っ

て

し

ま

っ

た

方

が

機

能

し

や

す

い

で

す

。

今

は

協

働

体

が

地

域

の

生

涯

学

習

や

社

会

教

育

を

担

う

責

任

を

持

つ

と

い

う

流

れ

に

な

っ

て

い

ま

す

か

ら

。

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

理

想

だ

と

思

い

ま

す

。

ち

ゃ

ん

と

歴

史

が

あ

り

つ

つ

、

時

代

に

合

わ

せ

て

変

化

し

て

い

く

。

筋

書

き

は

ち

ゃ

ん

と

あ

る

わ

け

で

す

よ

。

子

ど

も

会

と

父

母

の

会

(

育

成

会

)

が

一

緒

に

活

動

す

る

こ

と

も

、

状

況

に

合

わ

せ

た

進

化

を

遂

げ

て

い

る

と

捉

え

ら

れ

ま

す

し

、

協

働

体

の

よ

う

な

補

完

の

形

で

も

あ

り

ま

す

ね

。

高

橋

高

橋

高

橋

高

橋

子

ど

も

や

親

が

ど

う

い

う

活

動

を

し

た

い

か

、

そ

れ

に

対

し

て

ど

う

応

援

で

き

る

か

、

と

い

う

シ

ン

プ

ル

な

こ

と

で

あ

れ

ば

、

末

永

く

続

い

て

い

く

ん

だ

と

思

い

ま

す

。

そ

れ

ぞ

れ

の

立

場

で

、

次

代

を

担

う

子

ど

も

た

ち

を

育

て

て

い

き

た

い

で

す

ね

。

２

/ 109,492

二言

三言

※

１

※２ 文部科学省が進める「学校運営協議会制度」のことで、学校と保護者、地域住民がともに知恵を出し合い、学校運営に意見(地域の声)を反映させる

ことで、「地域とともにある学校づくり」「特色ある学校づくり」を進めていく仕組み。

※１ 令和４年12月15日に田河津振興会との共催で開催された「イルミネーション事業『夢灯り』打ち合わせ会議」。田河津地区内の各父母の会

会長等のほか、東山小学校PTA会長、田河津振興会関係者、地区婦人会、老人クラブの代表者などが参加した。

※

２

令和５年１月に田河津地区教育振興運動実践協議会らが開催した

「多幸′ちいさな雪まつり」の様子
s



住所：一関市藤沢町藤沢字仁郷12-５

(一関市藤沢市民センター内)

TEL：090-5230-5103(事務局長・鈴木)

写真：「高橋東皐俳句大会」で「はづき句会」

会員と撮影した集合写真(令和元年)

町

内

の

各

種

団

体

に

声

を

か

け

、

平

成

30

年

３

月

、

二

百

年

祭

記

念

事

業

の

実

施

及

び

、

東

皐

の

功

績

を

学

び

、

後

世

に

伝

え

る

こ

と

を

目

的

と

し

た

「

高

橋

東

皐

顕

彰

会

」

が

発

足

。

藤

沢

町

史

談

会

の

会

長

と

し

て

東

皐

の

生

涯

や

俳

句

・

遺

墨

に

つ

い

て

研

究

・

講

演

な

ど

も

し

て

き

た

及

川

成

一

さ

ん

を

会

長

に

、

町

内

の

芸

術

文

化

関

係

者

ら

で

記

念

事

業

開

催

に

向

け

て

準

備

を

始

め

た

の

で

す

。

記

念

事

業

は

「

二

百

年

祭

記

念

式

典

」

の

ほ

か

、

俳

句

大

会

、

書

道

展

、

記

念

講

演

、

東

皐

の

遺

墨

や

研

究

者

等

の

作

品

や

資

料

の

展

示

、

記

念

誌

『

高

橋

東

皐

二

百

年

祭

記

念

誌

』

の

発

行

な

ど

、

地

域

住

民

に

と

っ

て

も

東

皐

の

生

涯

や

功

績

に

触

れ

、

「

藤

沢

の

偉

人

」

を

再

認

識

す

る

機

会

と

な

り

ま

し

た

。

ま

た

、

現

在

も

毎

年

３

回

程

行

っ

て

い

る

東

皐

の

句

碑

周

辺

(

藤

沢

町

藤

沢

「

館

山

公

園

」

内

)

の

整

備

は

、

二

百

年

祭

を

機

に

始

め

ら

れ

た

も

の

で

、

同

会

と

地

域

住

民

が

協

力

し

て

実

施

。

東

日

本

大

震

災

以

降

倒

れ

て

い

た

東

皐

研

究

家

で

俳

人

の

室

積

徂

春

の

句

碑

も

同

会

役

員

・

協

力

者

に

よ

っ

て

移

設

さ

れ

ま

し

た

。

二

百

年

祭

終

了

後

、

俳

句

選

者

の

一

人

か

ら

「

こ

の

祭

典

が

終

わ

っ

て

、

数

年

の

う

ち

に

活

動

が

途

絶

え

て

し

ま

っ

て

は

顕

彰

会

の

意

味

が

な

い

」

と

の

助

言

を

受

け

、

記

念

事

業

終

了

後

も

東

皐

の

顕

彰

活

動

を

継

続

す

る

こ

と

に

決

め

ま

し

た

。

主

要

事

業

で

あ

る

「

高

橋

東

皐

俳

句

大

会

」

は

東

皐

が

築

い

た

俳

句

文

化

の

伝

承

を

目

的

に

開

催

。

令

和

４

年

度

は

全

８

５

２

句

も

の

応

募

が

！

及

川

さ

ん

は

「

二

百

年

祭

以

来

、

藤

沢

地

域

の

み

な

ら

ず

皆

さ

ん

が

東

皐

の

こ

と

、

俳

句

の

こ

と

に

関

心

を

持

っ

て

き

て

い

る

」

と

手

応

え

を

感

じ

て

い

ま

す

。

「

い

つ

か

は

子

ど

も

た

ち

を

対

象

に

講

演

を

し

た

い

(

令

和

２

年

に

中

学

生

へ

の

講

演

を

企

画

し

て

い

た

が

コ

ロ

ナ

禍

で

中

止

に

)

。

東

皐

は

書

家

と

し

て

も

有

名

な

の

で

、

書

道

展

の

開

催

も

考

え

て

い

ま

す

」

と

今

後

の

展

望

を

語

る

及

川

さ

ん

。

「

こ

れ

か

ら

の

藤

沢

地

域

を

考

え

る

と

き

、

高

橋

東

皐

な

ど

の

偉

人

は

も

ち

ろ

ん

、

こ

の

地

域

の

史

実

や

歴

史

背

景

を

み

ん

な

が

学

ぶ

必

要

が

あ

る

と

思

い

ま

す

」

と

続

け

ま

す

。

事

務

局

長

の

鈴

木

求

さ

ん

も

「

自

主

財

源

の

確

保

(

設

立

か

ら

３

年

間

は

「

一

関

市

地

域

お

こ

し

事

業

費

補

助

金

」

を

活

用

)

な

ど

課

題

は

多

い

で

す

が

、

な

に

よ

り

東

皐

の

こ

と

を

語

り

継

い

で

く

れ

る

後

継

者

の

育

成

に

挑

戦

し

た

い

と

思

っ

て

い

ま

す

」

と

意

気

込

ん

で

い

ま

す

。

令

和

２

年

に

は

一

関

市

立

藤

沢

中

学

校

へ

遺

墨

「

遂

志

」

の

レ

プ

リ

カ

を

寄

贈

し

た

同

会

。

こ

れ

か

ら

も

次

代

を

担

う

若

者

・

子

ど

も

た

ち

に

向

け

、

東

皐

の

モ

ッ

ト

ー

で

あ

り

、

生

き

様

で

も

あ

っ

た

「

遂

志

」

の

心

意

気

を

伝

え

続

け

ま

す

。

鈴木求鈴木求鈴木求鈴木求さんさんさんさん

12年前に「はづき句

会」への加入を機に俳

句を始め、東皐が身近

な存在に。顕彰会では

事務局として記念事業

を進め、平成31年に事

務局長に就任しました。

及川成一及川成一及川成一及川成一さんさんさんさん

教員を退職後、藤沢町

史談会にて約10年活動

し現在は顧問へ。俳句

愛好家の祖父母の元で

育ち、東皐の有名な句

を詠みながら通学した

思い出があります。

宝

暦

２

年

(

１

７

５

２

年

)

、

現

在

の

藤

沢

町

藤

沢

に

生

ま

れ

た

高

橋

東

皐

。

幼

少

期

か

ら

勉

強

家

で

、

少

年

時

代

に

俳

諧

(

俳

句

)

を

西

村

聴

雨

(

現

在

の

千

厩

町

千

厩

出

身

)

の

下

で

、

漢

籍

(

漢

文

)

と

書

道

を

菅

原

南

山

(

現

在

の

宮

城

県

栗

原

市

金

成

出

身

)

の

下

で

学

び

ま

す

。

後

に

与

謝

蕪

村

の

弟

子

と

し

て

俳

諧

の

腕

を

磨

き

、

そ

の

才

能

が

認

め

ら

れ

「

春

星

亭

」

の

俳

号

を

授

け

ら

れ

ま

す

。

春

に

ウ

グ

イ

ス

が

鳴

く

様

子

を

表

し

た

「

鶯

の

聲

滑

に

丸

く

長

し

」

な

ど

、

眼

前

致

景

の

手

法

が

用

い

ら

れ

る

の

が

東

皐

の

句

の

特

徴

で

、

書

道

で

は

『

独

楽

園

記

』

『

六

体

書

』

な

ど

数

々

の

作

品

を

揮

毫

し

、

独

自

の

書

風

「

東

皐

流

」

を

確

立

。

「

遂

志

(

遂

げ

ん

か

な

志

、

や

ろ

う

と

決

め

た

こ

と

は

や

り

通

す

)

」

と

い

う

書

の

通

り

、

生

涯

現

役

を

貫

い

た

東

皐

は

、

文

政

２

年

(

１

８

１

９

年

)

、

「

只

置

け

ば

い

よ

い

よ

寒

し

左

の

手

」

と

い

う

句

を

遺

し

て

68

歳

で

他

界

し

ま

し

た

。

後

世

の

人

々

の

間

で

東

皐

の

功

績

は

語

り

継

が

れ

、

近

代

に

お

い

て

は

県

外

の

俳

人

・

書

家

の

間

で

も

「

み

ち

の

く

の

蕪

村

」

と

し

て

知

ら

れ

る

よ

う

に

。

当

地

域

で

は

昭

和

15

年

に

ご

子

孫

の

高

橋

篤

四

氏

を

中

心

と

し

て

「

１

２

０

回

忌

追

善

句

会

」

を

開

催

。

以

後

、

当

時

の

藤

沢

町

教

育

委

員

会

や

史

談

会

、

公

民

館

等

が

、

東

皐

の

顕

彰

活

動

(

俳

句

大

会

や

識

者

に

よ

る

研

究

発

表

等

)

に

取

り

組

み

ま

し

た

。

没

後

２

０

０

年

を

控

え

た

平

成

29

年

、

今

ま

で

東

皐

の

顕

彰

に

関

わ

っ

て

き

た

団

体

の

間

で

は

「

二

百

年

祭

記

念

事

業

に

向

け

、

郷

土

の

偉

人

を

称

え

る

た

め

に

が

ん

ば

ろ

う

」

と

の

機

運

が

。

そ

こ

で

、

同

町

の

「

は

づ

き

句

会

」

会

長

の

菅

原

清

信

さ

ん

が

中

心

と

な

り

、

二

百

年

祭

記

念

事

業

を

進

め

て

い

く

た

め

の

団

体

立

ち

上

げ

に

向

け

て

動

き

出

し

ま

す

。

３４

団体

紹介

高橋東皐顕彰会高橋東皐顕彰会高橋東皐顕彰会高橋東皐顕彰会

平成30年３月発足。同年11月に開催した

「高橋東皐二百年祭」の実行団体として発

足し、その後も「高橋東皐」の功績を語り

継ぐことを目的に活動を継続。現在は事業

ごとに協力者を募って活動している。

偉

人

偉

人

偉

人

偉

人

「「「「

高

橋

東

皐

高

橋

東

皐

高

橋

東

皐

高

橋

東

皐

」」」」

のののの

志志志志

をををを

後

世

後

世

後

世

後

世

へへへへ

藤

沢

で

語

り

継

が

れ

る

俳

人

・

書

家

「

高

橋

東

皐

」

- Photo gallery -gallery -

二

百

年

祭

二

百

年

祭

二

百

年

祭

二

百

年

祭

にににに

向向向向

け

て

け

て

け

て

け

て

二

百

年

祭

準

備

作

業

の

様

子

。

事

前

会

議

、

東

皐

直

筆

の

遺

墨

の

調

達

、

俳

句

・

書

道

作

品

の

募

集

な

ど

１

年

以

上

か

け

て

準

備

が

行

わ

れ

ま

し

た

。

高

橋

東

皐

高

橋

東

皐

高

橋

東

皐

高

橋

東

皐

のののの

句

碑

句

碑

句

碑

句

碑

館

山

公

園

内

に

あ

る

東

皐

の

句

碑

。

研

究

家

有

志

に

よ

っ

て

昭

和

13

年

に

建

立

さ

れ

「

鶯

の

聲

滑

に

丸

く

長

し

」

の

俳

句

が

刻

ま

れ

て

い

ま

す

。

句

碑

句

碑

句

碑

句

碑

へ

の

へ

の

へ

の

へ

の

道

標

道

標

道

標

道

標

令

和

３

年

、

句

碑

が

あ

る

館

山

公

園

を

来

訪

す

る

人

の

た

め

に

設

置

し

た

案

内

板

。

地

元

有

志

と

協

力

し

公

園

内

外

約

10

か

所

に

設

置

し

ま

し

た

。

住

民

住

民

住

民

住

民

をををを

見

守

見

守

見

守

見

守

るるるる

「「「「

遂

志

遂

志

遂

志

遂

志

」」」」

一

関

市

藤

沢

市

民

セ

ン

タ

ー

の

２

階

ロ

ビ

ー

に

展

示

さ

れ

て

い

る

東

皐

の

遺

墨

実

物

大

レ

プ

リ

カ

。

本

物

は

市

内

の

個

人

が

所

有

し

て

い

ま

す

。

Ｑ.今後の目標(遂志)は？

会長会長会長会長 事務局長事務局長事務局長事務局長

高橋東皐顕彰会

こ

れ

か

ら

を

生

き

る

人

た

ち

へ

の

「

遂

志

」

おいかわ せいいち すずき もとむ

Ａ.藤沢に遂志の心を

教えてくれた東皐を誇りに生きる

Ａ.子弟愛、近隣愛に生きた

東皐をさらに深めていきたいです

百

年

に

一

度

の

節

目

※

１

松

尾

芭

蕉

、

小

林

一

茶

と

な

ら

ん

で

江

戸

時

代

の

俳

諧

三

大

巨

匠

の

1

人

※

２

「

目

の

前

に

く

っ

き

り

と

そ

の

風

景

が

み

え

る

よ

う

に

」

と

い

う

意

味

※

１

※

２

とうこう



関

が

丘

第

２

民

区

は

、

関

が

丘

団

地

の

北

東

側

に

位

置

し

ま

す

。

同

団

地

は

、

岩

手

県

住

宅

供

給

公

社

(

当

時

)

に

よ

っ

て

昭

和

43

年

頃

か

ら

造

成

が

進

め

ら

れ

た

団

地

で

、

人

口

５

千

人

規

模

の

住

宅

団

地

と

な

る

計

画

で

し

た

。

昭

和

45

年

頃

か

ら

入

居

者

の

受

け

入

れ

が

始

ま

り

ま

す

が

、

そ

の

最

初

の

入

居

エ

リ

ア

に

位

置

し

た

行

政

区

が

関

が

丘

２

区

で

す

。

行

政

区

の

誕

生

は

昭

和

45

年

頃

で

、

行

政

区

長

の

推

薦

を

要

請

さ

れ

た

こ

と

を

き

っ

か

け

に

同

民

区

(
≒

自

治

会

)

が

結

成

さ

れ

、

最

大

時

は

２

５

１

世

帯

約

８

５

０

人

が

暮

ら

し

て

い

た

の

だ

と

か

。

区

長

の

小

松

原

久

四

郎

さ

ん

は

、

「

団

地

に

は

近

隣

市

町

村

か

ら

も

入

居

の

応

募

が

あ

っ

た

。

当

時

は

お

互

い

知

ら

な

い

人

ば

か

り

だ

っ

た

が

、

関

が

丘

体

育

協

会

が

企

画

す

る

ス

ポ

ー

ツ

大

会

で

住

民

同

士

が

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

を

取

っ

て

い

た

」

と

振

り

返

り

、

「

ス

ポ

ー

ツ

大

会

を

き

っ

か

け

に

、

20

～

40

代

を

中

心

に

野

球

部

同

好

会

や

マ

マ

さ

ん

・

パ

パ

さ

ん

バ

レ

ー

な

ど

の

チ

ー

ム

が

発

展

的

に

民

区

内

で

結

成

さ

れ

、

活

気

に

満

ち

て

い

た

」

と

笑

顔

で

当

時

の

様

子

を

語

り

ま

す

。

し

か

し

、

現

在

の

住

民

数

は

最

大

時

の

半

分

以

下

と

な

り

、

団

地

完

成

後

に

開

業

し

た

商

店

や

理

容

店

な

ど

の

店

舗

も

経

営

者

の

高

齢

化

等

の

理

由

に

よ

っ

て

廃

業

し

、

空

き

家

の

数

も

増

え

続

け

て

い

ま

す

。

そ

ん

な

課

題

等

か

ら

住

民

を

守

る

た

め

、

同

民

区

が

力

を

入

れ

る

の

が

自

主

防

災

の

取

り

組

み

で

す

。

同

民

区

で

は

、

防

災

訓

練

や

防

災

セ

ミ

ナ

ー

の

ほ

か

、

80

歳

以

上

の

世

帯

及

び

75

歳

以

上

の

一

人

暮

ら

し

世

帯

を

訪

問

す

る

防

災

巡

回

訪

問

な

ど

を

「

関

が

丘

第

二

民

区

自

主

防

災

会

(

以

下

「

自

主

防

」

)

」

と

連

携

し

、

実

施

し

て

い

ま

す

。

自

主

防

の

会

長

、

副

会

長

、

事

務

局

長

、

情

報

部

、

避

難

救

出

救

護

部

は

民

区

役

員

が

兼

任

し

、

専

任

防

災

委

員

は

班

か

ら

の

選

出

、

防

災

委

員

は

班

長

が

担

う

仕

組

み

で

す

。

自

主

防

自

体

は

平

成

21

年

の

発

足

で

す

が

、

「

誰

が

誰

を

支

援

す

る

の

か

」

な

ど

、

有

事

の

際

の

役

割

が

確

立

さ

れ

な

い

ま

ま

東

日

本

大

震

災

が

発

生

(

平

成

23

年

)

。

残

念

な

が

ら

自

主

防

が

充

分

な

活

動

を

し

た

と

は

言

え

な

い

状

況

で

し

た

。

そ

こ

で

平

成

25

年

、

「

い

つ

何

時

に

、

東

日

本

大

震

災

の

よ

う

な

大

震

災

が

住

民

を

襲

う

か

分

か

ら

な

い

」

と

、

自

主

防

の

在

り

方

を

見

直

す

べ

く

民

区

役

員

た

ち

が

奮

起

。

検

討

を

重

ね

、

平

成

28

年

に

現

体

制

へ

と

整

え

た

の

で

す

。

 

体

制

の

見

直

し

と

同

時

に

行

っ

た

の

が

仮

避

難

場

所

の

設

置

。

同

民

区

は

坂

道

が

多

く

、

高

低

差

の

あ

る

土

地

を

高

齢

者

や

障

が

い

者

が

指

定

避

難

所

ま

で

歩

い

て

避

難

す

る

の

は

困

難

だ

と

考

え

、

民

区

内

の

公

園

や

空

き

地

、

保

育

園

駐

車

場

な

ど

を

独

自

の

仮

避

難

場

所

(

６

か

所

)

と

し

た

の

で

す

。

こ

れ

に

よ

り

、

避

難

者

の

安

否

を

仮

避

難

場

所

で

確

認

し

て

か

ら

指

定

避

難

所

へ

と

誘

導

す

る

体

制

と

な

り

、

「

他

人

事

で

は

な

く

、

お

互

い

様

の

心

で

支

え

ら

れ

る

体

制

が

で

き

た

」

と

、

自

主

防

災

推

進

部

長

の

佐

藤

一

十

さ

ん

は

同

民

区

独

自

の

自

主

防

の

仕

組

み

を

評

価

し

ま

す

。

 

ま

た

、

平

成

28

年

に

は

「

要

支

援

」

「

避

難

済

」

と

表

記

さ

れ

た

避

難

表

示

プ

レ

ー

ト

を

各

戸

に

配

布

し

、

「

要

支

援

」

の

プ

レ

ー

ト

が

掲

げ

ら

れ

た

家

が

あ

れ

ば

近

隣

住

民

で

避

難

の

支

援

を

す

る

と

い

う

仕

組

み

も

構

築

。

さ

ら

に

、

緊

急

搬

送

時

に

救

急

隊

員

な

ど

に

見

せ

る

「

緊

急

連

絡

カ

ー

ド

」

も

全

戸

に

配

布

。

か

か

り

つ

け

医

や

病

気

の

有

無

、

緊

急

連

絡

先

等

を

任

意

で

記

入

す

る

項

目

が

設

け

ら

れ

て

お

り

、

玄

関

や

電

話

付

近

に

保

管

す

る

よ

う

住

民

に

促

し

て

い

ま

す

。

 

実

は

平

成

25

年

当

時

も

区

長

を

務

め

て

い

た

小

松

原

さ

ん

(

令

和

３

年

か

ら

２

度

目

の

区

長

)

は

、

「

最

初

か

ら

上

手

く

い

っ

た

わ

け

で

な

く

、

試

行

錯

誤

と

話

し

合

い

を

重

ね

、

現

体

制

に

成

長

し

て

き

た

。

日

頃

か

ら

の

備

え

が

、

み

ん

な

の

健

康

と

安

否

確

認

の

一

助

と

な

っ

て

い

る

の

で

、

こ

れ

か

ら

も

自

主

防

に

主

力

を

置

い

て

い

き

た

い

」

と

語

り

ま

す

。

 

区

長

・

民

区

役

員

が

長

期

に

渡

っ

て

再

任

さ

れ

る

状

況

か

ら

、

民

区

内

を

４

ブ

ロ

ッ

ク

に

分

け

、

１

期

交

代

で

各

ブ

ロ

ッ

ク

か

ら

輪

番

で

選

出

す

る

仕

組

み

と

し

て

い

た

同

民

区

(

平

成

13

年

頃

か

ら

)

。

近

年

は

こ

の

体

制

に

も

難

が

生

じ

て

き

た

た

め

、

令

和

３

年

の

改

選

か

ら

は

ブ

ロ

ッ

ク

を

Ａ

・

Ｂ

の

２

つ

と

し

、

班

長

会

議

を

中

心

に

次

期

区

長

候

補

を

選

出

す

る

仕

組

み

に

修

正

(

再

構

築

)

し

ま

し

た

。

 

ま

た

、

一

般

的

に

１

年

交

代

が

多

い

班

長

も

、

負

担

な

く

続

け

ら

れ

る

よ

う

、

半

年

交

代

に

し

て

お

り

、

班

長

交

代

時

に

は

新

・

旧

班

長

が

揃

う

「

班

長

引

継

会

」

を

実

施

し

、

業

務

を

対

面

で

引

き

継

い

で

い

ま

す

(

同

様

に

役

員

の

引

継

会

も

有

り

)

。

 

わ

ず

か

50

年

強

の

歴

史

の

中

で

、

独

自

の

支

え

合

い

の

仕

組

み

を

構

築

し

て

き

た

同

民

区

。

様

々

な

ル

ー

ツ

の

住

民

が

暮

ら

す

団

地

民

区

だ

か

ら

こ

そ

、

「

お

互

い

様

の

心

」

で

、

住

み

良

い

地

域

を

目

指

し

ま

す

。

Ｑ.集落の自慢は何ですか？

区長区長区長区長

小松原久四郎小松原久四郎小松原久四郎小松原久四郎さんさんさんさん

昭和48年に同団地に移

住。区長は累計４年目

で、自主防災推進部長

を担っていたことも。

若い頃にはママさんバ

レー等の監督・コーチ

もしていました。

佐藤一十佐藤一十佐藤一十佐藤一十さんさんさんさん

昭和49年に同団地へ移

住。同推進部長になる

前は区長を２期務めま

した。誰よりも自主防

の取り組みに力を注い

でいます。

関が丘第２民区

５６

「「「「

おおおお

互互互互

いいいい

様様様様

のののの

心心心心

」」」」

でででで

取取取取

りりりり

組組組組

むむむむ

災

害

災

害

災

害

災

害

へ

の

へ

の

へ

の

へ

の

備備備備

ええええ

団

地

造

成

で

誕

生

し

た

「

関

が

丘

第

２

民

区

」

- Photo gallery -gallery -

「「「「

ス

ポ

・

レ

ク

ス

ポ

・

レ

ク

ス

ポ

・

レ

ク

ス

ポ

・

レ

ク

交

流

会

交

流

会

交

流

会

交

流

会

」」」」

住

民

同

士

の

交

流

機

会

と

し

て

、

日

帰

り

研

修

旅

行

な

ど

を

企

画

。

毎

回

20

～

30

名

の

参

加

が

あ

り

ま

す

(

写

真

は

令

和

元

年

)

。

民

区

民

区

民

区

民

区

でででで

維

持

維

持

維

持

維

持

・・・・

管

理

管

理

管

理

管

理

民

区

内

に

は

桜

や

ス

イ

セ

ン

、

ア

ジ

サ

イ

が

キ

レ

イ

に

咲

き

誇

る

ス

ポ

ッ

ト

が

あ

り

、

地

域

の

宝

と

し

て

大

切

に

手

入

れ

を

し

て

い

ま

す

。

日

頃

日

頃

日

頃

日

頃

か

ら

か

ら

か

ら

か

ら

意

識

意

識

意

識

意

識

す

べ

く

す

べ

く

す

べ

く

す

べ

く

令

和

４

年

度

か

ら

ポ

ケ

ッ

ト

テ

ィ

ッ

シ

ュ

に

仮

避

難

場

所

を

記

載

し

た

紙

を

挟

み

込

み

、

高

齢

者

な

ど

へ

配

布

。

意

識

啓

発

を

行

っ

て

い

ま

す

。

全

世

帯

対

象

全

世

帯

対

象

全

世

帯

対

象

全

世

帯

対

象

のののの

防

災

訓

練

防

災

訓

練

防

災

訓

練

防

災

訓

練

毎

年

10

月

に

行

う

防

災

訓

練

で

は

、

実

際

に

仮

避

難

場

所

と

災

害

本

部

を

開

設

し

、

避

難

経

路

を

再

確

認

し

ま

す

(

写

真

は

平

成

28

年

)

。

地域

紹介

関関関関がががが丘第丘第丘第丘第２２２２民区民区民区民区((((関関関関がががが丘丘丘丘))))

 行政区は「関が丘２区」。198世帯415人

(15班体制)が暮らす。区長、監事、総務部、

環境厚生部、自主防災推進部、会計部で構成

され、オブザーバーとして民生児童委員、保

健推進委員とも連携。

こ

こ

に

住

む

人

々

が

安

全

・

安

心

に

暮

ら

す

た

め

に

持

続

可

能

な

体

制

の

た

め

の

、

独

自

の

ル

ー

ル

こまつばら きゅうしろう さとう かつぞう

Ａ.桜・スイセン・アジサイ Ａ.自主防災・見守り活動・近助づきあい

左の写真：敬老会の集合写真(令和元年)

自主防災推進部長自主防災推進部長自主防災推進部長自主防災推進部長

一関



ペ

ー

パ

ー

レ

ス

化

や

オ

ン

ラ

イ

ン

化

が

推

進

さ

れ

、

使

用

機

会

が

減

少

し

つ

つ

あ

る

「

は

ん

こ

」

で

す

が

、

日

本

独

自

の

「

印

章

文

化

」

が

あ

っ

た

こ

と

を

忘

れ

て

は

い

け

ま

せ

ん

。

「

漢

委

奴

国

王

」

の

金

印

か

ら

始

ま

り

、

江

戸

時

代

に

は

行

政

上

の

書

類

の

ほ

か

私

文

書

に

も

印

を

押

す

慣

習

が

広

が

る

な

ど

、

印

章

は

現

実

社

会

に

お

い

て

重

要

な

役

割

を

果

た

す

「

個

人

証

明

」

の

一

つ

で

す

。

「

は

ん

こ

は

個

人

の

責

任

や

経

営

者

と

し

て

の

信

用

を

証

明

す

る

分

身

の

よ

う

な

も

の

。

そ

の

人

を

支

え

守

っ

て

く

れ

る

は

ん

こ

に

は

、

同

じ

も

の

が

あ

っ

て

は

な

り

ま

せ

ん

」

と

語

る

の

は

、

「

千

印

社

」

の

二

代

目

・

千

葉

寿

幸

さ

ん

で

す

。

創

業

者

で

あ

る

父

の

貞

穗

さ

ん

は

、

中

学

３

年

時

に

授

業

で

体

験

し

た

「

は

ん

こ

づ

く

り

」

が

き

っ

か

け

で

、

地

元

の

高

校

卒

業

後

(

昭

和

32

年

)

、

印

章

生

産

量

全

国

一

の

山

梨

県

で

印

章

の

修

行

を

開

始

。

25

歳

で

修

行

を

終

え

、

千

厩

町

新

町

に

て

昭

和

38

年

に

店

舗

を

構

え

ま

し

た

。

印

章

業

は

就

職

や

進

学

等

、

人

の

移

動

が

あ

る

１

月

～

３

月

の

時

期

が

繁

忙

期

。

保

・

幼

・

学

校

等

で

使

用

す

る

氏

名

印

(

ゴ

ム

印

)

も

製

作

し

て

い

る

た

め

、

「

児

童

生

徒

数

が

多

い

時

代

に

は

睡

眠

時

間

が

２

時

間

程

度

し

か

確

保

で

き

な

い

こ

と

も

あ

っ

た

」

と

振

り

返

る

貞

穗

さ

ん

。

二

代

目

の

寿

幸

さ

ん

が

Ｕ

タ

ー

ン

し

た

平

成

12

年

時

点

で

は

、

岩

手

県

印

章

業

組

合

に

加

盟

し

て

い

る

県

内

の

印

章

業

者

が

37

店

舗

あ

り

ま

し

た

が

、

現

在

は

15

店

舗

に

減

少

し

て

お

り

、

「

児

童

生

徒

数

や

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

の

普

及

に

よ

る

需

要

の

減

少

な

ど

、

時

代

の

流

れ

も

感

じ

る

職

業

で

す

」

と

続

け

ま

す

。

お

客

様

に

指

定

さ

れ

た

印

材

(

柘

、

牛

の

角

(

白

・

黒

)

、

象

牙

)

を

用

い

、

お

客

様

に

指

定

さ

れ

た

書

体

を

手

彫

り

(

ま

た

は

一

部

機

械

化

)

し

た

「

木

口

(

認

印

や

実

印

な

ど

)

」

と

、

企

業

や

学

校

等

で

使

用

さ

れ

る

「

ゴ

ム

印

(

ス

タ

ン

プ

)

」

の

２

種

類

に

大

き

く

分

け

ら

れ

る

「

は

ん

こ

」

。

昔

の

ゴ

ム

印

は

活

字

を

組

ん

で

型

(

凹

凸

)

を

作

り

、

ゴ

ム

部

分

と

プ

レ

ス

す

る

工

程

が

あ

り

、

「

今

よ

り

も

作

り

方

に

手

間

が

か

か

っ

た

」

の

だ

と

か

。

「

今

で

こ

そ

機

械

化

に

な

っ

た

部

分

は

あ

り

ま

す

が

、

父

の

代

は

本

当

に

職

人

技

。

印

稿

(

印

章

の

原

稿

)

の

作

成

、

印

面

の

修

正

、

字

割

付

、

字

入

(

布

字

)

、

荒

彫

り

、

印

面

直

し

、

仕

上

げ

、

と

い

う

７

つ

の

工

程

が

必

要

で

、

手

仕

事

そ

の

も

の

で

す

。

『

手

づ

く

り

の

は

ん

こ

は

高

い

』

と

言

わ

れ

ま

す

が

、

そ

れ

は

ご

も

っ

と

も

。

お

客

様

か

ら

見

れ

ば

ど

れ

も

同

じ

に

見

え

る

か

も

し

れ

ま

せ

ん

が

、

手

作

業

で

製

作

す

る

印

章

は

同

じ

苗

字

で

も

一

つ

一

つ

技

術

本

位

で

『

唯

一

無

二

』

の

も

の

に

な

る

の

で

す

」

と

、

寿

幸

さ

ん

は

続

け

ま

す

。

一

級

印

章

彫

刻

技

能

士

で

あ

り

、

岩

手

篆

刻

協

会

副

会

長

、

岩

手

書

道

協

会

審

査

会

員

(

書

道

師

範

取

得

)

な

ど

、

印

章

に

関

す

る

各

種

協

会

等

の

役

員

も

担

い

、

そ

の

技

術

継

承

に

も

尽

力

す

る

寿

幸

さ

ん

。

「

篆

刻

講

座

」

や

、

「

篆

刻

実

演

」

な

ど

、

地

元

の

イ

ベ

ン

ト

等

で

も

印

章

に

触

れ

る

機

会

を

提

供

し

て

い

ま

す

。

今

後

も

各

種

体

験

活

動

等

を

通

し

、

印

章

を

身

近

に

感

じ

て

も

ら

う

と

と

も

に

、

日

本

の

「

印

章

文

化

」

を

刻

み

続

け

ま

す

。

７

企業

紹介

印章の店 千印社
千厩

昭和38年、藤沢町黄海出身の千葉貞穗さんが千厩町新町にて開業。「はん

こ」を製造販売する「印章店」で、令和５年で創業60年。昭和48年に現住所へ

店舗を移転し、平成12年からは二代目がその技術を継承しています。

いわゆる「はんこ」の正式名称は「印章」で、生業としては「印章業」。印

鑑登録制度や、認印をはじめとする印章の適切な管理の必要性など、印章に関

するあらゆる情報の発信、周知を行う「公益社団法人全日本印章業協会」の岩

手県唯一の会員店舗です。安価で気軽に印章が手に入る時代に、同店では手彫

り印章の技術を継承すべく、次世代に繋ぐ活動も積極的に行っています。

「「「「唯一無二唯一無二唯一無二唯一無二」」」」のののの自分自分自分自分のののの証証証証・・・・決意決意決意決意のののの証証証証をををを手仕上手仕上手仕上手仕上げでげでげでげで

時

代

の

変

化

が

反

映

さ

れ

る

「

印

章

」

の

需

要

１

店内では印章のほか、認印や印鑑

ケースなども販売中！

DATA

〒029-0803

一関市千厩町千厩字構井田無番地

TEL 0191-52-2475

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

第第第第48484848話話話話

今月のテーマ

二代目は一級印章彫刻技能士のほ

か、書道師範でもあります。

実際に手彫り印章を行う、二代目

の千葉寿幸さん。

‘‘‘‘縦割り縦割り縦割り縦割り’’’’で乱立で乱立で乱立で乱立⁉⁉⁉⁉ 「「「「地域運営組織地域運営組織地域運営組織地域運営組織」」」」を取り巻く現状を取り巻く現状を取り巻く現状を取り巻く現状

地域企業の理念にせまります。

８

手

作

業

だ

か

ら

こ

そ

の

唯

一

無

二

「「「「RMORMORMORMO(Region Management OrganizationRegion Management OrganizationRegion Management OrganizationRegion Management Organization＝地域運営組織地域運営組織地域運営組織地域運営組織。一関市で言う「「「「地域協働体地域協働体地域協働体地域協働体」」」」)」」」」の仕組みの必要性

が叫ばれ、全国的になかなかの勢いでRMOの設立が進んで(進められて)います。従来の地域内の関係性によって

は、必ずしもRMOを設立しなければならないということはなく、RMOが無くても運営できるのなら設立の必要はな

いはずです。

しかし最近は、RMOを設立することが目的化しているように見え、違和感を感じてしまいます。大事大事大事大事なのはなのはなのはなのは

「「「「設立設立設立設立」」」」ではなくではなくではなくではなく「「「「機能機能機能機能」」」」です。どう機能するか、そして、どのように協働していくかが議論され、RMOがすべ

きことが明確にされていないと、設立してもRMOが困るだけでしょう。

一関市では、「協働基本計画」と「地域協働推進計画」によって地域協働体の設立目的と機能(目指すもの)が

定められ、地域ごとの状況に合わせて設立を進めてきました。そして、‘地域づくりと学びの一体化’を目指し、

‘地域づくりの拠点’として、地域協働体による市民センターの指定管理運営も始まり、新たな一歩を踏み出し

たのです。

ところが！その矢先に飛び込んできたのが「「「「農村農村農村農村RMORMORMORMO」」」」という新語です。地域協働体の必要性を考え、動き始

めたところに、農村版のRMOとは、オーマイガー！と思ってしまいました。

「RMO(地域運営組織)」は総務省総務省総務省総務省がその形成を推奨しているもの(『第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」

(令和元年12月20日閣議決定)』の中で、2024年度までに全国のRMO形成数7,000団体を目指している)である一方、

「農村RMO(農村型地域運営組織)」は、農林水産省農林水産省農林水産省農林水産省がその形成を進めているものです。いわゆる‘縦割り’を感

じざるを得ませんが、地域を見渡せば少子化、高齢化。集落の規模が小さくなり「「「「広域広域広域広域でででで考考考考えていかなければいえていかなければいえていかなければいえていかなければい

けないよけないよけないよけないよ」」」」というお告げだと思うしかありません。

では、「農村RMO」が目指すことを少し整理してみます。農林水産省では、農村RMOを「「「「複数複数複数複数のののの集落集落集落集落のののの機能機能機能機能をををを補補補補

完完完完してしてしてして、、、、農用地保全活動農用地保全活動農用地保全活動農用地保全活動やややや農業農業農業農業をををを核核核核としたとしたとしたとした経済活動経済活動経済活動経済活動とととと併併併併せてせてせてせて、、、、生活支援等地域生活支援等地域生活支援等地域生活支援等地域コミュニティのコミュニティのコミュニティのコミュニティの維持維持維持維持にににに資資資資するするするする取組取組取組取組

をををを行行行行うううう組織組織組織組織」」」」とととと定義定義定義定義しています。具体的なイメージが以下です(農林水産省ＨＰ参照)。参考までに、一関市にお

ける地域協働体と比較してみます。

地域運営の落とし穴
「農村RMO」の出現

２

３

こ

ぐ

ち

つ

げ

32

考え方としては、どちらも従来従来従来従来のののの集落活動集落活動集落活動集落活動のののの規模規模規模規模をををを、、、、複数集落複数集落複数集落複数集落にににに拡大拡大拡大拡大しししし、、、、地域内地域内地域内地域内のののの各種団体各種団体各種団体各種団体やややや住民住民住民住民とととと連携連携連携連携するするするする

ことでことでことでことで、、、、支支支支ええええ合合合合うううう仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを構築構築構築構築することすることすることすること。農村部も多い一関市においては、設立当初から地域協働体の構成員に

農業関係者(団体)が含まれている地域が多々あるため、農村RMOの要素はもともと持ち合わせていたのです。

改めて農林水産省が「農村RMO」という絵を描いてきたので、情報の受け手としては混乱してしまいますが、

‘‘‘‘縦割縦割縦割縦割りりりり’’’’でででで降降降降りてくるりてくるりてくるりてくる情報情報情報情報をををを、、、、いかにいかにいかにいかに‘‘‘‘横横横横にににに展開展開展開展開’’’’していこうかとしていこうかとしていこうかとしていこうかと考考考考えるのがえるのがえるのがえるのが「「「「現場現場現場現場((((≒≒≒≒我々我々我々我々))))」」」」であり、情報

を整理し、地域側が混乱しないように努めなければなりませんね。

農村RMO

規模 複数複数複数複数のののの集落集落集落集落に渡る範囲(例えば、小学校区小学校区小学校区小学校区

程度程度程度程度のエリア)

構成員 複数集落による集落協定や、農業法人など

の農業者農業者農業者農業者をををを母体母体母体母体としたとしたとしたとした組織組織組織組織が、自治会、町

内会、社会福祉協議会などの多様多様多様多様なななな地域関地域関地域関地域関

係者係者係者係者とととと連携連携連携連携して協議会を設立

目的 ・「農用地農用地農用地農用地のののの保全保全保全保全」

・「地域資源地域資源地域資源地域資源のののの活用活用活用活用」

・「生活支援生活支援生活支援生活支援」

の３つの事業に取り組む

一関市における地域協働体(RMO)

規模 一定の区域(市民市民市民市民センターセンターセンターセンター単位単位単位単位)

構成員 自治会自治会自治会自治会(民区・町内会・集落公民館等)や

地域の各種団体各種団体各種団体各種団体、NPONPONPONPO、企業企業企業企業などなどなどなど地域から

幅広幅広幅広幅広いいいい参画参画参画参画を得る

目的 ・みんなが話話話話しししし合合合合うううう場場場場をつくり、地域地域地域地域のののの目目目目

標標標標を決める

・地域地域地域地域のののの課題課題課題課題をををを整理整理整理整理して、安心・安全、福

祉、文化、子育てなど必要な取り組みを

企画し、地域地域地域地域のののの中中中中でででで、、、、又又又又はははは行政行政行政行政とのとのとのとの役割役割役割役割

分担分担分担分担によりによりによりにより地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり活動活動活動活動をををを展開展開展開展開する
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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！

ミッションミッションミッションミッション
75757575

当地域には様々な「お正月の風習」があります。その中で、各家や地域によってそ

の形態や方法に大きく違いがあるのは「松飾り」や「しめ縄」など、「御年(歳)神様

(以下、年神様)」をお迎えするための風習です。もはや「「「「年神様年神様年神様年神様をおをおをおをお迎迎迎迎えするためのえするためのえするためのえするための

習習習習わしわしわしわし」」」」というというというという意識意識意識意識ではなくではなくではなくではなく「「「「おおおお正月飾正月飾正月飾正月飾りりりり」」」」としてとしてとしてとして行行行行っているっているっているっている家家家家のののの方方方方がががが多多多多くなってきくなってきくなってきくなってき

ているているているていると思われる現代、当地域における実態や地域性の有無などを調査してみました。

※記載内容はあくまでもセンター独自調査の結果です。

「「「「

年年年年

神

様

神

様

神

様

神

様

を

お

を

お

を

お

を

お

迎迎迎迎

え

す

る

え

す

る

え

す

る

え

す

る

」」」」

と

い

う

と

い

う

と

い

う

と

い

う

習習習習

わ

し

わ

し

わ

し

わ

し

(( ((

年

神

様

信

仰

年

神

様

信

仰

年

神

様

信

仰

年

神

様

信

仰

)) ))

は

、

古

く

か

ら

日

本

全

国

で

行

わ

れ

て

き

た

も

の

で

、

当

地

域

で

は

「「「「

オ

ト

オ

ト

オ

ト

オ

ト

(( ((

ドドドド)) ))

シシシシ

ナナナナ

」」」」

「「「「

オ

ト

シ

ガ

ミ

オ

ト

シ

ガ

ミ

オ

ト

シ

ガ

ミ

オ

ト

シ

ガ

ミ

」」」」

な

ど

と

呼

称

し

ま

す

。

年

神

様

を

お

迎

え

す

る

こ

と

は

、

「「「「

新新新新

し

い

し

い

し

い

し

い

年年年年

のののの

福福福福

をををを

授授授授

け

て

い

た

だ

く

け

て

い

た

だ

く

け

て

い

た

だ

く

け

て

い

た

だ

く

」」」」

と

と

も

に

、

当

地

域

当

地

域

当

地

域

当

地

域

で

は

で

は

で

は

で

は

年

神

様

年

神

様

年

神

様

年

神

様

をををを

穀

物

神

穀

物

神

穀

物

神

穀

物

神

とととと

考考考考
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ただし、７頁で説明したように、「年神様をお迎えするための習

わし」という認識は薄れており、一つの「慣習」「風習」として、

その「やり方」が伝承されているというのが実情。とは言え、「慣

習が残っている」という事実も一つの「地域性」と捉え、ご紹介し

ます。

＜参考文献＞ ※福田アジオ・菊池健策・山崎祐子・常光徹・福原敏男(2012)『知っておきたい 日本の年中行事事典』／ ほか(誌面スペースの都合上、

協力者含め誌面では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)

「「「「門松門松門松門松」と」と」と」と

「「「「しめ飾りしめ飾りしめ飾りしめ飾り」の」の」の」の

「「「「地域性地域性地域性地域性」を探ってみた」を探ってみた」を探ってみた」を探ってみた

実は令和４年と令和５年の２年に渡り、密かに市内各地の「門松」「しめ飾り(縄)」

をリサーチしていた我 (々正確には２度のお正月)。目視＋各地でヒアリング(約40人)も

行い、文献調査も加えたところ、ある程度の地域性が見えてきました。

年神様の御神像について
神社によってデザイン多様！

神棚等にお祀りする家が多くあります。この御神像は各神社からいただくも

のですが、その歴史について、花泉町老松の御嶽山御嶽神明社の佐藤宮司は

「神社は住民の信仰をサポートする役割。ニーズがあったので神社が御神像

を用意するようになったと思われるが、紙の普及が前提なので、早くとも江

戸時代以降ではないか」と分析します。

平成24年発行の文献(※)には「近年では環境保護の観点などから都市部を

中心に生木の松ではなく門松の飾りを印刷した紙を入口の戸などに張る例も

増えている」という記載も。当地域においては、環境保護と言うよりは、松

を確保することが難しくなったことが御神像の普及に少なからず影響がある

ことも考えられます。

ちなみに、岩手県神社庁にヒアリングしたところ「確かに門松の代わりに

御神像……という感覚もあるかもしれないですが、御神像そのものは依り代

当地域にも、年神様の御神像を

ではなく、年神様そのものに近い。門松でお迎えした上で、神棚に御神像をお祀りするのが良いかも

しれないが、正解はないので、それぞれの家のお祀りの仕方を大事にしてください」とのことです。

西磐井 東磐井

珍しい

▶ 御神像には『古事記』に記載の男神・

オオトシノカミの姿が描かれているもの

や、松やしめ縄、お供え物などだけが描

かれているものなど様々。西磐井と東磐井に見られる傾向
各家に伝わるやり方を大事にしつつ

大前提として、年神様の迎え方に「正解」はありません。

神社が御神像の祀り方を教えてくれることはあっても、門

松やしめ縄に関しては、「民俗学的要素」であり、風習で

す。『一関市史』にも「門松は家風によって同一ではない。

戦国時代の遺制をそのまま家風にしたと思われる」という

記載があり、家々で継承されてきたやり方が、集落へと広

がっていったものと推測されます。

そのため、地域性というよりも「傾向」程度の表現が近

いというのが今回調査の結論ですが、西磐井地域では「牛

蒡じめ」と「松の枝を直接供え付ける」というスタイルが

比較的多く見られ、東磐井地域では「しめ縄」に「サゲ」

や御幣束、松の葉を挟み込んだ「しめ飾り」が多いように

見受けられました。また、竹や南天などを松と一緒にする

家もありましたが、地域性までは感じられませんでした。

東磐井地域では、この「しめ飾り」そのものを「オドシ

ナ」と呼ぶ傾向があり、御年神様からの派生とも想像でき

ますが、真相は不明です。

「牛蒡じめ」や「しめ飾り」はかつては家・集落などで

の手作りだったようですが、現在は市販品を購入する家が

多いのが実情。どちらかと言うと東磐井地域の方が、手作

りする機会(講座等含め)が多いように感じました。

※調査しきれず、実態は把握しきれていません。

珍しいものをいくつかご紹介！

①水引を結んだ松を神棚の近くに

設置(花泉町永井)。

②「根引松」と呼ばれる、根がついた

状態の松に水引を結んだもの。雄松(向

かって左)が黒松、雌松(同右)は赤松。京

都の旧家などで引き継がれるもの(一関市

※家の慣習ではなく、いただいたものとのこと)。

③海老を模したしめ飾り。気仙沼などに多

いらしい(室根町津谷川)。

1111 2222 3333

９

しめ縄の間に紙

垂と松を挿すが、

その数は様々な

謂れがあり、家

や地域によって

違いがある(次

号で詳しくご紹

介！)。

「先を見通す」と

して全国的に作ら

れている型だが、

当地域では少ない。

花泉地域で「昔は

こんな感じだった

気がする」と言う

人が数人いた(実態

は不明)。

西磐井地域に多い

が、東磐井地域で

も見られる(多くは

ない)。農家などで

は、玄関の他に小

屋等の各入口につ

ける。縦につける

家が多いが、全国

的には横向き⁉

サゲ付きのしめ縄

牛蒡じめ めがね型

御年神様 大国主神様事代主様

「お正月様」と呼ばれるセット

全体が縄に
なっている
タイプもある

横につける時は
太い方が
向かって右ここに松の葉と紙垂がつく

次号ではさらに詳細な調査結果をご紹介！


