
‘地域のために何かやりたい人’と‘それ

を応援したい人’を結びつける「一関じもっ

と基金」。審査会・キックオフ会議を経て、

第１回共感寄付の受付を開始しました。

今回は７団体がエントリーしており、８月

27日まで寄付を受け付けています。共感

する活動があれば、応援

をお願いします。エントリー

団体は右のＱＲコードからも

ご覧いただけます。

ideaideaideaideaニュースレター「イデア」

2023.６
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 「2６本の和傘が彩る夜桜たち」
旧町村別の人口動態等を共有します。
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2018年２月から一関市小梨市民セ

ンターを会場に、季節の花を使用した

フラワーアレンジメントやブリザーブドフ

ラワーの作り方を教えている「フラワー

サークル花道」では、定期活動以外

に、出張レッスンを承っています。

市民センター事業や地域のサロン、

学校など、ご要望に合わせた出張

レッスンが可能です(料金は要相談)。

詳しくは下記まで。お花に関するご相

談にも対応しています。

花泉町涌津の産直施設「古代米おり

ざ」では、持ち込んだ白米の製粉を承っ

ています。１回の重量が１０㎏以上であ

れば、以後は１㎏単位で製粉可能です

(製粉によって多少グラム数が減ります)。

持ち込んでいただいた白米は、３日程

お預かりし、製粉完了後に再度受け取り

に来店していただく流れです。製粉後の

小分け対応や、籾がついた米の製粉に

は対応できません。詳しくは下記まで。

市内の日本舞踊団体で構成する

「みやびの会」では、第３回目となる

チャリティー公演を行います。

市内９つの舞踊団体が華やかな舞

いを披露し、入場料の一部は一関市

社会福祉協議会を通じ、市内の社

会福祉事業に役立てられます。前売

りチケットの購入は下記まで。

外国人と交流したい人へ

研修会のご案内

募集

「フラワーサークル花道」

出張レッスン承り中

情報

花と泉の公園

LINE公式アカウントにて

情報配信中

情報

情報

一関じもっと基金

第１回共感基金募集開始

寄付

募集

前月比世帯数前月比人口

92245184654181一関

74712-1312013花泉

01279-73235川崎

194114-29841千厩

-44909-3911911大東

02280-25896東山

21777-114366室根

52782-77109藤沢

前月比一関市全体一関市全体一関市全体一関市全体

-35108552人口

12146371世帯数

-835出生数

2023年５５５５月月月月１１１１日日日日付

(2023年４月30日現在

住民基本台帳より)

※外国人登録者含む

「米粉」の製粉

承ります

レッスンレッスンレッスンレッスン内容内容内容内容：

フラワーアレンジメントや

ブリザーブドフラワーの作り方

問合問合問合問合：０９０-３１２１-４８９４

（代表・西城廸子(みちこ)）

内容内容内容内容：持参した白米の製粉(米粉製造)

料金料金料金料金：１㎏２００円(最低１０㎏以上)

所要時間所要時間所要時間所要時間：約３日間

問合問合問合問合：０１９１-８２-３３７２

一関市花泉町涌津字境１１-３

（古代米おりざ）

一関市国際交流協会では、カフェの

ようなゆったりとした雰囲気の中で、外

国人が日本語や日本文化などを学ぶ

ことができる機会の定例開設を予定し

ており、そうした場で、参加した外国人

と交流したい人を募集しています。

「外国人と交流したい」「お手伝いし

たい」という方々と下記日程で日本語

やコミュニケーションについての研修を

行います。経験、語学力がない方でも

気軽に参加可能。詳しくは下記まで。

「みやびの会」

第３回チャリティー公演

イベ

ント

募集期間募集期間募集期間募集期間：

２０２３年４月２８日(金)～８月２７日(日)

公式公式公式公式ＨＰＨＰＨＰＨＰ：https://ijimotto.jp

問合問合問合問合：０１９１-２６-６４００

（一関じもっと基金事務局

いちのせき市民活動センター)

１｜二言三言｜ 山芳林業 代表 芳賀修一

３｜団体紹介｜ 夏山神楽保存会

５｜地域紹介｜ 水口民区（一関）

７｜企業紹介｜ 株式会社染めＱテクノロジィ(大東)

８｜博識杜のフクロウ博士｜ 地域運営の落とし穴㉟ 若者は、ワカモノらしく

９｜センターの自由研究｜ 地名の謎ファイル№７「ウサギのつく地名」

今月の表紙

日本には「ニホンウサギ」「エゾユキウサギ」「エゾナキウサギ」「アマミノ

クロウサギ」という４種類の在来ウサギがいます(ペットのウサギの祖先

「アナウサギは在来種ではない）。本州に棲息するのは「ニホンウサギ」で、

「トウホクノウサギ」など４亜種に分けられます。さて、なぜ「山」の写真に

対して「ウサギ」の話なのか……この山の名前に関連します。(自由研究)

花泉観光開発株式会社が運営する

花と泉の公園(一関市花泉町)では、コ

ミュニケーションアプリ「LINE」の公式ア

カウントにて、イベント情報やお得な

クーポンを定期的に配信しています。

下記QRコードまたは、LINE内で「花と

泉の公園」と検索すると、お友達登録

ができます。現在、お友達登録すると

花苗をプレゼントするキャンペーンも実

施中(終了日未定)です。

※旧ベゴニア館内「キッ

ズランドモーリー」の情報

は別アカウント(キッズラン

ドモーリー)にて配信中。

問合問合問合問合：０１９１-８２-４０６６

（花泉観光開発株式会社)

研修日程研修日程研修日程研修日程：

７月９日、７月２２日、７月２９日

※内容、時間、会場は日程によって異なる。

申込締切申込締切申込締切申込締切：２０２３年６月３０日(金)

問合問合問合問合：：：：０１９１-３４-４７１１

（一関市国際交流協会)

日時日時日時日時：２０２３年６月１８日(日)

１０時開演(９時３０分開場)

場所場所場所場所：一関文化センター 大ホール

入場料入場料入場料入場料：１,２００円(当日券１,５００円)

主催主催主催主催：みやびの会(わらび会・松美会・

菊燿会・徳寿美会・鶴升会・梅寿会・

美咲会・森扇会・五百枝会)

問合問合問合問合：０１９１-２１-２１２１(一関文化センター)



地域の「気になる人」を対談でご紹介
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小

野

寺

な

る

ほ

ど

。

確

か

に

我

が

家

の

山

も

、

山

の

中

で

他

者

の

土

地

と

隣

接

し

て

い

た

気

が

し

ま

す

。

芳

賀

芳

賀

芳

賀

芳

賀

そ

れ

に

、

最

近

で

は

「

面

積

が

小

さ

い

し

売

ら

な

く

て

も

良

い

」

と

い

う

人

も

い

ま

す

。

そ

う

い

う

人

の

山

林

を

管

理

す

る

確

約

を

取

り

、

巻

き

込

ん

で

い

く

こ

と

が

大

事

。

そ

う

や

っ

て

管

理

す

る

体

制

を

作

ら

な

い

と

、

そ

の

代

が

絶

え

て

消

え

て

し

ま

っ

た

ら

、

山

が

荒

れ

る

だ

け

で

す

か

ら

。

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

伐

り

出

す

作

業

ま

で

、

自

分

た

ち

で

や

る

ん

で

す

か

？

芳

賀

芳

賀

芳

賀

芳

賀

間

伐

や

販

売

の

時

に

は

、

我

々

の

よ

う

な

林

業

事

業

者

に

相

談

す

れ

ば

良

い

ん

で

す

。

伐

っ

て

お

金

に

す

る

方

法

は

様

々

あ

り

ま

す

。

そ

れ

に

、

知

識

経

験

が

あ

る

人

が

伐

ら

な

い

と

怪

我

を

す

る

だ

け

で

す

か

ら

。

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

そ

う

す

る

と

「

山

の

自

主

管

理

グ

ル

ー

プ

」

の

よ

う

な

感

じ

で

す

よ

ね

。

「

自

伐

」

と

い

っ

て

も

、

伐

る

前

段

階

を

自

分

た

ち

で

や

る

と

い

う

イ

メ

ー

ジ

で

し

ょ

う

か

。

芳

賀

芳

賀

芳

賀

芳

賀

そ

う

、

「

売

り

方

」

を

ど

う

し

よ

う

か

と

考

え

る

の

は

次

の

段

階

。

ま

ず

は

手

入

れ

を

し

て

、

木

や

山

を

育

て

る

。

山

は

針

葉

樹

だ

け

じ

ゃ

な

い

ん

だ

も

の

。

広

葉

樹

と

針

葉

樹

で

は

売

り

先

が

違

う

し

、

伐

り

方

や

タ

イ

ミ

ン

グ

も

違

う

。

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

実

は

僕

も

山

を

持

っ

て

い

る

ん

で

す

が

、

父

が

生

前

に

「

山

の

相

続

は

し

た

け

ど

、

そ

の

山

に

行

っ

た

こ

と

は

な

い

」

と

言

っ

て

い

て

、

そ

の

ま

ま

一

度

も

自

分

の

山

に

入

る

こ

と

な

く

逝

っ

て

し

ま

っ

た

ん

で

す

。

だ

か

ら

僕

も

相

続

は

し

た

け

ど

行

け

て

い

な

い

し

、

手

入

れ

の

仕

方

も

わ

か

ら

な

い

。

そ

う

い

う

人

っ

て

少

な

く

な

い

と

思

う

ん

で

す

が

、

ま

ず

は

ど

う

し

た

ら

良

い

ん

で

し

ょ

う

か

？

芳

賀

芳

賀

芳

賀

芳

賀

ま

ず

は

固

定

資

産

税

の

切

符

を

持

っ

て

林

政

推

進

課

に

行

く

と

良

い

で

す

。

そ

こ

で

「

森

林

現

況

表

」

や

「

森

林

簿

」

な

ど

を

入

手

で

き

れ

ば

、

ど

ん

な

木

を

何

年

前

に

植

え

た

か

(
≒

林

齢

)

が

わ

か

る

の

で

、

今

が

「

伐

り

時

」

な

の

か

ど

う

か

を

確

認

す

る

こ

と

が

で

き

ま

す

。

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

山

の

素

人

に

は

「

伐

り

時

」

が

分

か

り

ま

せ

ん

が

、

何

が

目

安

な

ん

で

し

ょ

う

か

？

芳

賀

芳

賀

芳

賀

芳

賀

こ

の

辺

の

人

工

林

は

今

50

～

60

林

齢

に

な

っ

て

い

る

と

こ

ろ

が

多

く

、

手

入

れ

が

さ

れ

て

い

れ

ば

70

林

齢

く

ら

い

ま

で

は

木

が

育

つ

可

能

性

が

あ

っ

て

も

、

そ

の

ま

ま

手

入

れ

を

し

続

け

な

け

れ

ば

、

や

が

て

は

ダ

メ

に

な

る

だ

け

で

す

。

で

あ

れ

ば

、

今

は

国

や

県

の

補

助

事

業

が

様

々

あ

る

の

で

、

間

伐

し

て

育

て

て

い

く

か

、

皆

伐

し

て

次

の

青

写

真

を

描

く

か

…

。

本

来

は

森

林

組

合

が

そ

う

し

た

ア

ド

バ

イ

ス

を

山

の

所

有

者

に

す

べ

き

な

の

で

す

が

、

森

林

組

合

も

人

材

不

足

や

松

く

い

虫

被

害

の

対

応

等

で

手

が

回

っ

て

い

な

い

の

が

実

情

。

な

の

で

私

は

、

補

助

事

業

の

情

報

な

ど

を

持

っ

て

適

正

時

期

の

山

を

見

つ

け

た

ら

、

所

有

者

に

話

を

す

る

よ

う

に

し

て

い

ま

す

。

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

結

局

「

自

伐

型

林

業

」

と

言

っ

て

も

、

チ

ェ

ー

ン

ソ

ー

で

伐

倒

す

る

技

術

だ

け

あ

っ

て

も

ダ

メ

で

、

そ

う

し

た

知

識

や

経

験

が

必

要

な

ん

で

す

よ

ね

。

芳

賀

芳

賀

芳

賀

芳

賀

な

の

で

チ

ー

ム

を

組

む

時

に

、

そ

う

い

う

知

識

を

持

っ

た

人

を

入

れ

る

べ

き

な

ん

で

す

。

一

度

し

っ

か

り

手

入

れ

を

す

れ

ば

、

し

ば

ら

く

は

軽

微

な

手

入

れ

で

済

む

わ

け

で

す

か

ら

、

そ

の

間

に

、

知

識

を

持

っ

た

人

に

は

別

の

チ

ー

ム

に

入

っ

て

も

ら

い

、

指

導

し

て

も

ら

う

な

ど

、

地

域

の

中

で

複

数

の

チ

ー

ム

が

つ

な

が

っ

て

い

け

ば

良

い

ん

で

す

。

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

例

え

ば

先

ほ

ど

「

青

写

真

を

描

く

」

と

あ

り

ま

し

た

が

、

皆

伐

し

て

、

杉

で

は

な

い

樹

種

を

植

林

し

て

も

良

い

わ

け

で

す

よ

ね

？

例

え

ば

「

メ

ー

プ

ル

シ

ロ

ッ

プ

が

採

れ

る

山

に

す

る

」

と

い

う

目

標

に

向

か

っ

て

、

カ

エ

デ

を

植

え

る

、

と

か

(

笑

)

芳

賀

芳

賀

芳

賀

芳

賀

も

ち

ろ

ん

。

昔

は

、

家

の

建

て

替

え

な

ど

の

た

め

に

杉

を

植

え

ま

し

た

が

、

今

は

も

う

、

自

分

の

家

の

木

で

家

を

建

て

る

人

は

い

な

く

な

っ

て

し

ま

っ

た

。

な

の

で

、

当

時

の

目

的

と

は

異

な

る

青

写

真

を

描

き

直

さ

な

け

れ

ば

い

け

な

い

ん

で

す

。

そ

れ

が

「

マ

ウ

ン

テ

ン

バ

イ

ク

で

遊

べ

る

山

」

で

も

良

い

わ

け

で

す

。

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

な

る

ほ

ど

！

各

家

が

「

ど

う

い

う

山

に

し

て

い

き

た

い

か

」

を

考

え

直

す

時

期

な

ん

で

す

ね

。

芳

賀

芳

賀

芳

賀

芳

賀

そ

し

て

当

時

は

、

木

を

出

す

時

の

こ

と

ま

で

考

え

ず

に

と

に

か

く

植

え

て

い

る

の

で

、

林

道

が

な

い

ん

ん

で

す

。

そ

の

た

め

に

、

切

り

捨

て

間

伐

ば

か

り

が

行

わ

れ

て

き

ま

し

た

が

、

今

は

間

伐

材

で

少

し

で

も

収

益

を

得

ま

し

ょ

う

と

、

林

道

整

備

の

補

助

も

あ

り

ま

す

。

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

「

自

伐

型

林

業

」

と

い

う

言

葉

に

惑

わ

さ

れ

ず

、

補

助

事

業

な

ど

を

活

用

し

な

が

ら

、

「

結

い

」

で

多

面

的

な

機

能

を

持

つ

地

域

の

里

山

を

、

有

効

に

活

用

し

て

い

き

ま

し

ょ

う

、

と

い

う

こ

と

で

す

ね

。

芳

賀

芳

賀

芳

賀

芳

賀

そ

し

て

「

見

ら

れ

て

恥

ず

か

し

く

な

い

山

」

に

し

て

欲

し

い

で

す

。

２
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「山芳(やまは)林業」代表。岩手県南地域の里山・

森林整備及び危険木の伐採を主として、個人宅も含

めた依頼に応じている。

豊富な経験と知識を活かし、東磐職業訓練協会の

「改正版チェーンソーによる伐木等の業務(特別教

育)」の講師も務める。

昭和24年、一関市大東町大原生まれ(在住)。
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一関市東山町田河津字夏山174(代表・佐藤)

TEL：090-5350-2148

写真：令和元年11月に行われた「東山文化祭」で

御神楽を披露した時の様子

に

と

っ

て

も

欠

か

せ

な

い

娯

楽

の

ひ

と

つ

で

も

あ

り

ま

し

た

。

夏

山

神

楽

の

特

徴

は

、

踊

り

手

が

四

隅

に

散

ら

ば

り

、

四

角

形

を

作

る

よ

う

に

舞

う

こ

と

。

「

な

ぜ

、

こ

の

よ

う

な

回

り

方

に

な

っ

た

か

は

先

人

に

し

か

わ

か

り

ま

せ

ん

が

、

私

の

知

る

限

り

、

こ

の

手

法

は

夏

山

神

楽

と

南

沢

神

楽

(

一

関

市

萩

荘

)

だ

け

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

」

と

、

会

員

の

佐

藤

直

人

さ

ん

は

語

り

ま

す

。

ま

た

、

奥

州

仕

置

に

よ

っ

て

長

坂

城

(

唐

梅

館

)

を

追

わ

れ

た

長

坂

千

葉

氏

・

広

胤

の

遺

書

を

元

に

、

高

橋

寅

之

助

の

息

子

・

高

橋

敏

一

(

故

人

)

が

創

作

し

た

「

広

胤

」

な

ど

、

東

山

町

の

歴

史

を

反

映

し

た

演

目

が

残

さ

れ

て

い

る

こ

と

も

夏

山

神

楽

の

特

徴

と

言

え

ま

す

。

大

正

時

代

か

ら

継

承

さ

れ

て

き

た

「

夏

山

神

楽

」

で

す

が

、

そ

の

継

承

者

が

減

少

し

、

昭

和

47

年

頃

か

ら

小

・

中

学

生

に

向

け

て

の

伝

承

活

動

を

始

め

ま

し

た

。

と

こ

ろ

が

、

進

学

・

就

職

で

地

元

を

離

れ

る

若

者

が

多

く

、

平

成

20

年

頃

に

は

当

時

の

師

匠

(

高

橋

敏

一

)

と

鉄

也

さ

ん

、

そ

の

兄

弟

子

(

故

・

小

野

寺

福

藏

)

と

い

う

３

人

で

の

活

動

を

余

儀

な

く

さ

れ

る

事

態

に

…
…

。

「

師

匠

が

太

鼓

を

叩

い

て

い

た

の

で

す

が

、

師

匠

が

亡

く

な

っ

て

か

ら

７

～

８

年

は

兄

弟

子

の

福

藏

さ

ん

と

太

鼓

の

叩

き

方

を

研

究

し

な

が

ら

２

人

の

み

で

継

承

に

あ

た

り

ま

し

た

。

太

鼓

を

叩

け

る

ま

で

２

～

３

年

は

か

か

っ

た

」

と

鉄

也

さ

ん

は

振

り

返

り

ま

す

。

令

和

元

年

、

そ

ん

な

同

会

に

「

山

神

社

奉

納

演

芸

会

」

で

の

奉

納

の

順

番

が

巡

っ

て

き

ま

し

た

。

奉

納

演

舞

を

行

う

た

め

、

鉄

也

さ

ん

が

同

集

落

内

に

声

が

け

を

し

、

自

ら

「

神

楽

を

踊

り

た

い

」

と

志

願

し

て

く

れ

た

人

も

含

め

、

７

人

の

加

入

に

成

功

し

ま

す

。

約

６

か

月

の

練

習

を

経

て

、

無

事

に

10

月

の

奉

納

(

２

演

目

)

を

終

え

る

と

、

令

和

４

年

に

は

２

人

が

同

会

に

入

会

し

、

現

在

の

９

人

体

制

に

。

新

会

員

が

加

わ

っ

て

以

降

、

「

東

山

う

れ

し

市

」

「

東

山

地

域

新

年

交

賀

会

」

な

ど

東

山

町

内

の

主

要

行

事

の

場

で

神

楽

を

披

露

す

る

こ

と

も

増

え

て

い

ま

す

。

「

『

華

や

か

で

見

応

え

が

あ

っ

た

！

』

な

ど

と

観

客

か

ら

声

を

か

け

ら

れ

る

の

が

、

何

よ

り

嬉

し

い

」

と

微

笑

む

直

人

さ

ん

。

令

和

４

年

11

月

に

開

催

さ

れ

た

「

芸

能

祭

民

俗

芸

能

に

よ

る

祈

り

と

絆

」

で

は

、

同

会

も

プ

ロ

グ

ラ

ム

の

一

番

手

で

南

部

神

楽

「

御

神

楽

(

鶏

舞

)

」

を

披

露

し

「

コ

ロ

ナ

退

散

」

の

願

い

を

込

め

な

が

ら

、

コ

ロ

ナ

禍

を

経

て

数

年

ぶ

り

に

観

客

の

前

で

演

目

を

披

露

で

き

る

喜

び

を

噛

み

締

め

ま

し

た

。

鉄

也

さ

ん

は

「

常

に

踊

り

の

技

術

を

高

め

て

い

く

部

分

を

考

え

る

と

、

神

楽

に

完

成

系

と

い

う

の

は

無

い

と

思

っ

て

い

ま

す

。

そ

う

い

っ

た

意

味

で

は

芸

術

の

１

つ

」

と

語

り

つ

つ

「

人

そ

れ

ぞ

れ

に

神

楽

に

関

わ

る

意

義

は

違

う

と

思

い

ま

す

が

、

途

絶

え

さ

せ

れ

ば

、

先

人

の

想

い

を

反

映

し

た

唯

一

無

二

の

も

の

が

無

く

な

る

こ

と

は

間

違

い

な

い

で

す

」

と

、

後

世

に

繋

ぐ

決

意

と

意

欲

を

見

せ

ま

す

。

高橋志帆高橋志帆高橋志帆高橋志帆さんさんさんさん

令和４年に同会から声

をかけられ入会。夏山

神楽の継承に熱心だっ

た曽祖父(前師匠)の志

を継ぎ、神楽の練習に

励んでいます。

佐藤鉄也佐藤鉄也佐藤鉄也佐藤鉄也さんさんさんさん

小学校時代を含めると

活動歴は約50年で同会

の中でも一番のベテラ

ン。前師匠、兄弟子た

ちから教わったことを

大切に、今日も軽快に

太鼓を打ち鳴らします。

山

間

の

夏

山

自

治

会

館

に

響

く

太

鼓

と

摺

鉦

の

音

。

踊

り

手

は

、

扇

と

鈴

を

大

き

く

振

り

か

ざ

し

、

軽

快

な

動

き

で

舞

い

ま

す

。

東

山

町

田

河

津

の

北

端

に

位

置

す

る

夏

山

・

横

沢

集

落

に

伝

わ

る

「

夏

山

神

楽

(

南

部

神

楽

)

」

は

、

「

夏

山

神

楽

保

存

会

」

に

よ

っ

て

継

承

さ

れ

、

隔

週

日

曜

日

に

夏

山

自

治

会

館

に

て

練

習

が

行

わ

れ

て

い

ま

す

。

同

会

の

発

足

年

は

不

明

(

記

録

が

な

い

)

で

す

が

、

昭

和

30

年

代

に

は

保

存

会

と

し

て

活

動

し

て

い

ま

し

た

。

「

基

本

的

な

『

御

神

楽

』

と

い

う

演

目

で

も

、

習

得

す

る

の

に

６

か

月

く

ら

い

は

か

か

り

ま

す

」

と

話

す

の

は

、

代

表

の

佐

藤

鉄

也

さ

ん

。

自

身

も

小

学

５

年

生

の

時

か

ら

同

会

で

神

楽

を

踊

り

始

め

、

基

本

と

な

る

「

三

つ

足

」

の

練

習

に

始

ま

り

「

御

神

楽

」

「

岩

戸

開

き

」

「

三

番

叟

」

を

習

っ

た

の

だ

と

か

。

社

会

人

に

入

り

、

一

度

神

楽

か

ら

離

れ

て

い

た

時

期

も

あ

り

ま

し

た

が

、

再

び

同

会

の

先

輩

に

声

を

か

け

ら

れ

、

半

世

紀

近

く

神

楽

の

伝

承

に

携

わ

っ

て

い

ま

す

。

鉄

也

さ

ん

だ

け

で

な

く

、

同

会

会

員

の

中

に

は

、

「

小

・

中

学

生

の

と

き

は

嫌

々

踊

っ

て

い

た

神

楽

も

、

今

で

は

や

り

が

い

や

楽

し

み

を

見

出

し

な

が

ら

踊

っ

て

い

ま

す

」

と

、

大

人

に

な

っ

て

か

ら

そ

の

魅

力

を

体

感

し

て

い

る

と

い

う

会

員

が

少

な

く

あ

り

ま

せ

ん

。

明

治

時

代

に

西

磐

井

の

住

民

か

ら

南

部

神

楽

を

教

わ

り

、

自

身

の

集

落

(

田

河

津

竹

沢

)

に

神

楽

を

広

め

た

と

さ

れ

る

の

が

田

河

津

竹

沢

出

身

の

千

葉

栄

三

郎

。

そ

の

甥

・

千

葉

勇

之

進

の

弟

子

で

あ

る

高

橋

寅

之

助

が

、

竹

沢

か

ら

横

沢

に

分

家

し

、

千

葉

勇

之

進

か

ら

伝

授

さ

れ

た

「

竹

沢

神

楽

」

を

紹

介

し

た

こ

と

が

、

夏

山

神

楽

の

発

端

で

す

。

夏

山

・

横

沢

で

も

神

楽

を

始

め

よ

う

と

い

う

機

運

が

起

こ

り

、

大

正

10

年

、

高

橋

寅

之

助

を

初

代

師

匠

と

し

て

「

夏

山

神

楽

」

が

生

ま

れ

ま

し

た

。

戦

前

、

神

楽

を

踊

っ

て

い

た

人

は

花

形

ス

タ

ー

の

よ

う

な

存

在

で

、

神

様

へ

の

奉

納

と

い

う

目

的

と

同

時

に

、

住

民

３４

団体

紹介

夏山神楽保存会夏山神楽保存会夏山神楽保存会夏山神楽保存会

夏山神楽(ルーツは南部神楽系統の竹沢

神楽)を伝承することを目的に活動(「保存

会」の発足年は記録がなく不明)。令和元

年田河津地区で行われた山神社奉納演芸会

への奉納を機に会員が増え、現在は20代～

60代の９名で神楽の継承に取り組む。

先

人

先

人

先

人

先

人

のののの

暮暮暮暮

ら

し

が

ら

し

が

ら

し

が

ら

し

が

育育育育

ん

だ

ん

だ

ん

だ

ん

だ

「「「「

唯

一

無

二

唯

一

無

二

唯

一

無

二

唯

一

無

二

」」」」

をををを

守守守守

るるるる

「

継

承

」

の

意

識

よ

り

「

楽

し

み

」

と

し

て

- Photo gallery -gallery -

山

神

社

山

神

社

山

神

社

山

神

社

へへへへ

奉

納

奉

納

奉

納

奉

納

令

和

元

年

10

月

に

行

わ

れ

た

「

山

神

社

奉

納

演

芸

会

」

。

田

河

津

全

体

の

祭

典

に

夏

山

集

落

を

代

表

し

て

同

会

が

出

演

し

、

舞

を

奉

納

し

ま

し

た

。

次次次次

のののの

代代代代

にににに

残残残残

す

べ

く

す

べ

く

す

べ

く

す

べ

く

前

師

匠

た

ち

が

現

役

の

頃

(

平

成

13

年

)

に

発

行

さ

れ

た

「

夏

山

神

楽

演

技

本

」

。

各

演

目

の

台

本

と

と

も

に

道

具

の

一

覧

、

表

彰

歴

な

ど

を

掲

載

。

使使使使

いいいい

込込込込

ま

れ

た

ま

れ

た

ま

れ

た

ま

れ

た

摺

鉦

摺

鉦

摺

鉦

摺

鉦

太

鼓

と

同

様

に

神

楽

を

舞

う

リ

ズ

ム

の

要

と

な

る

「

摺

鉦

」

。

内

面

に

は

叩

い

た

跡

が

い

く

つ

も

。

ち

な

み

に

左

下

に

あ

る

摺

鉦

は

80

年

物

。

練

習

風

景

練

習

風

景

練

習

風

景

練

習

風

景

夏

山

自

治

会

館

で

行

わ

れ

た

練

習

の

風

景

。

ダ

イ

ナ

ミ

ッ

ク

な

動

き

を

要

す

る

た

め

、

筋

肉

痛

を

乗

り

越

え

た

先

の

達

成

感

は

格

別

で

す

。

Ｑ.あなたにとって神楽とは？

代表代表代表代表 会員会員会員会員

夏山神楽保存会

会

員

不

足

の

危

機

を

乗

り

越

え

、

令

和

に

つ

な

ぐ

さとう てつや たかはし しほ

Ａ.ひいじいちゃんの

想いを引き継ぐもの

Ａ.神も楽しむ

人も楽しむ

夏

山

神

楽

の

歴

史

と

特

徴

す

り

が

ね

さ

ん

ば

そ

う



禍

で

外

出

の

機

会

が

減

り

、

公

園

に

来

る

機

会

も

減

っ

た

の

で

、

公

園

に

来

る

き

っ

か

け

づ

く

り

を

し

た

い

」

な

ど

の

声

が

民

区

役

員

を

中

心

に

あ

が

り

は

じ

め

ま

す

。

そ

こ

で

令

和

４

年

４

月

、

「

お

花

見

会

」

の

代

替

と

し

て

、

同

公

園

に

て

民

区

住

民

に

団

子

を

配

布

す

る

、

そ

の

名

も

「

花

よ

り

団

子

」

を

開

催

。

菅

原

さ

ん

は

、

「

子

ど

も

か

ら

お

年

寄

り

ま

で

が

、

同

公

園

を

訪

れ

る

き

っ

か

け

づ

く

り

が

で

き

て

良

か

っ

た

。

桜

だ

け

で

な

く

、

他

の

草

花

も

き

っ

と

喜

ん

で

い

る

」

と

微

笑

み

ま

す

。

同

年

10

月

、

「

花

よ

り

団

子

」

の

反

響

を

受

け

、

公

園

内

で

ナ

ス

や

り

ん

ご

な

ど

を

住

民

へ

配

る

「

無

料

朝

市

」

と

題

し

た

企

画

を

開

催

。

こ

れ

は

新

し

い

イ

ベ

ン

ト

と

し

て

企

画

・

準

備

を

進

め

て

い

た

「

公

園

ま

つ

り

」

が

、

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

者

の

増

加

で

中

止

に

な

っ

た

た

め

の

代

替

企

画

で

あ

り

、

感

染

対

策

と

し

て

、

班

ご

と

に

時

間

差

で

公

園

に

来

て

も

ら

う

よ

う

に

調

整

し

て

の

開

催

で

し

た

。

総

務

部

長

の

赤

松

昌

俊

さ

ん

は

、

「

自

分

た

ち

が

住

む

と

こ

ろ

に

は

、

公

園

が

あ

り

、

そ

の

公

園

が

綺

麗

に

管

理

さ

れ

て

い

る

こ

と

を

伝

え

ら

れ

る

良

い

機

会

と

な

っ

た

」

と

振

り

返

り

ま

す

。

そ

の

ほ

か

、

一

関

市

真

滝

幼

稚

園

の

園

庭

を

借

り

て

開

催

す

る

夏

祭

り

、

滝

沢

地

区

民

運

動

会

へ

の

参

加

、

新

年

会

な

ど

、

年

間

を

通

し

て

様

々

な

行

事

を

行

い

、

住

民

同

士

の

交

流

を

生

み

だ

し

続

け

て

い

ま

す

。

同

民

区

で

は

、

平

成

29

年

に

発

足

し

た

「

水

口

ひ

ま

わ

り

の

会

」

が

運

営

す

る

「

通

所

型

サ

ー

ビ

ス

Ｂ

(

通

い

の

場

)

」

の

取

り

組

み

に

も

協

力

し

て

い

ま

す

。

同

会

は

、

水

口

民

区

集

会

所

を

拠

点

に

、

毎

週

水

曜

日

に

い

き

い

き

百

歳

体

操

を

は

じ

め

、

筋

ト

レ

、

脳

ト

レ

な

ど

を

続

け

、

令

和

５

年

３

月

に

３

０

０

回

目

を

迎

え

ま

し

た

。

同

会

会

長

の

小

野

寺

明

さ

ん

は

、

「

『

継

続

は

力

な

り

』

を

合

言

葉

に

、

コ

ロ

ナ

禍

に

な

っ

て

か

ら

も

時

間

を

短

縮

す

る

な

ど

の

工

夫

を

し

て

活

動

を

続

け

て

き

た

。

会

員

が

１

０

０

歳

を

元

気

に

迎

え

ら

れ

る

よ

う

こ

れ

か

ら

も

活

動

は

続

け

て

い

き

た

い

」

と

今

後

の

意

欲

を

語

り

ま

す

。

そ

ん

な

同

民

区

で

す

が

、

結

成

さ

れ

た

当

時

よ

り

世

帯

数

は

増

加

し

た

も

の

の

、

雇

用

の

延

長

や

生

活

環

境

な

ど

の

変

化

か

ら

、

役

の

担

い

手

確

保

に

は

苦

労

し

て

い

る

現

実

が

。

少

し

で

も

若

い

と

き

か

ら

民

区

活

動

に

関

わ

っ

て

も

ら

う

た

め

、

令

和

５

年

度

の

同

民

区

内

Ｐ

Ｔ

Ａ

総

会

の

中

で

、

今

年

度

の

民

区

の

事

業

や

役

員

の

担

い

手

等

に

つ

い

て

話

を

す

る

機

会

を

設

け

て

も

ら

っ

た

菅

原

さ

ん

。

「

保

護

者

世

代

は

現

役

で

働

い

て

い

る

た

め

、

な

か

な

か

民

区

事

業

ま

で

は

時

間

を

割

く

こ

と

は

難

し

い

か

も

し

れ

な

い

が

、

少

し

で

も

民

区

に

目

を

向

け

て

も

ら

い

た

い

。

そ

の

た

め

に

も

地

道

に

話

を

し

て

い

く

機

会

は

つ

く

っ

て

い

き

た

い

」

と

前

向

き

な

姿

勢

を

見

せ

、

時

代

の

変

化

に

対

応

し

な

が

ら

の

民

区

運

営

を

続

け

ま

す

。

戦

後

間

も

な

い

昭

和

22

年

、

23

年

と

一

関

市

(

当

時

)

を

襲

っ

た

カ

ス

リ

ン

・

ア

イ

オ

ン

台

風

。

多

く

の

人

が

犠

牲

と

な

り

、

住

宅

被

害

(

流

出

・

半

壊

・

全

壊

)

な

ど

、

大

き

な

爪

痕

を

残

し

て

い

き

ま

し

た

。

住

居

を

失

っ

た

被

災

者

の

た

め

に

、

水

害

復

興

住

宅

が

各

地

で

造

ら

れ

、

水

口

民

区

が

位

置

す

る

エ

リ

ア

も

そ

の

建

設

地

と

し

て

開

拓

さ

れ

ま

し

た

。

災

害

で

大

切

な

人

や

家

を

失

く

し

、

希

望

が

見

え

な

い

状

況

下

で

、

み

ん

な

で

力

を

合

わ

せ

て

生

活

を

支

え

て

い

こ

う

と

、

昭

和

25

年

頃

、

避

難

で

移

り

住

ん

で

い

た

約

60

世

帯

で

結

成

さ

れ

た

の

が

「

水

口

民

区

(
≒

自

治

会

)

で

す

。

区

長

の

菅

原

勝

さ

ん

は

、

「

私

は

ア

イ

オ

ン

台

風

が

襲

来

し

た

年

に

生

ま

れ

、

復

興

と

民

区

の

発

展

と

と

も

に

年

を

重

ね

て

き

ま

し

た

。

今

で

は

道

路

が

整

備

さ

れ

、

昭

和

50

年

代

か

ら

は

国

道

２

８

４

号

線

を

中

心

に

宅

地

造

成

が

進

み

、

住

み

や

す

い

環

境

と

な

り

ま

し

た

」

と

話

し

ま

す

。

赤

松

、

桜

、

カ

タ

ク

リ

、

芝

桜

な

ど

、

四

季

を

感

じ

る

木

々

や

草

花

に

囲

ま

れ

た

「

水

口

公

園

」

は

、

一

関

市

か

ら

公

園

整

備

事

業

を

受

託

し

、

環

境

衛

生

部

長

を

中

心

に

、

公

園

内

清

掃

、

草

刈

り

、

樹

木

の

剪

定

作

業

な

ど

、

民

区

全

体

で

公

園

の

維

持

・

管

理

に

取

り

組

ん

で

い

ま

す

。

同

民

区

の

憩

い

の

場

と

も

言

え

る

場

所

で

す

が

、

特

に

自

慢

と

言

え

る

の

が

同

公

園

内

に

植

え

ら

れ

て

い

る

１

０

８

本

の

桜

で

す

。

か

つ

て

同

民

区

内

に

あ

っ

た

岩

手

県

立

一

関

高

等

学

校

(

当

時

)

定

時

制

真

滝

分

校

の

生

徒

が

最

初

の

１

本

を

植

え

て

か

ら

、

少

し

ず

つ

本

数

を

増

や

し

て

い

き

、

最

初

の

桜

を

植

え

て

か

ら

76

年

経

っ

た

今

で

も

立

派

に

咲

き

誇

り

ま

す

。

こ

の

桜

の

下

で

、

食

事

を

交

え

た

「

お

花

見

会

」

を

行

っ

て

い

た

時

期

(

近

年

は

市

内

の

施

設

等

を

利

用

)

も

あ

る

同

民

区

で

す

が

、

コ

ロ

ナ

禍

で

お

花

見

会

を

３

年

ほ

ど

中

止

し

ま

し

た

。

し

か

し

、

「

せ

っ

か

く

綺

麗

に

咲

い

て

い

る

桜

を

住

民

に

見

て

も

ら

い

た

い

」

「

コ

ロ

ナ

Ｑ.集落の自慢は何ですか？

区長区長区長区長

菅原菅原菅原菅原 勝勝勝勝さんさんさんさん

６期11年目。同民区で

生まれ育った後、就職

で関東へ。Ｕターン後

は、関が丘に住み、同

民区に戻ってきました。

「滝沢地域振興協議

会」の会長も務めます。

赤松赤松赤松赤松 昌俊昌俊昌俊昌俊さんさんさんさん

６期11年目。会社に勤

めていた頃は、転勤が

多く、県内外を移動し

ていた赤松さん。民区

運営には18年携わり、

区長とともに民区運営

を支えています。

水口民区

５６

「「「「

水

口

公

園

水

口

公

園

水

口

公

園

水

口

公

園

」」」」

をををを

中

心

中

心

中

心

中

心

にににに

、、、、

交

流

機

会

交

流

機

会

交

流

機

会

交

流

機

会

をををを

紡紡紡紡

ぎぎぎぎ

続続続続

け

て

け

て

け

て

け

て

水

害

を

き

っ

か

け

に

生

ま

れ

た

民

区

- Photo gallery -gallery -

水

口

水

口

水

口

水

口

ひ

ま

わ

り

の

ひ

ま

わ

り

の

ひ

ま

わ

り

の

ひ

ま

わ

り

の

会会会会

活

動

３

０

０

回

記

念

事

業

を

開

催

し

た

時

の

様

子

(

令

和

５

年

３

月

)

。

60

～

90

代

の

25

人

ほ

ど

が

会

員

と

な

り

、

週

１

回

、

活

発

に

活

動

中

！

メ

イ

ン

イ

ベ

ン

ト

の

メ

イ

ン

イ

ベ

ン

ト

の

メ

イ

ン

イ

ベ

ン

ト

の

メ

イ

ン

イ

ベ

ン

ト

の

一一一一

つつつつ

一

関

夏

ま

つ

り

に

合

わ

せ

て

開

催

さ

れ

る

同

民

区

の

夏

祭

り

は

、

多

世

代

が

集

ま

る

貴

重

な

イ

ベ

ン

ト

。

今

年

こ

そ

は

開

催

し

た

い

思

い

で

す

。

初

開

催

初

開

催

初

開

催

初

開

催

の

イ

ベ

ン

ト

の

イ

ベ

ン

ト

の

イ

ベ

ン

ト

の

イ

ベ

ン

ト

水

口

公

園

を

会

場

に

令

和

４

年

10

月

に

開

催

し

た

無

料

朝

市

に

は

、

64

名

が

参

加

し

ま

し

た

。

次

の

企

画

を

楽

し

み

に

し

て

い

ま

す

。

み

ん

な

で

み

ん

な

で

み

ん

な

で

み

ん

な

で

楽楽楽楽

し

む

し

む

し

む

し

む

新

年

会

新

年

会

新

年

会

新

年

会

集

会

所

や

市

内

の

施

設

等

で

行

う

新

年

会

は

、

参

加

者

が

準

備

し

て

き

た

出

し

物

な

ど

の

披

露

が

あ

り

ま

す

(

写

真

は

平

成

31

年

)

。

地域

紹介

水口民区水口民区水口民区水口民区((((滝沢滝沢滝沢滝沢))))

旧真滝村は狐禅寺、滝沢、真柴、三関に分

けられ、水口民区は滝沢(行政区は「水口

区」)の南東に位置する。86世帯240人(７班

体制)が暮らし、主に、区長、総務部長、環

境衛生部長、文化体育部長、会計、各班長が

中心となり、民区内の事業を行う。

自

慢

の

公

園

を

活

用

し

た

新

た

な

試

み

老

若

男

女

、

ど

の

年

代

に

も

住

み

良

い

民

区

を

目

指

し

て

すがわらまさる あかまつまさとし

Ａ.安心・安全で

明るく住み良いふるさとづくり

Ａ.桜 シバザクラ 彼岸花

公園は見物

左の写真：水口公園に芝桜を植え替えしたときの様子

(令和２年)

総務部長総務部長総務部長総務部長

一関

みなぐち



塗

料

界

に

革

命

を

も

た

ら

す

画

期

的

な

製

品

「

染

め

Ｑ

」

が

誕

生

し

た

の

は

平

成

14

年

。

瞬

く

間

に

塗

料

を

取

り

扱

う

様

々

な

業

種

・

個

人

か

ら

好

評

を

得

た

こ

と

で

、

発

売

か

ら

間

も

な

く

、

東

北

工

場

の

創

設

が

検

討

さ

れ

始

め

ま

し

た

。

当

時

の

大

東

町

が

誘

致

に

成

功

し

、

町

の

厚

い

期

待

に

応

え

る

よ

う

に

地

元

高

校

生

の

採

用

に

も

尽

力

し

た

同

社

(

代

表

取

締

役

菱

木

貞

夫

)

。

「

当

時

は

い

わ

ゆ

る

就

職

氷

河

期

で

、

地

元

企

業

で

も

高

校

生

の

採

用

が

厳

し

い

時

代

で

し

た

。

そ

ん

な

中

で

当

時

11

人

も

採

用

し

た

の

が

弊

社

で

、

そ

の

当

時

は

『

そ

ん

な

企

業

は

な

か

な

か

な

い

』

と

ま

で

言

わ

れ

て

い

た

よ

う

で

す

」

と

語

る

の

は

、

第

１

期

生

で

大

東

工

場

課

長

の

菊

池

真

広

さ

ん

。

「

『

塗

料

メ

ー

カ

ー

で

す

か

？

』

と

よ

く

聞

か

れ

ま

す

が

、

我

々

は

『

技

術

開

発

研

究

所

で

す

！

』

と

自

信

を

も

っ

て

答

え

て

い

ま

す

」

と

続

け

ま

す

。

工

場

は

平

成

17

年

に

完

成

し

、

第

１

期

生

も

入

社

。

ま

ず

は

本

社

研

修

で

ス

キ

ル

を

身

に

着

け

、

そ

の

ノ

ウ

ハ

ウ

を

活

か

し

「

み

ん

な

で

作

り

上

げ

て

い

っ

た

の

が

東

北

営

業

所

・

大

東

工

場

」

だ

と

菊

池

さ

ん

。

こ

こ

数

年

で

、

市

内

で

も

少

し

ず

つ

「

染

め

Ｑ

」

と

い

う

製

品

と

と

も

に

、

そ

の

一

風

変

わ

っ

た

社

名

の

認

知

度

も

上

が

っ

て

き

ま

し

た

が

、

同

製

品

以

外

に

も

知

る

人

ぞ

知

る

新

素

材

の

開

発

・

製

造

を

行

っ

て

お

り

、

大

東

工

場

で

は

車

を

修

理

す

る

人

(

工

場

、

個

人

)

か

ら

人

気

が

高

い

「

ミ

ッ

チ

ャ

ク

ロ

ン

」

と

い

う

板

金

塗

装

向

け

の

製

品

を

主

に

製

造

し

て

い

る

の

で

す

。

「

あ

の

ミ

ッ

チ

ャ

ク

ロ

ン

の

製

造

工

場

が

一

関

に

あ

る

の

」

と

、

驚

か

れ

る

こ

と

も

多

い

の

だ

と

か

。

大

東

工

場

で

作

ら

れ

た

製

品

は

、

国

内

の

み

な

ら

ず

、

海

外

に

も

出

荷

さ

れ

て

い

ま

す

。

「

一

人

ひ

と

り

の

成

長

を

応

援

す

る

企

業

」

で

あ

る

同

社

社

員

の

肩

書

は

、

全

員

が

「

研

究

員

」

で

あ

り

、

人

と

し

て

常

に

成

長

で

き

る

よ

う

毎

月

の

研

修

制

度

や

担

任

制

度

を

導

入

し

て

い

ま

す

。

「

弊

社

は

お

客

様

の

『

困

っ

た

』

を

解

決

す

べ

く

新

製

品

の

開

発

や

工

法

の

検

討

そ

し

て

製

品

試

験

な

ど

、

工

場

や

営

業

所

と

い

う

部

署

間

の

垣

根

を

超

え

て

業

務

に

あ

た

っ

て

い

ま

す

。

そ

の

た

め

に

は

、

社

員

全

員

が

同

じ

方

向

(

経

営

理

念

や

企

業

テ

ー

マ

の

認

識

統

一

)

を

向

く

こ

と

が

大

切

」

と

し

て

、

ス

ポ

ー

ツ

大

会

や

誕

生

日

会

な

ど

の

行

事

、

食

堂

の

充

実

(

ビ

ュ

ッ

フ

ェ

ス

タ

イ

ル

や

ド

リ

ン

ク

バ

ー

の

完

備

)

な

ど

、

福

利

厚

生

や

社

員

の

親

睦

交

流

に

も

力

を

注

い

で

い

ま

す

。

そ

ん

な

同

社

が

２

０

２

０

年

代

か

ら

テ

ー

マ

に

掲

げ

る

の

が

「

大

改

修

時

代

」

。

高

度

経

済

成

長

期

に

建

設

さ

れ

た

建

造

物

に

つ

い

て

、

「

再

生

・

長

寿

命

化

・

延

命

化

」

す

る

た

め

の

新

素

材

の

開

発

・

施

工

技

術

を

目

指

し

、

情

報

交

換

や

互

い

の

技

術

を

磨

い

て

い

ま

す

。

「

我

々

に

は

こ

の

工

場

を

守

り

、

地

域

の

雇

用

の

場

と

し

て

根

付

か

せ

る

こ

と

が

求

め

ら

れ

る

。

地

域

の

イ

ン

フ

ラ

を

守

り

、

社

会

に

貢

献

し

て

い

き

た

い

」

と

菊

池

さ

ん

。

「

社

長

は

一

番

下

。

役

職

が

つ

け

ば

つ

く

ほ

ど

下

に

行

き

、

上

を

支

え

る

。

だ

か

ら

新

入

社

員

は

ト

ッ

プ

」

と

い

う

同

社

の

理

念

が

、

新

た

な

製

品

を

生

み

、

地

域

の

雇

用

の

場

も

守

り

続

け

ま

す

。

７

企業

紹介

大東

鉄、コンクリート、木部、革布、プラスチックなどに使用可能な新素材の開

発・製造・施工を行う。平成14年、自動車板金保修材の開発・製造を行う(株)

テロソンコーポレーションは、ナノ単位の粒子が素材の表面に密着し、多種多

様な素材を質感そのままで塗装ができるコーティング剤「染めＱ」の開発に成

功。平成22年、製品名である「染めＱ」を用いた現社名に改称。2010年代は「世

の中の『困った』を解決」をテーマに、新素材を用いた技術や工法の開発に力

を入れ、2020年代からは「大改修時代」をテーマに、これまで取り換えるしか

なかったモノの再生・延命、そして補強まで可能にする同社製品や補強工法で、

老朽化した施設建物、社会インフラの大改修に挑みます。

社員一人社員一人社員一人社員一人ひとりがひとりがひとりがひとりが「「「「研究員研究員研究員研究員」」」」

新

素

材

の

圧

倒

的

技

術

を

一

関

市

大

東

町

か

ら

１

同社製品でDIYした雑貨たち。

DATA

【東北営業所・大東工場】

〒029-0521

一関市大東町渋民字続石39-17

TEL 0191-71-1300

URL http://somayq.com/

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51515151話話話話

今月のテーマ

市内施設等に寄贈(令和２年)した

同社開発の除菌・抗菌スプレー。

「染めＱ」と「ミッチャクロン」

を手にする菊池真広大東工場課長。

「「「「若者若者若者若者」」」」の存在の存在の存在の存在

地域企業の理念にせまります。

８

「

ヒ

ト

の

成

長

」

を

第

一

に

福

利

厚

生

も

怠

ら

ず

地域運営の落とし穴
若者は、ワカモノらしく

２

３

３5
株式会社染めＱテクノロジィ

地域においては「若い人の参加がない」という課題があがってくる中で、新聞などを見ると、一関市では、

‘若者活躍’の文字が目に付く最近です。若者の活躍は嬉しいことですし、この一関で若者の存在感があるとい

うことは頼もしい限りです。……とは言え、「若者の意見を優先して」「若者に議論してもらわないと」という

声に対しては、若者ばかりに頼りすぎるのもいかがなものか？という不安も。

そもそも、「若者」ってどの年代を指すのでしょうか？

自治会や協働体など「「「「地域地域地域地域コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ」」」」において「若い人の参加がない」と言った場合、想像するに40404040～～～～50505050

代代代代をををを中心中心中心中心にしていて、いまの役員世代(60～70代)が引退した次の代のことを指しているように感じています。

一方、新聞新聞新聞新聞などでなどでなどでなどで見見見見かけるかけるかけるかける「「「「若者若者若者若者」」」」は、学生学生学生学生やややや、、、、20202020代代代代をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした動動動動ききききのようなイメージです。まあ、「若

者」の定義は広いので、どちらも年配者から見れば「若者」ではあるのですが、今回はあえて「40～50代」と、

学生や20代の「若年層(いわゆるワカモノ)」とに分けて、両者に期待される役割の違いを見ていきます。

自治会などの地域活動では、70代以上が役の中心となっており、上述のように、彼らに対して「若い世代」と

言った場合は、40404040～～～～50505050代代代代＝＝＝＝地域活動地域活動地域活動地域活動のののの実動部隊実動部隊実動部隊実動部隊やややや、、、、次世代次世代次世代次世代のののの役員候補役員候補役員候補役員候補を指す傾向があり、求める役割は「地域運

営」であるように感じます。「「「「継承継承継承継承」」」」をををを意識意識意識意識するするするする年代年代年代年代でもあり、例えば地域地域地域地域のののの文化文化文化文化やややや歴史歴史歴史歴史、、、、習習習習わしなどにわしなどにわしなどにわしなどに関関関関わっわっわっわっ

ていくべきていくべきていくべきていくべき年代年代年代年代です。「世代間交流事業」を行っている地域もありますが、現状を見てみると「世代間」という

より、祖父母世代と孫世代の交流事業が多い印象で、肝心の40～50代が関わっていない気がします。継承継承継承継承のためのためのためのため

のののの世代間交流世代間交流世代間交流世代間交流であればであればであればであれば、、、、「「「「三世代交流三世代交流三世代交流三世代交流」」」」をををを意識意識意識意識することがすることがすることがすることが大事大事大事大事なのではないでしょうか？

40～50代は、現役現役現役現役のののの親世代親世代親世代親世代です。孫世代は、成長とともに関心のある内容が変化し、地域文化の継承につなが

る事業に関わっても、記憶の片隅に残る程度のもので、いざ必要となった時に聞くのは親世代。しかし、その親親親親

世代世代世代世代がががが知知知知らないというらないというらないというらないという状況状況状況状況ではではではでは、、、、そのそのそのその時点時点時点時点でででで継承継承継承継承はははは途絶途絶途絶途絶えるようなえるようなえるようなえるような状態状態状態状態に。中継中継中継中継ぎぎぎぎのような存在でしょうか。

一方、若年層の「まちづくり」への関心は高まり、「「「「起業起業起業起業」」」」という動きに。最近は「起業」することが容易に

なり、若年層の起業(学生起業含め)の話題も聞きますが、果たして、その起業は、「企業」として成立するの

か？……は、なかなか難しいことです。

「起業」はできても、収入見込みは補助金や助成金がメイン＝税金をあてにしているようでは、持続性に欠け

てしまいます。しかし、行政も、起業した若者に期待し、彼らに事業費をつけてしまう傾向が……。よっぽどの

経験があるならまだしも、経験もなく、‘若いだけ’の起業に、過度な期待をすることは、はっきり言ってリス

クが高いと言えます。

学生さんたちから「まちづくりに参画したい」なんて言われることもありますが、「若者なんだから、政策や

制度なんて気にしないで、想想想想ったことをったことをったことをったことを仲間内仲間内仲間内仲間内とワイワイやればいいのにとワイワイやればいいのにとワイワイやればいいのにとワイワイやればいいのに」と思っています。

!?

今の時代、‘子どもが子どもらしくいられない’という表現もあり、

同様に、‘‘‘‘若者若者若者若者がががが若者若者若者若者らしくいられないらしくいられないらしくいられないらしくいられない’’’’のではと感じてしまいます。

かしこまったことをするのがまちづくりかしこまったことをするのがまちづくりかしこまったことをするのがまちづくりかしこまったことをするのがまちづくり……………………ではなくではなくではなくではなく、、、、市民市民市民市民のののの想想想想いがいがいがいが

あちこちにあふれあちこちにあふれあちこちにあふれあちこちにあふれ、、、、‘‘‘‘活動活動活動活動’’’’になっていることがになっていることがになっていることがになっていることが、、、、‘‘‘‘イキイキとしたまイキイキとしたまイキイキとしたまイキイキとしたま

ちちちち’’’’ではないでしょうかではないでしょうかではないでしょうかではないでしょうか。

失敗も経験も財産になるのだから、予算予算予算予算ありきではなくありきではなくありきではなくありきではなく、、、、情熱情熱情熱情熱をををを持持持持っっっっ

てててて、、、、時時時時にににに暴走暴走暴走暴走したりしながらしたりしながらしたりしながらしたりしながら、、、、プレーヤーとしてプレーヤーとしてプレーヤーとしてプレーヤーとして存在存在存在存在する……。

次世代を担う若者の意見も大事ですが、経験豊経験豊経験豊経験豊かなかなかなかな大人世代大人世代大人世代大人世代のののの責任責任責任責任のののの

領域領域領域領域もあり、大人大人大人大人としてとしてとしてとして次世代次世代次世代次世代にににに何何何何をををを残残残残すかすかすかすかもプライドもプライドもプライドもプライドだと思います。

「若者若者若者若者にににに」」」」というというというという逃逃逃逃げげげげ口実口実口実口実をををを使使使使わずわずわずわず、、、、自分自分自分自分たちのまちやたちのまちやたちのまちやたちのまちや地域地域地域地域のことをのことをのことをのことを、、、、

みんなでみんなでみんなでみんなで考考考考ええええ、、、、みんなでみんなでみんなでみんなで支支支支えていきましょうえていきましょうえていきましょうえていきましょう。

「日花里の郷日形」が休耕地で育てたソバを、
「唐箕(とうみ)」にかけた時の様子。70代のみなさ
んは慣れた手つき。孫世代は興味津々で見つめま
す。今年はここに親世代も加わって、暮らしの知
恵や術を継承する機会にしたいものです。



ゼ

ン

リ

ン

地

図

で

確

認

で

き

た

市

内

の

「

ウ

サ

ギ

」

が

つ

く

地

名

地

名

地

名

地

名

は

、

東

山

町

松

川

地

内

に

あ

る

「「「「

卯

入

道

卯

入

道

卯

入

道

卯

入

道
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「「「「
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平

入
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平
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入

道
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のののの

２２２２
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こ

の

２

つ

は

隣

接

し

て

お

り

、

『

東

磐

井

の

地

名

と

風

土

』

に

よ

る

と

、

「

平

」

は

「

ヒ

ラ

」

と

読

む

場

合

「

傾

斜

地

」

を

指

す

の

だ

と

か

。

つ

ま

り

「

卯

入

道

平

」

は

「

卯

入

道

」

の

傾

斜

地

を

指

す

た

め

、

こ

の

２

つ

は

同

じ

地

名

と

考

え

る

こ

と

が

で

き

ま

す

。

で

は

肝

心

の

「
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で

す
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文

献

で
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込込込込
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と
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と
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、

ヒ

ア

リ

ン

グ

や

文

献

調

査

で

確

認

で

き

た

小

字

に

「「「「

兎

口

兎

口

兎

口

兎

口

(( ((

一

関

市

一

関

市

一

関

市

一

関

市

萩

荘

萩

荘

萩

荘

萩

荘

)) ))

」」」」

が

あ

り

ま

す

が

、

『

岩

手

の

地

名

百

科

』

に

よ

る

と

、

そ

の

由

来

は

、

「「「「

①①①①

『『『『

押押押押

ええええ

口口口口

』』』』

のののの

転

訛

転

訛

転

訛

転

訛

でででで

、、、、

防

備

防

備

防

備

防

備

口口口口

。。。。

②②②②

兎

口

状

兎

口

状

兎

口

状

兎

口

状

のののの

二

股

段

丘

二

股

段

丘

二

股

段

丘

二

股

段

丘

の

あ

る

の

あ

る

の

あ

る

の

あ

る

土土土土

地地地地

」」」」

と

さ

れ

て

お

り

、

や

は

り

動

物

の

ウ

サ

ギ

と

は

無

関

係

。

さ

ら

に

調

査

を

進

め

る

と

、

舞

川

舞

川

舞

川

舞

川

にににに

「「「「

烏

兎

烏

兎

烏

兎

烏

兎

ヶヶヶヶ

森森森森

」」」」

、

川

崎

川

崎

川

崎

川

崎

にににに

「「「「

烏

兎

山

烏

兎

山

烏

兎

山

烏

兎

山

」」」」

「「「「

高

烏

兎

山

高

烏

兎

山

高

烏

兎

山

高

烏

兎

山

」」」」

、

藤

沢

藤

沢

藤

沢

藤

沢

に

も

に

も

に

も

に

も

「「「「

高

烏

兎

高

烏

兎

高

烏

兎

高

烏

兎

山山山山

」」」」

と

い

う

４

か

所

の

山山山山

のののの

名

前

名

前

名

前

名

前

を

国

土

地

理

院

地

図

で

確

認

す

る

こ

と

が

で

き

ま

し

た

。

興

味

深

い

の

は

、

ど

の

山

も

「「「「

兎兎兎兎

」」」」

だ

け

で

な

く

だ

け

で

な

く

だ

け

で

な

く

だ

け

で

な

く

「「「「

烏烏烏烏

」」」」

が

つ

く

が

つ

く

が

つ

く

が

つ

く

「「「「

烏

兎

烏

兎

烏

兎

烏

兎

」」」」

で

あ

る

こ

と

。

「

烏

兎

」

と

は

、

一

般

的

に

は

「「「「

カカカカ

ラ

ス

ラ

ス

ラ

ス

ラ

ス

」」」」

とととと

「「「「

ウ

サ

ギ

ウ

サ

ギ

ウ

サ

ギ

ウ

サ

ギ

」」」」

を

指

し

、

古

く

中

国

で

は

、

太

陽

の

中

に

烏

(

金

烏

)

、

月

の

中

に

兎

(

玉

兎

)

の

象

が

あ

る

と

し

た

こ

と

か

ら

、

転

じ

て

「「「「

太

陽

太

陽

太

陽

太

陽

とととと

月月月月

」」」」

を

意

味

し

た

り

、

「「「「

日

月

日

月

日

月

日

月

＝＝＝＝

年

月

年

月

年

月

年

月

、、、、

歳歳歳歳

月月月月

」」」」

を

意

味

す

る

よ

う

で

す

。

果

た

し

て

当

地

域

に

お

け

る

「

烏

兎

」

が

つ

く

山

の

由

来

と

は

？

気

に

な

る

結

果

は

左

頁

に

て

ご

紹

介

し

ま

す

！

※

卯

入

道

(

平

)

・

兎

口

・

烏

兎

ヶ

森

・

烏

兎

山

・

高

烏

兎

山

の

ほ

か

に

、

市

内

の

「

ウ

サ

ギ

」

が

つ

く

地

名

を

ご

存

知

の

方

が

い

れ

ば

、

当

セ

ン

タ

ー

ま

で

お

知

ら

せ

く

だ

さ

い

(

笑

)

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
77777777

市内にある「由来が気になる地名」について深堀りする「地名の謎ファイル」。第

７弾は、令和５年の干支「卯」に着目。以前(2020年12月号)、にも「イノシシのつく地

名」にスポットを当てたことがありますが、同様に「ウサギ」に関連する「卯／兎」

が含まれる地名を調査し、さらにはその由来を探ってみました！結論から言えば、当

初想定した、動物のウサギに関係する地名はなかったものの、興味深い話が多々出て

来ました。 ※記載内容はあくまでもセンター独自調査の結果です。

「

卯

」

「

兎

」

「

ウ

サ

ギ

」

右頁でご紹介したように、一関市内には「「「「兎兎兎兎」」」」というというというという漢字漢字漢字漢字をををを名称名称名称名称にににに使使使使

用用用用しているしているしているしている山山山山がががが４４４４かかかか所所所所もももも存在存在存在存在します。さらに、この４か所に共通するの

が「「「「烏兎烏兎烏兎烏兎」」」」というというというという組組組組みみみみ合合合合わせわせわせわせであること。果たして動物のウサギに関係

する地名なのか否か、そしてこの４か所の山に共通点があるのか、実際

に現地に赴き、山頂にも登り、かつ遠くからもその姿を眺めるなど、

様々な切り口から考察してみました！

＜参考文献＞ 阿部和夫(1982)『東磐井の地名と風土』ほか ※その他、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掲載します。

「「「「十二支十二支十二支十二支」」」」のののの第第第第４４４４番目番目番目番目である「「「「卯卯卯卯」」」」は、「干支」のイメージで「ウサギ」をすぐに連想してしまいますが、そ

もそも「十二支」は中国で「「「「時間時間時間時間やややや方角方角方角方角」」」」を表すために使われ始めたものです。そこにそこにそこにそこに動物動物動物動物をををを当当当当てはめたのはてはめたのはてはめたのはてはめたのは、、、、

覚覚覚覚えやすくするためのえやすくするためのえやすくするためのえやすくするための後付後付後付後付けけけけとも言われています。つまり、本来本来本来本来のののの「「「「十二支十二支十二支十二支」」」」でででで「「「「卯卯卯卯」」」」がががが意味意味意味意味するのはするのはするのはするのは、、、、方角方角方角方角でででで

はははは「「「「東東東東」」」」をををを、、、、時刻時刻時刻時刻ではではではでは「「「「午前午前午前午前５５５５時時時時～～～～７７７７時時時時のののの間間間間＝＝＝＝今今今今のののの午前午前午前午前６６６６時頃時頃時頃時頃」」」」を指します。

実際、上述の「卯入道」の由来を考察した『松川史伝 二』には「(卯入道は)往古は大沼で今のような平坦な道

がなく山の端を登ったり下りたりして通ったところだと言われており、(中略)、太陽は卯の方から出て卯の刻に

なると水面を煌々と渡っていくが人は通れないという事と、卯(海鳥)は渡れるが人は通れないという事を間接的

に表した地名のようでもある」という記載が。

また、「「「「卯月卯月卯月卯月」」」」となると、「「「「卯卯卯卯のののの花花花花のののの月月月月」」」」であり、「「「「卯卯卯卯のののの花花花花」」」」とはとはとはとは「「「「ウツギウツギウツギウツギ」」」」を指します。様々な説がありま

すが、「卯」は、ウツギを含めた草木草木草木草木がががが繁繁繁繁るるるる様子様子様子様子を表すとも言われます。

これらのことを踏まえると、「「「「卯卯卯卯」」」」のつくのつくのつくのつく地名地名地名地名はははは、、、、私私私私たちがイメージしがちなたちがイメージしがちなたちがイメージしがちなたちがイメージしがちな動物動物動物動物のウサギにのウサギにのウサギにのウサギに由来由来由来由来するのではするのではするのではするのでは

なくなくなくなく、、、、「「「「方角方角方角方角」」」」やややや「「「「草木草木草木草木のののの生生生生いいいい茂茂茂茂るようなるようなるようなるような場所場所場所場所」」」」などになどになどになどに由来由来由来由来することがすることがすることがすることが多多多多いいいいのかもしれません。

「卯」は「ウサギ」ではない「卯」は「ウサギ」ではない「卯」は「ウサギ」ではない「卯」は「ウサギ」ではない⁉⁉⁉⁉

「「「「ウサギウサギウサギウサギ((((兎兎兎兎))))」のつく」のつく」のつく」のつく

「「「「烏兎烏兎烏兎烏兎」を比べてみた」を比べてみた」を比べてみた」を比べてみた

10 ９

烏烏烏烏兎兎兎兎山山山山((((うどやまうどやまうどやまうどやま)))) 高高高高烏烏烏烏兎兎兎兎山山山山((((たかうどやまたかうどやまたかうどやまたかうどやま)))) 高高高高烏烏烏烏兎兎兎兎山山山山((((たかうどやまたかうどやまたかうどやまたかうどやま)))) 烏烏烏烏兎兎兎兎ヶ森ヶ森ヶ森ヶ森((((うどがもりうどがもりうどがもりうどがもり))))

一関市川崎町薄衣口永井

標高▶３２３.６ｍ

一関市川崎町門崎萩崎

標高▶２８７.７ｍ

一関市藤沢町西口

標高▶３１２.８ｍ

一関市舞川小戸

標高▶３５０.１ｍ

共通点共通点共通点共通点１１１１

尖った山の形尖った山の形尖った山の形尖った山の形

(突起＝ウトウ⁉)

「烏兎」という漢字が名称に含まれる上記４つの山を並べてみると、どれも周囲の山に比べ、山頂山頂山頂山頂がががが

尖尖尖尖っていますっていますっていますっています。定かではありませんが、アイヌアイヌアイヌアイヌ語語語語でででで「「「「ウトウウトウウトウウトウ」」」」はははは「「「「突起突起突起突起」」」」を意味するらしく、アイヌ語地

名なのかと思いきや、「「「「ウドウドウドウド」」」」というというというという名称名称名称名称のうちのうちのうちのうち「「「「烏兎烏兎烏兎烏兎」「」「」「」「善知鳥善知鳥善知鳥善知鳥」「」「」「」「宇道宇道宇道宇道」」」」というというというという漢字漢字漢字漢字のののの場合場合場合場合はははは「「「「連峰連峰連峰連峰、、、、

鈍頂鈍頂鈍頂鈍頂のののの山山山山やややや丘丘丘丘」」」」という、真逆真逆真逆真逆のののの見解見解見解見解が記載された文献も。※なお、同文献だと「有道」「有戸」「宇登」

という漢字の場合には「低くて小さい谷」の意味合いになるらしい。

共通点共通点共通点共通点2222

信仰の対象？信仰の対象？信仰の対象？信仰の対象？

((((烏兎＝神烏兎＝神烏兎＝神烏兎＝神がががが宿宿宿宿るるるる⁉⁉⁉⁉))))

調査を進める中で、長崎県雲仙市長崎県雲仙市長崎県雲仙市長崎県雲仙市にににに「「「「烏兎神社烏兎神社烏兎神社烏兎神社」」」」があることが判明。この神社、かつては「「「「摩利支天摩利支天摩利支天摩利支天」」」」

と称されていたとされ、「摩利支天」はサンスクリット語でかげろうかげろうかげろうかげろうや日日日日のののの光光光光を意味する言葉なのだとか。

何か関連することがないものかと、実際に上記４つの山に登り、信仰の対象がないか捜索！するとそれぞ

れ中腹中腹中腹中腹やややや山頂山頂山頂山頂にににに神社神社神社神社やややや祠祠祠祠があったがあったがあったがあったのです。

川崎町の烏兎山には古峯神社や養蚕の神を祀った石塔のほか、山頂に石祠があり、この石祠が「「「「日日日日のののの

神神神神」」」」という話も(川崎町の高烏兎山にも同様の石祠がありましたが、詳細は不明)。藤沢町の高烏兎山には

愛宕山神社(個人が管理)があり、舞川の烏兎ヶ森には「烏兎輪山観世音」と「岩倉神社」が。結果的に「烏兎神社」や「摩利支

天」に関連する情報は得られなかったものの、信仰信仰信仰信仰のののの場場場場としてもとしてもとしてもとしても大切大切大切大切にされていたにされていたにされていたにされていた山山山山であることは分かりました。

共通点共通点共通点共通点３３３３

「小戸「小戸「小戸「小戸((((おどおどおどおど))))」」」」

というというというという集落集落集落集落のののの存在存在存在存在

舞川の烏兎ヶ森は「「「「小戸小戸小戸小戸」」」」という住所に位置し、この地名は「「「「オドオドオドオド」」」」と読みます。また、烏兎ヶ森はか

つて「「「「小戸小戸小戸小戸ヶヶヶヶ森森森森((((オドガモリオドガモリオドガモリオドガモリ))))」」」」と表記されていたことも判明。それらに関連してか、舞川の烏兎ヶ森の周

辺住民の中には、この山を現在も「「「「オドオドオドオド山山山山」」」」と呼んでいる人が。

すると…！驚くべきことに、藤沢町の高烏兎山の周辺にも「小戸」という表記を含む「「「「西小戸沢西小戸沢西小戸沢西小戸沢」「」「」「」「東東東東

小戸沢小戸沢小戸沢小戸沢」」」」という地名を発見(下記地理院地図参照)！さらに、『門崎村史』に記載されていた屋敷名の記録

(出典不明)に、「「「「小戸屋敷小戸屋敷小戸屋敷小戸屋敷」」」」という屋敷名と、そこに関連する

と思われる「「「「小戸御林小戸御林小戸御林小戸御林」「」「」「」「東小戸御林東小戸御林東小戸御林東小戸御林」」」」という記載が。「御

林」とは幕府直轄の林(森林)であり、地図の記載がないため、

現在の高烏兎山を指すのかは定かではありませんが、門崎村内

に「「「「小戸小戸小戸小戸」」」」というというというという表記表記表記表記のののの屋敷屋敷屋敷屋敷とととと御林御林御林御林があったがあったがあったがあったのです。

川崎町薄衣の烏兎山に関しては、小戸という表記の存在を確

認するに至りませんでしたが、３３３３つのつのつのつの山山山山のののの付近付近付近付近にににに確認確認確認確認できたこできたこできたこできたこ

とでとでとでとで、「、「、「、「小戸小戸小戸小戸＝＝＝＝オドオドオドオド」」」」がががが訛訛訛訛ってってってって「「「「ウドウドウドウド」」」」になったのではないかになったのではないかになったのではないかになったのではないか

という推測も……。そこに中国の「烏兎(太陽と月)」を取り入

れ、「太陽の昇る山」というシンボル的な扱いにしたのか……

などと、妄想は広がります。

東山町松川地内「卯入道」と「卯入道平」の風景。

手前が卯入道、奥(山間部)が卯入道平。

▶

烏

兎

山(

川

崎

町

薄

衣)

の

山

頂

に

あ

る

石

祠

▶

高

烏

兎

山(

川

崎

町

門

崎)

の

山

頂

に

あ

る

石

祠

▶

高

烏

兎

山(

藤

沢

町

西

口)

の

山

頂

に

あ

る

愛

宕

山

神

社

▶

烏

兎

ヶ

森(

一

関

市

舞

川)

の

中

腹

に

あ

る

烏

兎

輪

山

観

世

音


