
「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し込みください。

ideaideaideaideaニュースレター「イデア」

2022.３
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 「合→升→斗……の次は？」
旧町村別の人口動態等を共有します。
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2021年11月に開催した「イチコレ第

２回コンテスト」でグランプリを受賞した

柳田さくらさんの着用した衣装・アクセ

サリーを手がけた室根地域の「一般

社団法人ほまれの会『ラボーレペコ

ラ』」と「ふさすぐりの会」の作品展(販

売品もあり)が、審査員を務めた二宮

柊子さんのギャラリーで開催されます。

詳しくは下記までお問合せください。

NPO法人いちのせき子育てネットが

運営し、概ね３歳までの子どもと保護

者の交流の場となっている「おやこ広

場」では、現在、新型コロナウイルス

感染拡大を予防するため、利用組数

を制限し、午前・午後の部とも７組ま

で、電話での完全予約制（利用当日

の予約可）となっています。お問合せ

や予約は下記まで。

小学１年生から中学３年生までのス

ポーツ少年団と、幼児・一般で活動し

ている「大濤塾」では、随時会員募集

中！体験・見学も受け入れています。

練習を通して体と心を鍛え、世代を超

えた交流ができることも同道場の魅力

です。興味のある方は下記まで

お問合せください。※ＱＲ

コードを読み込むと同道場

のFacebookページへアク

セスできます。

チャイとスパイスカレーの店

「ゴールドチャイ」

情報

「イチコレ」グランプリ受賞記念

「ペコラ＆ふさすぐりの会」展

展示

会

情報

まちづくり入門講座

講座

人口 前月比 世帯数 前月比

一関 55342 -40 24431 -2

花泉 12392 -18 4704 -10

川崎 3361 -11 1284 0

千厩 10146 -10 4097 -2

大東 12377 -27 4926 -2

東山 6104 -13 2288 -3

室根 4562 -13 1778 -3

藤沢 7346 -14 2793 -3

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 111630 -146

世帯数 46301 -25

出生数 37 +5

2022年２２２２月月月月１１１１日日日日付

(2022年１月31日現在

住民基本台帳より)

※外国人登録者含む

歩いてもらおう！

スマイルポイント

「アークウォーキング」

イベ

ント

おやこ広場

現在の利用方法について

日時日時日時日時：２０２２年３月２０日(日)・２１日(祝)

１１時～１６時

場所場所場所場所：Ｇａｌｌｅｒｙ柊（一関市山目大槻５９）

問合問合問合問合：０１９-６２２-３６９３

(柊染色工房)

０１９１-２５-５２６８

(Ｇａｌｌｅｒｙ柊 ※当日のみ)

利用時間利用時間利用時間利用時間：午前の部 １０時～１２時

午後の部 １３時～１６時

※２０２２年４月より利用時間変更あり

場所場所場所場所：なのはなプラザ１階

（一関市大町４-２９）

問合問合問合問合＆＆＆＆予約予約予約予約：０１９１-２６-６４０１

(NPO法人いちのせき子育てネット)

一関市滝沢に移住した夫婦が、週

末限定で「チャイとスパイスカレーの

店『ゴールドチャイ』」の営業を行って

います。こだわりのスパイスを使用した

カレーや月替わりメニューなどをご用

意（メニュー内容は変更になる場合あ

り）。毎週土・日曜日のみの営業で、

日曜日は予約制です。詳しくは下記

までお問合せください。

日本空手松祷連盟 大濤塾

会員募集

募集

日時日時日時日時：２０２２年３月２６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18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）

今月の表紙

山の斜面に現れた怪しいシャッター。昭和60年頃まで金の採掘が行わ

れていたという藤沢町「新地金山」の鉱道入口です。その起源は定かでは

なく、採掘が中断された時代がある可能性も。戦後、鉱山会社等も出入り

し、近代鉱山として稼働した時期もありますが、シャッターがついたのは廃

鉱後だとか(観光開発目的だったが頓挫)。今月の「自由研究」では当地域

の金山について整理してみました。

レンタル歩数計をつけて場内を自由に

散策し、歩数を同牧場オリジナルの「スマ

イル通帳」に記帳していくと、歩数(マイル)

に応じて素敵な特典が！予約不要で当

日参加OK（５名以上の場合は要予約）。

今なら新規参加キャンペーンで牧場産ド

ライハーブ使用の「ハーブの入浴剤」をプ

レゼント（～2022年３月31日まで）。

開催日開催日開催日開催日：通年(開園日)

※冬期間(～３月１６日)は月曜定休

受付時間受付時間受付時間受付時間：１０時～１５時

場所場所場所場所：館ヶ森アーク牧場

※「ファームマーケット」にて受付

参加料参加料参加料参加料：無料(初回のみスマイル通帳

２００円) ※冬期間は入園料無料

問合問合問合問合：０１９１-６３-５１００（館ヶ森アーク牧場）

営業日営業日営業日営業日・・・・時間時間時間時間：土曜日 １１時～１６時

日曜日 １１時～１９時

※日曜日は３日前までの予約制

場所場所場所場所：一関市滝沢字寺田下８５-１

（陶工房「陣の里」内）

問合問合問合問合＆＆＆＆予約予約予約予約：０８０-４４３９-８７９１

(五十嵐)

練習日時練習日時練習日時練習日時：毎週火・金曜日 １８時～

練習会場練習会場練習会場練習会場：大東町内の公共施設

※日によって異なるため要事前確認

問合問合問合問合：０８０-５２２６-９５４５

（塾長・山口）

１｜二言三言｜ 好観堂骨董店 店主 木村正明さん

３｜団体紹介｜ ひがしやま山野草の会

５｜地域紹介｜ 外山振興会 （一関）

７｜企業紹介｜ 株式会社白石薬店

８｜博識杜のフクロウ博士｜ 地域運営の落とし穴⑳

９｜センターの自由研究｜ 伝説調査ファイル№７「金山一揆(後編)」



「先祖が遺した物」を正しく「処分」する「先祖が遺した物」を正しく「処分」する「先祖が遺した物」を正しく「処分」する「先祖が遺した物」を正しく「処分」する

～骨董屋は‘物’をつなぐ‘仲人’～骨董屋は‘物’をつなぐ‘仲人’～骨董屋は‘物’をつなぐ‘仲人’～骨董屋は‘物’をつなぐ‘仲人’【【【【前編前編前編前編】】】】～～～～

地域の「気になる人」を対談でご紹介

(有)好観堂骨董店 店主 木村正明さん ×××× いちのせき市民活動センター センター長 小野寺浩樹
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扱

い

ま

す

。

商

売

で

も

あ

る

の

で

、

骨

董

と

言

い

な

が

ら

、

「

今

の

時

代

」

で

物

事

を

考

え

な

け

れ

ば

い

け

な

い

ん

で

す

。

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

例

え

ば

僕

の

実

家

に

昭

和

13

年

に

隣

組

３

軒

で

共

同

購

入

し

た

会

席

膳

が

あ

る

の

で

す

が

、

そ

う

い

う

も

の

は

ど

う

で

し

ょ

う

？

木

村

木

村

木

村

木

村

会

席

膳

は

「

実

用

品

」

で

あ

り

、

骨

董

的

価

値

は

な

い

で

す

。

今

の

私

た

ち

が

使

っ

て

い

る

食

器

と

一

緒

で

す

。

た

だ

、

素

材

が

木

で

、

漆

が

塗

ら

れ

て

い

る

の

で

「

高

価

な

も

の

だ

ろ

う

」

と

い

う

イ

メ

ー

ジ

を

持

っ

て

し

ま

い

が

ち

。

会

席

膳

の

買

取

に

関

す

る

問

い

合

わ

せ

は

た

く

さ

ん

来

ま

す

が

、

今

は

全

く

需

要

の

な

い

物

で

す

か

ら

、

基

本

的

に

は

買

取

は

し

ま

せ

ん

。

需

要

が

な

け

れ

ば

商

品

に

な

り

ま

せ

ん

か

ら

。

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

僕

の

母

親

も

「

宝

物

が

出

て

き

た

」

と

喜

ん

で

い

ま

し

た

が

、

そ

う

で

は

な

い

ん

で

す

ね

(

笑

)

木

村

木

村

木

村

木

村

蔵

や

納

屋

に

し

ま

わ

れ

て

い

る

物

を

「

先

祖

が

大

事

に

と

っ

て

お

い

た

物

」

と

解

釈

し

て

い

る

方

が

多

い

で

す

が

、

私

た

ち

の

経

験

か

ら

す

る

と

、

当

時

は

「

捨

て

ら

れ

な

か

っ

た

」

だ

け

な

ん

で

す

。

今

の

よ

う

に

ゴ

ミ

処

理

場

が

あ

る

わ

け

で

は

な

い

の

で

。

だ

か

ら

納

屋

な

ど

に

「

押

し

込

ん

で

い

た

」

ん

で

す

。

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

な

る

ほ

ど

(

笑

)

そ

れ

を

今

の

人

た

ち

は

「

先

祖

が

大

事

に

し

て

い

た

」

と

勘

違

い

し

て

い

る

、

と

！

木

村

木

村

木

村

木

村

当

時

の

人

た

ち

が

本

当

に

大

事

に

し

て

い

た

も

の

は

家

紋

が

入

っ

た

も

の

な

ど

で

す

。

あ

と

は

「

こ

れ

は

〇

〇

だ

か

ら

大

事

に

し

よ

う

ね

」

と

い

う

口

伝

が

あ

る

も

の

。

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

で

は

こ

の

懐

中

時

計

は

ど

う

で

す

か

？

父

が

他

界

し

た

時

に

仏

壇

を

整

理

し

て

い

た

ら

で

て

き

て

、

僕

の

曾

祖

父

の

も

の

ら

し

い

で

す

。

木

村

木

村

木

村

木

村

Ｓ

Ｅ

Ｉ

Ｋ

Ｏ

の

懐

中

時

計

で

す

ね

。

お

そ

ら

く

昭

和

20

～

30

年

の

も

の

で

、

こ

れ

自

体

に

希

少

価

値

は

な

い

で

す

が

、

例

え

ば

後

ろ

に

鉄

道

関

係

の

文

字

が

彫

ら

れ

て

い

た

り

す

る

と

、

鉄

道

マ

ニ

ア

向

け

の

付

加

価

値

が

つ

く

わ

け

で

す

。

ち

な

み

に

懐

中

時

計

は

そ

れ

な

り

に

高

価

な

も

の

で

し

た

か

ら

、

一

般

の

農

民

な

ど

が

持

ち

歩

く

も

の

で

は

な

か

っ

た

は

ず

で

す

。

曾

祖

父

さ

ん

は

ハ

イ

カ

ラ

だ

っ

た

の

か

も

し

れ

ま

せ

ん

ね

。

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

「

お

金

に

な

る

・

な

ら

な

い

」

の

観

点

で

い

け

ば

、

こ

れ

も

お

宝

と

は

言

え

な

い

と

い

う

こ

と

で

す

ね

(

笑

)

で

も

僕

と

し

て

は

「

農

民

で

持

っ

て

い

る

人

は

少

な

い

」

そ

し

て

曾

祖

父

が

「

ハ

イ

カ

ラ

な

人

だ

っ

た

の

か

も

」

と

い

う

こ

と

が

知

れ

た

だ

け

で

嬉

し

い

で

す

。

木

村

木

村

木

村

木

村

も

し

か

し

た

ら

自

分

で

購

入

し

た

の

で

は

な

く

、

も

ら

っ

た

の

か

も

し

れ

ま

せ

ん

よ

。

出

兵

の

関

係

な

ど

で

、

と

い

う

の

も

考

え

ら

れ

ま

す

。

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

出

兵

時

の

寄

せ

書

き

の

よ

う

な

も

の

も

出

て

き

た

の

で

あ

り

得

ま

す

ね

！

木

村

木

村

木

村

木

村

テ

レ

ビ

番

組

な

ど

で

は

よ

く

、

こ

う

し

た

先

祖

の

遺

品

を

「

祖

父

が

大

事

に

し

て

い

た

物

な

ん

で

す

が

…

い

く

ら

す

る

で

し

ょ

う

？

」

と

聞

い

た

り

し

ま

す

よ

ね

。

見

る

た

び

に

「

え

？

価

値

を

値

段

で

聞

く

な

よ

」

と

思

っ

て

し

ま

い

ま

す

。

ど

れ

く

ら

い

の

価

値

が

あ

る

か

知

り

た

い

と

い

う

気

持

ち

は

わ

か

り

ま

す

が

、

仮

に

そ

れ

が

10

円

と

言

わ

れ

た

ら

捨

て

る

ん

で

す

か

？

と

い

う

話

で

す

よ

ね

。

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

フ

ァ

ミ

リ

ー

ヒ

ス

ト

リ

ー

で

す

か

ら

、

僕

は

さ

っ

き

の

曾

祖

父

の

懐

中

時

計

に

し

て

も

、

金

銭

的

な

価

値

は

そ

れ

ほ

ど

で

な

い

と

分

か

っ

て

も

捨

て

は

し

な

い

で

す

ね

。

む

し

ろ

よ

り

大

事

に

し

た

く

な

り

ま

し

た

。

木

村

木

村

木

村

木

村

そ

う

、

金

銭

的

な

価

値

に

関

係

な

く

「

大

事

に

し

た

い

」

と

い

う

気

持

ち

が

芽

生

え

た

も

の

は

そ

の

ま

ま

と

っ

て

お

け

ば

良

い

ん

で

す

。

逆

に

現

代

の

人

が

「

こ

れ

は

残

し

て

お

き

た

い

」

と

い

う

気

持

ち

が

芽

生

え

な

い

物

は

、

し

ま

い

込

み

続

け

る

の

で

は

な

く

、

時

代

に

あ

っ

た

処

分

の

仕

方

を

考

え

て

良

い

ん

で

す

。

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

「

処

分

」

と

い

う

行

為

に

抵

抗

を

感

じ

る

ん

で

す

よ

ね

。

木

村

木

村

木

村

木

村

「

先

祖

の

物

を

勝

手

に

処

分

し

た

ら

罰

が

当

た

る

」

と

思

い

が

ち

で

す

が

、

私

は

い

つ

も

「

そ

ん

な

先

祖

は

い

ま

せ

ん

」

と

反

論

す

る

ん

で

す

。

だ

っ

て

自

分

の

先

祖

で

す

か

ら

。

「

俺

た

ち

が

捨

て

ら

れ

な

か

っ

た

も

の

で

困

ら

せ

て

悪

か

っ

た

な

」

と

思

っ

て

る

は

ず

で

す

(

笑

)

。

た

だ

も

ち

ろ

ん

、

「

処

分

す

る

な

」

と

い

う

口

伝

が

あ

る

も

の

を

内

緒

で

処

分

す

る

よ

う

な

こ

と

は

ダ

メ

で

す

よ

。

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

次

の

世

代

の

た

め

に

「

本

当

に

残

し

た

い

物

」

と

「

捨

て

ら

れ

ず

に

残

っ

て

い

る

だ

け

の

物

」

を

整

理

す

る

、

と

い

う

感

覚

で

し

ょ

う

か

。

木

村

木

村

木

村

木

村

そ

う

で

す

。

そ

の

時

に

「

捨

て

る

」

の

で

は

な

く

、

「

欲

し

い

人

の

手

に

渡

す

」

と

い

う

選

択

肢

を

持

っ

て

く

れ

た

ら

嬉

し

い

で

す

。

私

た

ち

骨

董

屋

は

、

古

い

物

を

そ

の

ま

ま

可

愛

が

っ

て

く

れ

る

、

誰

か

か

ら

譲

り

受

け

て

で

も

自

分

が

守

っ

て

い

き

た

い

と

い

う

人

と

物

を

つ

な

ぐ

「

仲

人

役

」

で

す

。

「

お

金

に

な

る

か

ど

う

か

」

よ

り

も

「

欲

し

い

人

が

い

る

か

ど

う

か

」

で

考

え

て

も

ら

え

た

ら

、

需

要

が

あ

る

物

が

「

消

費

」

さ

れ

ず

に

済

む

の

か

な

、

と

。

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

「

捨

て

る

」

か

「

大

事

に

し

て

く

れ

る

人

を

探

す

」

か

。

お

金

は

そ

の

次

な

ん

で

し

ょ

う

ね

(

笑

)

２

/ 111,630

二言

三言

一関市山目字十二神に店舗を構える「好観堂骨董

店」店主。昭和59年から毎月第４日曜日に仙台市青

葉区の東照宮境内で「仙台古民具骨董青空市」を主

催するほか、毎月17日は「業界専用骨董オークショ

ン交換会」として古物商許可を持っている人向けの

市場を主催。趣味はスノーボード、テニス、空手な

ど体を動かすこと。昭和28年、気仙沼市生まれ。

店内の様子

※

１

※１ 「蒔絵(漆を塗った上に金属粉や色粉を「蒔く」ことで絵や文様を表す加飾技法)」が施されたものなどは買取対象になる場合もあり。

※

２

※２ 「〇〇時代の○○の作品を探して欲しい」など、コレクターの依頼に応じて当該品を探し、持ち主とマッチングする役割を担うことも多い。そのため、かつて

は農家の家などを周り、当該品が蔵などに収蔵されていないか、拝見させていただくこともあったとか。

【【【【

次

号

次

号

次

号
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号
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続続続続
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(( ((

有有有有)) ))

好

観

堂

骨

董

店

好

観

堂

骨

董

店

好

観

堂

骨

董

店

好

観

堂

骨

董

店

住

所

住

所

住

所

住

所

一

関

市

山

目

字

十

二

神

１

２

３

-

２

電

話

電

話

電

話

電

話

０

１

９

１-

２

３

-

１

８

８

８



づ

く

り

や

紅

葉

狩

り

を

企

画

す

る

な

ど

さ

ま

ざ

ま

な

交

流

の

場

を

設

け

て

い

る

同

会

。

ま

た

、

室

根

・

大

東

・

千

厩

な

ど

近

隣

の

山

野

草

の

会

の

展

示

も

見

学

し

、

お

互

い

に

「

た

い

し

た

も

ん

だ

な

あ

」

と

褒

め

合

い

な

が

ら

、

栽

培

に

関

す

る

情

報

交

換

と

と

も

に

交

流

を

深

め

て

い

ま

す

。

同

会

が

開

催

す

る

「

東

山

山

野

草

展

」

に

は

、

例

年

、

県

内

外

か

ら

約

８

０

０

人

の

来

場

者

が

あ

り

、

来

場

者

に

栽

培

方

法

を

ア

ド

バ

イ

ス

し

た

り

、

愛

好

者

同

士

の

交

流

の

場

に

も

な

っ

て

い

ま

し

た

が

、

コ

ロ

ナ

禍

で

令

和

２

・

３

年

度

は

中

止

に

。

展

示

の

機

会

を

失

っ

た

こ

と

で

「

活

動

(

栽

培

)

の

張

り

合

い

」

は

ど

う

し

て

も

少

な

く

な

り

ま

す

。

そ

こ

で

令

和

３

年

５

月

、

同

町

の

「

み

ら

い

塾

交

流

館

『

輝

楽

里

』

」

に

、

会

員

有

志

６

名

で

山

野

草

を

展

示

(

約

70

～

80

鉢

)

。

「

２

日

間

で

、

地

元

住

民

を

中

心

に

約

１

３

０

人

に

ご

来

場

い

た

だ

き

ま

し

た

。

会

場

の

『

輝

楽

里

』

で

は

、

通

常

通

り

地

元

野

菜

の

販

売

や

創

作

品

の

展

示

も

行

っ

て

い

た

の

で

『

輝

楽

里

』

を

知

っ

て

い

た

だ

く

き

っ

か

け

に

も

な

っ

た

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

」

と

小

野

寺

さ

ん

は

笑

顔

を

見

せ

ま

す

。

山

野

草

含

め

、

植

物

の

中

に

は

風

に

弱

い

品

種

も

あ

る

た

め

、

展

示

会

な

ど

の

会

場

は

屋

内

が

好

ま

れ

ま

す

。

通

算

39

回

目

を

数

え

る

「

東

山

山

野

草

展

」

は

、

「

東

山

植

物

友

の

会

」

時

代

に

は

旧

東

山

公

民

館

の

体

育

館

を

使

用

し

て

い

ま

し

た

が

、

改

築

に

伴

い

展

示

が

で

き

な

く

な

り

ま

し

た

。

苦

労

の

末

、

10

年

ほ

ど

前

か

ら

現

在

の

「

松

川

市

民

セ

ン

タ

ー

」

を

会

場

と

し

て

使

用

し

て

い

ま

す

が

、

メ

ン

バ

ー

は

高

齢

な

方

も

多

く

、

会

場

の

設

営

も

年

々

「

一

苦

労

」

に

な

っ

て

い

る

の

だ

と

か

。

「

若

い

世

代

に

も

是

非

入

会

し

て

も

ら

い

た

い

の

で

す

が

、

山

野

草

・

鉢

植

え

は

好

き

で

も

、

『

会

に

入

る

』

と

い

う

こ

と

に

対

し

て

抵

抗

感

が

あ

る

か

も

し

れ

ま

せ

ん

」

と

、

小

野

寺

さ

ん

は

新

規

会

員

獲

得

の

難

し

さ

を

語

り

、

事

務

局

長

の

鈴

木

孝

志

さ

ん

は

「

山

野

草

展

な

ど

の

機

会

を

活

か

し

て

、

こ

の

会

に

興

味

を

持

っ

て

も

ら

え

る

き

っ

か

け

を

作

り

た

い

と

思

っ

て

い

ま

す

」

と

、

そ

の

抵

抗

感

を

払

拭

す

る

こ

と

を

目

標

に

掲

げ

ま

す

。

多

く

の

会

員

に

と

っ

て

「

生

き

が

い

」

と

も

言

え

る

山

野

草

の

栽

培

。

小

野

寺

さ

ん

も

「

20

代

で

園

芸

に

目

覚

め

て

今

日

ま

で

来

ま

し

た

が

、

今

と

な

っ

て

は

『

年

を

取

っ

て

も

夢

中

に

な

れ

る

趣

味

が

あ

っ

て

良

か

っ

た

』

と

思

っ

て

い

ま

す

。

今

後

は

数

少

な

い

『

秋

の

山

野

草

』

で

飾

る

寄

せ

植

え

に

も

挑

戦

し

て

み

た

い

で

す

」

と

、

意

欲

は

消

え

ま

せ

ん

。

本

来

は

野

外

に

「

自

生

」

し

、

そ

の

生

育

環

境

に

は

各

種

条

件

が

伴

う

山

野

草

。

そ

の

「

芽

吹

き

」

や

「

開

花

」

を

、

鉢

な

ど

の

人

工

空

間

で

再

現

(

表

現

)

す

る

こ

と

に

成

功

し

た

と

き

の

達

成

感

が

、

山

野

草

栽

培

を

趣

味

と

す

る

同

会

会

員

た

ち

を

「

仲

間

」

と

し

て

つ

な

い

で

い

ま

す

。

鈴木孝志鈴木孝志鈴木孝志鈴木孝志さんさんさんさん

もともと鉢植えが趣味

で「東山植物友の会」

時代から約10年、同会

に所属しています。再

スタート以来、事務局

長として会の運営を支

えています。

小野寺榮小野寺榮小野寺榮小野寺榮さんさんさんさん

20代から趣味で園芸を

続けており「山野草は、

母ちゃん(奥様)と同じ

くらい大事な存在」と

豪語するほど。早朝の

鉢植えの手入れを長年

続けています。

山

野

草

の

「

寒

河

江

ギ

ボ

ウ

シ

」

な

ど

の

ほ

か

、

盆

栽

や

数

々

の

植

物

が

並

ぶ

ビ

ニ

ー

ル

ハ

ウ

ス

。

こ

の

ハ

ウ

ス

の

持

ち

主

で

「

自

然

の

中

で

咲

く

花

は

素

朴

で

可

憐

な

美

し

さ

を

持

っ

て

い

ま

す

ね

」

と

語

る

の

は

「

ひ

が

し

や

ま

山

野

草

の

会

」

会

長

の

小

野

寺

榮

さ

ん

で

す

。

こ

の

場

所

だ

け

で

も

そ

の

数

は

相

当

な

も

の

で

す

が

、

例

年

５

月

の

第

２

土

・

日

曜

日

に

開

催

す

る

「

東

山

山

野

草

展

」

で

は

、

体

育

館

に

20

名

の

メ

ン

バ

ー

が

育

て

た

約

３

７

０

点

の

作

品

が

並

び

、

観

る

人

を

楽

し

ま

せ

て

い

ま

す

。

「

昔

、

宇

都

宮

に

住

ん

で

い

た

頃

に

神

社

の

周

り

に

植

え

ら

れ

て

い

た

皐

月

の

美

し

さ

・

彩

り

に

感

動

し

て

ね

」

と

、

小

野

寺

さ

ん

。

以

来

、

植

物

の

美

し

さ

に

目

覚

め

、

バ

ラ

や

盆

栽

を

育

て

る

な

ど

園

芸

に

夢

中

に

。

地

元

に

Ｕ

タ

ー

ン

後

の

昭

和

50

年

頃

か

ら

山

野

草

も

育

て

始

め

、

現

在

に

至

り

ま

す

。

発

足

は

平

成

29

年

３

月

と

、

歴

史

が

浅

く

感

じ

ら

れ

る

同

会

で

す

が

、

実

は

前

身

の

「

東

山

植

物

友

の

会

」

が

平

成

27

年

に

36

年

の

歴

史

に

幕

を

閉

じ

、

そ

れ

か

ら

２

年

後

に

「

ひ

が

し

や

ま

山

野

草

の

会

」

と

し

て

新

た

な

ス

タ

ー

ト

を

切

り

ま

し

た

。

「

東

山

植

物

友

の

会

」

が

設

立

さ

れ

た

当

初

は

会

員

も

40

名

程

お

り

、

山

野

草

展

を

開

催

す

る

ほ

か

、

多

く

の

山

々

で

植

物

の

見

学

に

も

足

を

運

ん

で

い

ま

し

た

が

、

「

年

数

と

と

も

に

会

員

の

高

齢

化

が

進

み

、

次

第

に

人

数

が

少

な

く

な

っ

た

」

の

だ

と

か

。

そ

の

た

め

、

惜

し

ま

れ

つ

つ

も

解

散

の

道

を

選

ぶ

こ

と

に

…
…

。

と

こ

ろ

が

解

散

後

、

元

の

会

員

た

ち

か

ら

「

ま

た

再

開

し

て

ほ

し

い

」

と

い

う

声

が

。

そ

こ

で

改

め

て

会

員

を

募

っ

た

と

こ

ろ

、

現

会

長

の

小

野

寺

さ

ん

含

む

元

会

員

20

名

に

加

え

、

２

名

の

新

会

員

か

ら

入

会

希

望

が

あ

り

、

平

成

29

年

、

団

体

名

も

新

た

に

、

再

開

の

運

び

と

な

っ

た

の

で

す

。

山

野

草

の

展

示

の

ほ

か

、

メ

ン

バ

ー

同

士

で

親

睦

を

深

め

よ

う

と

、

こ

け

玉

３４

団体

紹介

ひがしやまひがしやまひがしやまひがしやま山野草山野草山野草山野草のののの会会会会

旧東山町内の山野草愛好家を中心に20人

が所属。各会員宅で育てた山野草を展示会

で披露するほか、栽培ノウハウを共有し合

うなど、山野草を通じた交流を行っていま

す。

「「「「

山

野

草

山

野

草

山

野

草

山

野

草

」」」」

が

つ

く

る

が

つ

く

る

が

つ

く

る

が

つ

く

る

笑

顔

笑

顔

笑

顔

笑

顔

とととと

生生生生

き

が

い

き

が

い

き

が

い

き

が

い

周

囲

か

ら

の

熱

意

で

再

ス

タ

ー

ト

- Photo gallery -gallery -

様

々

様

々

様

々

様

々

なななな

冬冬冬冬

のののの

過過過過

ご

し

ご

し

ご

し

ご

し

方方方方

越

冬

は

ビ

ニ

ー

ル

ハ

ウ

ス

の

ほ

か

、

あ

え

て

屋

外

で

腐

葉

土

や

雪

を

被

せ

て

保

温

す

る

(

自

然

の

植

物

の

越

冬

を

再

現

)

な

ど

、

工

夫

し

て

い

ま

す

。

日

々

日

々

日

々

日

々

の

た

ゆ

ま

ぬ

の

た

ゆ

ま

ぬ

の

た

ゆ

ま

ぬ

の

た

ゆ

ま

ぬ

努

力

努

力

努

力

努

力

手

を

か

け

れ

ば

か

け

る

ほ

ど

美

し

く

育

つ

こ

と

が

魅

力

の

山

野

草

。

写

真

は

事

務

局

長

の

鈴

木

さ

ん

が

育

て

た

「

タ

イ

リ

ン

ト

キ

ソ

ウ

」

。

経

験

経

験

経

験

経

験

をををを

活活活活

か

し

て

か

し

て

か

し

て

か

し

て

令

和

２

年

に

松

川

市

民

セ

ン

タ

ー

が

開

催

し

た

「

こ

け

玉

作

り

教

室

」

で

は

、

同

会

会

員

が

講

師

を

務

め

、

参

加

者

に

作

り

方

を

教

え

ま

し

た

。

１１１１

年年年年

のののの

成

果

成

果

成

果

成

果

のののの

結

集

結

集

結

集

結

集

毎

年

５

月

に

開

催

さ

れ

る

「

東

山

山

野

草

展

」

。

一

つ

一

つ

に

植

物

本

来

の

個

性

と

育

て

た

方

の

セ

ン

ス

が

映

え

、

観

る

人

を

魅

了

し

ま

す

。

Ｑ.あなたにとって山野草とは？

会長会長会長会長 事務局長事務局長事務局長事務局長

ひがしやま山野草の会

「

山

野

草

」

を

通

し

て

広

が

る

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

おのでら さかえ すずき たかし

Ａ.人とのつながり
Ａ.山野草は心の癒し

新

た

な

視

点

で

伝

え

る

山

野

草

の

魅

力

〒029-0302 一関市東山町長坂字久保227-16(会長宅)

TEL：0191-47-3026 FAX：0191-47-3022

写真：同町熊野神社を会場に会員同士で行った「こけ

玉づくり」の様子(令和元年６月）

さ

が

え

き

ら

り



「

多

面

的

機

能

支

払

交

付

金

」

を

活

用

し

て

行

う

「

春

の

納

得

」

「

秋

の

納

得

」

で

す

。

田

植

え

前

・

稲

刈

り

後

の

年

２

回

行

う

田

ん

ぼ

や

溜

池

周

辺

の

環

境

整

備

活

動

で

す

が

、

「

事

前

の

下

準

備

」

を

強

み

に

し

て

い

ま

す

。

実

施

日

の

約

１

か

月

前

、

ま

ず

は

同

会

役

員

が

環

境

整

備

を

行

う

周

辺

を

「

検

分

」

。

ど

こ

に

何

人

配

置

す

る

か

を

検

討

し

ま

す

。

そ

の

検

討

案

を

作

業

当

日

ま

で

に

住

民

に

お

示

し

し

、

住

民

が

「

納

得

」

し

た

状

態

を

作

り

出

す

こ

と

で

、

各

戸

か

ら

１

人

は

協

力

を

得

ら

れ

る

と

言

い

ま

す

。

「

検

分

」

と

い

う

ひ

と

手

間

を

加

え

る

こ

と

で

、

高

い

参

加

率

を

得

て

い

る

事

業

で

は

あ

り

ま

す

が

、

会

長

の

阿

部

良

弘

さ

ん

は

、

「

春

は

団

子

を

食

べ

な

が

ら

花

見

、

秋

は

収

穫

し

た

野

菜

や

米

を

使

っ

た

芋

煮

会

を

環

境

整

備

後

に

行

い

、

住

民

の

交

流

の

場

と

し

て

き

た

事

業

だ

が

、

交

付

金

を

活

用

し

て

い

る

面

も

あ

る

た

め

、

事

務

的

負

担

を

感

じ

る

よ

う

に

な

っ

て

き

た

。

簡

単

な

事

務

処

理

で

あ

れ

ば

『

次

の

人

に

』

と

お

願

い

で

き

る

が

、

そ

こ

が

な

か

な

か

難

し

い

」

と

、

人

材

確

保

の

面

で

継

続

の

難

し

さ

も

滲

ま

せ

ま

す

。

集

落

内

の

赤

荻

山

神

社

に

奉

納

す

る

し

め

縄

づ

く

り

に

も

取

り

組

む

同

会

。

元

は

老

人

ク

ラ

ブ

が

担

っ

て

い

ま

し

た

が

、

東

日

本

大

震

災

を

機

に

老

人

ク

ラ

ブ

の

活

動

が

停

止

。

翌

年

か

ら

２

年

間

、

新

し

い

し

め

縄

を

奉

納

す

る

こ

と

が

で

き

ま

せ

ん

で

し

た

。

こ

れ

を

受

け

、

住

民

の

間

で

「

こ

の

ま

ま

で

は

ダ

メ

だ

」

と

い

う

声

が

！

当

時

老

人

ク

ラ

ブ

に

所

属

し

て

い

た

方

々

は

高

齢

で

し

め

縄

づ

く

り

の

指

導

が

難

し

く

な

っ

て

い

た

た

め

、

集

落

外

(

赤

荻

地

区

内

)

の

方

に

教

え

て

も

ら

い

、

平

成

25

年

12

月

に

し

め

縄

づ

く

り

を

再

開

、

平

成

26

年

の

奉

納

に

間

に

合

わ

せ

ま

し

た

。

現

在

で

は

、

事

前

講

習

会

を

経

て

か

ら

本

番

と

い

う

流

れ

で

行

っ

て

お

り

、

60

～

70

代

を

中

心

に

毎

年

約

20

人

が

参

加

。

一

度

途

絶

え

た

風

習

が

復

活

を

遂

げ

た

の

で

す

。

一

方

で

、

高

齢

化

や

跡

取

り

が

い

な

い

な

ど

の

理

由

で

「

農

家

を

や

め

る

」

と

い

う

人

が

少

し

ず

つ

出

て

き

て

い

る

現

状

も

。

そ

の

た

め

、

比

較

的

若

い

人

が

参

加

す

る

新

年

会

に

「

中

山

間

地

域

等

直

接

支

払

制

度

」

を

活

用

し

た

研

修

会

を

合

わ

せ

て

開

催

。

Ｊ

Ａ

職

員

な

ど

を

講

師

に

、

農

業

に

関

す

る

講

習

を

行

い

ま

す

。

阿

部

さ

ん

は

「

昔

は

朝

に

畑

仕

事

を

し

て

か

ら

仕

事

に

向

か

っ

た

が

、

今

の

若

い

人

た

ち

は

畑

仕

事

を

せ

ず

に

仕

事

に

向

か

う

。

不

規

則

な

労

働

環

境

な

ど

も

原

因

だ

と

は

思

う

が

、

農

業

へ

の

関

心

は

薄

い

」

と

現

状

を

見

つ

め

た

上

で

、

「

『

農

業

＝

大

変

・

面

倒

く

さ

い

』

と

い

う

イ

メ

ー

ジ

だ

が

、

そ

の

分

、

収

穫

し

た

と

き

の

喜

び

も

大

き

い

。

ご

先

祖

様

が

残

し

て

く

れ

た

田

畑

を

な

ん

と

か

継

承

し

て

い

き

た

い

」

と

語

り

ま

す

。

農

村

集

落

ゆ

え

の

「

苦

悩

」

は

あ

り

ま

す

が

、

農

村

集

落

な

ら

で

は

の

「

喜

び

」

「

豊

か

さ

」

も

実

感

で

き

る

同

集

落

。

そ

の

「

豊

か

さ

」

を

後

世

に

つ

な

い

で

い

き

ま

す

。

Ｑ.集落の自慢は何ですか？

会長会長会長会長

阿部良弘阿部良弘阿部良弘阿部良弘さんさんさんさん

５期９年目。「山目地

区まちづくり協議会」

保健福祉部会の部会長

も務める阿部さん。こ

れからも地域の頼れる

存在として頑張ります。

佐藤公志佐藤公志佐藤公志佐藤公志さんさんさんさん

農家組合長が副会長を

兼務することになって

いる同会。今年度から

副会長を務める佐藤さ

んは、中山間の役を17

年間担ってきました。

「

住

民

が

集

え

る

場

所

を

つ

く

ろ

う

」

と

、

平

成

９

年

４

月

、

認

可

地

縁

団

体

と

し

て

発

足

し

た

外

山

振

興

会

。

田

ん

ぼ

だ

っ

た

場

所

に

集

会

所

を

建

設

す

る

に

あ

た

り

、

法

人

格

が

必

要

と

な

っ

た

こ

と

に

よ

る

組

織

化

で

し

た

。

発

足

を

機

に

、

集

落

(

山

目

12

区

)

に

お

け

る

自

治

活

動

は

同

会

が

担

う

よ

う

に

。

完

成

し

た

集

会

所

「

外

山

ふ

れ

あ

い

セ

ン

タ

ー

」

の

ほ

か

、

第

２

集

会

所

と

し

て

集

落

内

の

赤

荻

山

神

社

の

社

務

所

も

同

会

が

管

理

し

、

住

民

の

拠

り

所

を

提

供

し

て

い

ま

す

。

山

目

地

域

で

最

も

人

口

規

模

が

少

な

い

同

集

落

は

、

赤

荻

地

区

の

北

東

に

位

置

し

、

平

泉

町

と

隣

接

。

里

山

の

豊

か

な

田

園

風

景

が

広

が

り

、

史

跡

な

ど

も

残

る

こ

の

環

境

に

惹

か

れ

、

移

住

し

て

き

た

方

(

２

世

帯

)

も

い

る

の

だ

と

か

。

そ

ん

な

同

集

落

で

は

、

住

民

全

員

で

「

獅

子

舞

」

の

継

承

を

行

っ

て

き

ま

し

た

。

昭

和

25

年

頃

か

ら

行

わ

れ

始

め

た

同

集

落

の

獅

子

舞

は

、

神

社

の

祭

事

は

も

ち

ろ

ん

、

集

落

を

巡

回

し

、

新

築

・

改

築

や

事

業

の

完

成

祝

い

な

ど

、

個

人

宅

の

祭

事

に

伺

っ

て

奉

納

す

る

こ

と

も

。

獅

子

舞

は

班

ご

と

に

持

ち

回

る

た

め

、

住

民

の

多

く

が

獅

子

舞

の

舞

手

を

経

験

す

る

仕

組

み

に

な

っ

て

い

ま

す

。

令

和

２

年

、

５

年

以

上

申

請

し

続

け

た

助

成

事

業

が

念

願

の

採

択

と

な

り

、

獅

子

舞

の

小

道

具

や

衣

装

、

音

響

機

器

等

を

整

備

す

る

と

、

獅

子

舞

を

集

落

の

「

文

化

」

と

し

て

伝

承

し

続

け

る

た

め

、

全

世

帯

加

入

の

「

外

山

振

興

会

獅

子

舞

保

存

会

」

を

発

足

。

新

た

な

道

具

を

手

に

、

改

め

て

集

落

の

歴

史

文

化

を

繋

ぎ

始

め

ま

し

た

。

グ

ラ

ウ

ン

ド

ゴ

ル

フ

大

会

や

敬

老

会

、

新

年

会

等

と

い

っ

た

自

主

事

業

の

ほ

か

、

隣

接

す

る

区

と

合

同

で

行

う

山

目

市

民

セ

ン

タ

ー

笹

谷

分

館

周

辺

の

草

刈

り

や

、

赤

荻

地

区

防

犯

交

通

安

全

協

議

会

の

活

動

な

ど

、

外

部

事

業

に

も

積

極

的

に

参

加

し

、

地

域

間

交

流

に

も

力

を

入

れ

て

い

る

同

会

。

自

主

事

業

の

中

で

特

徴

的

な

の

が

外山振興会

５６

豊豊豊豊

か

な

か

な

か

な

か

な

農

村

環

境

農

村

環

境

農

村

環

境

農

村

環

境

とととと

民

俗

文

化

民

俗

文

化

民

俗

文

化

民

俗

文

化

をををを

後

世

後

世

後

世

後

世

へへへへ

住

民

全

員

で

継

承

す

る

獅

子

舞

- Photo gallery -gallery -

多多多多

く

の

く

の

く

の

く

の

草

刈

草

刈

草

刈

草

刈

りりりり

機

械

機

械

機

械

機

械

グ

ラ

ウ

ン

ド

ゴ

ル

フ

や

敬

老

会

等

で

使

用

す

る

山

目

市

民

セ

ン

タ

ー

笹

谷

分

館

。

草

刈

り

作

業

は

、

隣

の

区

と

協

力

し

て

実

施

し

て

い

ま

す

。

会

場

会

場

会

場

会

場

はははは

「「「「

か

ん

ぽ

の

か

ん

ぽ

の

か

ん

ぽ

の

か

ん

ぽ

の

宿宿宿宿

」」」」

新

年

会

に

は

毎

年

40

人

ほ

ど

が

参

加

(

コ

ロ

ナ

禍

で

２

年

連

続

中

止

)

。

女

性

た

ち

の

参

加

率

が

良

い

こ

と

が

自

慢

で

す

(

写

真

は

平

成

28

年

)

。

新

調

新

調

新

調

新

調

し

た

し

た

し

た

し

た

獅

子

頭

獅

子

頭

獅

子

頭

獅

子

頭

コ

ロ

ナ

禍

で

獅

子

舞

を

披

露

す

る

機

会

が

減

少

。

コ

ロ

ナ

禍

が

終

息

し

た

ら

た

く

さ

ん

の

人

に

お

披

露

目

し

た

い

と

期

待

を

寄

せ

ま

す

。

住

民

住

民

住

民

住

民

のののの

交

流

拠

点

交

流

拠

点

交

流

拠

点

交

流

拠

点

住

民

か

ら

の

積

み

立

て

と

市

の

補

助

金

等

を

活

用

し

、

集

会

所

の

建

て

替

え

工

事

を

行

い

ま

し

た

。

写

真

は

落

成

式

の

様

子

(

平

成

30

年

)

。

地域

紹介

外山振興会外山振興会外山振興会外山振興会((((山目山目山目山目))))

山目地域は「山目地区」「赤荻地区」に分

けられ、同会は赤荻地区(行政区は「山目12

区」)。41戸約130人が暮らす中山間地域。会

長、副会長、会計、監事、土木、水利、体育、

防犯交通安全、婦人消防協力隊で構成される

(５班体制)。

一関

農

村

集

落

な

ら

で

は

の

問

題

と

向

き

合

っ

て

下

準

備

の

『

検

分

』

で

『

納

得

』

し

て

の

作

業

あべ よしひろ さとう こうし

Ａ.地区の皆さん何事にもご協力 Ａ.長年培った協同の心

左の写真：しめ縄づくりの集合写真(平成27年12

月)

副会長副会長副会長副会長

そでやま



通

称

「

白

石

薬

局

」

と

し

て

親

し

ま

れ

て

い

る

株

式

会

社

白

石

薬

店

は

、

地

域

住

民

の

衛

生

環

境

指

導

や

健

康

管

理

に

寄

与

し

て

間

も

な

く

１

２

０

年

を

迎

え

ま

す

。

現

社

長

の

白

石

恵

一

さ

ん

は

、

昭

和

51

年

か

ら

旧

東

磐

井

地

域

内

の

幼

稚

園

・

小

学

校

・

高

等

学

校

の

学

校

薬

剤

師

(

市

委

嘱

・

県

委

嘱

)

と

し

て

も

活

躍

。

学

校

施

設

の

環

境

衛

生

検

査

(

空

気

検

査

・

プ

ー

ル

の

水

質

検

査

・

学

校

衛

生

指

導

等

)

の

ほ

か

、

健

康

や

薬

物

乱

用

防

止

講

座

等

の

講

師

も

長

年

務

め

て

お

り

、

同

様

に

、

地

域

の

サ

ロ

ン

や

自

治

会

か

ら

の

依

頼

に

も

対

応

し

て

い

ま

す

。

同

店

で

は

、

医

師

の

処

方

箋

に

よ

る

薬

の

調

剤

の

ほ

か

、

風

邪

薬

や

頭

痛

薬

、

胃

腸

薬

等

の

一

般

医

薬

品

、

う

が

い

薬

や

消

毒

液

、

栄

養

剤

・

腸

整

剤

等

、

作

用

の

強

い

第

１

類

医

薬

品

か

ら

第

３

類

医

薬

品

の

取

り

扱

い

も

行

っ

て

お

り

、

平

成

22

年

ま

で

は

薬

の

卸

業

も

行

っ

て

い

ま

し

た

。

「

卸

業

で

は

、

非

常

に

作

用

の

強

い

薬

(

麻

薬

等

強

い

依

存

性

を

持

つ

も

の

)

も

取

り

扱

っ

て

い

た

た

め

、

『

薬

物

依

存

や

乱

用

』

と

い

う

、

薬

が

持

つ

二

面

性

に

つ

い

て

興

味

を

持

つ

き

っ

か

け

に

な

り

ま

し

た

。

そ

こ

か

ら

学

ん

だ

内

容

を

、

地

域

や

子

ど

も

た

ち

に

広

く

啓

蒙

し

て

い

く

こ

と

に

特

に

力

を

入

れ

て

い

ま

す

」

と

白

石

さ

ん

。

国

の

政

策

で

医

薬

分

業

が

進

み

、

当

市

域

で

も

大

手

チ

ェ

ー

ン

店

の

調

剤

薬

局

が

複

数

展

開

し

て

い

ま

す

が

、

地
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、
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薬
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に
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齢
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ん
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と

り

に

寄

り

添

い

、

家

庭

環

境

も

把

握

し

な

が
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を
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に

は
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手
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粧
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、
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大
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が
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は
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に

。
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企業

紹介

株式会社白石薬店

明治37年「白石里仁堂(しらいしりじんどう)」として、現代表取締役社長の

祖父(日露戦争で野戦病院に勤務)が現在の岩手銀行千厩支店の場所に薬店を開

業。昭和２年に現在の位置に移転し、昭和26年に株式会社白石薬店(調剤薬局・

衛生用品・化粧品販売等)として法人化。社長職は祖父、祖母、父、母とバトン

が回され、現在で５代目。

個人向けの調剤・医薬品等の販売のほか、薬の卸業、化粧品の取り扱いをメ

インにしていた時代もあるなど、時代に応じた店舗経営を行っており、チェー

ン店のドラッグストアが普及した現在は、「かかりつけ薬局」として、地域住

民の顔を知っているからこその店舗サービスを目指しています。

地域地域地域地域のののの健康健康健康健康をををを支支支支ええええ118118118118年年年年。。。。老舗薬局老舗薬局老舗薬局老舗薬局のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる挑戦挑戦挑戦挑戦！！！！

薬

の

正

し

い

知

識

を

地

域

住

民

へ

店舗外観。薬の相談だけでなく、

「話語り」だけでもお気軽に！

DATA

〒029-0803

一関市千厩町千厩字町37

TEL 0191-52-3138

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36363636話話話話

地域運営の落とし穴⑳
今月のテーマ

生まれ変わった店舗の一部「里仁

堂ギャラリー」

代表取締役社長の白石恵一さん

「『地域文化』の継承」は、誰が、どうやって？

地域企業の理念にせまります。

３

８

趣

味

が

繋

い

だ

交

流

ス

ペ

ー

ス

本誌の「自由研究」では、地域の歴史や文化ネタを取り上げており、地域のみなさんに調査協力をいただきな

がら誌面を作成しています。我々は専門家ではないので、市民目線で気になったことを調査しているだけなので

すが、時々、良い意味で専門的な指摘をいただくこともあり、大変ありがたいことだと受け止めています。

いま、こうして‘‘‘‘指摘指摘指摘指摘してくれるしてくれるしてくれるしてくれる’’’’ということはということはということはということは、、、、‘‘‘‘地域地域地域地域のののの歴史歴史歴史歴史やややや文化文化文化文化をををを語語語語れるれるれるれる人人人人がいるがいるがいるがいる’’’’ということということということということですが、

５年後、10年後……と、時間の経過とともに、そうした人たち(多くは超先輩方なので)はいなくなってしまいま

す。つまりは‘地域の歴史を語る、語れる人がいなくなる’ということであり、そうした状況が訪れることを、

我々は危惧しなければいけません。各地域に存在した「史談会」や「郷土史研究会」なども、高齢化や会員減少

により解散している今、今後今後今後今後、、、、地域地域地域地域のののの歴史歴史歴史歴史をどのようにをどのようにをどのようにをどのように語語語語りりりり継継継継いでいくのかいでいくのかいでいくのかいでいくのか？？？？ということが気がかりです。

幸いにして、上述の史談会や郷土史研究会などが主要な地域の歴史は書籍等にまとめています。しかし、「ま

とめているから大丈夫！」ということはなく、‘本にまとまっていることが全て’ではありません。通説を覆す

ような史料が思わぬタイミングで見つかることもあります。また、歴史は偏った視点で記録されることがあるた

め、「別の視点から考えるとどうなの？」というモノも多々あります。本誌「自由研究」はそうした疑問を素材

にすることも多いので、訊ねる人がいなくなると困るな……と思ったり。

「郷土史」だけでなく「文化」も同様です。「そんな古いことにこだわって……」という声や、「多様化・多

様性」という考え方に支配され、地域性が失われています。はぁ、困ったことです。

その反面、近年は「「「「郷土芸能郷土芸能郷土芸能郷土芸能」」」」への関心の高まりがあり、若い世代の参加も増え、継承としては順調のように

見えます。そうした流れを見ていると「郷土芸能の魅力ってなんだろう？」と思わず考えてしまいます。「魅力

は何か」と尋ねたら、きっと「舞い終えたときの達成感」「みんなの喜ぶ姿が忘れられない」「装束や道具、受

け継がれてきた歴史を感じるから」などが挙げられるのではないかと思います。

ちなみに、「郷土芸能」は本来、「「「「無病息災無病息災無病息災無病息災」「」「」「」「五穀豊穣五穀豊穣五穀豊穣五穀豊穣」「」「」「」「家内安全家内安全家内安全家内安全」「」「」「」「疫病退散疫病退散疫病退散疫病退散」」」」など、そのそのそのその地域地域地域地域でででで““““安安安安

全全全全にににに安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らせるようにらせるようにらせるようにらせるように””””願願願願いいいい、、、、祈祈祈祈ることのあらわれることのあらわれることのあらわれることのあらわれです。それは‘‘‘‘地域地域地域地域づくりのづくりのづくりのづくりの原点原点原点原点’’’’と言っても過言で

はないでしょう。

話を戻しますと、残念ながらすべての郷土芸能の継承が順調かというとそうではありません。やはり後継者が

なく「俺たちの代で終わりだ」というものもあります。それは団体活動だけではなく、イエ(家)の継承も。

「失いたくない」という気持ちがあっても、現実的には継承できない可能性を消しされないので、今後、私た

ちは前述の諸先輩方がそうしてきたように「「「「記録記録記録記録するするするする」」」」というというというという行為行為行為行為をををを優先的優先的優先的優先的にににに行行行行うべきうべきうべきうべきでしょう。将来、どのよ

うな形で扱われるかは分かりませんが、記録しておかないと‘消滅’を待つだけです。消滅してしまうと地域の

歴史を失います。

１

※

薬

剤

師

が

処

方

箋

の

内

容

に

つ

い

て

、

発

行

し

た

医

師

に

問

い

合

わ

せ

る

こ

と

※

地域の歴史や文化を記録(継承)する際に大事にしなければいけないのは、

‘‘‘‘マインドマインドマインドマインド’’’’のののの部分部分部分部分だと思います。自分たちが担ってきたという思い出(苦労

話も面白いんですけど)だけでなく、‘‘‘‘そもそものそもそものそもそものそもそもの成成成成りりりり立立立立ちちちち’’’’や‘‘‘‘本来本来本来本来のののの目目目目

的的的的’’’’など、核核核核となることをとなることをとなることをとなることを「「「「言語化言語化言語化言語化」」」」することにすることにすることにすることに注力注力注力注力して欲しいところです。

ただし、注意していただきたいのは、歴史や文化の重要性を訴え、保存に取

り組む動きを「行政」に頼りすぎること。郷土芸能などの地域文化は神事と関

連することが多く、政教分離の観点で行政では取り扱いが難しい分野です(当

センターでも痛い経験あり)。裏技のように、最近では、集落や氏子組織等で

取り組んでいた郷土芸能も「〇〇保存会」という名称で団体化しています。

「風土風習」ではなく「「「「文化財保護文化財保護文化財保護文化財保護」」」」という文脈の視点・活動ですね。

とは言え、‘‘‘‘マインドマインドマインドマインド’’’’をををを大事大事大事大事にしながらにしながらにしながらにしながら地域地域地域地域のののの特性特性特性特性をををを残残残残すすすす、、、、記録記録記録記録するためするためするためするため

にはにはにはには、、、、行政行政行政行政ではなくではなくではなくではなく、「、「、「、「地域地域地域地域」」」」やややや「「「「市民活動市民活動市民活動市民活動」」」」のののの領域領域領域領域でででで取取取取りりりり組組組組むのがベストむのがベストむのがベストむのがベストだ

と思っています。

何を隠そう、「郷土芸能に若い世代が参
加するようになった」の事例張本人は筆者
(センター長小野寺(写真中央))。
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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
65 65 65 65 

1594年、東山地方の金の堀子たちの強訴から発展した「金山一揆」。一揆を鎮圧した豊臣

政権の視点で語られることが多いですが、前号ではあえて一揆を起こした堀子側の視点で整

理してみました。その中で湧いてきたのが「強訴を起こさなければいけないほど、産金は大

変だったのか」という疑問。そこで今回は、続編として「金山一揆」ゆかりの地とともに、

当地域における「産金方法」にスポットを当ててみます！(記載内容はあくまでも当センター独自調

査の結果です)

910

当地域には、金山が稼働していない現在で

も、その当時の面影を見ることができるス

ポットが複数あります。

金山一揆に加わった堀子たちはこうした金

山で金の採掘を行っていたはず……！直接的

なゆかりスポットとともにご紹介します。

＜協力＞せんまや街角資料館 ＜参考文献 ※一部(記載しきれなかったものは当センターＨＰにて掲載)＞ 池亨・遠藤ゆり子(2012)『産

金村落と奥州の地域社会－近世前期の仙台藩を中心に』/千葉房夫(1985)『東山の金掘』/ ほか

■

産

金

の

歴

史

■

古

代

～

江

戸

期

の

採

取

方

法

金山一揆金山一揆金山一揆金山一揆

＆＆＆＆金山金山金山金山ゆかりゆかりゆかりゆかり

スポットスポットスポットスポット

▲「「「「金山一揆集結金山一揆集結金山一揆集結金山一揆集結のののの地地地地」」」」

千厩町千厩字前田にある「松澤神

社」は、金山一揆の当時は白山大権現

を勧請した「白山永正寺観音院(白山

堂)」でした。この白山堂に堀子たち

が集結し、一揆に発展したことで、建

物及び什物は焼失しました。現在の松

澤神社は明治時代、神仏分離令によっ

てできたものです。

▲「「「「六道塚六道塚六道塚六道塚((((六道長根六道長根六道長根六道長根))))」

金山一揆では、首謀者は撫で切りに、

その他の中心的堀子たち38人が磔(は

りつけ)となりました。その屍を埋め

た４つの塚が、「六道塚(現在の千厩

町千厩字中上)」として『千厩村風土

記御用書風土記(1775)』に塚の大きさ

とともに記録されています。

「「「「矢矢矢矢ノノノノ森金山森金山森金山森金山」」」」

東山地方の堀子たちが集結した金

山一揆。現在の東山町田河津にも多

数の金山があり、その一つ「矢ノ森

金山」は、坑道跡が観光資源として

整備されており、中に入ることが可

能。坑道の中では手掘りの跡も確認

できます。

「「「「三枚山鉱山三枚山鉱山三枚山鉱山三枚山鉱山」」」」

千厩町奥玉と室根町上折壁地区と

の境界上にあり、坑道口は奥玉地区

に３か所、上折壁地区に２か所が記

録されています。昭和期には「日本

鉱業三枚山鉱山(国策)」として近代

鉱山も運営され、昭和13～19年の金

産出量は87㎏超。鉱山事務所跡、運

鉱場跡、山吹鉱跡など、当時の様子

が想像できます。

「「「「峠金山峠金山峠金山峠金山」」」」

大東町猿沢にある峠金山。周辺に

は金の採掘跡が多数存在しています。

危険性があり、ふさがれた坑道跡も

ありますが、現在でも坑道入口を見

ることができる場所がいくつかあり

ます。左の写真は、「愛宕権現水」

の水汲み場から見える場所にある坑

道跡。峠金山も近代鉱山として関東

の企業や地元企業が採掘を行ないま

した。

▲「「「「山砂金山砂金山砂金山砂金のののの露天掘跡露天掘跡露天掘跡露天掘跡」」」」

千厩町磐清水と川崎町薄衣にあった「三島金山沢(みし

まかなやまさわ)金山」。三島山麓を露天掘りし、三島峠

からの用水路の水で土を洗い流して砂金を採っており、

その採掘跡が確認できます。露天掘りの跡が凹地となる

ため、「金ぼこ」と呼ばれていたとか。標柱には「石名

田付近より下川原、金山沢から三島山に及んでおり、凹

地として今に残り、『金ぼこ』と呼ばれている。露天掘

りの採掘遺構である」と記載されています。

※矢印の付近、山肌が不自然に凹んでいる部分が露天掘

りの跡。

鉱山跡は私有地も多いため、立ち入りの際はご注意ください。

また、「鉱業法」により、鉱石の採掘は各種許可が必要ですの

で、無許可での採掘はできません。

東山地方東山地方東山地方東山地方 金山・鉱山マップ金山・鉱山マップ金山・鉱山マップ金山・鉱山マップ

東山地方に多数あったとされる金山・

鉱山。その中から文献等でピックアップ

できた約40か所を地質と合わせてマッピ

ングした当センターオリジナルの金山・

鉱山マップをホームページに掲載してい

ます。金の鉱脈がどのように分布してい

るのか、大まかな推測をしてみることが

できる……かも!?右のＱＲコードもしく

は「いちのせき市民活動センター」で検

索してください。

産金においては「「「「山師山師山師山師」」」」と呼ばれる鉱脈鉱脈鉱脈鉱脈をををを見見見見つけてつけてつけてつけて歩歩歩歩くくくく存在存在存在存在のののの人人人人がいた

とされます。近現代では林業に関連した山林の買い付けを行う人を指すイ

メージがありますが、組織的な金山経営が行われるようになった時代には、

山師が金山を取り締まっていたと考えられます。

山師は山伏山伏山伏山伏に近い存在だったのではないかという説もあり、普段から山

を歩き回り、山に詳しい人物であるはずですが、「金の鉱脈があるかもし

れない」と思わせる‘金山あるある’を知っていたのではないでしょうか。

例えば通称「「「「がくまがくまがくまがくま」」」」と呼ばれる植物(写真左：三枚山鉱山にて撮影)。

正式には何の植物を指すのか定かではないようですが、「リョウメンシ

ダ」などの‘常緑常緑常緑常緑のシダのシダのシダのシダ植物植物植物植物’’’’がががが金山周辺金山周辺金山周辺金山周辺にはよくにはよくにはよくにはよく見見見見られますられますられますられます。

ＱＱＱＱ....金の鉱脈がありそうな金の鉱脈がありそうな金の鉱脈がありそうな金の鉱脈がありそうな山はどうやって探した？？山はどうやって探した？？山はどうやって探した？？山はどうやって探した？？

▲奥玉・三枚山鉱山のシダ植物(左)と、矢ノ森金

山の石英鉱脈の写真(畠山篤雄氏撮影)。

ＱＱＱＱ....鉱石から金を取り出すには？？鉱石から金を取り出すには？？鉱石から金を取り出すには？？鉱石から金を取り出すには？？

鉱石から金を採取するには９頁でも触れたように「鉱石

を砕く」「砕いた鉱石を石臼ですりつぶす(粉成)」「すり

つぶした鉱石を比重選鉱する」という大きく３つの工程が

必要になります。

「粉成」に使用する石臼

は消耗品であり、金山周辺

でその都度造り、使用して

いたとみられています。

金山があったとされる場

所などからは、思いがけず

出てくることもある

そうです。

※写真はどちらも藤沢・

新地金山跡で撮影(くぼみ石と下臼)。

「粉成」した鉱石は「汰り

分け」を行います。「ゆり板」

や「ゆり鉢」等を用い、水中で

比重選鉱を行います。

「ゆり板」は上下で深さが異なり、

下の角には水を流すための口が作ら

れています。
※右写真「ゆり板」は一関市教育委員会所蔵、

「ゆり鉢」は新地金山周辺住民所蔵。

※「磐井郡東山」という地域名称があり、現在の東磐井地域にあたる31か村に舞草村・相川村

(現在の一関市舞川)、現在の平泉町や奥州市の一部が加わったエリアのこと。
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