
いちのせき市民活動センターでは、

主催講座や助成金情報、本情報誌

『idea』最新号などの情報をメールマ

ガジン(メルマガ)にて毎月１回配信

（月初）しています。2022年４月から

は通常配信に掲載できなかった助成

金情報（受付期間が短く、翌月の配

信時に掲載が難しい情報等）などを

号外として配信させていただきます。

メルマガの登録（無料）は

右記QRコードを読み込む

か「いちのせき市民活動

センターメルマガ」で検索

すると上位に出てきます。

idea
ニュースレター「イデア」

2022.４
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 「雪化粧のたまご湯」

旧町村別の人口動態等を共有します。

千
厩
町
小
梨
内
に
あ
る

「
畑
ノ
沢
鉱
泉
た
ま
ご
湯
」
は
、

地
元
自
治
会
が
運
営
す
る

ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
な
温
泉
施
設

で
、
「
タ
マ
ゴ
の
よ
う
な
匂
い

が
す
る
」
こ
と
が
由
来
で
し
た

が
、
現
在
の
お
湯
は
無
味
無

臭
で
、
少
し
と
ろ
み
が
あ
る

の
が
特
徴
。
敷
地
内
で
植
樹

活
動
を
行
う
な
ど
、
訪
れ
る

人
の
目
も
休
ま
せ
ま
す
。

いちのせき若者サポートステーショ

ン（通称：いちサポ）では、「就職氷河

期世代」の就労支援事業をスタートし

ました。バブル崩壊後の 1990～

2000年代、雇用環境が厳しい時期

に就職活動を行い、現在も様々な課

題に直面している方々(概ね35歳～

55歳未満)を対象に、就職や転職を

応援するプログラムです。職場体験

や見学、仕事に役立つセミナーへの

参加のほか、希望職の職業訓練を受

けることも可能。詳しくは下記まで。

冬季休業していた「花の駅せんま

や軽トラ市(主催：清田親交会・小梨

自治振興協議会)」は2022年４月17

日より再開予定です。清田地域の方

を中心に、荷台いっぱいの新鮮野菜

などを積んだ軽トラが毎月10台ほど

並びます。詳しくは下記まで。

馬の堆肥を家庭菜園等で使ってみ

ませんか。おがぐず堆肥なので、匂い

も少なく、扱いも容易です。

牧場まで取りに来てくださる方には

無料でさしあげています。約20㎞圏

内であれば軽トラック１台3,000円で

運搬の対応も可能です(20㎞以上の

遠方の場合は要相談)。

完熟堆肥でありませんので、必要に

応じて熟成させてください。

企画展
「一関の埋蔵文化財

VOL Ⅱ」

企画
展 就職氷河期世代支援事業

「いちサポ・ネクストリー」

情報

情報 メールマガジンにて
助成金情報等

「号外配信」追加

情報

人口 前月比 世帯数 前月比

一関 55240 -102 24399 -32

花泉 12362 -30 4696 -8

川崎 3355 -6 1284 0

千厩 10121 -25 4088 -9

大東 12339 -38 4922 -4

東山 6084 -20 2285 -3

室根 4556 -6 1777 -1

藤沢 7336 -10 2791 -2

一関市全体 前月比

人口 111393 -237

世帯数 46242 -59

出生数 28 -9

2022年３月１日付
(2022年２月28日現在
住民基本台帳より)
※外国人登録者含む

「狐禅寺スマイルリレー」
絶賛公開中！

情報

「花の駅せんまや軽トラ市」
再開予定のお知らせ

事業名：就職氷河期世代支援事業

「いちサポ・ネクストリー」

問合：０１９１-３４-９７７０

(いちのせき若者サポートステーション)

開催日：毎月第３日曜日(～12月)

※新型コロナウイルスの感染拡大状況

によっては中止・延期の可能性あり

時間：９時～12時

場所：「花の駅せんまや」駐車場(広場)

(千厩町清田字境)

問合：０９０-３７５８-０４６９

(清田親交会事務局・千葉)

※小梨市民センター(５２‐２４９６)でも可

「せんまや街角資料館」では表記企

画展を下記日程で開催します。八丁

館遺跡、長平遺跡、大馬場遺跡の出

土資料の展示のほか、かつて一関市

内で行われていた窯業の道具を紹介

する「新発見の窯道具」も併催。詳し

くは下記までお問合せください。

馬の堆肥
さしあげます

譲り
ます

問合：０１９１-２６-６４００

（いちのせき市民活動センター）

今月の表紙

室根町矢越の釘子地区にある「昆野八郎右衛門神社」。一見変わった

名前の神社ですが、その名の通り、昆野八郎右衛門がお祀りされていま

す。この神社境内にある石碑の中には「昆野家の先祖 長曾我部主水之

碑」として、長宗我部家の家紋・酢漿草まであしらわれたものが（中央奥の

碑）。昭和55年建立の碑ではありますが、その真相とは？（自由研究）

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」内「狐禅寺『未来図会議』では、

2019年より、地域PR動画をYouTube

にて公開しています。

第３弾となる今回(2022年２月公開)

は、地域住民35人が参加。リレー形

式でバトンを繋ぎ、狐禅寺地域の絆と

笑顔溢れる地域を表現しました。ぜひ

ご覧ください。

※「令和３年度いちのせき元気な地域

づくり事業」で制作しています。

右のQRコードから

視聴可能（YouTube）→

問合：０１９１-２１-２１５５

（狐禅寺市民センター）

開催期間：２０２２年４月２６日（火）～

６月１９日（日）︎

※月曜日ほか休館日あり

時間：９時～１６時３０分

料金：入館料無料

場所：せんまや街角資料館

（一関市千厩町千厩字北方１２９-１）

問合：０１９１-５１-３８８３

（せんまや街角資料館）

場所：佐々木牧場

（一関市中里字大平山２３-７６）

※「山桜桃の湯」さん近く

問合：０１９１-４８-４４６１／

０８０-１８４１-１８００（佐々木）

１｜二言三言｜ 好観堂骨董店 店主 木村正明さん(後編)

３｜団体紹介｜ ふじさわ語り部の会

５｜地域紹介｜ 外山東部自治会 （川崎）

７｜企業紹介｜ 株式会社常州園 （一関）

８｜博識杜のフクロウ博士｜ 地域運営の落とし穴㉑

９｜センターの自由研究｜ 末裔調査ファイル№３「昆野八郎右衛門」



「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’【後編】～

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 小野寺浩樹第９４回

敷
居
の
高
い
イ
メ
ー
ジ
を
抱
き
が
ち
な
「
骨
董
屋
」
。
両
親
や
祖
父
母
な
ど
、
先
祖
か
ら
引
き

継
い
だ
物
品
の
処
分
に
頭
を
悩
ま
せ
て
も
、
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ョ
ッ
プ
や
出
張
買
取
業
者
な
ど
、
処

分
先
の
選
択
肢
が
増
え
た
こ
と
も
あ
り
、
「
骨
董
屋
」
に
依
頼
す
る
と
い
う
選
択
を
す
る
人
は
多

く
は
な
い
で
し
ょ
う
。
「
終
活
」
に
お
け
る
「
生
前
整
理
」
に
着
手
す
る
人
が
増
え
て
い
る
今
、

「
骨
董
屋
」
が
担
う
役
割
を
伺
い
ま
し
た(

２
回
シ
リ
ー
ズ
の
後
編)

。

1

小
野
寺

漆
塗
り
の
お
椀
な
ど
、
会

席
膳
の
多
く
は
骨
董
的
価
値
は
な
い

(

＝
骨
董
屋
も
買
わ
な
い)

と
い
う
話

で
し
た
が
、
今
後
、
会
席
膳
等
は
ど

う
扱
う
こ
と
が
適
当
で
し
ょ
う
か
？

木
村

普
段
の
食
事
で
使
え
ば
良
い

ん
で
す
。
需
要
が
な
い
か
ら
値
段
が

つ
か
な
い
だ
け
で
、
物
自
体
は
良
い

物
な
ん
で
す
。
当
時
は
高
価
な
物

だ
っ
た
た
め
「
大
事
に
使
っ
た
」
で

し
ょ
う
が
、
値
段
が
つ
か
な
い
今
と

な
っ
て
は
、
普
通
の
食
器
と
同
様
に

使
い
、
壊
れ
た
時
に
捨
て
れ
ば
良
い
。

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
お
椀
と
は
全
く
口

当
た
り
が
違
い
ま
す
か
ら
、
ぜ
ひ

使
っ
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
。

小
野
寺

お
蔵
入
り
に
せ
ず
、
使
う

べ
き
、
と
。
何
年
後
か
に
価
値
が
出

る
期
待
は
な
い
で
す
か
？(

笑)
木
村

な
い
で
す
ね(

笑)

な
ぜ
か
と

言
う
と
「
使
い
捨
て
の
時
代
」
だ
か

ら
。
「
割
れ
て
も
良
い
」
と
い
う
理

由
で
、
せ
と
も
の
屋
で
は
な
く
１
０

０
円
均
一
店
で
食
器
を
買
う
人
が
増

え
、
せ
と
も
の
屋
も
潰
れ
て
し
ま
っ

た
。
需
要
が
出
る
こ
と
は
ま
ず
な
い

で
し
ょ
う
。
た
だ
、
１
０
０
年
後
く

ら
い
に
、
他
の
人
た
ち
が
み
ん
な
処

分
し
た
後
に
「
こ
れ
、
昭
和
１
桁
の

も
の
だ
よ
」
と
な
れ
ば
、
珍
し
が
ら

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

小
野
寺

粘
っ
た
も
ん
勝
ち(

笑)

た

だ
、
そ
う
な
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら

な
い
の
で
、
普
段
使
い
用
に
し
た
方

が
良
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

木
村

昭
和
の
食
器
は
正
直
あ
ま
り

面
白
み
が
な
く
、
古
さ
し
か
感
じ
ま

せ
ん
が
、
明
治
以
前
の
食
器
は
分
厚

か
っ
た
り
、
絵
柄
の
図
案
に
独
創
性

が
あ
っ
た
り
魅
力
が
多
い
の
で
、
必

ず
ど
の
時
代
で
も
興
味
が
あ
る
人
は

い
ま
す
。
そ
れ
に
、
震
災
や
空
襲
で

焼
失
し
て
し
ま
っ
た
も
の
は
も
う
二

度
と
戻
っ
て
き
ま
せ
ん
か
ら
、
金
額

う
ん
ぬ
ん
で
は
な
く
「
残
っ
て
い

る
」
と
い
う
こ
と
自
体
が
貴
重
で
す
。

小
野
寺

千
厩
で
毎
年
開
催
さ
れ
る

「
せ
ん
ま
や
ひ
な
ま
つ
り
」
に
も
江

戸
時
代
の
雛
人
形
が
展
示
さ
れ
ま
す

が
、
や
は
り
価
値
が
あ
る
？

木
村

「
価
値
」
と
言
う
表
現
は

ち
ょ
っ
と
違
う
か
な
。
２
０
０
年
も

前
の
も
の
が
、
今
の
時
代
に
残
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
す
ご
い
け
ど
、

た
ぶ
ん
「
高
価
な
物
だ
か
ら
残
し
て

い
た
」
の
で
は
な
く
「
た
ま
た
ま

残
っ
て
い
た
」
。
昔
は
雛
人
形
な
ど

も
服
の
お
さ
が
り
同
様
「
自
分
の
時

に
飾
っ
て
も
ら
っ
た
雛
人
形
を
、
自

分
の
娘
に
も
」
と
、
代
々
使
っ
て
き

た
は
ず
。
そ
れ
が
ど
こ
か
の
時
代
で

「
自
分
の
娘
に
は
新
品
が
良
い
」
と

な
り
、
祖
父
母
が
孫
の
た
め
に
新
品

の
お
雛
様
を
贈
る
文
化
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
過
去
の
人
が
使
っ
た
も
の

を
嫌
が
る
、
人
間
の
感
覚
が
変
わ
っ

て
し
ま
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。

小
野
寺

代
々
使
う
文
化
の
ま
ま
な

ら
、
も
っ
と
多
く
の
家
に
残
っ
て
い

た
わ
け
で
す
ね
。
雛
人
形
ま
で
使
い

捨
て
状
態…

…

。
で
も
人
形
を
作
る

側
は
心
を
込
め
て
作
る
わ
け
で…
…

。

木
村

も
ち
ろ
ん
。
昔
の
職
人
さ
ん

た
ち
は
特
に
、
金
額
ど
う
こ
う
じ
ゃ

な
く
、
自
分
の
技
術
を
見
せ
た
か
っ

た
わ
け
で
す
。
そ
の
た
め
に
精
魂
込

め
て
仕
事
を
し
た
の
で
す
が
、
今
の

人
た
ち
は
「
１
日
〇
円
」
と
い
う
労

働
単
価
。
だ
か
ら
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に

目
鼻
を
描
い
た
よ
う
な
物
で
も
５
万

や
10
万
と
高
い
ん
で
す
よ
。
日
本
人

の
も
つ
「
高
い
物
は
良
い
物
」
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
も
影
響
し
て
い
て
、

「
孫
に
は
良
い
物
を
」
と
、
５
千
円

の
雛
人
形
よ
り
10
万
円
の
雛
人
形
を

選
ん
で
し
ま
う
。
逆
に
、
木
に
漆
を

か
け
て
、
着
物
も
全
部
刺
繍
し
た
よ

う
な
本
当
に
良
い
も
の(

古
い
も
の)

が
、
今
の
需
要
で
は
千
円
台
に
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
て…

…

。

小
野
寺

そ
う
す
る
と
、
今
の
時
代

の
五
月
人
形
や
雛
人
形
は
将
来
も
骨

董
品
と
し
て
の
値
段
は
つ
か
な
い
？

木
村

全
く
つ
き
ま
せ
ん
ね
！

小
野
寺

「
作
品
」
か
「
商
品
」
か
、

と
い
う
こ
と
で
す
か
ね
。

木
村

要
は
需
要
の
問
題
で
す
か
ら
。

希
少
価
値
の
あ
る
も
の
、
１
点
も
の

は
欲
し
い
人
が
つ
き
や
す
い
。
ち
な

み
に
、
今
は
正
絹
の
着
物
で
す
ら
値

段
が
つ
か
な
い
こ
と
が
多
い
で
す
。

東
京
に
は
正
絹
の
古
着
物
の
１
０
０

円
均
一
店
ま
で
あ
る
ほ
ど
で
す
。

小
野
寺

正
絹
の
着
物
が
１
０
０
円

木
村

以
前
、
茶
道
を
し
て
い
た
亡

き
母
の
着
物
を
処
分
し
て
欲
し
い
と

50
着
程
預
か
り
、
私
の
主
催
す
る
骨

董
市
で
出
品
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す

が
、
状
態
が
良
い
物
で
あ
っ
て
も
、

古
い
物
に
袖
を
通
す
人
が
少
な
く
な

り
、
着
物
と
し
て
で
は
な
く
、
リ
メ

イ
ク
し
た
り
、
小
物
作
り
の
材
料
と

し
て
購
入
す
る
人
の
方
が
多
か
っ
た

よ
う
に
感
じ
ま
す
。

小
野
寺

着
物
の
「
着
物
」
と
し
て

の
需
要
が
な
く
な
る
と
、
値
段
設
定

は
確
か
に
難
し
い
で
す
ね…

…

。

木
村

私
た
ち
骨
董
屋
の
品
物
も

「
値
段
は
あ
っ
て
な
い
よ
う
な
も

の
」
と
言
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
私
た

ち
は
プ
ロ
な
の
で
ち
ゃ
ん
と
値
段
が

つ
け
ら
れ
ま
す
。
業
界
の
そ
の
時
そ

の
時
の
卸
値
段
に
準
じ
て
い
る
の
で
。

古
物
商
の
ラ
イ
セ
ン
ス
を
持
っ
た
人

し
か
入
れ
な
い
市
場
が
あ
り
、
私
も

月
に
２
回
主
催
し
ま
す
が
、
そ
こ
で

値
段
が
決
ま
っ
て
き
ま
す
。

小
野
寺

骨
董
業
界
そ
の
も
の
は
今

も
盛
り
上
が
っ
て
い
る
の
で
す
か
？

木
村

正
直
、
日
本
人
は
骨
董
品
を

買
わ
な
く
な
り
、
今
は
中
国
の
富
裕

層
の
間
で
骨
董
品
ブ
ー
ム
で
す
。
た

だ
、
そ
れ
も
テ
レ
ビ
な
ど
の
影
響
が

大
き
く
、
誰
か
が
「
鉄
瓶
が
良
い
」

と
言
え
ば
鉄
瓶
ブ
ー
ム
が
起
こ
る
、

と
い
う
感
じ
で
す
よ
ね
。
鉄
瓶
ブ
ー

ム
は
去
っ
た
の
で
、
鉄
瓶
も
需
要
が

少
な
く
な
り
ま
し
た
。

小
野
寺

か
つ
て
骨
董
品
に
熱
心

だ
っ
た
人
が
収
集
し
た
物
は
今
は
ど

う
な
っ
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
か
？

木
村

そ
れ
こ
そ
終
活
の
年
代
に

入
っ
た
人
も
多
い
の
で
「
市
場
で

売
っ
て
欲
し
い
」
と
頼
ま
れ
る
こ
と

も
増
え
て
き
ま
し
た
。
買
っ
た
当
時

よ
り
安
い
値
段
に
し
か
な
ら
な
い
時

は
切
な
い
で
す
が
、
そ
う
や
っ
て
世

に
出
て
き
て
さ
え
く
れ
れ
ば
、
後
世

に
残
っ
て
く
れ
ま
す
か
ら
ね
。

小
野
寺

後
世
に
残
す
べ
き
も
の
か

ど
う
か
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
く
れ

る
人
の
存
在
が
必
要
で
す
ね
。

木
村

分
か
ら
な
い
こ
と
は
分
か
る

人
に
聞
く
こ
と
が
一
番
で
す
。
骨
董

屋
に
出
す
べ
き
物
、
リ
サ
イ
ク
ル
店

に
出
す
べ
き
物
、
捨
て
て
良
い
物
、

そ
し
て
金
額
う
ん
ぬ
ん
で
は
な
く

「
家
で
大
切
に
す
べ
き
物
」
の
ア
ド

バ
イ
ス
は
い
つ
で
も
し
た
い
と
思
い

ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

小
野
寺

残
念
な
「
終
活
」
を
し
な

い
よ
う
に
、
で
す
ね
。

２
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二言
三言

店内の様子

※１ 前編(情報誌『idea』2022年３月号)参照。

※

１

(

有)

好
観
堂
骨
董
店

住
所

一
関
市
山
目
字
十
二
神
１
２
３-

２

電
話

０
１
９
１-

２
３-

１
８
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※２ 古物商間の古物の売買又は交換のための市場を経営するには、「古物商」の許可はもちろん、「古物市場主許可」が必要。

※

２

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。



聴
い
た
幸
子
さ
ん
は
、
「
方
言
を
交
え
つ
つ

も
語
り
口
が
ス
ム
ー
ズ
で
、
終
始
聴
き
や
す

か
っ
た
こ
と
に
驚
い
た
」
と
振
り
返
り
ま
す
。

平
成
27
年
５
月
、
受
講
者
ら
12
人
で
「
ふ

じ
さ
わ
語
り
部
の
会
」
を
結
成
す
る
と
、

「
語
り
」
に
つ
い
て
の
視
察
研
修
等
も
行
い

な
が
ら
、
技
術
習
得
に
つ
な
げ
ま
し
た
。

ま
た
、
「
語
り
」
に
使
用
す
る
「
原
稿
作

り
」
に
も
取
り
掛
か
り
ま
す
。
藤
沢
町
文
化

振
興
協
会
が
発
行
し
た
『
民
話
と
伝
説

藤

沢
の
む
が
し
っ
こ
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
昔

話(

全
84
話)

を
「
藤
沢
弁
」
に
改
訳
。
一
話

一
話
が
「
む
が
ー
す
む
が
す
、
あ
っ
た
ど
っ

し
ゃ
」
で
始
ま
り
、
「
え
ん
つ
こ
ま
ん
ま

さ
ー
ぎ
ゃ
っ
た
」
と
締
め
く
く
り
ま
す
。

平
成
27
年
11
月
、
藤
沢
市
民
セ
ン
タ
ー
で

開
催
さ
れ
た
「
は
つ
ら
つ
セ
ミ
ナ
ー
」
内
で

初
め
て
の
発
表
機
会
が
訪
れ
ま
す
。
藤
沢
弁

ベ
テ
ラ
ン
世
代
が
耳
を
傾
け
る
中
、
「
滑
石

(

な
め
り
い
し)

」
「
石
に
な
っ
た
和
尚
さ

ん
」
「
正
坊
滝
」
な
ど
を
発
表
。
そ
の
結
果
、

「
久
し
ぶ
り
に
聴
い
て
面
白
か
っ
た
」
な
ど

の
感
想
と
と
も
に
、
聴
講
者
か
ら
方
言
の
使

い
方
を
ア
ド
バ
イ
ス
さ
れ
る
場
面
も
。

「
藤
沢
の
む
か
し
ば
な
し
伝
承
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」
は
３
年(

平
成
26
年
～
28
年
度)

で
終

了
し
、
地
域
に
伝
わ
る
昔
話
や
伝
説
は
１
３

０
話
を
リ
ス
ト
化
、
そ
の
う
ち
２
話
を
紙
芝

居
に
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
成
果
物
は
、
同

会
の
活
動
の
中
で
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

平
成
27
年
の
結
成
以
来
、
藤
沢
町
内
の
お

茶
会
や
高
齢
者
福
祉
施
設
、
老
人
ク
ラ
ブ
、

さ
ら
に
は
方
言
川
柳
大
会(

藤
沢
町
芸
術
文
化

協
会
主
催)

な
ど
、
地
域
内
の
各
所
で
昔
話
を

披
露
し
て
い
る
同
会
。
コ
ロ
ナ
禍
で
聴
衆
を

目
の
前
に
話
を
す
る
機
会
は
減
少
、
定
例
会

す
ら
開
催
し
に
く
い
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す

が
、
令
和
３
年
11
月
末
、
「
ふ
じ
さ
わ
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」
が
運
営
す
る
高
齢
者

サ
ー
ク
ル
「
に
こ
に
こ
来
楽
歩
」
に
て
久
し

ぶ
り
に
語
り
部
の
機
会
が
。
感
染
対
策
を
施

し
な
が
ら
の
発
表
で
し
た
が
、
「
懐
か
し

い
」
「
若
い
人
に
も
聞
か
せ
た
い
」
と
い
う

嬉
し
い
声
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

幸
子
さ
ん
は
、
「
昔
話
の
原
稿
作
り
作
業

や
発
表
を
通
し
、
伝
承
の
『
形
』
は
作
り
ま

し
た
。
そ
れ
を
ど
う
活
か
し
て
い
く
か
が
今

後
の
課
題
で
す
。
今
ま
で
聴
衆
の
ほ
と
ん
ど

が
高
齢
者
で
、
子
ど
も
た
ち
に
読
み
聞
か
せ

る
機
会
が
な
か
っ
た
の
で
、
学
校
や
図
書
館

で
読
み
聞
か
せ
が
あ
る
時
は
、
語
り
手
と
し

て
協
力
し
た
い
で
す
し
、
多
様
な
メ
デ
ィ
ア

の
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
１
つ
で
も
多
く
昔
話

を
伝
承
し
て
い
き
た
い
」
と
、
今
後
の
抱
負

を
語
り
ま
す
。

会
員
の
高
齢
化
な
ど
、
発
足
か
ら
７
年
で

会
員
が
半
数
に
な
り
ま
し
た
が
、
「
興
味
の

あ
る
方
は
会
員
と
し
て
大
歓
迎
で
す
！
」
と
、

地
域
に
伝
わ
る
昔
話
を
、
地
域
の
言
葉
で
次

の
世
代
に
語
り
継
ぎ
た
い
と
い
う
意
欲
は
、

構
想
段
階
当
時
の
ま
ま
、
今
も
健
在
で
す
。

千葉松男さん

発足当時は旧藤沢公民

館長として伝承プロ

ジェクトや同会に関

わっていました。記憶

力を鍛えるため、一人

一話は昔ばなしを暗記

することが目標だとか。

千葉幸子さん

伝承プロジェクト発足

時からリーダーとして

活躍。「自分自身が地

域の文化・伝統を見つ

め直すきっかけになっ

た」と語ります。

「
石
に
な
っ
た
和
尚
さ
ん
」
「
正
坊

滝
」
な
ど
、
昔
話
が
数
多
く
残
る
藤
沢

地
域
。
物
語
に
目
を
通
す
と
「
申
楽
を

見
逃
し
た
シ
ョ
ッ
ク
で
和
尚
さ
ん
が
石

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
「
正
坊
滝
で
つ

か
ま
え
た
ウ
ナ
ギ
が
し
ゃ
べ
っ
た
」
な

ど
、
物
語
の
展
開
は
非
現
実
的
な
部
分

が
あ
る
一
方
、
舞
台
と
な
る
地
名
は
明

確
で
、
藤
沢
の
各
地
区
に
今
も
残
る
史

跡
等
と
関
連
が
あ
る
物
語
が
数
多
く
存

在
す
る
た
め
、
「
も
し
か
し
た
ら
本
当

に
？
」
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

平
成
25
年
、
旧
藤
沢
公
民
館
が
「
い

ち
の
せ
き
元
気
な
地
域
づ
く
り
事
業
」

で
取
り
組
む
新
た
な
内
容
を
住
民
主
体

で
検
討
す
る
機
会(

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ)

を
設
け
、
当
時
藤
沢
図
書
館
の
職
員

だ
っ
た
「
ふ
じ
さ
わ
語
り
部
の
会
」
会

長
の
千
葉
幸
子
さ
ん
も
参
加
し
ま
し
た
。

地
域
づ
く
り
に
つ
な
が
る
事
業
を
検

討
す
る
中
で
「
藤
沢
に
伝
わ
る
昔
話
を

後
世
に
伝
え
た
い
」
と
い
う
声
が
上
が

り
、
幸
子
さ
ん
も
「
子
ど
も
た
ち
に
も

分
か
り
や
す
く
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
紙

芝
居
や
絵
本
を
作
り
た
い
。
で
き
れ
ば

藤
沢
弁
を
交
え
て
作
り
、
語
り
継
ぎ
た

い
」
と
い
う
想
い
を
共
有
し
ま
し
た
。

そ
の
想
い
が
具
現
化
し
、
平
成
26
年

７
月
、
同
事
業
の
一
環
と
し
て
「
藤
沢

の
む
か
し
ば
な
し
伝
承
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」
が
発
足
。
昔
話
を
題
材
に
し
た
紙

芝
居
の
制
作
、
昔
話
・
伝
説
の
リ
ス
ト

化
の
ほ
か
、
藤
沢
地
域
に
主
軸
を
置
い

た
「
語
り
部
の
会
」
設
立
に
向
け
た
動

き(

語
り
部
の
養
成)

も
盛
り
込
ま
れ
、

取
り
組
み
が
ス
タ
ー
ト
し
た
の
で
す
。

同
年
11
月
、
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で

「
語
り
部
養
成
講
座
」
を
開
催
す
る
と
、

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
メ
ン
バ
ー
と
一

般
市
民
合
わ
せ
て
23
人
が
参
加
。
講
師

は
「
い
ち
の
せ
き
語
り
部
の
会
」
の
佐

藤
軍
治
さ
ん
で
、
方
言
を
交
え
た
語
り

の
注
意
点
や
、
語
り
の
リ
ズ
ム
感
な
ど

を
学
び
ま
し
た
。
初
め
て
生
の
語
り
を

３４

団体
紹介ふじさわ語り部の会

平成27年結成。毎月の定例会で地域に伝

わる昔話・伝説を方言(藤沢弁)に書き換え、

藤沢地域のお茶会、老人福祉施設等で「語

り」として披露(コロナ禍で定例会は自粛

中)。現在の会員は６名。

「
ふ
ん
つ
ぁ
あ
弁
」
で
地
域
の
歴
史
を
面
白
く

み
ん
な
に
聴
い
て
も
ら
え
る

昔
話
を
目
指
し
て

- Photo gallery -gallery -

石
に
な
っ
た
和
尚
さ
ん

昔
話
の
舞
台
・
同
町
増
沢
の

「
立
石
神
社
」
。
社
殿
後
方

に
は
「
和
尚
さ
ん
」
だ
っ
た

と
伝
え
ら
れ
る
大
き
な
岩
が

そ
び
え
立
ち
ま
す
。

台
本
と
、
そ
の
ベ
ー
ス

台
本
製
作
の
元
に
な
る
資
料

(

左)

と
、
同
会
の
台
本
を
ま

と
め
た
冊
子(

右)

。
「
え
ん

つ
こ
」
は
「
え
じ
こ(

嬰
児

籠)

」
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。

こ
ん
な
話
あ
っ
た
っ
け
な

同
町
内
の
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

「
や
ま
ば
と
」
で
の
発
表
。

昔
話
を
聴
く
と
、
脳
が
活
性

化
す
る
こ
と
も
あ
る
と
か(

写

真
は
平
成
29
年
６
月)

。

昔
話
の
世
界
へ

発
表
時
は
半
纏
を
着
用
し
、

紙
芝
居
も
活
用
す
る
な
ど
、

目
と
耳
で
昔
話
を
楽
し
め
る

よ
う
工
夫
し
て
い
ま
す(

写
真

は
令
和
３
年
11
月)

。

Ｑ.あなたにとって「昔話」とは？

会長 事務局

ふじさわ語り部の会

語
り
の
技
術
を
学
び
、

語
り
部
の
会
設
立
へ

ちば さちこ ちば まつお

Ａ.地域のお宝Ａ.心のふるさと

次
の
世
代
へ
つ
な
い
で
い
く
た

め
の
仕
組
み
づ
く
り

〒029-3311 一関市藤沢町黄海字京堂101-7

（事務局：千葉）

TEL＆FAX：0191-63-4424

写真：紙芝居を活用した「語り」の様子。

※

１

※

２

※

３

※

１

日
本
に
お
け
る
伝
統
芸
能
の
ひ
と
つ
。
現
在
は
「
能
楽
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
。

※

２

藤
沢
町
と
宮
城
県
登
米
市
の
県
境
に
実
在
し
た
滝
で
、
現

在
は
相
川
ダ
ム
の
湖
底
に
沈
ん
で
い
る
。

※

３

旧
藤
沢
町
近
辺
の
方
言
。
「
ふ
ん
つ
ぁ
あ
弁
」
と
も
言
う
。

※

４

※

４

直
訳
す
る
と
「
赤
ち
ゃ
ん
が
入
っ
た
ま
ま
揺
り
籠
が
ひ
っ
く

り
返
っ
た
」
＝
「
赤
ち
ゃ
ん
が
大
き
く
な
っ
た
」
。
転
じ
て

「
め
で
た
し
、
め
で
た
し
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
。



に
設
定
し
、
報
奨
金
の
使
途
や
実
績
を
詳
細

に
住
民
と
共
有
し
ま
し
た
。
ま
た
、
紙
類
や

空
き
缶
・
空
き
瓶
を
中
心
と
し
た
資
源
回
収

で
は
報
奨
金
に
限
界
が
あ
る
た
め
、
地
域
の

特
徴
を
生
か
し
た
「
主
力
資
源
」
の
回
収
に

も
取
り
組
む
こ
と
に
。
同
自
治
会
エ
リ
ア
は

中
山
間
地
域
で
農
家
が
中
心
。
使
用
で
き
な

く
な
っ
た
農
機
具
や
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
の
骨

組
み
な
ど
、
多
数
存
在
す
る
「
鉄
く
ず
」
の

回
収
を
始
め
ま
し
た
。
「
家
や
敷
地
内
の
片

付
け
を
す
る
こ
と
で
、
地
域
の
財
源
に
な
る

な
ら…

…

」
と
、
住
民
も
競
う
よ
う
に
家
の

片
付
け
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
か
。

併
せ
て
、
役
員
等
が
各
戸
を
回
る
の
で
は

な
く
、
地
域
内
４
か
所
に
資
源
回
収
場
所
を

設
定
す
る
方
法
に
変
更
。
各
家
庭
で
は
そ
れ

ぞ
れ
最
寄
り
の
回
収
場
所
に
持
っ
て
行
き
、

そ
の
回
収
場
所
に
業
者
の
ト
ラ
ッ
ク
が
直
接

向
か
う
流
れ
に
し
た
こ
と
で
、
役
員
等
の
負

担
軽
減
を
図
り
ま
し
た
。

副
会
長
で
総
務
部
長
の
菅
原
新
市
さ
ん
は

「
目
標
を
明
確
に
し
、
目
標
に
向
か
っ
て
活

動
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
自
分
の
活
動
が

少
な
か
ら
ず
地
域
に
恩
恵
を
与
え
て
い
る
こ

と
な
ど
を
、
住
民
自
身
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
、
地
域
住
民
の
活
動
意
欲
が
高
く

な
っ
た
。
前
年
度
の
目
標
額
を
超
え
よ
う
と

い
う
機
運
が
自
然
に
出
て
き
て
い
る
よ
う
に

感
じ
る
」
と
、
効
果
を
実
感
し
ま
す
。

資
源
回
収
の
仕
組
み
改
革
を
し
て
10
年
が

経
ち
ま
す
が
、
高
齢
者
世
帯
な
ど
、
眠
っ
た

ま
ま
の
資
源(

廃
品)

は
ま
だ
ま
だ
あ
り
、

「
高
齢
者
世
帯
な
ど
の
片
づ
け
を
資
源
回
収

の
一
環
で
手
伝
う
こ
と
で
、
つ
な
が
り
が
生

ま
れ
、
世
代
間
交
流
に
も
な
る
」
と
、
自
治

会
長
の
氏
家
政
敏
さ
ん
も
笑
顔
を
見
せ
ま
す
。

「
共
同
事
業
」
と
し
て
、
自
治
会
員
が
力

を
合
わ
せ
て
作
業
す
る
よ
う
な
活
動
を
多
数

実
施
し
て
い
る
同
自
治
会
。
作
業
を
通
し
て

自
然
と
各
種
情
報
共
有
が
図
ら
れ
、
地
域
住

民
が
地
域
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
場
と
し
て

も
機
能
し
て
い
ま
す
。

同
自
治
会
エ
リ
ア
に
あ
り
、
昭
和
51
年
に

県
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
た
「
薄
衣
の

笠
松
」
周
辺
の
下
草
刈
り
も
「
共
同
事
業
」

で
行
わ
れ
る
作
業
の
一
つ
。
樹
齢
は
お
よ
そ

６
０
０
年
と
推
定
さ
れ
、
仙
台
藩
主
伊
達
政

宗
と
の
逸
話
も
あ
る
と
さ
れ
る
こ
の
ア
カ
マ

ツ
は
、
地
域
住
民
に
よ
る
保
存
団
体(

昭
和
42

年
結
成)

が
手
入
れ
等
を
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、

平
成
15
年
頃
か
ら
は
自
治
会
内
に
「
笠
松
保

存
部
」
を
設
け
、
自
治
会
活
動
の
一
環
に
。

年
３
回
の
下
草
刈
り
も
多
く
の
住
民
が
参
加

し
、
文
化
財(

天
然
記
念
物)

を
通
し
た
世
代

間
交
流
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
で
事
業
の
実
施
に
躊
躇
す
る
自

治
会
が
多
い
中
、
同
自
治
会
で
は
地
域
の
環

境
美
化
等
に
係
る
事
業
を
実
施
し
続
け
、
多

く
の
住
民
が
従
来
通
り
協
力
的
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。
「
作
業
」
を
「
交
流
」
の
場
と

捉
え
、
各
住
民
が
参
加
意
義
を
見
出
し
て
い

る
こ
と
の
現
れ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

Ｑ.集落の自慢は何ですか？

自治会長

氏家政敏さん

２期４年目。60歳頃に

帰郷。総務部長を３年

勤めてから現在の役職

へ。地域のことを常に

考え、地元住民にどう

関わってもらえるか、

試行錯誤しています。

菅原新市さん

参謀役として長年自治

会運営に関わっており、

自治会事業の見える化

などを提案。地域住民

の自治会参画意欲を高

めることに尽力してい

ます。

い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
か
定
か
で
は
な

い
ほ
ど
長
年
続
い
て
い
る
ガ
ー
ド
レ
ー

ル
・
カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
清
掃
。
個
人
で

ガ
ー
ド
レ
ー
ル
清
掃
を
行
っ
て
い
た
集

落
内
の
男
性
の
後
を
継
ぐ
よ
う
に
自
治

会
の
高
齢
部
が
担
う
よ
う
に
な
り
、
少

な
く
と
も
30
年
以
上
は
続
い
て
い
ま
す
。

今
で
は
自
治
会
全
体
の
取
り
組
み
と

な
り
、
自
治
会
員
の
半
数
以
上
と
な
る

約
１
０
０
人
が
参
加
。
作
業
自
体
は
班

毎
に
チ
ー
ム
と
な
り
、
高
圧
洗
浄
機
な

ど
も
用
い
て
本
格
的
に
清
掃
し
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
は
バ
ケ
ツ
で
運
ん
だ
水

を
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
に
か
け
、
デ
ッ
キ
ブ

ラ
シ
や
ス
ポ
ン
ジ
を
使
っ
て
清
掃
し
て

い
く
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
年
代
に
合
わ

せ
た
役
割
が
あ
る
た
め
、
子
ど
も
か
ら

大
人
ま
で
や
り
が
い
を
持
っ
て
関
わ
る

こ
と
が
で
き
、
世
代
間
交
流
の
場
と
し

て
も
位
置
付
け
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
同
自
治
会
が
大
切
に
し
て
い

る
の
が
、
毎
月
開
催
す
る
「
運
営
委
員

会
・
自
主
防
災
会
議
」
と
い
う
話
し
合

い
の
場
。
各
部
が
事
業
の
進
捗
や
悩
み

を
共
有
し
、
解
決
策
を
話
し
合
い
な
が

ら
、
方
向
性
を
決
め
て
い
ま
す
。

ま
た
、
毎
月
発
行
す
る
「
自
治
会
だ

よ
り
」
で
は
、
地
域
住
民
か
ら
寄
せ
ら

れ
た
課
題
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
取
り

組
み
を
行
っ
た
の
か
報
告
す
る
ほ
か
、

年
末
に
は
「
外
山
東
部
自
治
会
10
大

ニ
ュ
ー
ス
」
と
題
し
、
事
業
の
実
施
報

告
や
年
間
の
活
動
報
告
を
き
め
細
か
く

掲
載
。
地
域
全
体
で
共
有
し
合
い
な
が

ら
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

資
源
回
収(

有
価
物
集
団
回
収
事
業)

に
も
取
り
組
む
同
自
治
会
で
す
が
、
そ

の
方
法
に
は
あ
る
工
夫
が
。
か
つ
て
は

子
ど
も
会
や
役
員
が
中
心
と
な
り
、
紙

類
や
空
き
缶
・
空
き
瓶
な
ど
を
集
め
て

い
ま
し
た
。
し
か
し
、
子
ど
も
が
少
な

く
な
る
と
、
保
護
者
や
役
員
に
負
担
が

偏
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
割
に
報
奨
金

は
多
く
な
い
た
め
、
事
業
継
続
が
重
荷

と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
実
施
し
た
の
が
事
業
の
「
見

え
る
化
」
。
報
奨
金
の
目
標
額
を
明
確

外山東部自治会

５６

住
民
総
出
の
共
同
作
業
が
生
み
出
す
も
の

役
割
が
あ
る
か
ら
参
加
す
る

清
掃
活
動
＝
世
代
間
交
流

- Photo gallery -gallery -

世
代
間
交
流
も
か
ね
て

３
世
代
交
流
の
場
と
し
て
も

機
能
す
る
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
・

カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
清
掃
。
終
了

後
の
ね
ぎ
ら
い
も
大
切
！(

令

和
３
年
10
月
の
様
子)

夕
焼
け
に
染
ま
る
公
民
館

公
民
館
は
サ
ン
セ
ッ
ト
・
ト

ウ
ブ
・
ヒ
ル
ズ(

夕
日
に
映
え

る
癒
し
の
館)

と
し
て
地
域
住

民
の
憩
い
の
場
と
し
て
活
用

さ
れ
て
い
ま
す
。

目
標
額
を
達
成
す
べ
く

４
か
所
の
資
源
回
収
場
所
を

業
者
と
役
員
が
回
り
、
集
め

ら
れ
た
資
源(

廃
品)

を
ト

ラ
ッ
ク
に
積
ん
で
い
き
ま
す

(

令
和
３
年
８
月
の
様
子)

。

「
薄
衣
の
笠
松
」

３
本
あ
っ
た
古
木
の
う
ち
衰

弱
し
た
１
本
は
平
成
26
年
に

惜
し
ま
れ
つ
つ
も
伐
採
。
写

真
は
伐
採
前
に
行
っ
た
お
別

れ
会
の
様
子
。

地域
紹介

外山東部自治会(川崎)

川崎町薄衣地内、国道284号線の川崎小学

校付近から北方に広がる中山間集落。57世帯

約180人が暮らす。自治会活動は部会を中心

に行われ、総務、産業、体育社会、教育文化、

生活環境、高齢、女性、青年、笠松保存の９

部会がある。

川﨑

共
同
作
業
は
情
報
交
換
の
場

「
見
え
る
化
」
で
や
る
気
Ｕ
Ｐ

うじいえ まさとし すがわら しんいち

Ａ.心なごむ 人と自然 Ａ.共同作業(地域の環境美化)による人が集う場所
地域づくり

左の写真：ガードレール・カーブミラー清掃の様

子(令和２年10月)

副会長(総務部長)



一関

平
安
時
代
に
始
ま
る
日
本
の
「
お
茶
」

の
歴
史
。
当
市
に
初
め
て
茶
葉
の
加
工
製

造
販
売
を
行
う
お
茶
屋
が
で
き
た
の
は
明

治
19
年
の
こ
と
。
初
代
の
佐
藤
彦
蔵
さ
ん

は
、
行
商
先
の
一
関
村(

現
一
関
市)

で
目

の
病
気
を
患
い
、
当
地
に
定
住
す
る
と
、

故
郷
「
常
陸
国(

旧
国
名
で
、
現
在
の
茨

城
県
の
大
部
分)

」
の
別
称
「
常
州
」
か

ら
「
常
州
屋
」
と
名
付
け
、
現
在
地
に
て

お
茶
と
煙
草
の
製
造
販
売
店
舗
を
創
業
し

ま
し
た(

昭
和
37
年
に
法
人
化
し
「
常
州

園
」
と
改
名)

。

３
代
目
の
篤
三
郎
さ
ん(

現
代
表
の
祖

父)

の
時
に
常
州
屋
は
大
き
く
飛
躍
。

「
お
茶
屋
と
し
て
最
も
大
事
な
こ
と
は
仕

入
れ
。
実
際
に
自
分
の
目
で
見
る
必
要
が

あ
る
と
思
い
立
っ
た
３
代
目
は
、
茶
葉
の

生
産
時
期
に
は
静
岡
県
へ
と
足
を
運
び
、

お
茶
農
家
か
ら
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
び
つ
つ
栽

培
契
約
を
結
び
ま
し
た
。
良
質
な
茶
葉
を

一
関
に
仕
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
、
茶
葉
の
販
売
は
県
内
ト
ッ
プ
ク
ラ

ス
と
な
り
ま
し
た
」
と
、
現
代
表
の
佐
藤

正
彦
さ
ん
は
当
時
に
つ
い
て
語
り
ま
す
。

太
平
洋
戦
争
で
戦
時
統
制
が
始
ま
り
、

茶
葉
の
販
売
に
も
制
限
が
か
か
り
ま
す
が
、

常
州
屋
は
「
荷
受
所
」
と
さ
れ
た
た
め
、

県
内
外
か
ら
お
茶
屋
が
買
い
付
け
に
来
た

の
だ
と
か
。
終
戦
後
は
、
昭
和
22
・
23
年

の
大
型
台
風
の
水
害
で
工
場
が
倒
壊
し
、

機
械
や
茶
葉
も
流
出
。
大
き
な
打
撃
で
し

た
が
、
新
た
な
ご
縁
で
現
在
の
一
関
市
旭

町
に
工
場
を
移
動
し
、
現
在
も
合
組
・
袋

詰
・
輸
送
を
行
っ
て
い
ま
す
。

現
代
表
が
引
き
継
い
だ
昭
和
47
年
か
ら

は
、
ス
ー
パ
ー
へ
の
卸
売
を
開
始
。
昭
和

61
年
に
は
店
舗
改
装
と
と
も
に
、
珈
琲
豆

の
販
売
を
始
め
、
同
時
に
抹
茶
類
や
ソ
フ

ト
ク
リ
ー
ム
販
売
コ
ー
ナ
ー
も
設
け
る
な

ど
、
時
代
と
と
も
に
「
地
元
の
お
茶
屋
」

は
変
化
し
て
い
き
ま
し
た
。

小
学
校
の
総
合
学
習
等
の
一
環
と
し
て

見
学
の
受
け
入
れ
を
行
っ
て
い
る
同
社
。

「
普
段
は
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
緑
茶
を
飲
む

機
会
の
方
が
多
い
子
ど
も
た
ち
に
急
須
で

入
れ
た
お
茶
を
差
し
出
す
と
『
う
わ
～
美

味
し
い
』
と
い
う
歓
声
が
あ
が
り
、
そ
の

言
葉
、
そ
の
表
情
が
と
て
も
嬉
し
い
」
と
、

佐
藤
さ
ん
も
目
を
細
め
ま
す
。

「
茶
は
養
生
の
仙
薬
な
り
、
延
齢
の
妙

術
な
り
」
と
、
健
康
へ
の
効
能
が
語
り
継

が
れ
て
き
た
お
茶
。
そ
ん
な
お
茶
の
効
能

を
よ
り
得
る
こ
と
が
で
き
る
「
淹
れ
方
」

な
ど
も
伝
え
る
た
め
に
、
同
社
で
は
お
客

様
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
大
切
に

し
、
お
客
様
に
と
っ
て
の
「
ホ
ッ
と
す
る

場
所
で
あ
り
続
け
た
い
」
と
語
り
ま
す
。

ま
も
な
く
６
代
目(

現
代
表
の
息
子)

へ

の
継
承
を
予
定
し
て
い
る
同
社
。
６
代
目

は
約
５
年
前
か
ら
営
業
等
の
傍
ら
で
自
社

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
立
ち
上
げ
や
、
オ
リ
ジ

ナ
ル
商
品
の
開
発
な
ど
、
新
た
な
取
り
組

み
も
始
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
「
急
須
で

お
茶
を
淹
れ
る
」
と
い
う
「
日
本
文
化
」

も
大
切
に
し
て
お
り
、
市
民
セ
ン
タ
ー
等

が
開
催
す
る
「
美
味
し
い
お
茶
の
淹
れ
方

講
座
」
な
ど
の
講
師
を
務
め
る
こ
と
も
。

佐
藤
さ
ん
は
「
若
い
世
代
と
し
て
新
た

な
お
茶
屋
の
時
代
を
切
り
拓
き
つ
つ
、
こ

こ
大
町
で
時
代
の
変
化
を
見
守
り
続
け
て

欲
し
い
」
と
、
お
茶
と
同
社
の
未
来
に
期

待
を
寄
せ
ま
す
。

２

７

企業
紹介

株式会社常州園

明治19年「常州屋」として創業、昭和37年に「株式会社常州園」として法人

化。当初は現在のなのはなプラザ付近に茶葉の製造工場も構えていた(現在は旭

町に移転)。店舗では茶葉や茶道具、煙草の販売に加え、紙巻きたばこや煙管用

の葉たばこを細く刻む「細刻み」の作業も(茨城県水府村産の葉たばこと千厩町

の「東山たばこ」をブレンド)。昭和61年、一関市の都市計画による道路整備で

店舗をリニューアルし、当時は画期的だったお茶屋での甘味処(抹茶類やソフト

クリーム販売)を併設。現代表取締役社長の佐藤正彦さんは同社の５代目。息子

が６代目として次期代表取締役を就任する予定で、「今だから伝えたいお茶の

効果」の発信にも尽力中。

老舗お茶屋だからこそ～健康は一杯のお茶から～

１
３
６
年
、
大
町
を
見
守
り
続
け

て
き
た
「
お
茶
屋
」

急須以外にも手軽にお茶を楽しめ
る商品を取り扱っている。

DATA

〒021-0881 一関市大町6-1
TEL 0191-23-5152
FAX 0191-23-5310
HP https://www.jyoshuen.co.jp/

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37話

地域運営の
落とし穴㉑

今月のテーマ

同社のオリジナル商品も並ぶ。

代表取締役の佐藤正彦さん。茶葉
は木箱で密封保存している。

「役の交代」についての傾向と対策

地域企業の理念にせまります。

３

８

「
ホ
ッ
と
で
き
る
場
所
へ
」

お
茶
の
「
効
能
」
も
発
信
し
て

１

自治会長や各種団体の長、いわゆる‘代表職のなり手不足’が最重要課題と捉えられがちですが、実はしっか

りと気を留めなければいけないのは、「事務局」や「〇〇部長」などの細かな役ではないでしょうか？

我々も地域と関わる中で、地域活動の要職を担う役員さんたちに日々出会います。「何期目ですか？」と聞い

てみると、「２期４年目です」「３期５年目です」と答えるのは、自治会長など代表職の方々。一方、事務局さ

んとなると「５期９年目です」など、代表職よりも長く役を務められている傾向があります。

長期で役をやっている＝なかなか交代できない実態は、代表職ではなく、事務局や〇〇部長などの裏方さんに

多い(班長は輪番制にしている自治会が多く、比較的交代がしやすい)ように感じてきた昨今。確かに、代表職と

なると、責任の重さや、代表職についてくる自治会以外の会議出席などから、抵抗感を抱く人が多いようですが、

目に見える役職ゆえ、交代への理解も得られやすく、なんとかかんとか交代できているように見えます。

ちなみに……。自治会長と行政区長を兼務している人も多い当市ですが、こと行政区長は、

10年務めると市長から感謝状が贈られるため、４期８年目くらいになると「あと１期やって感

謝状まで頑張れ！」と、周囲から後押しされることもあるそうです(笑)

それはそれで栄誉であり名誉なので、「感謝状まで頑張る」というモチベーションにはつな

がるものの、必ずしも10年続けられるかというと……。

さて、話を戻すと、今回問題提起したいのは、「‘役のなり手不足’という課題の中で、重要課題として捉え

なければいけないのは、『事務局』のなり手ではないか？」ということです。事務局は組織の事務方として、

〇〇部長は実働のリーダーとして、自治会活動に関わっているわけですが、どちらも‘経験’がモノを言う役割。

※代表職が未経験で務まるかというと決してそんなことはありませんし(誤解のないように)、自治会長など代表職

に就くまでに、副会長や事務局、〇〇部長の経験を積み代表職に就いている方が多いので、やはり経験あっての

役割だということは充分理解しています。

実務レベルの業務を担う事務局や〇〇部長は、各種文書の作成など、パソコンを使っての業務もあるため、パ

ソコンを使い慣れている人が任されることが多いようです。現在、地域の役割を担っている60代～70代の皆さん

はパソコンが不得手な人も多いので、拒否することも理解できますが、今の時代は、仕事でパソコンを使わない

ことの方が少ないので、現役世代で事務局的な仕事ができる人は多くいると考えられます。それなのに、役を受

けてくれない理由は何か？

ずばり、役の内容を知らない！ということが背景にあるのではないでしょうか？

親世代から「役を受けたら大変だ」という話ばかりインプットされてしまっているので、どんなことをやって

いるかという関心よりも、‘受けたら大変’というネガティブキャンペーンになってしまっているのです。

人口減少による地域運営の課題は、支える人と支えられる人のバラ

ンスが崩れることから始まります。ゆえに、役のなり手を探すことも

大事ですが、その大前提として、そもそもの「地域運営の仕組み」や

「役の内容」について、今一度、家庭内や地域内で共有し、‘みんな

が知っている’状況を創り出すことが必要です。

また、30代～40代の若者からは、「声をかけられたら参加する」

「自分にできることなら関わってもいい」という声も。でも、まだ親

世代が元気で、親世代がやっているから出番がなく、また「これまで

担ってきた先輩方のように完璧にできない」という不安の考えも同時

に聞こえてきます。

今の役員たちの次世代である50代～60代が、円滑な地域運営ができ

るように本気で取り組み、次の30代～40代にバトンをつなぐ、‘目に

見えない基礎づくり’が、今の頑張りどころではないでしょうか。

当センターが令和４年２月に開催した
「自治会長サミットvol.13」では、
「役の交代・なり手について考える」を
テーマに市内の自治会長さんたちと情
報・意見交換。次は事務局さん向けの情
報交換会を開催するかも!?

※

※
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。
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レ
ン
ド
す
る
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と
。



明治17年 「朝日館跡」に祠が建てられる。 ※明治20年の可能性あり

昭和27年
千葉幸右衛門先生、矢越中学校に赴任(～昭和37年3月)。 ※昭和26年より矢越に居住

歓迎会で昆野八郎右衛門にちなんだ浪曲を聞いたことで興味をもち、独自で調査を開始。

昭和41年頃 東山新報から幸右衛門先生に執筆依頼。昭和43年より「昆野八郎右衛門伝」の連載開始。

昭和42年頃 幸右衛門先生、長坂での調査開始。複数の那須家を訪ね歩き、八郎右衛門の生家を探す。

昭和46年 「昆野八郎右衛門伝」が112回目で終了(未完結)。※昭和47年に幸右衛門先生上京(～昭和58年)

昭和52年 「室根商工ニュース」にて「昆野八郎右衛門伝」の連載始まる(東山新報で掲載していた原稿の再掲含め)。

昭和53年
菅原惟一郎氏を中心に「一心園」という講をつくり、八郎右衛門神社周辺の公園化を進めた(昭和52年に公園用地取
得)。 「昆野八郎右衛門首塚」や「義民 昆野八郎右衛門之碑」など、新しい碑も建立。

昭和54年 昆野八郎右衛門義民碑建立除幕式(４月)、参道石段竣工(10月)、参道落成祝賀会(11月)

昭和55年
「昆野八郎右衛門300年大祭」として300年法要、祝賀式典を開催。
併せて記念碑も建立(「義民 昆野八郎右衛門大明神」、「昆野家の先祖 長曾我部主水之碑」)。

昭和56年 菅原惟一郎氏他界(94歳)。惟一郎氏の妻含め、同時期に複数の関係者(高齢者)が逝去。

昭和58年 幸右衛門先生、東京から故郷・花泉に帰郷。昭和60年には墓石調査など八郎右衛門の研究活動再開。

平成２年
「室根商工ニュース」での「昆野八郎右衛門伝」の連載終了(143回)。

「昆野八郎右衛門310年祭(名称不明確)」。釘子地域住民の寄進により社殿を新築。

平成３年 幸右衛門先生の著書『天和の義民 昆野八郎右衛門伝』発行。 ※連載をまとめたもの

平成６年頃
小山喜久雄氏が釘子出身の女性から「東京に長宗我部の子孫がいる」という連絡をもらう。
→小山氏が女性に『天和の義民 昆野八郎右衛門伝』を送ると、その女性が長宗我部友親氏に
手紙とともに同本を送った(時期不明確)。

平成22年 「昆野八郎右衛門330年忌」。現役の新聞記者だった那須照市氏も末裔かつ記者として参加。

平成28年頃 長宗我部元親の末弟・親房から17代目の当主・長宗我部友親氏が室根を訪れる。

平成29年 長宗我部友親氏が『絶家を思う』発刊。八郎右衛門含む昆野家や那須家についても記載あり。

江
戸
時
代
前
期
、
長
坂
村(

現
東
山
町

長
坂)

の
肝
入
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
八

郎
右
衛
門
は
、
15
歳
で
釘
子
村(

現
室
根

町
矢
越)

肝
入
・
昆
野
茂
左
衛
門
の
養
子

と
な
り
、
28
歳
で
徳
田
村(

現
藤
沢
町
徳

田)

の
星
惣
五
郎
の
娘
と
結
婚
し
ま
す
。

38
歳
の
時
に
養
父
が
病
死
。
八
郎
右

衛
門
は
そ
の
後
を
継
い
で
肝
入
役
を
命
じ

ら
れ
ま
す
。
当
時
、
釘
子
村
含
め
上
折

壁
、
下
折
壁
、
浜
横
沢
、
上
奥
玉
、
上
曽

慶
、
砂
子
田
、
津
谷
川
の
８
か
村
は
伊
達

氏
の
家
臣
・
石
川
大
和
宗
弘
の
領
地
で
、

釘
子
に
代
官
所
が
あ
り
ま
し
た
。

八
郎
右
衛
門
が
お
よ
そ
50
歳
の
頃(

推

測)
か
ら
釘
子
村
周
辺
で
は
４
年
に
わ

た
っ
て
凶
作
が
続
き
、
農
民
の
暮
ら
し
は

困
窮
を
極
め
ま
し
た
。
肝
入
と
し
て
代
官

に
年
貢
を
軽
く
す
る
よ
う
懇
願
し
た
も
の

の
、
事
態
は
変
わ
ら
ず
、
村
人
の
中
に
は

一
揆
を
企
て
る
動
き
も…

…

。

一
揆
を
起
こ
せ
ば
女
性
や
子
ど
も
含

め
、
村
中
に
処
罰
が
下
さ
れ
る
可
能
性
も

あ
り
、
「
暴
力
に
訴
え
て
は
い
け
な
い
」

と
、
村
人
を
な
だ
め
、
自
ら
が
伊
達
藩

主
・
伊
達
綱
村
に
「
直
訴
」
す
る
こ
と
を

決
意
し
ま
す
。

直
訴
は
罪
と
さ
れ
る
時
代
。
妻
子
に
も

処
罰
が
下
さ
れ
る
可
能
性
を
考
慮
し
、
八

郎
右
衛
門
は
自
己
の
所
有
地
や
物
品
を
子

女
に
分
け
与
え
た
の
ち
、
妻
子
と
は
離

縁
。
自
ら
の
名
も
改
名
し
、
一
人
で
仙
台

へ
赴
く
と
、
町
奉
行
な
ど
の
家
に
奉
公
し

な
が
ら
、
直
訴
の
機
会
を
待
ち
ま
し
た
。

八
郎
右
衛
門
は
綱
村
公
が
「
東
照
宮
」

を
参
拝
す
る
機
会
に
合
わ
せ
、
宮
町(

仙

台
市
青
葉
区
内)

に
て
訴
状
を
差
し
出
す

こ
と
に
。
青
竹
に
挟
ん
だ
訴
状
を
綱
村
公

の
駕
籠
の
前
に
差
し
出
し
ま
す
が
、
警
護

の
役
人
た
ち
に
捕
え
ら
れ
ま
す
。

天
和
２
年
、
八
郎
右
衛
門
は
処
刑
さ
れ

ま
し
た
が
、
直
訴
に
よ
り
、
石
川
大
和
宗

弘
の
領
地
は
伊
達
家
の
直
轄
地
と
な
り

(

領
主
や
代
官
は
所
替)

、
年
貢
も
穀
納
か

ら
金
納
に
改
め
ら
れ
る
な
ど
、
村
人
の
負

担
は
軽
く
な
っ
た
の
で
す
。

村
人
に
と
っ
て
は
英
雄
の
八
郎
右
衛
門

で
す
が
、
仙
台
藩
に
と
っ
て
は
罪
人
。
八

郎
右
衛
門
の
首
は
釘
子
村
の
縁
者
が
貰
い

受
け
た
も
の
の
、
す
ぐ
に
お
祀
り
す
る
こ

が
で
き
ず
、
処
刑
か
ら
約
１
５
０
年
後
、

屋
敷
跡
に
小
さ
な
祠
を
、
明
治
20
年
に
よ

う
や
く
「
八
郎
右
衛
門
神
社
」
と
し
て
公

に
お
祀
り
す
る
に
至
っ
た
の
で
す
。

センターの
自由研究

地域の‘気になること’をセンタースタッフが独自に調査！
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＜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)＞ 千葉幸右衛門(1991)『天和の義民 昆野八郎右衛門伝』/
長宗我部友親(2017)『絶家を思う』/ほか ＜協力＞小山喜久雄氏(室根町釘子)、星義弘氏(藤沢町徳田)、室根史談会、ほか

■

昆
野
八
郎
右
衛
門
の
生
涯

当地域には郷土の誇りと言える偉人が数多く存在します。偉人そのものの功績もさ
ることながら、その「末裔」を調査し、会いに行くシリーズ「末裔調査ファイル」。
第３弾は室根町釘子地区で語り継がれてきた義民・昆野八郎右衛門。今でこそ「昆野
八郎右衛門神社」が建てられ、郷土の誇りとして知られる存在となりましたが、その
陰には数々のドラマが……！また、驚くべき人物との関係性も明らかになりました！

※記載内容はあくまでも当センター独自調査の結果です。

▼室根市民センター所蔵の『昆野八郎右衛門物語』を
参考にまとめました。

直訴に向かう前に離縁しているものの、八郎右衛門には２人の子がいたと
され、娘は妻の出身地・徳田村(藤沢町)の星家に嫁ぎますが、釘子村に分家
(朴木屋敷)。朴木屋敷は現在貸家となり、家主(＝末裔)は当市内にはいない
とか。息子も釘子地内に住居を構えた(角地屋敷)とされますが、現在は空き
家となり、その子孫も遠方にいるようです。一方、八郎右衛門の生家の家系
(長坂村・那須家)は脈々と受け継がれ、現在の当主は那須照市さんです。

那須照市 (なすしょういち）
昭和34年生まれ。岩手日日新聞社を退
職後、現在は川嶋印刷㈱広報制作室編
集長。趣味は合唱とゴルフ。

那須照市さん

八郎右衛門が生まれた家の末裔

末裔
フアイル3 昆野八郎右衛門

釘子村を救った天和の義民

那須さんが初めて金野八郎右衛門神社を参拝した
のが330年忌の時。当時は岩手日日新聞社で記者を
しており、末裔であり記者でもあるという立場で参
加。自らが末裔として映った集合写真とともに記事
にし、八郎右衛門の功績と、地域が顕彰に努める様
子を紹介。その時の記事は現在の神社管理に大きく
貢献する小山喜久雄さんが立派に保管しています。
「『間違っていることは間違っていると言う、正

論は曲げない』という自分の性格は、八郎右衛門に
通じる部分がある。八郎右衛門を知ってその想いは
より強くなった」という那須さん。同じく新聞記者
だった長宗我部氏との出会いにも、運命を感じます。

右頁でもご紹介したように、罪人とされた八郎右衛門は、公には釘子住民に手を合わせられ
ることもなく、口伝を中心に語り継がれました。処刑から約150年後、釘子村に病が流行する
と、「八郎右衛門の供養をしていないからでは？」との声が上がり、屋敷跡に菰(こも)づくり
の小さな祠(八郎明神)を建立します(江戸期であり、まだ公には祀ることができない)。
明治20年、ようやく代官屋敷があった「朝日館」跡に公に手を合わせられる祠が建てられま
すが、それまで隠されてきた八郎右衛門の生涯については、資料等も少なく、釘子住民の間で
語り継がれるのみ(昭和初頭に集落の青年たちが演劇の題材にしたことも)。

那須さんによる330年忌の
記事(平成22年9月26日

岩手日日新聞社)

長宗我部氏と室根を
結び付けた
小山喜久雄氏

八郎右衛門が養子に入った昆野家の先祖(始祖)は土佐国の戦国大名・長宗我部元親の家臣である長宗我部主水であると
される。長宗我部元親の三女は伊達家に保護され、その次男は伊達家の奉行となっているため、八郎右衛門は直訴に対
する措置に期待をしていた可能性がある。長宗我部家の末裔が幸右衛門先生の著書を機に平成28年頃当地を訪れた。

check!

昭和27年、花泉町出身の教師・千葉幸右衛門先生が矢越村立矢越中学校に赴任します。幸右衛門先生
が八郎右衛門に着目し、その史実確認を始めたことで、八郎右衛門は日の目を浴びることになり、現在
に至るのです。その略歴が以下。※当センターホームページにて詳細に紹介しています。

隠れたドラマ満
載！

※八郎右衛門の首は遠縁の昆野家が貰い受けたとされ、
その当時のものと思われる首塚と石碑(塚の上)が現在も
残っている(昭和53年に新たに建立した首塚もある)。

※

310年祭に訪れた
千葉幸右衛門先生

本誌面に掲載しきれなかった情報や画像等を当センター
ホームページにて公開しています。ぜひご覧ください。


