
「いちのせき市民モデルコレクション

（通称：イチコレ）」では、「イチコレ第３

回コンテスト」に参加するモデルと、

一緒にイチコレを創っていくスタッフを

募集します。併せて、専用ホーム

ページを立ち上げました。募集の詳

細のほか、過去の様子もご覧いただ

ます。右のQRコードを

読み込むか、下記URL

で検索してください。

idea
ニュースレター「イデア」

2022.6
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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ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
「
イ
デ
ア
」 おしらせ

まちの写真展 スタッフがまちの１コマを切り取ります。

作品名 「手作りの〇〇〇〇セット」

旧町村別の人口動態等を共有します。

直
径
５
・
５
㎝
、
高
さ
15

㎝
の
木
の
棒
に
数
字
が
書
か

れ
た
コ
チ
ラ
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

発
祥
の
「
モ
ル
ッ
ク
」
と
い
う

ボ
ー
リ
ン
グ
の
よ
う
な
ゲ
ー

ム
に
使
う
道
具
で
す
。
「
モ

ル
ッ
ク
」
を
各
種
事
業
に
取

り
入
れ
よ
う
と
、
永
井
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
性
化
協
議

会
で
手
作
り
し
た
も
の
。
永

井
で
ブ
ー
ム
に
な
る
か
も

本誌「団体紹介」にてご紹介した

「一関市スケートボード協会」では、日

曜日(冬期・雨天除く)を中心に、市内

外のスケートボード愛好者が集まり、

練習に励んでいます。

毎月第４日曜日は、ビギナーズス

クールとして、スケートボードを始めた

ばかりの子どもたちなどに、協会員が

優しくレクチャーしています(要申込)。

見学も可能ですので、興味のある方

は下記までお問合わせください。

地域の役に立ちたい、ご自身の経

験、趣味を生かしてみたいという方な

ど、ボランティア活動をしてみません

か。外来の受付や院内の案内、病

棟・介護施設での配膳・下膳、趣味

活動の展示、傾聴、散歩の付き添い、

植木の手入れなど、やってみたいこと

を関係部署と調整します。ご相談、

お申込みは随時受付中。詳しくは下

記までお気軽にお問合わせください。

※ボランティア活動中は、ケガ等を

補償する保険が適用されます。

自治会や民区、集落公民館など、

地縁活動を担う組織の三役レベルの

みなさんに向けた情報交換の場「自

治会長サミット」。今回は、「新しい住

民の巻き込み方」をテーマに市内２

か所の自治会長から、新しく地域に

移り住んだ人への接し方や地域の活

動へどうアプローチしているかを伺い

ます。完全申込制(６月22日締切)、

先着30名の定員です。

一関市国際交流協会
ボランティアバンク

募集
一関市スケートボード協会
ビギナーズスクール

情報 一関市川崎市民センター
（川崎まちづくり協議会）
ホームページ開設

情報

募集
イチコレ 第３回コンテスト
モデル・スタッフ募集中

募集

人口 前月比 世帯数 前月比

一関 54963 76 24499 107

花泉 12274 -9 4707 13

川崎 3325 -11 1281 -4

千厩 10029 2 4113 24

大東 12236 -37 4919 -6

東山 6013 -15 2283 1

室根 4527 -18 1777 0

藤沢 7279 -21 2790 -4

一関市全体 前月比

人口 110646 -33

世帯数 46369 131

出生数 45 11

2022年５月１日付
(2022年４月30日現在
住民基本台帳より)
※外国人登録者含む

藤沢病院
病院・介護施設ボランティア

日時：毎月第４日曜日 11時～

会場：一関水泳プール裏駐車場

問合：０９０-２９７５-３３５４

（一関市スケートボード協会

代表補佐・佐藤）

場所：一関市国民健康保険藤沢病院

ほか関連介護施設

(一関市藤沢町藤沢字町裏地内)

問合：０１９１-６３-５２５３（病院事務局）

一関市国際交流協会では、国際交

流や多文化共生に関心のある方、他

国の文化にふれてみたい方など、自

分の興味・関心や得意分野を活かし

たボランティアスタッフを募集(ボラン

ティアバンクへの登録)しています。詳

しくは下記までお問合わせください。

自治会長サミット
Vol.14

講座

URL：ich ico l le .net

開催日：２０２２年９月４日（日）

モデル申込締切：６月３０日（木）

問合＆申込：０１９１-２６-６４００

（いちのせき市民活動センター）

１｜二言三言｜ Ａｉｍｉ Ｂｅｌｌさん・一関市国際交流協会 垣内幸治さん(前編)

３｜団体紹介｜ 一関市スケートボード協会

５｜地域紹介｜ 小沼集落 （花泉）

７｜企業紹介｜ 有限会社川崎タクシー (川崎)

８｜博識杜のフクロウ博士｜ 地域運営の落とし穴㉓ 地域に発信すべき情報

９｜センターの自由研究｜ くらし調査ファイル№16「冷蔵庫のない暮らし①」

今月の表紙

重厚な木製戸棚のようにも見えるこの扉。当地域においては上流階級

を中心に昭和20～30年代頃に利用されていた「氷冷蔵庫」の上段部分で

す。二段式になっており、上段に大きな氷を入れ、その冷気を利用して下

段に入れた食品を冷やしていました。当地域ではあまり普及しなかったこ

の冷蔵庫……では逆に、冷蔵庫のない時代のくらしとは？（自由研究)

川崎地域の地域協働体「川崎まち

づくり協議会」が2022年３月にホーム

ページを開設しました。

市民センターや地域協働体の事業

紹介、川崎まちづくり情報誌「かわ・ら

ばん」、「水色ウサキ」の紹介などを見

ることができます。ぜひご活用ください。

※右のQRコードからも

ホームページをご覧い

ただけます。

URL：

https://usaki31.jimdofree.com/

問合：０１９１-４３-３１１２

（一関市川崎市民センター内）

名称：ボランティアバンク

内容：下記カテゴリーにおけるボラン

ティアの登録制度

通訳・翻訳/文化紹介/外国

語・日本語講座/日本語支援/

ホームステイ受入/国際交流

活動 ※複数登録可

問合：０１９１-３４-４７１１

（一関市国際交流協会）

開催日時：２０２２年６月２９日（水）

１３時３０分～１６時

会場：一関市東山市民センター

２階大会議室

問合＆申込：０１９１-２６-６４００

（いちのせき市民活動センター）

!?



「くらしの思考」を「国際化」
～言語ではない寄り添いかた【前編】～

地域の「気になる人」を対談でご紹介

一関市国際交流協会 事務局長 垣内幸治さん
第９６回

令
和
３
年
３
月
末
現
在
、
当
市
に
は
８
６
４
人
の
外
国
籍
市
民
が
居
住
し
て
お
り
、
う
ち
18
歳

未
満
は
55
人
。
そ
れ
は
市
内
の
教
育
機
関
に
通
う
外
国
籍
の
児
童
生
徒
が
少
な
か
ら
ず
い
る
と
い

う
こ
と
。
市
で
は
「
外
国
人
に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
」
「
多
文
化
共
生
社
会
の
地
域
づ
く
り
」

を
推
進
し
て
い
ま
す
が
、
当
市
で
の
「
く
ら
し
」
を
、
外
国
籍
市
民
の
み
な
さ
ん
は
ど
の
よ
う
に

感
じ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
も
の
と
は
？(

２
回
シ
リ
ー
ズ
の
前
編)

。

1

小
野
寺

技
能
実
習
生
含
め
、
市
内

全
域
に
様
々
な
国
出
身
の
外
国
籍
市

民
が
生
活
し
て
い
ま
す
。
ア
イ
ミ
さ

ん
は
日
本
語
が
お
上
手
で
す
が
、
一

関
で
暮
ら
し
て
い
て
困
っ
た
こ
と
は

あ
り
ま
す
か
？

ア
イ
ミ

私
は
そ
こ
ま
で
な
い
け
ど
、

あ
る
と
す
れ
ば
医
療
の
こ
と
か
な
。

ど
こ
の
病
院
に
行
け
ば
良
い
か
、
ど

の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
行
っ
た
ら
良
い
か

が
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
日
本
人
で
も

体
調
崩
し
た
り
し
た
ら
悩
む
と
思
う

け
ど
、
そ
こ
に
言
語
の
問
題
が
加
わ

る
か
ら
、
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
る
と
い

う
話
は
聞
き
ま
す
ね
。

小
野
寺

確
か
に
我
々
日
本
人
の
一

関
市
民
で
も
ど
こ
の
病
院
を
選
ん
だ

ら
良
い
か
悩
む
の
に
、
そ
こ
に
言
語

の
問
題
が
加
わ
る
と
大
変
で
す
よ
ね
。

ア
イ
ミ

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
だ
と

「
Ｇ
Ｐ
」
と
呼
ば
れ
る
子
ど
も
の
頃

か
ら
通
う
総
合
窓
口
の
よ
う
な
病
院

が
あ
っ
て
、
自
分
の
身
体
の
歴
史
も

わ
か
っ
て
い
る
の
で
、
「
な
ん
と
な

く
の
違
和
感
」
を
感
じ
た
ら
、
ま
ず

は
そ
こ
に
行
き
ま
す
。
症
状
に
よ
っ

て
は
そ
こ
か
ら
も
っ
と
具
体
的
な
病

院
を
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
し
て
く
れ
る
の

で
、
一
回
も
ど
こ
の
病
院
に
行
く
か

で
悩
ん
だ
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
で
も
日
本
は
最
初
か
ら
具
体
的

に
症
状
を
自
己
判
断
し
て
、
症
状
に

合
わ
せ
た
病
院(

診
療
科)

に
行
か
な

き
ゃ
い
け
な
い
。
身
体
は
全
部
つ
な

が
っ
て
る
ん
で
す
け
ど
ね
。

垣
内

身
体
ま
で
縦
割
り
な
ん
で
す

ね
、
日
本
は
。
病
院
で
「
様
子
見
ま

し
ょ
う
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
に
対
し
、

外
国
籍
の
人
か
ら
は
「
何
の
た
め
に

行
っ
た
の
か
」
と
思
っ
て
し
ま
う
と

い
う
声
も
聞
き
ま
す
。

小
野
寺

日
本
で
は
わ
り
と
よ
く
あ

る
対
応
な
の
で
、
慣
れ
て
し
ま
っ
て

い
ま
し
た
が
、
確
か
に
そ
う
で
す
ね
。

垣
内

処
方
薬
や
治
療
内
容
に
つ
い

て
質
問
を
し
た
ら
怪
訝
そ
う
な
顔
を

さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
驚
い
て
い
た
外

国
籍
の
人
も
い
ま
し
た
。
日
本
の
お

医
者
さ
ん
は
崇
め
奉
ら
れ
て
い
る
よ

う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
ね(

笑)

小
野
寺

ち
な
み
に
通
訳
さ
ん
が
い

る
病
院
っ
て
市
内
に
あ
り
ま
す
？

垣
内

奥
州
市
の
国
際
交
流
協
会
が

病
院
へ
の
通
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
派

遣
し
て
い
て
、
連
絡
す
れ
ば
一
関
の

病
院
に
も
来
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。

ア
イ
ミ

Ａ
Ｌ
Ｔ
を
し
て
い
た
時
は
、

所
属
す
る
派
遣
会
社
が
付
き
添
い
の

人
を
用
意
し
て
く
れ
ま
し
た
。
通
訳

ま
で
は
無
理
だ
け
ど
、
病
院
内
の
案

内
と
か
、
心
の
サ
ポ
ー
ト
を
し
て
く

れ
て
。
検
査
の
時
に
は
「
次
は
あ
っ

ち
で
〇
〇
を
し
て
」
な
ど
、
い
ろ
い

ろ
言
わ
れ
ま
す
が
、
け
っ
き
ょ
く
ど

こ
に
行
っ
て
何
を
し
た
ら
良
い
か
わ

か
ら
な
く
な
る(

笑)

そ
う
い
う
時
に

シ
ス
テ
ム
を
教
え
て
く
れ
る
人
が
い

る
だ
け
で
助
か
り
ま
す
ね
。

小
野
寺

通
訳
は
無
理
で
も
、
せ
め

て
病
院
の
案
内
な
ど
付
き
添
い
の
仕

組
み
だ
け
で
も
欲
し
い
で
す
よ
ね
。

公
立
の
総
合
病
院
な
ど
に
は
病
院
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
と
い
う
人
が
い
ま
す
が
、

高
齢
者
向
け
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で

あ
っ
て
、
外
国
籍
市
民
は
視
野
に

入
っ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

ア
イ
ミ

ち
な
み
に
、
私
は
７
月
に

出
産
予
定
な
ん
で
す
が
、
病
院
に
行

く
最
初
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
わ
か
ら
な

く
て
。
そ
れ
に
、
産
婦
人
科
な
の
に
、

診
て
く
れ
る
け
ど
産
め
な
い
病
院
が

あ
っ
た
り
、
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。

小
野
寺

僕
の
知
人
に
も
外
国
籍
市

民
の
妊
婦
さ
ん
が
い
て
、
お
腹
が
大

き
く
な
っ
て
き
て
も
産
科
未
受
診

だ
っ
た
ん
で
す
。
結
局
、
僕
の
妻
が

病
院
に
連
れ
て
行
き
ま
し
た
が…
…

。

ア
イ
ミ

シ
ス
テ
ム
が
わ
か
ら
な
い

こ
と
は
多
い
で
す
ね
。
例
え
ば
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
に
は
車
検
の
シ
ス
テ
ム

が
な
か
っ
た
の
で
、
日
本
の
車
検
制

度
に
最
初
は
驚
き
ま
し
た
。

小
野
寺

車
検
制
度
が
な
い
国
も
あ

る
ん
で
す
ね
！
他
に
も
シ
ス
テ
ム
が

違
う
も
の
っ
て
あ
り
ま
す
？

ア
イ
ミ

日
本
在
住
の
外
国
人
ユ
ー

チ
ュ
ー
バ
ー
が
日
本
の
「
あ
る
あ

る
」
を
紹
介
し
て
い
て
、
そ
こ
で
話

題
に
な
っ
て
い
た
の
が
ゴ
ミ
出
し
。

失
敗
談
の
あ
る
外
国
人
は
多
い
と
思

い
ま
す
。
私
も
以
前
に
間
違
え
た
こ

と
が
あ
り
、
「
日
本
に
は
ル
ー
ル
が

あ
り
ま
す
」
と
注
意
さ
れ
た
ん
で
す

が
、
ル
ー
ル
は
日
本
だ
け
で
な
く
そ

れ
ぞ
れ
の
国
に
あ
り
ま
す
よ
ね(

笑)

小
野
寺

そ
う
で
す
よ
ね(

笑)

そ
れ

に
、
日
本
の
中
で
も
市
町
村
に
よ
っ

て
ゴ
ミ
出
し
の
ル
ー
ル
は
違
う
し
、

一
概
に
注
意
す
る
の
で
は
な
く
、
少

し
そ
の
ル
ー
ル
の
違
い
に
目
を
向
け

た
上
で
、
改
め
て
そ
の
土
地
の
ル
ー

ル
を
共
有
す
る
よ
う
な
姿
勢
が
必
要

な
の
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。

ア
イ
ミ

一
関
市
に
は
「
市
民
生
活

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」
や
「
ゴ
ミ
分
別
ア

プ
リ
」
の
英
訳
版
が
あ
る
の
で
、
外

国
籍
の
人
た
ち
に
も
紹
介
し
ま
し
た

が
、
あ
ま
り
活
用
さ
れ
て
い
な
い
の

が
実
態
で
す
。
同
じ
よ
う
に
、
外
国

籍
の
人
た
ち
向
け
の
避
難
訓
練
を
し

よ
う
と
し
た
と
き
も
、
「
長
年
住
ん

で
い
る
か
ら
大
丈
夫
」
な
ど
の
理
由

で
あ
ま
り
集
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

「
も
う
普
通
に
生
活
で
き
て
る
か
ら

問
題
な
い
よ
」
と
思
っ
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
で
す
が
、
地
元
の
人
で

も
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
内
容
な

の
で…

…

。
い
ざ
と
い
う
時
の
た
め

に
日
頃
か
ら
読
ん
で
お
い
た
り
、
活

用
し
た
り
す
れ
ば
も
う
少
し
ス
ム
ー

ズ
に
い
く
か
と
思
い
ま
す
。

垣
内

我
が
国
の
行
政
は
申
請
主
義

だ
か
ら
、
相
談
に
来
た
人
の
案
件
が

全
て
に
な
り
が
ち
で
、
我
々
含
め
、

外
国
籍
市
民
の
現
状
が
把
握
で
き
て

い
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ア
イ
ミ

そ
も
そ
も
外
国
籍
の
人
た

ち
に
は
市
役
所
が
何
を
す
る
所
か
わ

か
ら
な
い
の
で
、
「
困
っ
た
時
に
市

役
所
に
行
く
」
と
い
う
選
択
肢
は
な

い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
市
役
所

が
あ
ま
り
身
近
で
は
な
い
国
も
あ
り

ま
す
か
ら
ね
。

小
野
寺

外
国
籍
の
人
た
ち
が
、
生

活
の
中
で
「
困
っ
た
時
は
こ
こ
に
相

談
に
行
く
」
と
い
う
場
所
が
な
い
の

は
課
題
で
す
ね
。
国
際
交
流
協
会
も

「
在
住
外
国
人
支
援
セ
ン
タ
ー
」
な

ん
て
名
前
な
ら
良
い
の
か
も(

笑)

垣
内

今
ま
で
が
交
流
に
偏
り
す
ぎ

て
た
か
ら
、
今
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ

た
サ
ポ
ー
ト
に
重
き
を
置
い
て
い
く

必
要
は
あ
り
ま
す
よ
ね
。

ア
イ
ミ

で
も
、
面
識
の
な
い
人
に

相
談
す
る
っ
て
い
う
の
は
難
し
い
と

思
い
ま
す
よ
。
他
人
に
は
相
談
し
な

い
と
い
う
か…

…

。
些
細
な
こ
と
だ

と
思
う
と
余
計
に
。
だ
か
ら
み
ん
な

つ
な
が
り
を
使
っ
て
何
と
か
し
て
い

ま
す
。
交
流
イ
ベ
ン
ト
で
つ
な
が
り

が
で
き
る
こ
と
も
あ
る
し
、
き
っ
か

け
は
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

(

後
編
へ
続
く)

２

/ 110,646

二言
三言

※

１

※３ 奥州市国際交流協会。「奥州市医療通訳派遣システム」の運営を行っている。
※４ 『ICHINOSEKI LIVING GUIDE -市民生活ガイドブック英語版』。2022年度版は市役所ホームページから、2021年度試作版は「いちのせき電子図書

館」でも閲覧可能。

【ベル アイミ】父親がオーストラリア人、母親が日本人
(東京出身)。オーストラリア出身で、平成27年に来日し、
宮城県気仙沼市で外国語指導助手(ALT)を務めた後、平成
30年から一関市内で働いている。気仙沼市出身の日本人
男性と結婚し、現在は花泉町在住。

【垣内 幸治】令和２年２月発足の一関市国際交流協会事
務局長。旅行が趣味で、複数の国を訪れる中で気軽に外
国人との交流が持てるように。東京生まれ。本業は農家。

※１ 令和４年３月公開の「一関市在住外国人アンケート調査報告書」より。
※２ 一般開業医(General Practitioner-GP)のこと。オーストラリアでは専門医(Specialist)や病院(Hospital)に行く前に、GPを受診することが一般的。

一
関
市
国
際
交
流
協
会

住
所

一
関
市
大
町
４-

29
な
の
は
な
プ
ラ
ザ
４
階

電
話

０
１
９
１-

３
４-

４
７
１
１

※

３

※

４

一関市在住 外国籍市民 ベルアイミさん
× いちのせき市民活動センター センター長 小野寺浩樹

※

２



依
頼
し
、
仲
間
12
人
と
「
一
関
ス
ケ
ー
ト

ボ
ー
ド
倶
楽
部
」
を
発
足
さ
せ
た
の
で
す
。

会
と
し
て
ま
ず
取
り
組
ん
だ
の
が
、
「
ス

ケ
ボ
ー
が
で
き
る
場
所
」
の
確
保
で
し
た
。

行
政
や
体
育
協
会
等
に
働
き
か
け
た
こ
と
で
、

一
関
運
動
公
園
の
多
目
的
広
場
の
利
用
を
提

案
さ
れ
た
も
の
の
、
環
境
面
で
障
害
が
あ
り
、

利
用
を
断
念
。
そ
の
後
も
懇
談
や
候
補
地
で

の
立
ち
合
い
な
ど
を
重
ね
た
結
果
、
つ
い
に

一
関
水
泳
プ
ー
ル
駐
車
場
の
一
画
と
い
う
利

便
性
の
良
い
場
所
を
利
用
で
き
る
こ
と
に
！

イ
ベ
ン
ト
も
開
催
す
る
な
ど
、
会
の
認
知

度
も
上
が
っ
て
来
た
矢
先
の
令
和
２
年
５
月
、

同
エ
リ
ア
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
発
熱
外

来
の
仮
設
テ
ン
ト
が
設
営
さ
れ
る
こ
と
に…

。

拠
点
を
失
っ
た
同
会
は
「
ど
う
せ
な
ら
天

候
に
左
右
さ
れ
ず
に
練
習
で
き
る
屋
内
を
」

と
、
約
半
年
間
も
空
き
店
舗
な
ど
を
探
し
、

な
ん
と
か
倉
庫
の
賃
貸
契
約
を
結
ぶ
こ
と
に

成
功
。
会
の
役
員
数
名
で
決
し
て
安
く
は
な

い
賃
貸
料
を
捻
出
す
る
と
い
う
覚
悟
の
決
断

で
し
た
が
、
「
屋
内
パ
ー
ク
」
と
い
う
理
想

の
環
境
を
整
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

し
か
し
、
会
と
し
て
注
意
を
払
い
続
け
て

い
た
は
ず
の
騒
音
や
利
用
マ
ナ
ー
に
対
し
、

恐
れ
て
い
た
近
隣
か
ら
の
ク
レ
ー
ム
が
発
生
。

令
和
３
年
７
月
、
倉
庫
か
ら
の
撤
退
を
余
儀

な
く
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
屋
内
拠
点
が
で

き
た
時
に
役
を
引
き
渡
し
た
後
輩
か
ら
も

「
役
を
辞
め
た
い
」
と
い
う
申
し
出
が
あ
り
、

会
の
継
続
は
危
機
的
状
況
に…

…

。

「
だ
け
ど
、
や
っ
ぱ
り
『
ス
ケ
ボ
ー
が
好

き
』
と
い
う
気
持
ち
は
変
わ
ら
ず
、
逆
に

『
自
分
た
ち
が
ス
ケ
ボ
ー
の
出
来
る
環
境
を

整
え
て
い
か
な
い
と
』
と
い
う
気
持
ち
が
強

く
な
っ
た
」
と
、
立
ち
上
げ
メ
ン
バ
ー
た
ち

は
振
り
返
り
ま
す
。
そ
の
後
、
会
の
運
営
と

活
動
場
所
等
の
模
索
を
続
け
、
令
和
３
年
10

月
、
プ
ロ
ス
ケ
ー
タ
ー
の
育
成
や
競
技
人
口

の
拡
大
に
も
力
を
注
い
で
い
く
こ
と
を
視
野

に
、
「
一
関
市
ス
ケ
ー
ト
ボ
ー
ド
協
会
」
へ

と
改
組
。
同
時
期
に
発
熱
外
来
の
仮
設
テ
ン

ト
も
役
目
を
終
え
た
た
め
、
駐
車
場
の
一
画

で
の
利
用
が
再
び
可
能
と
な
り
、
協
会
と
し

て
の
活
動
が
始
動
し
ま
し
た
。

「
現
在
の
活
動
場
所
は
仮
設
パ
ー
ク
で
、

あ
く
ま
で
も
駐
車
場
の
一
部
を
借
り
て
い
る

状
態
。
一
度
、
役
を
退
い
た
身
で
は
あ
る
が
、

僕
た
ち
の
役
目
は
ス
ケ
ボ
ー
を
す
る
た
め
の

『
環
境
の
提
供
』
だ
と
思
っ
て
い
る
。
場
所

が
な
け
れ
ば
子
ど
も
た
ち
が
ス
ケ
ボ
ー
を
知

る
き
っ
か
け
を
つ
く
れ
な
い
。
イ
ベ
ン
ト
時

に
プ
ロ
ス
ケ
ー
タ
ー
を
呼
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て

刺
激
に
繋
げ
る
。
そ
う
い
う
『
環
境
』
を
整

え
、
次
の
世
代
に
交
代
し
て
い
き
た
い
」
と
、

笑
顔
で
語
る
メ
ン
バ
ー
た
ち
。

常
設
の
「
ス
ケ
ボ
ー
パ
ー
ク
」
造
設
を
目

指
し
、
ス
ケ
ボ
ー
の
魅
力
や
カ
ル
チ
ャ
ー
を

伝
え
る
こ
と
に
加
え
、
愛
好
者
の
マ
ナ
ー
向

上
な
ど
、
理
解
を
得
る
た
め
の
活
動
に
も
尽

力
し
て
い
き
ま
す
。

小野寺博明さん(左)、佐藤和雅さん(中央：代

表)、佐藤利樹さん(右：代表補佐)

スケートボードをきっかけに10代で知り合った３人は、

社会人になってからも一緒に滑るほど親交の深い仲です。

小野寺さんは同会のオリジナルＴシャツやチラシなどの

デザインを担当する「デザイナー」ポジション。

平
成
28
年
、
ス
ケ
ー
ト
ボ
ー
ド(

以

下
、
ス
ケ
ボ
ー)

が
夏
季
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

(

以
下
、
五
輪)

の
追
加
種
目
に
採
用
さ

れ
る
と
、
そ
れ
ま
で
ア
ウ
ト
ロ
ー
な
イ

メ
ー
ジ
だ
っ
た
ス
ケ
ボ
ー
が
注
目
を
集

め
、
東
京
五
輪
で
は
見
事
に
３
個
の
金

メ
ダ
ル
を
獲
得
し
た
日
本
。

日
本
全
体
で
は
盛
り
上
が
り
を
見
せ

た
も
の
の
、
「
地
方
で
は
ス
ケ
ボ
ー
や

そ
の
愛
好
者
へ
の
偏
見
が
ま
だ
残
っ
て

い
る
。
日
本
に
も
有
能
な
ス
ケ
ー
タ
ー

は
多
く
存
在
し
、
プ
ロ
ス
ケ
ー
タ
ー
を

夢
見
る
子
ど
も
た
ち
も
い
る
。
遊
び
要

素
が
強
か
っ
た
ス
ケ
ボ
ー
を
、
よ
う
や

く
正
式
な
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
受
け
入
れ

て
も
ら
っ
た
が
、
大
人
も
子
ど
も
も
楽

し
く
、
気
軽
に
滑
れ
る
環
境
に
は
程
遠

い
」
と
、
一
関
市
ス
ケ
ー
ト
ボ
ー
ド
協

会
の
代
表
補
佐
・
佐
藤
利
樹
さ
ん
は
当

地
域
に
お
け
る
現
実
を
見
つ
め
ま
す
。

同
会
の
前
身
と
な
る
「
一
関
ス
ケ
ー

ト
ボ
ー
ド
倶
楽
部
」
を
平
成
29
年
に
発

足
さ
せ
、
「
ス
ケ
ボ
ー
」
と
い
う
「
カ

ル
チ
ャ
ー
」
の
浸
透
と
、
理
想
の
環
境

を
創
出
す
る
た
め
に
奮
闘
す
る
同
会
の

「
こ
れ
ま
で
」
を
伺
い
ま
し
た
。

10
代
の
頃
に
ス
ケ
ボ
ー
を
始
め
た
も

の
の
、
20
代
後
半
に
は
、
価
値
観
の
ズ

レ
や
、
結
婚
・
育
児
も
重
な
り
、
仲
間

と
の
ス
ケ
ボ
ー
か
ら
距
離
を
置
い
て
い

た
利
樹
さ
ん
。
一
関
運
動
公
園
を
子
ど

も
と
散
歩
し
て
い
た
時
に
、
ス
ケ
ボ
ー

の
練
習
を
し
て
い
る
若
者
の
集
団
と
出

会
い
ま
す
。
興
味
本
位
で
声
を
か
け
た

こ
と
を
機
に
知
っ
た
の
が
「
一
関
に
は

気
軽
に
ス
ケ
ボ
ー
が
で
き
る
場
所
が
な

い
」
と
い
う
現
状
で
し
た
。

自
分
た
ち
も
滑
る
場
所
を
求
め
て
苦

労
し
て
い
た
経
験
を
思
い
出
し
、
「
今

の
若
者
と
過
去
の
自
分
た
ち
を
重
ね
て

『
一
関
に
ス
ケ
ー
ト
パ
ー
ク
を
つ
く
ろ

う
』
と
思
い
立
っ
た
」
と
い
う
利
樹
さ

ん
は
、
34
歳
の
時
、
か
つ
て
一
緒
に

滑
っ
て
い
た
ス
ケ
ボ
ー
仲
間
た
ち
に
声

を
か
け
ま
す
。
ス
ケ
ボ
ー
シ
ョ
ッ
プ
と

の
ラ
イ
ダ
ー
契
約
を
結
ぶ
ほ
ど(

当
時)

の
実
力
者
・
佐
藤
和
雅
さ
ん
に
代
表
を

３４

団体
紹介一関市スケートボード協会

前身となる「一関スケートボード倶楽

部」を平成29年に発足し、令和３年10月に

「一関市スケートボード協会」に改組。正

会員は８人だが、同会の整備する拠点を利

用する愛好者は小学生から59歳まで約40人。

主な活動日は毎週日曜日(晴天時のみ)。

初
心
を
忘
れ
ず
「
ス
ケ
ボ
ー
」
の
魅
力
を
伝
え
る

五
輪
を
き
っ
か
け
に
高
ま
る

注
目

- Photo gallery -gallery -

練
習
環
境
を
整
え
て

活
動
場
所
周
辺
の
清
掃
活
動

に
も
取
り
組
む
同
会
。
「
ポ

イ
捨
て
は
し
な
い
」
と
い
う

基
本
的
な
ル
ー
ル
を
子
ど
も

た
ち
に
教
え
ま
す
。

キ
ッ
ズ
へ
基
本
を
伝
授

令
和
４
年
４
月
に
初
開
催
し

た
ビ
ギ
ナ
ー
ズ
ス
ク
ー
ル
で

は
、
子
ど
も
た
ち
へ
基
本

フ
ォ
ー
ム
を
指
導
。
ス
ケ

ボ
ー
の
楽
し
さ
を
伝
え
ま
す
。

み
ん
な
で
修
繕

室
内
に
収
納
す
る
ス
ペ
ー
ス

が
な
い
た
め
、
野
ざ
ら
し
状

態
の
セ
ク
シ
ョ
ン
を
使
用
前

後
に
し
っ
か
り
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
。
安
全
第
一
で
滑
り
ま
す
。

同
会
の
ビ
ッ
ク
イ
ベ
ン
ト

『R
IV
ER
 S
ID
E 
SK
AT
E 

S
ES
SI
ON
S

』
は
倶
楽
部
時
代

か
ら
開
催
。
令
和
４
年
５
月

開
催
時
は
小
学
生
や
女
性
含

め
40
人
以
上
が
参
加
！

Ｑ.あなたにとってスケートボードとは？

立ち上げメンバー

一関市スケートボード協会

様
々
な
壁
を
乗
り
越
え
て

おのでら ひろあき

Ａ.ＳＫＡＴＥ ＬＩＦＥ!!

夢
は
「
ス
ケ
ボ
ー
パ
ー
ク
」
の

造
設

＜Facebook＞ @Ichinoseki.Skateboard.Club

＜Instagram＞ @ichinoseki._skate__association

TEL：090-2975-3354（代表補佐・佐藤利樹）

写真：イベント参加者との集合写真(令和４年５月)

さとう かずまさ

さとう としき



に
し
っ
か
り
と
描
か
れ
て
い
る
小
沼
集
落
。

川
の
流
れ
は
変
わ
っ
た
も
の
の
、
家
の
並
び

は
大
き
く
変
化
が
な
い
よ
う
に
見
え
ま
す
。

集
落
の
歴
史
に
つ
い
て
充
さ
ん
は
、
「
家

の
後
ろ
に
そ
れ
ぞ
れ
旧
墓
が
あ
る
家
が
多
い

が
、
我
が
家
の
旧
墓
を
数
え
た
限
り
、
８
代

目
以
上
な
の
は
確
か
」
と
語
り
ま
す
が
、
集

落
内
に
は
太
さ
６
ｍ
を
超
え
る
「
千
年
杉
」

と
呼
ば
れ
る
杉
の
老
木
が
あ
る
な
ど
、
か
な

り
古
く
か
ら
集
落
が
形
成
さ
れ
て
い
た
可
能

性
も
。
区
長
の
及
川
治
雄
さ
ん
は
「
北
上
川

に
ほ
ど
近
い
小
沼
の
林
の
中
に
、
１
０
０
基

以
上
の
旧
墓
が
あ
り
、
中
世
の
舟
運
に
関
連

し
た
も
の
で
は
な
い
か
」
と
も
推
測
し
ま
す
。

「
先
祖
代
々
の
土
地
を
守
る
と
い
う
一
心

で
、
耕
作
放
棄
地
に
せ
ず
に
転
作
し
た
り
、

人
の
居
住
し
て
い
な
い
エ
リ
ア
の
県
道
も
道

路
愛
護
と
し
て
少
な
い
人
数
で
の
草
刈
り
を

し
て
き
た
が
、
今
後
は
分
か
ら
な
い
。
住
居

は
移
転
し
て
も
、
土
地
は
残
る
。
残
る
側
の

住
人
と
管
理
契
約
を
し
て
転
居
す
る
人
も
い

る
が
、
田
畑
の
管
理
で
精
一
杯
で
、
道
路
や

河
川
周
辺
の
管
理
に
は
限
界
が
あ
る
」
と
、

長
年
守
り
続
け
て
き
た
土
地
・
集
落
の
今
後

が
見
え
な
い
の
が
現
状
で
す
。

毎
年
元
旦
に
新
年
会
と
抱
き
合
わ
せ
て
各

種
役
員
決
め
を
し
て
き
た
同
集
落
。
10
数
戸

の
集
落
で
す
が
、
他
の
集
落
同
等
の
役
員
推

薦
依
頼
が
あ
る
た
め
、
一
人
３
役
は
当
た
り

前
、
多
い
時
は
７
～
８
役
を
一
人
で
担
う
こ

と
も
あ
る
と
か
。
今
後
の
世
代
の
た
め
に
と
、

平
成
24
年
に
老
松
公
民
館(

当
時)

が
作
成
し

た
集
落
毎
の
地
域
づ
く
り
計
画
の
中
で
も

「
地
域
内
の
役
や
組
織
の
在
り
方
の
見
直

し
」
を
謳
っ
て
き
ま
し
た
が
、
大
き
な
改
善

の
な
い
ま
ま
、
わ
ず
か
３
戸
で
他
集
落
同
等

の
役
を
担
う
時
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

「
同
じ
行
政
区
の
隣
の
集
落(

照
盛)

か
ら

集
落
再
編
の
声
も
か
け
て
も
ら
っ
た
が
、
３

戸
だ
か
ら
役
を
こ
な
せ
て
い
る
と
い
う
側
面

も
あ
る
。
隣
の
集
落
と
一
緒
に
な
る
と
、
徒

歩
で
は
行
く
こ
と
の
で
き
な
い
距
離
で
広
報

物
を
回
し
た
り
、
集
金
が
発
生
す
る
。
そ
の

負
担
を
考
え
る
と
、
当
面
は
３
戸
の
ま
ま
単

独
集
落
と
み
な
し
て
も
ら
う
の
が
現
実
的
」

と
い
う
残
さ
れ
た
小
沼
集
落
住
民
の
決
断
に
、

集
落
と
は
何
か
を
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

今
後
の
現
実
的
な
課
題
を
伺
う
と
、
「
ま

ず
は
ゴ
ミ
集
積
所
。
今
の
場
所
で
は
利
便
性

が
悪
い
。
そ
し
て
道
路
愛
護
含
め
た
景
観
・

環
境
維
持
。
た
だ
で
さ
え
不
法
投
棄
の
多
い

場
所
な
の
に
、
移
転
後
の
空
き
家
・
空
き
小

屋
が
残
さ
れ
た
状
態
が
長
く
続
け
ば
、
不
法

投
棄
や
獣
害
が
目
に
見
え
る
」
と
、
小
沼
集

落
の
み
な
ら
ず
、
中
山
間
集
落
が
今
後
向
き

合
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
課
題
が
急
速
に

や
っ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

約
２
０
０
年
前
の
絵
地
図
に
も
描
か
れ
た

小
沼
集
落
の
、
変
わ
ら
な
い
も
の
、
変
え
ざ

る
を
得
な
い
も
の…

…

。
そ
の
「
選
択
」
は

容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

1960年代1974～
1984年

Ｑ.集落の自慢は何ですか？

集落公民館長

千葉 充さん

２期３年目。小学生の

頃は、洪水になると通

学路の途中まで集落の

大人が舟で迎えに来て

くれ、家の裏に続く山

の入口までは舟に乗り、

山から家に帰ったのだ

とか！

及川治雄さん

隣接する照盛集落在住。

区長として、集落再編

や役の持ち方などにつ

いて、今年６月から検

討の場を設けていく準

備を進めています。小

沼に残る歴史文化の今

後も気にかけています。

「
今
年
の
10
月
ま
で
に
移
転
し
な
け

れ
ば
い
け
な
い
家
が
６
戸
。
他
集
落
に

移
転
完
了
し
な
が
ら
小
沼
に
在
籍
し
て

い
る
家
が
１
戸
あ
る
け
ど
、
住
居
を
こ

こ
に
構
え
続
け
る
の
は
最
終
的
に
３
戸

だ
ね
」
と
、
淡
々
と
現
実
を
語
る
集
落

公
民
館
長
の
千
葉
充
さ
ん
。
自
身
は
小

沼
集
落
に
「
残
る
」
立
場
で
す
。

金
流
川
の
下
流
に
位
置
す
る
花
泉
町

老
松
の
小
沼
集
落
は
「
北
上
川
上
流
狭

隘
地
区
」
に
あ
り
、

治
水
対
策
対
象
範

囲
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
か
つ
て
小

沼
集
落
に
お
け
る
金
流
川
は
大
き
く
蛇

行
し
て
お
り(

上
の
絵
図
参
照
。
右
側
、

途
中
で
切
れ
て
い
る
川
が
北
上
川
と
合

流)

、
北
上
川
の
増
水
時
に
は
逆
流(
背

水)

と
と
も
に
遊
水
地
帯
と
化
し
て
い
ま

し
た
。
水
位
が
下
が
っ
て
も
最
後
ま
で

沼
の
よ
う
に
水
が
残
っ
て
し
ま
っ
た
こ

と
が
「
小
沼
」
と
い
う
地
名
の
由
来
と

も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
22
・
23
年
の
カ
ス
リ
ン
・
ア
イ

オ
ン
台
風
を
機
に
当
地
域
の
各
河
川
で

は
河
川
改
修
が
本
格
化
し
ま
す
が
、
老

松―

永
井
間
の
金
流
川
で
も
昭
和
33
年

頃
か
ら
旧
中
小
河
川
改
修
事
業
が
実
施

さ
れ
、
小
沼
を
流
れ
る
大
き
く
蛇
行
し

た
部
分
は
、
昭
和
40
年
代
に
シ
ョ
ー
ト

カ
ッ
ト
と
な
り
、
集
落
の
風
景
は
大
き

く
変
わ
り
ま
し
た
。

「
平
成
25
年
に
胆
沢
ダ
ム
が
完
成
し

て
か
ら
は
水
害
は
ほ
ぼ
な
く
な
り
ま
し

た
が
、
長
年
議
員
さ
ん
た
ち
と
も
連
携

し
な
が
ら
陳
情
を
続
け
て
き
た
こ
と
も

あ
っ
て
、
最
近
に
な
っ
て
急
に
移
転
が

決
ま
っ
た
。
決
ま
っ
て
か
ら
移
転
完
了

ま
で
の
期
間
が
短
い
の
で
、
移
転
す
る

人
た
ち
は
今
大
慌
て
で
移
転
作
業
を
進

め
て
い
ま
す
よ
」
と
、
充
さ
ん
が
複
雑

な
表
情
で
語
る
よ
う
に
、
念
願
の
移
転

で
あ
る
一
方
、
中
高
年
世
帯
に
と
っ
て

は
将
来
展
望
と
向
き
合
う
必
要
性
に
迫

ら
れ
、
移
転
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
家

に
と
っ
て
は
、
単
独
集
落
と
し
て
維
持

運
営
し
て
い
く
べ
き
か
否
か
、
大
き
な

岐
路
に
立
た
さ
れ
て
い
ま
す
。

文
化
年
間
の
「
男
沢
村
」
の
絵
地
図

小沼集落

５６

「
３
戸
」
で
も
集
落
。
現
実
と
向
き
合
い
な
が
ら

河
川
の
防
災
・
治
水
事
業
で

変
わ
る
集
落
の
運
命

- Photo gallery -gallery -

岩
手
に
は
２
つ
だ
け

地
中
か
ら
の
冷
た
い
風
で
摂

氏
７
度
を
保
つ
「
小
沼
風

穴
」
。
蚕
種
の
貯
蔵
に
用
い

ら
れ
た
も
の
で
、
集
落
で
保

存
整
備
を
行
い
ま
し
た
。

ビ
フ
ォ
ー
・
ア
フ
タ
ー

昭
和
40
年
以
前
に
は
絵
地
図

と
同
様
の
河
川
の
流
れ
が
確

認
で
き
ま
す
が
、
昭
和
40
年

代
後
半
に
は
大
き
く
様
変
わ

り
。※

国
土
地
理
院
地
図
よ
り

集
落
課
題
を
整
理

老
松
み
ど
り
の
郷
協
議
会
に

よ
る
集
落
懇
談
会
の
様
子(

令

和
２
年
度)

。
住
民
６
人
が
参

加
し
、
集
落
の
現
状
や
課
題

を
整
理
・
共
有
し
ま
し
た
。

小
沼
を
見
守
る
存
在

安
永
風
土
記
に
も
記
載
さ
れ

て
い
る
「
沼
神
社
」
と
そ
の

付
近
に
そ
び
え
立
つ
「
千
年

杉
」
。
集
落
を
見
渡
せ
る
山

中
に
あ
り
ま
す
。

地域
紹介

小沼集落(老松)

行政区は「老松６区」。令和４年５月現在

は９戸30人程が暮らすが、うち６戸が10月ま

でに移転するため、間もなく３戸９人(＋地

区外居住の在籍者１戸３人)となる。老松の

最南端で、永井地区(東永井)と隣接する。

花泉

理
想
と
現
実

そ
こ
で
暮
ら
し
続
け
る
た
め
に

絵
地
図
に
残
さ
れ
た

集
落
の
歴
史

ちば みつる おいかわ はるお

Ａ.自慢の無いのが自慢！ Ａ.平泉文化の流れがあり
ました。

左の写真：文化年間に描かれた「男沢村」の絵地図※の

小沼集落部分。15戸程の住居が確認できる。
※宮城県図書館所蔵『〔流十三ヶ村絵図〕のうち流男
沢村絵図』

区長



古
く
か
ら
人
や
物
の
移
動
、
情
報
を
伝

達
す
る
た
め
の
中
継
地
点
と
し
て
人
馬
の

往
来
が
多
く
、
気
仙
沼
街
道
や
北
上
川
の

舟
運
な
ど
が
発
達
し
た
旧
川
崎
村
。
昭
和

13
年
に
旧
北
上
大
橋
が
開
通
、
昭
和
29
年

に
は
一
関
気
仙
沼
線
と
し
て
主
要
地
方
道

に
、
昭
和
45
年
か
ら
は
一
般
国
道
２
８
４

号
線
の
指
定
も
受
け
、
交
通
の
往
来
は
盛

ん
で
し
た
が
、
昭
和
20
年
代
後
半
に
各
地

で
タ
ク
シ
ー
会
社
が
で
き
る
中
、
同
村
に

は
タ
ク
シ
ー
会
社
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

昭
和
39
年
、
同
村
初
と
な
る
タ
ク
シ
ー

会
社
を
設
立
し
た
の
は
、
現
代
表
取
締
役

の
父
で
あ
る
三
浦
勝
三
郎
さ
ん
。
20
年
前

に
二
代
目
を
息
子
に
譲
り
渡
し
た
も
の
の
、

現
在
も
同
社
の
一
員
と
し
て
地
域
の
交
通

を
支
え
て
い
ま
す
。

「
昔
は
鉄
道(

陸
中
門
崎
駅)
の
利
用
も

多
く
、
駅
か
ら
『
村
内
の
○
○
へ
、
隣
町

の
○
○
へ
』
と
い
う
利
用
も
多
か
っ
た
の

で
す
が
、
今
は
電
車
の
利
用
も
朝
晩
の
学

生
だ
け
で
す
か
ら
ね…

…

」
と
寂
し
気
に

語
る
の
は
、
現
代
表
取
締
役
で
あ
り
、
ド

ラ
イ
バ
ー
で
も
あ
る
三
浦
啓
さ
ん
で
す
。

当
初
は
村
民
待
望
の
タ
ク
シ
ー
会
社
で

あ
り
、
需
要
に
応
え
る
よ
う
に
従
業
員
も

雇
用
し
て
い
ま
し
た
が
、
「
昭
和
50
年
代

以
降
は
自
動
車
の
普
及
に
よ
っ
て
タ
ク

シ
ー
の
利
用
は
随
分
と
少
な
く
な
り
ま
し

た
。
平
成
15
年
に
薄
衣
バ
イ
パ
ス
が
開
通

し
た
こ
と
で
車
の
往
来
は
盛
ん
で
す
が
、

川
崎
町
内
は
『
観
光
』
と
い
う
よ
り
も

『
通
過
』
が
多
い
た
め
、
タ
ク
シ
ー
需
要

は
家
族
４
人(

啓
さ
ん
、
啓
さ
ん
の
妻
、

初
代
、
初
代
の
妻)

で
十
分
対
応
で
き
る

程
度
で
す
」
と
、
タ
ク
シ
ー
の
み
で
は
人

の
雇
用
が
難
し
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
同
社
で
は
平
成
17
年
の
新
一
関

市
誕
生
を
機
に
、
庁
用
バ
ス
や
市
営
バ
ス
、

ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
業
務
を
受
託
。
パ
ー
ト

従
業
員
で
は
あ
り
ま
す
が
、
地
域
の
雇
用

の
場
も
守
り
続
け
て
い
ま
す
。

川
崎
地
域
の
地
域
協
働
体
「
川
崎
ま
ち

づ
く
り
協
議
会(

以
下
、
ま
ち
協)

」
の
会

員
で
も
あ
る
啓
さ
ん
。
「
ま
ち
協
が
う
ま

く
機
能
し
て
、
地
域
と
企
業
が
連
携
を
図

る
こ
と
が
今
後
は
大
切
。
高
齢
化
社
会
に

な
っ
た
今
、
ま
ち
協
に
積
極
的
に
関
わ
る

こ
と
で
こ
れ
ま
で
気
が
つ
か
な
か
っ
た
地

域
の
課
題
が
見
え
て
き
た
」
と
、
一
住
民

と
し
て
参
加
す
る
中
で
「
生
活
の
足
」
に

対
す
る
「
気
づ
き
」
が
あ
っ
た
の
だ
と
か
。

「
川
崎
は
普
段
通
る
国
道
以
外
、
実
は

山
な
ん
で
す
。
平
た
い
通
り
し
か
分
か
ら

な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
住
居
の
多
く

は
山
間
部
に
あ
る
ん
で
す
。
高
齢
の
方
々

は
、
市
営
バ
ス
が
あ
っ
て
も
バ
ス
停
ま
で

移
動
す
る
こ
と
が
大
変
。
ま
し
て
や
足
腰

も
弱
っ
て
き
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
方
々

の
生
活
の
足
に
、
我
々
に
で
き
る
こ
と
は

何
か
と
考
え
ま
し
た
」
と
、
力
強
く
語
る

啓
さ
ん
が
４
年
前
に
導
入
し
た
の
が
「
福

祉
車
両
」
。
さ
ら
に
、
一
関
市
に
申
請
を

行
い
「
便
利
屋
タ
ク
シ
ー
」
と
し
て
、
買

い
物
や
診
察
券
提
出
代
行
、
飲
食
店
等
の

デ
リ
バ
リ
ー
、
タ
イ
ヤ
交
換
や
バ
ッ
テ

リ
ー
チ
ャ
ー
ジ
な
ど
幅
広
く
展
開
中
で
す
。

「
申
請
か
ら
１
年
、
周
知
不
足
で
実
際

に
は
機
能
し
て
い
な
い
」
と
言
い
ま
す
が
、

今
後
は
、
山
間
部
に
住
居
を
持
つ
高
齢
者

な
ど
に
も
当
該
事
業
を
周
知
し
、
「
地
域

の
方
々
の
不
安
を
安
心
に
変
え
る
お
手
伝

い
」
に
力
を
注
い
で
い
き
ま
す
。

７

企業
紹介

有限会社 川崎タクシー川崎

昭和39年、宮城県本吉町(現気仙沼市)出身で、タクシー運転手をしていた現

代表取締役の父・三浦勝三郎さんが創業。当時、川崎村にはタクシー会社はな

く(村内で同時期に１社創業)、御縁あって現在地に開業すると、同じく本吉町
出身の妻と二人三脚で会社を切り盛りし、「地域の方々の足」として58年

間親しまれてきました。平成21年からは市営バスの請負、平成25年からは川崎

小学校スクールバスの請負、令和元年からは福祉車両の導入、令和２年からは

「便利屋タクシー」として買い物代行等にも挑戦。学校体育館や地域の研修セ

ンター、ゴミ集積所等の鍵管理も行うなど、多様な地域ニーズに応えます。

「地域交通」を支え、地域で頼りにされる存在へ

地
域
交
通
の
変
遷
を
見
つ
め
な
が

ら

１

令和元年導入の福祉車両(４駆)。

DATA

〒029-0202
一関市川崎町薄衣字如来地13-8
TEL 0191-43-2340

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39話

今月のテーマ

一関市交通指導隊員としても活躍
している代表取締役の三浦啓さん。

タクシーの多くは２駆ですが、山
間部を走る同社車両は４駆です。

情報発信は「予告」よりも「共有」重視!?

地域企業の理念にせまります。

８

高
齢
化
社
会
で
高
ま
る
「
生
活
の

足
」
へ
の
不
安

前号は「自治会広報はデザインよりも内容」という話題でしたが、今月は「情報は‘発信’よりも‘共有’と

いう視点が重要」という話題です(前号の内容と矛盾はしない……はず……)。

一般的に情報発信は、「参加者が少ない」「自分たちの活動を知ってもらいたい」という動機から、‘予告’

的に使われることが多いですが、実は、「プロセス」や「成果」の‘共有’の方が重要です(少なくとも我々は、

予告よりもプロセスに関心が高いです)。

２

３

地域運営の落とし穴㉓

地域に発信すべき情報

最近はＳＮＳの普及で誰でも様々な情報が発信できるようになり、予告

的な発信だけでなく、プロセスや成果を目にすることも増えました。その

多くは、プロジェクトベースのもので、新規事業のスタートアップやイベ

ントなど、‘ファンを獲得する’という目的とイコールになっています。

しかし、「まちづくり」や「地域づくり」に関する事業は、伝えるにはそ

れなりの文字量を要し、説明もややこしかったりするので、プロセスに関

する情報発信は苦手とする傾向が……。

先日、都市整備に関する会議に参加した時のこと。関係団体の長と地域

の代表者が委員となり、工事の進捗や今後の展開などについて意見を交わ

しました。単なる説明会議ではなく、今後の設計に反映される期待もある

内容のため、参加していても面白味があるのですが、ふと気になったのが

「この会議の内容はどこまで地域に共有されているだろうか？」というこ

と。委員となっている地域の代表者で情報が止まっていないだろうか？と。

地域住民にとっては日常生活の一部となるエリアの都市整備に関すること

であり、この情報は、住民こそ知るべき内容だと思うのですが……。

地域の代表者を委員に任命した理由としては、地域の代表者であることのほか、会議内容を地域に持ち帰り、

地域住民にフィードバックしてもらう役割への期待が大きいのではないかと推測するのですが、〇〇報を見ても、

一度たりとも目にしたことがありません(掲載スペースを確保できないなど、紙面の都合で載せていないだけで、

地域の代表者から事務局等には共有されているかもしれません。その時は悪しからず……）。

「市の会議だから市が議事録などを市民に発信すべき」という考えもありますが、市の発信だけでは、地域に

とって「どのくらい自分たちに関係するか」など、具体的に伝わってこないこともあります。地域にとって必要

な情報は、会議参加者が必要性を切り取ることによって、‘リアル’を伝えることができるのです(地域に関わ

る会議を開催する市は、会議参加者に対し、そうした地域への共有を促すアナウンスをすることも必要です)。

このように、「伝える」と一言で括っても、伝える内容は多種多様であり、実は、「広報は難しいもの」とい

う認識をいつも持っています。新聞記者の方(元職・現役)ともお付き合いがあり、広報についての議論もさせて

いただくのですが、プロの新聞記者の視点は、‘行間を読ませるような記事を書く’ことだそうです。‘行間を

読ませる’とは、ストレートには書かず、読者に感じて欲しいことを含ませて書くことを指し、それは職人技で

す。ですが、広報を軽んじて考える人も少なくなく、「〇〇報を作れば広報の仕事」としてしまいがちですが、

広報こそ「戦略(発行計画)」を持って、紙面構成を考え、じっくりと考えて作るべきものなのです。

自治会広報は、‘楽しく親しみやすく’がモットーでも良いのですが、市民センター広報や団体の会報などは、

その組織の存在意義から考えても、浅い内容のものではなく、住民や関係者への問題提起となること、知ってお

いてもらいたいことなど、深みが求められます。「〇〇教室が開催されました」「みなさん、楽しんでいまし

た」のような‘ました’‘でした’の報告事項ばかり並べられる広報では、関心を促すことはできません。広報

は、情報を「共有する」ための「手法」の一つであり、市民参加のきっかけづくりの役割でもあります。

現代のように情報ツールがたくさんある時代、何を使って発信したらいいか迷うということもありますが、

「‘イマ’を伝えるＳＮＳ」、「‘公式な情報’を伝えるホームページ」というように、使用用途を意識しない

と、「情報発信している‘つもり’」になってしまいます。……と、またも自戒の念を込めて……(笑)

当センターもＳＮＳで地域の会議の様子を
伝えることがありますが、会議の報告は絵
面に代わり映えがないのが悩みの種……苦笑
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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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現在では生活必需品であり、当地域においても昭和50年代後半にはほぼ一家に１台

以上は普及した「電気冷蔵庫」。現代日本人にとって「冷蔵庫のないくらし」は考え
られないものですが、日本の歴史においては「冷蔵庫のあるくらし」はつい最近の出
来事。冷蔵庫のない時代のくらしとはどのようなものだったのか、当地域における実
情を調べていく中で、現代日本人にとっては盲点とも言える事実が様々見えてきまし
た！ ※記載内容はあくまでもセンター独自調査の結果です。

■
ポ
イ
ン
ト
は
食
文
化

当地域において「氷式冷蔵庫」は一般普及しなかったことがわかったものの、気に
なってしまうのが「氷の入手方法」。氷式冷蔵庫はその名の通り、上段に入れた氷のか
たまりによる冷気で下段に入れた食材を冷やします。電気式冷蔵庫すらない時代、どう
やって氷を作り、保管したのでしょうか。
調査を進める中で、市内の複数箇所で「天然氷を作っていた」という場所の情報を入

手！また、天然氷を作っていたとして、需要のある夏場まで本当に保管することができ
るのか、実際に当センタースタッフが実験してみました！

氷と
氷式冷蔵庫を
深掘りしてみた

※誌面スペースの関係で、参考
文献やご協力いただいた方のお
名前はホームページにてご紹介
させていただきます。
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大正初期
電灯が入る(≒一般家庭への電力供給がスタート)
※一関は大正３年～、花泉は大正６年～、千厩・室根・
大東は大正７年～

大正12年 アメリカの電気冷蔵庫が日本に初輸入される。

大正14年
千厩・西小田の「氷採集所」「貯蔵所(1万５千貫)」が
飲用氷として県の認可を受ける

昭和３年 大船渡線開通(一関 ― 折壁)

昭和５年
国産の家庭用電気冷蔵庫が登場

千厩で「氷屋組合」発足＝天然氷が盛んに製造された

昭和10年 大船渡線全通

昭和20年(終戦)
白石薬局(千厩)に木製冷蔵庫が導入される
この頃まで一関三反田付近でも天然氷を製造していた

昭和20年代後半 白石薬局(千厩)に業務用の電気冷蔵庫が導入される

昭和30年 高度経済成長期突入。「三種の神器」が爆発的に普及

昭和33年
一関の戦後開拓地では電気と電気冷蔵庫が同時に入る
※全戸への電力供給完了はこの頃

昭和35年 (有)北進冷蔵が気仙沼から千厩に進出

昭和38年 藤沢の電気冷蔵庫普及率２％

昭和39年 住宅改善運動・台所改善運動が各地で進む

昭和40年 大東の電気冷蔵庫普及率9.2％

昭和46年 花泉の電気冷蔵庫普及率77.5％

昭和53年 花泉の電気冷蔵庫普及率102.8%

This is 氷式冷蔵庫！その構造と現
在

千厩町の「せんまや街角資料館」に展示されている氷式冷蔵庫。寄贈者等
の情報は明確ではないようですが、当地域で使われていたと思われるものと
のこと。木製の鍵付き戸棚のようになっていますが、内側面には断熱効果が
得られるようにブリキやトタンなどが貼られています。
電気式冷蔵庫の普及とともに、一般家庭からは消えてしまいましたが、食

材が「乾燥しない」という利点から、現在でも高級鮨店や日本料理店では使
われているのだとか！当地域でも昭和50年代頃までは使い続けていた料亭や
魚屋があったそうです(一般家庭用とは大きさや棚数が異なっていたと推測)。

実験！氷の保管はどれくらい可能!?

電気式冷蔵庫が普及する前は、各地に「氷屋」が少なからず存在してい
たことが判明。氷式冷蔵庫の所有有無に関わらず、「自転車で氷屋に氷を
買いに行った」という経験がある人は複数いて「氷はオガクズ(木材を切
る時に生じる細かい木屑)をまぶしてあった」という証言も。そこで当セ
ンタースタッフが実験をしてみたところ、室温でも12時間以上カタチが残
り続けるという驚きの結果が！実験の詳細はホームページでご紹介♪

天然氷の製造方法

天然氷はどこで作られた!?
大正14年、千厩町の氷小売人・金野新造氏による「氷採集所」及び「貯蔵

所」が県の認可を受けたという記事が岩手日報に残っています。この金野新
造氏は「金新商店」として、千厩町の各所で天然氷を製造し、販売していた
のだとか。そのうちの１か所、北ノ沢のため池跡に行ってみました！

岩手県千厩警察署からほど近く、現在では「マリアージュ千厩」さんの敷
地付近は、かつては水田だったと推測。その南側を流れる北ノ沢川を利用し
て、天然氷を作っていたというのです！
北ノ沢川の後方に林がありますが、川と林の間に製氷用のため池が。その

ため池には、川の流れをせき止め、ため池へと続く水路に川の水を流してい
たと考えられます。現在ではその水路はぼんやりと跡が確認できる程度です
が、ため池はその面影を残しており、地面はかなりぬかるんでいました。
調査にご協力いただいた東磐史学会の菅原良太さん曰く「日当たりの悪い

西向きに面していて、水路と思われる形跡もある。近所の方の証言をふまえ
れば製氷が行われていた場所である可能性が高い」とのこと。
ちなみに、製氷を行った場所から貯蔵施設があった場所までは氷の塊を背

負って運んだらしく、学生時代(昭和25～26年頃)にそのアルバイトをしてい
たという証言も！その方曰く「１回の運び方で３～５円貰えた。何回運べる
か競って運んだ。１回毎にダンボールの券をもらい、その日の最後に券を出
して稼いだ分をもらった。年２回は氷が出来た」のだとか。ロープでは滑っ
て運べないそうで、わら縄を使ったそうです。

北ノ沢川

↑川

昔の北上川には「水制工(すいせいこう)」があり、水の流れが少ない(制御
される)場所が。また、治水対策が行われる前の蛇行した川であれば、水
の流れが穏やかな場所があり、舞川(一関)や門崎(川崎)などでも天然氷が
できていたのだとか。流氷のような状態になり、橋が壊れることもあっ
たようです。

電気冷蔵庫普及までの道のり
旧町村で発行していた町勢要覧などからの数字を拾っていくと、当

地域においては昭和30年代後半に電気冷蔵庫を購入する家庭が出始め、
多くの家庭に普及したのは昭和50年頃と推測できます。

さらに、北上川でも天然氷ができていたこと
が判明！天然氷ができるかどうかのポイント
は「水の流れがあるか否か」。

※右写真は平成24年１月撮影の北上川。「シガ」と呼ばれる河氷の
一種が流氷のように流れている珍しい光景(NPO法人北上川サポート協会提供)。

次号では冷蔵庫がない時代の食生活・食文化を具体的にご紹介します！


