
「誰でも参加可能なしゃべり場」とし

て「まちづくり」「地域づくり」につながる

「自分の想い(野望・計画等)を話した

い人」や、「同じような志を持った人と

つながりたい人」などがワークショップ

形式で語り合う「ひとまちミーティン

グ」を隔月開催しています。「会議進

行・ファシリテーションの練習をしてみ

たい人」の参加も募り、「実践的な練

習の場」としても展開。申込不要(参

加表明歓迎)、詳しくは下記まで。

ideaideaideaideaニュースレター「イデア」

2022.10
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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「
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 「My name is コウタ！」
旧町村別の人口動態等を共有します。

「

岩

手

サ

フ

ァ

リ

パ

ー

ク

」

の

人

気

者

・

ア

ミ

メ

キ

リ

ン

の

コ

ウ

タ

く

ん(

９

歳

の

雄

)

。

今

春

お

嫁

さ

ん

が

や

っ

て

く

る

予

定

で

し

た

が

、

輸

送

中

に

亡
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な

る

と

い

う

悲

し

い

事

故

が

発

生

。

い

つ

の

日

か

お

嫁

さ

ん

が

や

っ

て

く

る

日

を

夢

見

て

、

今

日

も

お

客

さ

ん

か

ら

の

「

コ

ウ

タ

く

ー

ん

」

の

声

に

首

を

伸

ば

し

ま

す

。

「一関市民パワー発電所事業化検

討地域協議会※」では、太陽光発電

の電力を蓄えて使える独立電源シス

テム「おひさまくん」の設置を提案して

います。パネル１枚から容量により冷

蔵庫や洗濯機、TVなどに利用でき、

災害時は非常用電源としても活躍し

ます。少スペースに設置可能で、見

積もりは無料。詳しくは下記まで。

※地球温暖化の防止等、安心・安全な未

来を目指し、再生可能なエネルギーの事

業化を検討している市民団体

「Liberal kayak」では、磐井川（一

関～川崎薄衣）や錦秋湖、奥州湖な

どのフィールドでカヤック体験を提供

しています（要予約）。インストラクター

からのレクチャーもあるため、初心者

の方でも安心してカヤックを楽しめま

す。詳しくはＱＲ

コードを読み込むか

下記までお問合せ

ください。

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。

ドコモショップ一関東店

「ドコモスマホ教室」

講座

独立電源システム

おひさまくん

情報

「一関すずめ踊り」

新規会員募集

募集

情報

「ひとまちMEET+ING」

好評開催中

募集

人口 前月比 世帯数 前月比

一関 54877 -45 24542 -16

花泉 12213 -20 4705 -3

川崎 3292 -8 1281 -1

千厩 9998 -13 4121 -3

大東 12156 -23 4925 4

東山 5966 -18 2282 -2

室根 4487 -8 1782 6

藤沢 7246 -10 2794 -5

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 110235 -145

世帯数 46432 -20

出生数 44 5

2022年９９９９月月月月１１１１日日日日付

(2022年８月31日現在

住民基本台帳より)

※外国人登録者含む

「Liberal Kayak（リベラルカヤック）」

カヤック体験受付中

企画企画企画企画：同協議会

施工施工施工施工：合同会社一関市民発電

価格例価格例価格例価格例：パネル１枚システム115,307円～

問合問合問合問合：０９０-８２５６-５１１１（担当：薄井）

料金料金料金料金：希望する

フィールドによって料金は異なります。

ＨＰＨＰＨＰＨＰ：https://www.liberalkayak.com/

（「リベラルカヤック」で検索すると、上

位に出てきます）

問合問合問合問合：０９０-２０２２-０５６１（佐藤）

本誌「二言三言」にてご紹介した「ド

コモショップ一関東店」では、スマホの

基本操作や人気アプリ（Facebook・

Twitter・LINE・メルカリ等）などの使い

方を学ぶ講座を毎日(毎月第２水曜

日のみ定休)開催しています。

購入前の方や、ドコモユーザー以外

でも受講可能で、店頭での講座のほ

か、出張講座にも対応しています。自

治会事業やサロン活動への出張依頼

(基本講座は無料／アプリ講座は有

料)も可能です。詳しくは下記まで。

馬の堆肥

さしあげます

譲り

ます

日時日時日時日時：〈第２回目〉※８月から隔月開催

２０２２年１０月２６日(水)１９時～

場所場所場所場所：なのはなプラザ４階共同会議室

問合問合問合問合：０１９１-２６-６４００

（いちのせき市民活動センター）

１｜二言三言｜ スマホインストラクター 庄子幸華さん

３｜団体紹介｜ おはなしグループ マザーリーフ

５｜地域紹介｜ 藤沢第25区自治会 （藤沢）

７｜企業紹介｜ 興栄通信工業株式会社 (一関)

８｜博識杜のフクロウ博士｜ 地域運営の落とし穴㉗ がんばれＮＰＯ

９｜センターの自由研究｜ くらし調査ファイル№18「たばこどき」

今月の表紙

鮮やかな朱色のおひつ。「せんまや街角資料館」のディスプレイとして使

用されていますが、本来は農作業の時などに、握り飯等を詰めて、背負っ

て行ったものだとか。茶碗一杯強位のおにぎりであれば50個は入りそうな

大きさです。ところで、田植えなど「農作業時の休憩」をみなさんは何と呼

んでいますか？（自由研究）

お囃子のリズムに合わせ、両手に

持った扇子をスズメが羽ばたくように舞

う「仙台すずめ踊り」。NPO法人グッジョ

ブクラブでは、一関流にアレンジした

「一関すずめ踊り」の踊り手を増やすべ

く、新規会員を募集します。年齢、性

別は不問、踊りの経験がなくても大丈

夫です。練習日であれば見学も自由

にできます。詳しくは下記までお問合

せください。

練習日時練習日時練習日時練習日時：毎月第２・４土曜日 １０時～

場所場所場所場所：一関市真柴市民センター

（一関市真柴字川戸３-１）

問合問合問合問合：０９０-９７４７-０９２９

✉hagita2@r6.dion.ne.jp

（NPO法人グッジョブクラブ(担当：萩田）)

問合問合問合問合：ドコモショップ一関東店

<営業時間>９時３０分～１８時３０分

<定休日>毎月第２水曜日

<TEL>０１２０-５１５-５２８

場所場所場所場所：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

問合問合問合問合：０１９１-４８-４４６１／

０８０-１８４１-１８００（佐々木）



「スマホ」がもたらす生活の豊かさ「スマホ」がもたらす生活の豊かさ「スマホ」がもたらす生活の豊かさ「スマホ」がもたらす生活の豊かさ

～視覚障がいをカバーするデジタル機能～～視覚障がいをカバーするデジタル機能～～視覚障がいをカバーするデジタル機能～～視覚障がいをカバーするデジタル機能～

地域の「気になる人」を対談でご紹介

スマホインストラクター 庄子幸華さん ×××× いちのせき市民活動センター 主任支援員 佐々木牧恵第９９回
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さ

れ

て

い

ま

す

が

、

視

覚

障

が

い

を

お

持

ち

の

方

が

来

店

さ

れ

る

こ

と

は

あ

り

ま

す

か

？

庄

子

庄

子

庄

子

庄

子

聴

覚

障

が

い

を

お

持

ち

の

方

が

来

る

こ

と

は

あ

り

ま

す

が

、

視

覚

障

が

い

の

あ

る

方

は

来

た

こ

と

が

な

い

で

す

。

な

の

で

私

た

ち

も

何

に

困

っ

て

い

る

か

分

か

ら

な

く

て

。

実

は

前

回

の

教

室

は

障

が

い

の

種

別

に

関

係

な

く

、

障

が

い

を

お

持

ち

の

方

向

け

の

ス

マ

ホ

教

室

だ

っ

た

ん

で

す

。

そ

こ

に

た

ま

た

ま

視

覚

障

が

い

を

お

持

ち

の

方

が

参

加

さ

れ

て

い

て

、

同

じ

内

容

で

も

教

え

方

が

全

く

違

う

こ

と

が

わ

か

っ

た

ん

で

す

。

そ

れ

で

今

回

は

視

覚

障

が

い

を

お

持

ち

の

方

に

特

化

し

た

と

い

う

背

景

が

あ

り

ま

す

。

佐

々

木

佐

々

木

佐

々

木

佐

々

木

な

る

ほ

ど

。

聴

覚

障

が

い

が

あ

る

人

に

と

っ

て

は

、

ス

マ

ホ

は

必

需

品

と

も

聞

き

ま

す

が

、

視

覚

障

が

い

の

あ

る

人

に

と

っ

て

は

、

教

え

る

側

も

教

え

ら

れ

る

側

も

ハ

ー

ド

ル

が

高

い

ん

で

す

ね

。

庄

子

庄

子

庄

子

庄

子

先

日

の

参

加

者

の

方

た

ち

も

「

自

分

に

は

絶

対

無

理

だ

」

っ

て

言

っ

て

た

ん

で

す

。

で

も

、

い

わ

ゆ

る

ガ

ラ

ケ

ー

は

使

っ

て

ら

っ

し

ゃ

る

の

で

、

操

作

に

慣

れ

さ

え

す

れ

ば

、

ス

マ

ホ

の

方

が

便

利

に

使

え

る

可

能

性

が

あ

る

気

が

し

ま

す

。

佐

々

木

佐

々

木

佐

々

木

佐

々

木

先

入

観

が

あ

る

ん

で

す

ね

。

そ

の

要

因

は

ボ

タ

ン

の

有

無

だ

と

思

う

ん

で

す

が

、

先

日

の

教

室

で

は

ホ

ー

ム

ボ

タ

ン

が

あ

る

ア

イ

フ

ォ

ン

の

機

種

を

使

っ

て

ま

し

た

ね

。

庄

子

庄

子

庄

子

庄

子

ア

イ

フ

ォ

ン

の

Ｓ

Ｅ

シ

リ

ー

ズ

は

ホ

ー

ム

ボ

タ

ン

が

あ

る

の

で

、

ボ

タ

ン

が

な

い

こ

と

に

不

安

が

あ

る

人

に

は

お

勧

め

で

す

。

そ

も

そ

も

、

ス

マ

ホ

は

大

き

く

分

け

て

ア

イ

フ

ォ

ン

と

Ａ

ｎ

ｄ

ｒ

ｏ

ｉ

ｄ

(

以

下

、

ア

ン

ド

ロ

イ

ド

)

端

末

と

に

分

け

ら

れ

ま

す

が

、

ア

ン

ド

ロ

イ

ド

端

末

だ

と

、

様

々

な

メ

ー

カ

ー

が

製

造

し

て

い

る

た

め

、

端

末

に

よ

る

仕

様

の

差

が

大

き

く

、

機

種

変

更

を

す

る

た

び

に

使

い

方

を

確

認

し

な

け

れ

ば

い

け

ま

せ

ん

。

ア

イ

フ

ォ

ン

は

Ａ

ｐ

ｐ

ｌ

ｅ

社

(

ア

ッ

プ

ル

社

)

の

ス

マ

ホ

で

す

の

で

、

機

種

が

変

わ

っ

て

も

大

き

な

仕

様

変

更

が

な

く

、

視

覚

障

が

い

の

あ

る

方

に

は

使

い

や

す

い

と

思

い

ま

す

。

佐

々

木

佐

々

木

佐

々

木

佐

々

木

ち

な

み

に

、

今

回

参

加

さ

れ

て

い

た

方

の

中

に

は

「

ガ

ラ

ケ

ー

が

使

え

な

く

な

っ

た

時

の

た

め

に

」

と

い

う

理

由

の

方

が

い

ま

し

た

。

実

際

、

ガ

ラ

ケ

ー

は

完

全

に

使

え

な

く

な

っ

て

し

ま

う

ん

で

す

か

？

庄

子

庄

子

庄

子

庄

子

ガ

ラ

ケ

ー

と

呼

ば

れ

る

機

種

の

多

く

が

３

Ｇ

と

い

う

通

信

規

格

を

使

っ

て

い

ま

す

が

、

こ

の

規

格

が

間

も

な

く

終

了

し

ま

す

。

３

Ｇ

対

応

の

機

種

が

使

え

な

く

な

る

＝

ガ

ラ

ケ

ー

が

使

え

な

く

な

る

と

思

っ

て

い

る

方

も

多

い

で

す

が

、

ガ

ラ

ケ

ー

の

定

義

が

難

し

い

(

笑

)

折

り

畳

み

式

の

機

種

を

指

す

の

で

あ

れ

ば

「

ガ

ラ

ホ

」

と

呼

ば

れ

る

折

り

畳

み

式

の

ス

マ

ホ

(

４

Ｇ

対

応

)

が

あ

り

ま

す

の

で

、

ボ

タ

ン

の

あ

る

端

末

が

す

ぐ

に

な

く

な

る

こ

と

は

あ

り

ま

せ

ん

。

た

だ

、

「

ス

マ

ホ

教

室

」

は

あ

っ

て

も

「

ガ

ラ

ホ

教

室

」

は

な

い

の

で

、

ど

う

せ

な

ら

ス

マ

ホ

に

す

る

こ

と

を

お

勧

め

し

ま

す

ね

。

こ

れ

は

視

覚

障

が

い

の

あ

る

方

に

限

ら

ず

、

シ

ニ

ア

世

代

の

方

も

一

緒

で

す

。

佐

々

木

佐

々

木

佐

々

木

佐

々

木

障

が

い

の

有

無

に

関

わ

ら

ず

、

ス

マ

ホ

に

対

す

る

不

安

の

根

底

は

ボ

タ

ン

の

有

無

な

の

か

も

し

れ

ま

せ

ん

ね

。

庄

子

庄

子

庄

子

庄

子

実

際

、

シ

ニ

ア

向

け

の

ス

マ

ホ

教

室

で

も

、

需

要

が

あ

る

の

は

文

字

の

入

力

方

法

や

電

話

の

か

け

方

で

す

。

ボ

タ

ン

な

し

で

ど

う

や

っ

て

文

字

を

打

て

ば

良

い

の

か

、

ど

う

や

っ

て

電

話

を

か

け

た

り

出

た

り

す

れ

ば

良

い

の

か

が

分

か

ら

な

い

ん

で

す

。

そ

こ

で

活

躍

す

る

の

が

Ｓ

ｉ

ｒ

ｉ

(

以

下

、

シ

リ

)

と

い

う

、

声

で

操

作

す

る

ア

イ

フ

ォ

ン

の

ア

シ

ス

タ

ン

ト

機

能

で

す

。

佐

々

木

佐

々

木

佐

々

木

佐

々

木

教

室

で

も

シ

リ

で

電

話

を

か

け

た

り

、

メ

ッ

セ

ー

ジ

を

送

信

し

て

ま

し

た

ね

！

ス

ケ

ジ

ュ

ー

ル

入

力

や

ア

ラ

ー

ム

、

タ

イ

マ

ー

ま

で

シ

リ

で

操

作

し

て

い

る

様

子

を

拝

見

し

て

、

目

か

ら

鱗

状

態

で

し

た

(

笑

)

庄

子

庄

子

庄

子

庄

子

そ

う

な

ん

で

す

。

視

覚

障

が

い

の

あ

る

方

は

ス

ケ

ジ

ュ

ー

ル

管

理

な

ど

が

大

変

と

い

う

話

を

聞

い

た

の

で

。

シ

リ

で

予

定

を

入

力

し

て

お

く

こ

と

で

、

先

約

と

か

ぶ

っ

て

い

な

い

か

ま

で

自

動

で

確

認

し

て

教

え

て

く

れ

る

の

で

、

便

利

で

す

よ

ね

。

佐

々

木

佐

々

木

佐

々

木

佐

々

木

他

に

も

視

覚

障

が

い

の

あ

る

方

に

お

勧

め

の

機

能

や

使

い

方

は

あ

り

ま

す

か

？

庄

子

庄

子

庄

子

庄

子

ラ

ジ

オ

を

ス

マ

ホ

に

入

れ

て

お

く

と

災

害

時

に

安

心

で

き

る

と

思

い

ま

す

。

グ

ー

グ

ル

マ

ッ

プ

な

ど

、

地

図

の

機

能

も

音

声

で

道

案

内

を

し

て

く

れ

る

の

で

便

利

で

す

よ

ね

。

シ

ニ

ア

世

代

向

け

の

ス

マ

ホ

教

室

で

も

災

害

時

に

ス

マ

ホ

を

活

用

す

る

方

法

は

取

り

扱

っ

て

い

ま

す

し

、

基

本

的

に

便

利

な

機

能

は

共

通

で

す

。

佐

々

木

佐

々

木

佐

々

木

佐

々

木

確

か

に

便

利

さ

も

不

便

さ

も

、

共

通

す

る

部

分

は

多

い

で

す

ね

。

庄

子

庄

子

庄

子

庄

子

は

い

。

手

段

や

行

き

つ

く

方

法

が

違

う

と

い

う

だ

け

で

、

不

安

や

困

っ

て

い

る

内

容

は

一

緒

な

ん

で

す

。

佐

々

木

佐

々

木

佐

々

木

佐

々

木

ス

マ

ホ

＝

Ｓ

Ｎ

Ｓ

な

ど

の

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

機

能

に

目

が

行

き

が

ち

で

す

が

、

も

っ

と

生

活

に

直

結

す

る

不

安

や

悩

み

、

苦

手

を

解

消

し

て

く

れ

る

機

能

に

つ

い

て

も

目

を

向

け

る

べ

き

か

も

し

れ

ま

せ

ん

。

ス

マ

ホ

教

室

の

需

要

は

ま

す

ま

す

増

え

そ

う

で

す

ね

。
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た

め

、

プ

ロ

の

劇

団

公

演

も

積

極

的

に

鑑

賞

す

る

な

ど

、

研

修

も

忘

れ

ま

せ

ん

。

実

際

に

劇

な

ど

を

鑑

賞

し

た

あ

と

に

は

メ

ン

バ

ー

同

士

で

気

付

き

を

共

有

し

合

い

、

表

現

の

仕

方

な

ど

、

自

分

た

ち

の

劇

で

も

取

り

入

れ

ら

れ

る

部

分

は

反

映

さ

せ

て

い

き

ま

す

。

そ

の

際

に

は

、

演

じ

る

側

も

見

る

側

も

、

「

劇

を

構

成

す

る

一

員

」

と

し

て

、

「

お

互

い

を

考

え

る

気

持

ち

が

大

切

」

と

同

会

会

長

の

千

葉

典

子

さ

ん

は

語

り

ま

す

。

そ

ん

な

同

会

に

は

モ

ッ

ト

ー

が

２

つ

あ

り

ま

す

。

1

つ

目

は

「

自

分

た

ち

が

楽

し

む

」

こ

と

。

「

絵

本

や

劇

は

誰

で

も

楽

し

め

る

も

の

で

す

が

、

演

じ

る

自

分

た

ち

が

誰

よ

り

も

楽

し

む

こ

と

が

大

切

。

自

分

が

楽

し

め

て

い

な

い

と

長

続

き

し

な

い

。

好

き

な

気

持

ち

が

な

い

と

で

き

な

い

」

と

、

口

々

に

語

る

メ

ン

バ

ー

た

ち

。

上

演

中

で

も

ま

ず

は

自

分

が

楽

し

む

こ

と

を

大

切

に

し

て

い

ま

す

。

２

つ

目

は

「

子

ど

も

が

相

手

だ

か

ら

と

言

っ

て

手

を

抜

か

ず

、

本

気

に

な

っ

て

や

る

」

こ

と

。

「

本

気

度

は

観

客

に

伝

わ

る

」

と

い

う

こ

と

を

プ

ロ

の

公

演

か

ら

感

じ

た

こ

と

か

ら

、

子

ど

も

た

ち

に

こ

そ

本

気

を

伝

え

る

べ

く

、

常

に

全

力

で

臨

ん

で

い

ま

す

。

コ

ロ

ナ

禍

に

な

っ

て

か

ら

は

、

公

演

依

頼

が

激

減

(

そ

れ

以

前

は

年

に

30

回

以

上

公

演

)

し

ま

し

た

が

、

練

習

だ

け

は

欠

か

さ

ず

に

続

け

て

き

ま

し

た

。

そ

れ

は

「

セ

リ

フ

が

飛

ん

で

も

ア

ド

リ

ブ

で

合

わ

せ

て

演

技

を

す

る

た

め

」

な

の

だ

と

か

。

何

度

も

繰

り

返

し

練

習

す

る

こ

と

で

、

誰

か

が

セ

リ

フ

を

忘

れ

て

し

ま

っ

て

も

、

他

の

メ

ン

バ

ー

が

フ

ォ

ロ

ー

に

入

れ

る

よ

う

に

な

る

と

言

い

ま

す

。

練

習

は

重

ね

な

が

ら

も

公

演

活

動

は

自

粛

し

て

い

た

同

会

で

す

が

、

今

年

に

入

り

、

感

染

対

策

を

講

じ

な

が

ら

の

公

演

を

仕

掛

け

は

じ

め

ま

し

た

。

そ

の

一

つ

に

は

子

ど

も

食

堂

な

ど

と

連

携

し

た

公

演

の

場

も

。

千

厩

地

域

の

み

な

ら

ず

、

一

関

全

域

で

公

演

活

動

を

行

う

べ

く

、

活

動

の

幅

を

広

げ

て

い

ま

す

。

「

私

た

ち

の

劇

は

、

日

々

の

日

常

を

忘

れ

ら

れ

、

チ

ー

ム

ワ

ー

ク

が

な

い

と

で

き

な

い

劇

」

と

語

る

メ

ン

バ

ー

た

ち

。

公

演

を

見

て

い

た

観

客

も

「

一

度

見

る

と

忘

れ

る

こ

と

が

で

き

な

い

く

ら

い

生

き

生

き

と

劇

を

演

じ

て

い

た

」

と

称

賛

し

ま

す

。

メ

ン

バ

ー

の

中

に

は

、

公

演

で

使

用

す

る

道

具

を

借

り

た

こ

と

で

縁

が

つ

な

が

っ

た

人

や

、

「

夏

の

お

は

な

し

会

」

で

人

形

劇

を

実

際

に

見

て

入

会

を

決

め

た

と

い

う

人

も

。

「

子

ど

も

が

大

き

く

な

る

と

絵

本

に

触

れ

る

機

会

が

少

な

く

な

る

が

、

絵

本

に

は

大

人

に

な

っ

た

か

ら

こ

そ

気

づ

け

る

視

点

も

あ

る

」

と

、

絵

本

に

触

れ

続

け

ら

れ

る

こ

と

も

活

動

の

醍

醐

味

で

あ

る

と

い

う

メ

ン

バ

ー

た

ち

。

「

生

き

が

い

」

を

与

え

て

く

れ

る

居

場

所

で

あ

り

、

メ

ン

バ

ー

に

と

っ

て

も

、

観

客

に

と

っ

て

も

「

日

常

か

ら

少

し

距

離

を

お

け

る

場

所

」

と

し

て

、

絵

本

を

通

じ

た

「

心

の

栄

養

」

を

届

け

続

け

ま

す

。

金子律子金子律子金子律子金子律子さんさんさんさん

前身団体から活動に参

加。同会の参謀的存在。

メンバーで話し合った

ことを実現させるため、

具体的なアクションを

常に考えています。

千葉典子千葉典子千葉典子千葉典子さんさんさんさん

同会結成時からの代表

(前身団体から参加)。

多くの人に劇を届ける

ため、メディア等を通

じた活動の紹介に尽力

中。

一

関

市

立

千

厩

図

書

館

内

の

ミ

ニ

シ

ア

タ

ー

か

ら

聞

こ

え

て

く

る

子

ど

も

た

ち

の

楽

し

そ

う

な

声

。

「

夏

の

お

は

な

し

会

」

と

題

し

た

イ

ベ

ン

ト

を

開

催

し

て

い

た

の

は

、

同

館

を

中

心

に

、

市

内

の

幼

稚

園

・

保

育

園

、

小

学

校

な

ど

か

ら

の

依

頼

に

応

じ

て

子

ど

も

た

ち

へ

の

絵

本

の

読

み

聞

か

せ

や

人

形

劇

等

の

公

演

を

行

っ

て

い

る

「

お

は

な

し

グ

ル

ー

プ

マ

ザ

ー

リ

ー

フ

」

で

す

。

「

本

の

楽

し

み

か

た

」

「

読

書

の

楽

し

さ

」

を

伝

え

る

べ

く

活

動

し

て

い

る

同

会

は

、

同

じ

お

話

で

も

、

ス

タ

イ

ル

(

エ

プ

ロ

ン

シ

ア

タ

ー

／

パ

ネ

ル

シ

ア

タ

ー

／

紙

コ

ッ

プ

等

の

小

道

具

を

使

用

す

る

な

ど

、

表

現

手

法

)

を

変

え

る

こ

と

で

、

様

々

な

表

現

を

楽

し

め

る

よ

う

、

日

々

工

夫

を

重

ね

て

い

ま

す

。

そ

の

前

身

は

「

人

形

劇

団

た

ん

ぽ

ぽ

ぽ

(

さ

ら

に

前

身

は

「

人

形

劇

団

た

ん

ぽ

ぽ

」

)

」

。

長

い

歴

史

が

あ

り

ま

す

が

、

メ

ン

バ

ー

や

活

動

の

方

向

性

を

整

理

す

る

べ

く

、

一

度

解

散

し

、

方

向

性

を

同

じ

く

す

る

人

た

ち

で

そ

れ

ぞ

れ

再

結

成

し

ま

し

ょ

う

と

い

う

運

び

に

な

り

、

平

成

14

年

に

マ

ザ

ー

リ

ー

フ

が

結

成

さ

れ

ま

す

。

千

厩

図

書

館

が

活

動

拠

点

で

す

が

、

会

員

は

一

関

市

内

各

地

に

点

在

し

て

お

り

、

月

４

回

の

練

習

の

度

に

千

厩

に

集

ま

っ

て

き

ま

す

。

人

形

劇

団

が

前

身

と

い

う

こ

と

も

あ

り

、

今

で

も

「

劇

」

を

主

軸

に

し

て

い

る

同

会

。

公

演

の

依

頼

に

応

じ

、

メ

イ

ン

の

題

材

を

決

め

る

と

、

小

学

生

に

は

朗

読

劇

、

未

就

学

児

に

は

人

形

劇

、

と

い

う

よ

う

に

、

対

象

者

に

合

わ

せ

て

見

せ

か

た

を

変

え

て

い

ま

す

。

朗

読

劇

に

も

様

々

な

工

夫

が

。

劇

の

進

行

・

場

面

に

合

わ

せ

、

打

楽

器

を

使

っ

た

生

音

を

入

れ

る

な

ど

、

臨

場

感

を

持

た

せ

、

来

た

人

を

楽

し

ま

せ

ま

す

。

人

形

劇

で

使

用

す

る

人

形

は

メ

ン

バ

ー

の

手

作

り

。

練

習

を

重

ね

る

中

で

、

一

つ

の

物

語

を

い

か

に

来

場

者

に

見

せ

る

か

、

す

り

合

わ

せ

て

い

き

ま

す

。

ま

た

、

自

分

た

ち

の

感

性

を

豊

か

に

し

、

劇

の

ク

オ

リ

テ

ィ

を

高

め

て

い

く

３４

団体

紹介

おはなしグループおはなしグループおはなしグループおはなしグループ マザーリーフマザーリーフマザーリーフマザーリーフ

一関市立千厩図書館を拠点に活動。市内

の幼稚園や子育て支援の場で、子どもや親

子を対象にした人形劇や朗読劇などの公演

を行っています。現在の会員数は７名。

日

常

日

常

日

常

日

常

か

ら

か

ら

か

ら

か

ら

距

離

距

離

距

離

距

離

をををを

置置置置

く

た

め

の

く

た

め

の

く

た

め

の

く

た

め

の

居

場

所

居

場

所

居

場

所

居

場

所

と

し

て

と

し

て

と

し

て

と

し

て

絵

本

の

世

界

感

を

五

感

で

楽

し

む

た

め

に

- Photo gallery -gallery -

掴掴掴掴

み

は

み

は

み

は

み

は

「「「「

絵絵絵絵

か

き

う

た

か

き

う

た

か

き

う

た

か

き

う

た

」」」」

ホ

ワ

イ

ト

ボ

ー

ド

を

使

っ

て

観

客

と

一

緒

に

楽

し

む

「

絵

か

き

う

た

」

。

お

は

な

し

会

の

は

じ

ま

り

に

持

っ

て

く

る

こ

と

で

場

が

和

み

ま

す

。

エ

プ

ロ

ン

シ

ア

タ

ー

も

エ

プ

ロ

ン

シ

ア

タ

ー

も

エ

プ

ロ

ン

シ

ア

タ

ー

も

エ

プ

ロ

ン

シ

ア

タ

ー

も

エ

プ

ロ

ン

を

舞

台

に

見

立

て

、

ポ

ケ

ッ

ト

な

ど

か

ら

人

形

を

出

し

た

り

付

け

た

り

し

な

が

ら

物

語

を

展

開

す

る

人

形

劇

。

も

ち

ろ

ん

手

作

り

で

す

。

夏夏夏夏

の

お

は

な

し

の

お

は

な

し

の

お

は

な

し

の

お

は

な

し

会会会会

②②②②

今

回

披

露

し

た

人

形

劇

は

『

と

も

だ

ち

く

る

か

な

』

。

手

作

り

の

愛

嬌

満

点

な

人

形

た

ち

が

繰

り

出

す

一

挙

手

一

投

足

に

み

ん

な

釘

付

け

！

夏夏夏夏

の

お

は

な

し

の

お

は

な

し

の

お

は

な

し

の

お

は

な

し

会会会会

①①①①

同

会

が

主

催

し

、

20

年

続

け

て

い

る

夏

休

み

特

別

企

画

「

夏

の

お

は

な

し

会

」

。

１

時

間

の

中

に

４

つ

メ

ニ

ュ

ー

を

組

み

込

み

ま

し

た

。

Ｑ.同会の存在を一言で表すと？

代表代表代表代表 会計会計会計会計

おはなしグループマザーリーフ

向

上

心

を

持

ち

続

け

て

ちば のりこ かねこ りつこ

Ａ.ひとしずくのエッセンス
Ａ.居場所

日

々

の

生

活

に

「

非

日

常

」

を

取

り

込

む

大

切

さ

※同会への連絡は一関市立千厩図書館へ

TEL:0191-51-1122

写真：公演後の集合写真(令和４年８月)

�



的

負

担

の

少

な

い

役

割

(

草

取

り

)

を

与

え

る

こ

と

が

で

き

、

「

地

域

活

動

に

貢

献

で

き

な

い

」

と

い

う

引

け

目

を

感

じ

さ

せ

に

く

く

な

り

ま

す

。

保

健

推

進

委

員

が

担

う

福

祉

部

は

、

実

質

的

に

は

保

健

推

進

委

員

の

活

動

を

女

性

部

と

調

整

し

な

が

ら

行

っ

て

い

る

よ

う

な

流

れ

で

す

が

、

部

会

と

い

う

扱

い

に

す

る

こ

と

で

、

活

動

内

容

が

自

治

会

全

体

で

共

有

さ

れ

、

自

治

会

に

お

け

る

保

健

福

祉

に

関

す

る

動

き

を

把

握

す

る

こ

と

が

で

き

ま

す

。

年

に

５

回

行

わ

れ

る

「

ふ

れ

あ

い

一

皿

運

動

(

一

関

市

食

生

活

改

善

協

議

会

藤

沢

支

部

主

管

)

」

へ

の

協

力

(

同

行

)

や

、

検

診

の

啓

発

、

敬

老

事

業

な

ど

、

各

種

事

業

を

支

え

て

い

ま

す

。

そ

ん

な

同

自

治

会

も

一

時

は

自

治

会

存

続

の

岐

路

に

立

ち

ま

し

た

。

少

子

高

齢

化

・

若

者

の

人

口

流

出

に

加

え

、

住

民

の

生

活

が

多

様

化

し

た

こ

と

で

、

徐

々

に

「

自

治

会

活

動

へ

の

参

加

が

難

し

い

」

と

の

声

が

増

加

。

特

に

自

治

会

長

は

じ

め

、

役

の

担

い

手

確

保

が

難

し

く

な

り

、

平

成

26

年

度

は

自

治

会

活

動

を

「

休

会

す

る

」

と

い

う

選

択

を

し

ま

す

。

同

自

治

会

の

活

動

は

、

自

治

会

独

自

の

活

動

の

ほ

か

、

徳

田

地

区

と

し

て

の

活

動

も

あ

り

ま

す

。

休

会

に

伴

い

、

自

治

会

独

自

の

事

業

は

休

止

と

し

た

も

の

の

、

徳

田

地

区

の

活

動

(

環

境

整

備

等

)

に

つ

い

て

は

、

有

志

が

参

加

す

る

こ

と

で

、

徳

田

地

区

住

民

と

し

て

の

役

割

は

カ

バ

ー

し

ま

し

た

。

し

か

し

、

そ

う

し

た

有

志

の

動

き

だ

け

で

は

、

自

治

会

外

の

動

き

(

広

域

の

地

域

活

動

)

が

カ

バ

ー

し

き

れ

ず

、

女

性

部

な

ど

、

徳

田

地

区

や

藤

沢

町

全

体

の

動

き

と

の

関

わ

り

が

深

い

立

場

の

役

員

か

ら

、

自

治

会

活

動

再

開

を

望

む

声

が

。

「

出

来

る

こ

と

か

ら

工

夫

し

て

、

や

れ

る

人

だ

け

で

や

っ

て

み

ま

し

ょ

う

」

と

い

う

機

運

と

な

り

、

１

年

間

の

休

止

を

経

て

、

平

成

27

年

度

よ

り

活

動

を

一

部

再

開

さ

せ

ま

し

た

。

「

み

ん

な

が

み

ん

な

自

治

会

に

関

わ

る

こ

と

を

嫌

が

っ

て

い

る

わ

け

で

は

な

い

。

今

ま

で

関

わ

り

が

少

な

か

っ

た

人

も

、

自

治

会

行

事

に

参

加

し

た

こ

と

で

『

役

を

持

つ

や

り

が

い

』

を

感

じ

て

く

れ

た

人

も

い

ま

す

」

と

、

休

会

後

の

手

応

え

を

感

じ

て

い

る

畠

山

さ

ん

。

一

方

で

「

人

口

減

と

担

い

手

不

足

の

課

題

は

依

然

と

し

て

残

っ

て

い

ま

す

。

だ

か

ら

こ

そ

、

お

互

い

に

支

え

合

う

た

め

に

、

自

治

会

活

動

は

不

可

欠

で

あ

る

と

み

ん

な

が

感

じ

て

く

れ

る

こ

と

が

一

番

の

課

題

で

す

ね

」

と

、

今

後

に

つ

い

て

も

冷

静

に

見

つ

め

ま

す

。

コ

ロ

ナ

禍

で

毎

年

恒

例

の

研

修

旅

行

等

も

実

施

で

き

な

い

な

ど

、

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

の

希

薄

化

が

進

行

し

か

ね

な

い

状

況

で

す

が

、

住

民

が

顔

を

合

わ

せ

る

貴

重

な

機

会

と

し

て

、

定

期

総

会

だ

け

は

感

染

対

策

を

講

じ

た

上

で

対

面

形

式

で

行

い

続

け

た

同

自

治

会

。

「

休

会

」

も

含

め

、

今

後

も

自

治

会

活

動

の

在

り

方

を

模

索

し

続

け

て

い

き

ま

す

。

Ｑ.集落の自慢は何ですか？

会長会長会長会長

畠山憲畠山憲畠山憲畠山憲さんさんさんさん

就任当初は一度休会し

た自治会の再スタート

に貢献。「自治会活動

はみんなの協力があっ

てこそ成り立つもの」

とチームワークの大切

さを語ります。

佐藤優一佐藤優一佐藤優一佐藤優一さんさんさんさん

４期８年目。「地域に

何かの形で貢献した

い」という想いから自

治会役員を志願し、現

職もあわせ、通算で20

年近く各種役員を歴任

しています。

「

名

生

城

」

の

一

部

、

「

檞

」

「

萱

刈

場

」

「

釜

土

」

「

袖

の

沢

」

「

揚

戸

」

と

、

難

読

地

名

と

も

言

え

る

小

字

で

構

成

さ

れ

る

藤

沢

第

25

区

。

「

『

萱

刈

場

』

と

い

う

小

字

は

、

実

は

こ

の

地

で

『

金

を

採

掘

す

る

と

こ

ろ

』

と

い

う

隠

語

だ

っ

た

み

た

い

で

す

」

と

、

自

治

会

長

の

畠

山

憲

さ

ん

は

集

落

の

歴

史

に

思

い

を

馳

せ

ま

す

。

昭

和

49

年

に

発

足

し

た

同

自

治

会

の

区

域

内

に

は

、

平

家

と

の

つ

な

が

り

が

あ

る

と

さ

れ

る

「

大

日

如

来

堂

」

や

「

か

し

ゃ

猫

」

に

ま

つ

わ

る

伝

説

な

ど

様

々

な

民

話

が

あ

り

、

平

成

23

年

に

は

「

二

十

五

区

地

域

お

宝

さ

が

し

」

と

し

て

冊

子

に

ま

と

め

ま

し

た

。

ま

た

、

徳

田

地

区

の

多

面

的

機

能

支

払

交

付

金

の

活

動

組

織

「

農

地

・

水

・

環

境

保

全

向

上

徳

田

地

区

活

動

組

織

」

の

事

業

で

あ

る

「

ひ

ま

わ

り

畑

」

が

、

同

自

治

会

エ

リ

ア

内

に

も

あ

り

、

近

年

は

写

真

撮

影

に

訪

れ

る

人

も

増

加

。

民

話

と

し

て

伝

わ

る

古

く

か

ら

の

地

域

資

源

に

、

「

ひ

ま

わ

り

畑

」

の

よ

う

な

新

た

な

地

域

資

源

も

加

わ

り

、

自

治

会

へ

の

愛

着

を

持

ち

始

め

た

若

い

世

代

も

少

な

く

は

あ

り

ま

せ

ん

。

５

部

会

制

で

活

動

す

る

同

自

治

会

。

以

前

は

６

部

会

で

し

た

が

、

自

治

会

内

の

役

を

減

ら

す

こ

と

な

ど

を

目

的

に

、

平

成

29

年

に

文

教

部

と

青

年

部

を

統

合

し

「

文

教

青

年

部

」

へ

。

同

部

会

は

町

内

の

ス

ポ

ー

ツ

事

業

や

徳

田

地

区

の

事

業

へ

の

協

力

等

を

担

当

す

る

ほ

か

、

自

治

会

館

周

辺

の

草

刈

り

や

、

そ

の

後

の

バ

ー

ベ

キ

ュ

ー

大

会

を

企

画

し

て

い

ま

す

。

子

ど

も

も

含

め

、

老

若

男

女

が

集

う

た

め

、

「

幅

広

い

世

代

で

顔

を

合

わ

せ

る

こ

と

は

、

信

頼

関

係

を

深

め

、

地

域

の

防

犯

対

策

と

し

て

も

有

意

義

で

す

」

と

、

畠

山

さ

ん

は

労

い

以

外

の

意

味

合

い

も

実

感

し

て

い

ま

す

。

ま

た

、

総

務

部

環

境

部

門

が

担

当

す

る

幹

線

道

路

沿

い

の

草

刈

り

作

業

(

６

月

・

９

月

)

は

、

あ

え

て

花

壇

整

備

(

草

取

り

)

と

同

日

に

行

い

ま

す

。

そ

う

す

る

こ

と

で

高

齢

層

の

参

加

者

に

も

、

身

体

藤沢第25区自治会

５６

「「「「

休

会

休

会

休

会

休

会

」」」」

をををを

経経経経

てててて

実

感

実

感

実

感

実

感

し

た

し

た

し

た

し

た

自

治

会

活

動

自

治

会

活

動

自

治

会

活

動

自

治

会

活

動

のののの

意

義

意

義

意

義

意

義

隠

語

か

ら

見

え

る

地

域

の

歴

史

と

新

た

な

地

域

資

源

- Photo gallery -gallery -

思思思思

いいいい

出出出出

の

ひ

と

こ

ま

の

ひ

と

こ

ま

の

ひ

と

こ

ま

の

ひ

と

こ

ま

自

治

会

館

に

掲

げ

ら

れ

て

い

る

昭

和

61

年

度

藤

沢

町

農

業

祭

仮

装

パ

レ

ー

ド

参

加

時

の

集

合

写

真

。

後

方

の

山

車

は

住

民

総

出

で

作

成

し

ま

し

た

。

テ

ー

マ

は

テ

ー

マ

は

テ

ー

マ

は

テ

ー

マ

は

「「「「

縄

文

家

族

縄

文

家

族

縄

文

家

族

縄

文

家

族

」」」」

平

成

25

年

の

藤

沢

野

焼

祭

り

で

同

自

治

会

が

一

関

市

長

賞

を

受

賞

し

た

時

の

作

品

。

近

年

は

自

治

会

内

有

志

で

の

出

品

に

切

り

替

え

ま

し

た

。

自

治

会

憲

章

自

治

会

憲

章

自

治

会

憲

章

自

治

会

憲

章

自

治

会

設

立

直

後

の

昭

和

50

年

に

制

定

。

あ

い

う

え

お

順

で

、

み

ん

な

が

幸

せ

に

暮

ら

し

て

い

く

上

で

大

事

な

こ

と

が

記

さ

れ

て

い

ま

す

。

ク

リ

ー

ン

ア

ッ

プ

ク

リ

ー

ン

ア

ッ

プ

ク

リ

ー

ン

ア

ッ

プ

ク

リ

ー

ン

ア

ッ

プ

！！！！

令

和

３

年

の

一

斉

清

掃

の

様

子

。

小

さ

な

子

ど

も

た

ち

も

ゴ

ミ

拾

い

に

参

加

し

、

コ

ロ

ナ

禍

に

お

け

る

世

代

間

交

流

の

一

つ

に

な

っ

て

い

ま

す

。

地域

紹介

藤沢第藤沢第藤沢第藤沢第25252525区自治会区自治会区自治会区自治会((((徳田徳田徳田徳田))))

旧藤沢町の中心地から400ｍほど東に位置

(徳田地区内)する自治会で、35戸81人が暮ら

す。６班(隣組)体制で、「総務部」「産業

部」「文教青年部」「女性部」「福祉部」の

５部会で自治会運営を行っている。

藤沢

類

を

見

な

い

「

休

会

」

と

い

う

選

択

小

さ

な

集

落

だ

か

ら

こ

そ

役

割

を

見

え

る

化

し

て

はたけやま けん さとう ゆういち

Ａ.和 Ａ.草刈り後のバーベキュー最高

左の写真：同自治会の花壇植栽作業の様子(写真は令和

３年度)

文教青年部長文教青年部長文教青年部長文教青年部長



「

コ

ン

セ

ン

ト

や

電

池

を

入

れ

て

動

く

も

の

に

は

全

て

電

子

基

板

が

入

っ

て

い

る

の

で

す

が

、

弊

社

で

は

そ

の

電

子

基

板

に

は

ん

だ

ゴ

テ

を

用

い

て

部

品

を

取

り

付

け

、

製

品

の

命

を

繋

ぐ

仕

事

を

し

て

い

ま

す

。

仕

上

が

っ

た

製

品

そ

の

も

の

は

、

大

手

企

業

等

が

販

売

元

と

な

る

の

で

、

社

名

が

表

に

出

る

こ

と

は

少

な

い

で

す

が

、

実

は

皆

さ

ん

が

知

っ

て

い

る

・

利

用

し

て

い

る

製

品

の

は

ん

だ

付

け

も

多

い

ん

で

す

よ

」

と

語

る

の

は

、

平

成

31

年

に

興

栄

通

信

工

業

株

式

会

社

の

代

表

取

締

役

に

就

任

し

た

村

田

宰

さ

ん

で

す

。

昭

和

59

年

、

宰

さ

ん

の

父

が

一

関

市

宮

前

町

に

「

(

有

)

興

栄

通

信

工

業

(

平

成

５

年

に

現

社

名

に

変

更

)

」

を

設

立

。

当

初

は

「

東

北

日

本

電

気

(

の

ち

の

Ｎ

Ｅ

Ｃ

プ

ラ

ッ

ト

フ

ォ

ー

ム

ズ

株

式

会

社

)
」

の

協

力

会

社

と

し

て

電

子

交

換

機

を

中

心

に

製

品

の

製

造

を

行

っ

て

き

ま

し

た

。

時

代

が

変

わ

る

に

つ

れ

、

徐

々

に

量

産

製

品

は

安

価

な

中

国

生

産

な

ど

に

切

り

替

わ

っ

て

い

き

ま

し

た

が

、

同

社

で

は

は

ん

だ

ゴ

テ

を

使

う

技

能

に

こ

だ

わ

り

、

社

員

の

は

ん

だ

付

け

技

能

資

格

取

得

を

応

援

す

る

な

ど

、

さ

ら

な

る

社

員

の

技

術

向

上

を

進

め

ま

し

た

。

機

械

化

で

は

な

い

「

人

の

手

の

仕

事

」

に

こ

だ

わ

っ

た

こ

と

に

よ

り

、

現

在

で

は

、

様

々

な

お

客

様

か

ら

の

、

数

多

く

の

製

品

製

造

を

取

り

扱

っ

て

い

ま

す

。

Ｊ

Ａ

Ｘ

Ａ

(

宇

宙

航

空

研

究

開

発

機

構

)

が

開

発

し

て

打

ち

上

げ

た

小

惑

星

探

査

機

「

は

や

ぶ

さ

」

。

平

成

26

年

に

打

ち

上

げ

ら

れ

た

「

は

や

ぶ

さ

２

」

の

電

子

基

板

に

は

ん

だ

付

け

を

施

し

た

の

は

興

栄

通

信

工

業

株

式

会

社

で

す

。

「

宇

宙

に

行

っ

て

し

ま

え

ば

、

壊

れ

た

か

ら

直

し

ま

し

ょ

う

と

は

で

き

な

い

、

絶

対

に

ミ

ス

を

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

製

品

で

す

。

そ

う

し

た

大

事

な

製

品

は

特

に

『

人

の

手

の

仕

事

』

で

造

り

上

げ

て

い

き

ま

す

。

弊

社

で

は

専

門

性

の

高

い

は

ん

だ

付

け

作

業

に

も

対

応

で

き

る

よ

う

な

教

育

を

行

い

、

技

能

の

習

得

を

進

め

て

き

ま

し

た

。

そ

う

し

た

こ

と

が

評

価

さ

れ

、

日

本

の

大

事

な

人

工

衛

星

の

製

造

に

声

を

か

け

て

い

た

だ

い

た

こ

と

は

、

我

々

の

誇

り

で

す

」

と

宰

さ

ん

。

ま

た

、

同

社

で

は

毎

年

、

市

内

中

学

校

へ

出

前

授

業

の

講

師

と

し

て

赴

き

、

自

社

で

製

作

し

た

教

材

(

電

子

ホ

タ

ル

)

を

用

い

て

、

そ

の

技

術

の

発

信

に

も

取

り

組

ん

で

い

ま

す

。

「

座

学

で

は

な

く

、

生

徒

と

一

緒

に

造

り

上

げ

る

こ

と

で

、

も

の

づ

く

り

へ

の

興

味

を

持

っ

て

く

れ

ま

す

。

こ

う

い

う

機

会

を

多

く

の

子

ど

も

た

ち

に

提

供

し

た

い

で

す

ね

」

と

笑

顔

を

見

せ

ま

す

。

さ

ら

に

、

多

く

の

女

性

が

社

員

と

し

て

活

躍

し

て

い

る

こ

と

か

ら

、

宰

さ

ん

の

母

で

あ

る

二

代

目

が

「

子

育

て

支

援

企

業

宣

言

」

を

取

り

入

れ

、

子

育

て

世

代

は

９

時

か

ら

16

時

ま

で

の

短

時

間

勤

務

で

も

正

社

員

と

し

て

雇

用

し

、

子

育

て

と

仕

事

の

両

立

が

図

れ

る

よ

う

に

し

て

い

ま

す

。

時

間

に

ゆ

と

り

の

あ

る

生

活

は

「

子

ど

も

た

ち

に

自

分

の

仕

事

を

伝

え

る

時

間

」

を

持

つ

こ

と

に

も

つ

な

が

り

、

さ

ら

に

そ

れ

が

次

世

代

の

興

味

関

心

へ

と

つ

な

が

っ

て

い

き

ま

す

。

７

企業

紹介

興栄通信工業株式会社一関

昭和59年創業。産業設備等の電子基板のはんだ付け(電子回路基板実装・リ

ワーク)や各種電子機器装置の組立・検査を行う。高度なはんだ付け技能の習得

を進め、「ものづくりのプロ集団」として、電子機器の「命」を繋ぐ同社では、

約80人の社員の半数が女性。平成20年に「職場風土改革促進事業実施事業主(厚

生労働省所管)」の指定を受け、同年に次世代育成支援対策推進法に基づく「一

般事業主行動計画」を策定。子育てを行う男性・女性社員双方が、両立支援制

度を気兼ねなく利用することができる仕組みをいち早く導入するなど、「子育

て支援企業」として宣言を行い、雇用環境の整備を推進しています。

女性女性女性女性もももも活躍活躍活躍活躍するするするする 匠匠匠匠のののの技能技能技能技能をををを活活活活かしたものづくりかしたものづくりかしたものづくりかしたものづくり

電

子

機

器

の

「

命

」

を

取

り

扱

う

か

ら

こ

そ

「

手

作

業

」

で

１

平成２年に現在地に工場を新設。

DATA

〒021-0821

一関市三関字仲田184-1

TEL 0191-21-5132

FAX 0191-21-5255

HP https://www.koeit-kk.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

第第第第43434343話話話話

今月のテーマ

一ノ関駅東口に展示してある同社

の製品。

代表取締役の村田宰さん。

NPONPONPONPO ＝ NNNNonononon----PPPProfitrofitrofitrofit OOOOrganizationrganizationrganizationrganization ＝ 非営利組織 ≒ 市民活動団体

地域企業の理念にせまります。

８

将

来

を
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子

ど

も

た

ち

に

夢

と

希

望

と

も

の

づ

く

り

と

「「「「NPONPONPONPO法法法法(特定非営利活動促進法)」」」」が施行されたのが平成10年。一時は、ブームのようにNPO(NPO法人)が注目を

集める時代がありました。それから20年が経過し、いまは「地方創生」が主軸の時代に。そんな状況で、「もう

NPOの時代は終わった」と囁く人もチラホラ。NPOの時代が終わったのではなく、NPONPONPONPOというというというという存在存在存在存在がががが社会社会社会社会のののの一員一員一員一員とととと

してしてしてして定着定着定着定着したしたしたしただけではないかと思っています。

しかし、「NPO」という言葉に聞き馴染みがあっても、詳しくは知らないという方が多いのも事実。最近はNPO

について解説する講座などが少なくなったことも原因の一つでしょうか。

NPOは「「「「市民活動団体市民活動団体市民活動団体市民活動団体」」」」とも言われ、自治会活動等とは異なり、その多くは居住地域に紐づかずに活動する

「「「「テーマテーマテーマテーマ型型型型」」」」の団体です。テーマ型なので、課題課題課題課題にににに対対対対してしてしてして明確明確明確明確なビジョンなビジョンなビジョンなビジョンがあり、その団体を立ち上げる強い

リーダーシップをもった人が進めていきます。テーマがテーマがテーマがテーマが明確明確明確明確なななな分分分分、、、、興味関心興味関心興味関心興味関心があるがあるがあるがある市民市民市民市民がががが集集集集まるためまるためまるためまるため、、、、行動行動行動行動もももも具具具具

体的体的体的体的でスピーディーでスピーディーでスピーディーでスピーディーです。経験と共に専門性専門性専門性専門性も高まり、まちづくりや地域づくり分野の‘パートナー’としても

目立ちます。前号で触れた、地域における‘各種団体’も、「市民活動団体」ではあるのですが、今回取り上げ

る「市民活動団体」が「「「「‘‘‘‘テーマにテーマにテーマにテーマに興味興味興味興味があるがあるがあるがある人人人人’’’’でででで構成構成構成構成されたされたされたされた((((居住地居住地居住地居住地にににに関係関係関係関係なくなくなくなく集集集集まったまったまったまった))))団体団体団体団体」」」」なのに対し、

地域内の‘各種団体’は「「「「地縁型地縁型地縁型地縁型」」」」であり、「そこに居住する人々」で構成されます(居住地域に紐づく)。

「NPO＝ボランティア」とされることもありますが、「「「「ボランティアボランティアボランティアボランティア」」」」は、もともと‘‘‘‘個人個人個人個人のののの自発的自発的自発的自発的なななな行動行動行動行動’’’’

を指します。NPOが組織活動であるのに対し、ボランティアは個人の動きです。しかし、時代とともに考え方が

変わってきており、その代表的なものが「「「「有償有償有償有償ボランティアボランティアボランティアボランティア」」」」。ボランティア活動をするにも旅費交通費や材料

費等経費がかかるため、それに対して有償とするなど、ボランティアが‘個人の自発的な行動’ではなくなって

きています(それが悪いという意味ではありませんので、悪しからず……)。

地域運営の落とし穴㉗
がんばれＮＰＯ

２

３

※

※

「

社

内

は

ん

だ

付

け

技

能

認

定

」

と

い

う

社

内

資

格

を

設

け

、

初

級

ク

ラ

ス

・

上

級

ク

ラ

ス

の

２

ク

ラ

ス

で

そ

の

技

能

を

認

定

し

て

い

る

。

数年前、一関市内の病院に勤務する医師の方から「市内在住の外国人に

対して医療相談や健康診断を行うNPOを設立したい」という相談がありまし

た。すでに団体の規約や事業計画が出来上がっており、市内では今までに

ない活動だったので、我々も応援することに。そして実際に医療関係者や

在住外国人に関係する人たちの協力を得て、医療相談会(健康診断・食事提

供含む)を実施し、話題になりました。その後、発起人が盛岡市内の病院に

勤務することになり、盛岡市内でこの活動は継続されています。

在住外国人に健康診断を受けてもらいたいという趣旨に賛同した人たち

が無償無償無償無償でででで集集集集まったまったまったまったのですが、このような‘‘‘‘ココロでココロでココロでココロで動動動動くくくく’’’’コテコテのコテコテのコテコテのコテコテのNPONPONPONPO活活活活

動動動動が個人的に大好きです。

NPONPONPONPOにおけるにおけるにおけるにおける 「持続性」 とは？

2019年に一関市内のクリニックで開催
された在日外国人向けの医療相談会。
主催した「Espeyulo(エスペユーロ)」は、
現在も盛岡市を中心に活動中。

前述したような‘ココロで動く’有志の活動がある一方、NPOに対しては「「「「助成金助成金助成金助成金」」」」も様々あるため、助成金

獲得のために活動しているように見えるNPOも少なくありません。もちろん活動するために資金は必要になるの

で、大事なことですが、時々、組織を継続するために活用している例も見受けられます。助成金助成金助成金助成金はははは、「、「、「、「社会的社会的社会的社会的なななな

課題課題課題課題をををを解決解決解決解決するためするためするためするため」」」」にににに用意用意用意用意されているものされているものされているものされているものであり、‘カネありき’の発想は本末転倒です。課題解決には‘市

民からの信頼’が不可欠ですが、そうした‘カネありき’の発想で活動していては、市民からの信頼は得られま

せん。「「「「団体団体団体団体のののの存在意義存在意義存在意義存在意義」」」」と助成金などに頼らずとも活動を継続していくための「「「「持続性持続性持続性持続性」」」」を常に考え、行動す

ることが大事です。

……と、ここで新たな課題が。会員が高齢化し、今後の活動や団体の維持が困難になってきているという団体

が……。会員獲得の悩みもNPOあるあるの一つではありますが、NPO(市民活動団体)は、わざわざ会員を増やして

未来永劫続けていく必要があるのでしょうか？当センターとしては、目的達成目的達成目的達成目的達成でででで解散解散解散解散するなどするなどするなどするなど、、、、無理無理無理無理をしてまでをしてまでをしてまでをしてまで

もももも継続継続継続継続するするするする必要必要必要必要はないはないはないはないと考えています。「持続性」や「多様性」が重要キーワードとされる現在、カネをカネをカネをカネを頼頼頼頼るのるのるのるの

ではなくではなくではなくではなく、、、、‘‘‘‘ココロココロココロココロ’’’’をををを拠拠拠拠りりりり所所所所としてとしてとしてとして活動活動活動活動することすることすることすることに、今一度、目を向けてみませんか？



耳たぶ状に練ったものに味噌などを挟んで焼くことも。

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
71717171

■

「

た

ば

こ

に

す

る

」

と

は

？

現在でも農作業時(特に田植え)に

は「たばこどき」という言葉を使う

という人は少なくなく、「たばこど

き」という習慣そのものは現代にも

残っているものの、そこで提供され

る食べ物には大きな変化が！

右の表は当地域の中高年層にヒア

リングした結果と、各種文献資料に

記載されていた「たばこどき」で提

供されていた主なメニューです。

握り飯は現代まで一貫してスタン

ダードメニューですが、当時は「「「「がががが

んづきんづきんづきんづき」「」「」「」「げんべたげんべたげんべたげんべた」」」」やややや、、、、冬冬冬冬にににに仕込仕込仕込仕込

んでおいたんでおいたんでおいたんでおいた「「「「凍凍凍凍みみみみ餅餅餅餅」」」」などがなどがなどがなどが「「「「たばたばたばたば

こどきこどきこどきこどき」」」」のののの主要主要主要主要メニューメニューメニューメニューでした。

田植えの時期になると、田んぼのあぜ道などで和気あいあいと休憩をとる光景を目

にします。この「農作業の合間の休憩」を当地域では「たばこどき」と称し、煙草を

吸う・吸わないに関係なく、大人も子どもも「たばこどきにすっぺ」の合図で休憩を

とっていたようです。そして当地域に伝わる「郷土菓子」の多くは、この「たばこど

き」の定番メニューとして伝承されてきた可能性が……。「たばこどき」と、当地域

における「おやつ」事情を整理しました！※記載内容はあくまでもセンター独自調査の結果です。
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い

で

使

わ

れ

て

い

ま

す

が

、

特

筆

す

べ

き

は

「「「「

作

業

作

業

作

業

作

業

のののの

合

間

合

間

合

間

合

間

にににに

少少少少

しししし

手手手手

をををを

休休休休

め

る

め

る

め

る

め

る

」」」」

と

い

う

ニ

ュ

ア

ン

ス

で

あ

り

、

「「「「

作

業

作

業

作

業

作

業

」」」」

とととと

紐紐紐紐

づ

く

も

の

づ

く

も

の

づ

く

も

の

づ

く

も

の

と

い

う

こ

と

。

そ

し

て

あ

く

ま

で

も

「

小

休

止

」

で

あ

り

、

「

ま

だ

し

ば

ら

く

続

き

そ

う

な

作

業

な

の

で

、

一

度

休

憩

し

ま

し

ょ

う

」

と

い

う

場

面

で

使

わ

れ

る

表

現

で

す

。

ま

た

、

「「「「

三

遍

回

三

遍

回

三

遍

回

三

遍

回

っ

て

っ

て

っ

て

っ

て

煙

草

煙

草

煙

草

煙

草

に

し

ょ

に

し

ょ

に

し

ょ

に

し

ょ

」」」」

と

い

う

こ

と

わ

ざ

が

あ

り

、

「

休

憩

は

後

回

し

に

し

て

、

手

落

ち

が

な

い

か

、

念

に

は

念

を

入

れ

て

確

か

め

よ

」

と

い

う

意

味

で

す

。

夜

回

り

の

人

が

三

回

見

回

っ

て

安

全

を

確

か

め

て

か

ら

一

服

(

煙

草

休

憩

)

を

し

た

こ

と

か

ら

で

き

た

表

現

の

よ

う

で

す

が

、

「

煙

草

＝

休

憩

」

と

い

う

意

味

合

い

に

な

っ

て

い

ま

す

。

江

戸

時

代

以

降

に

庶

民

の

嗜

好

品

と

し

て

流

行

し

た

煙

草

は

、

休

憩

時

の

最

上

位

の

楽

し

み

で

あ

っ

た

可

能

性

も

あ

り

、

「

休

憩

＝

煙

草

」

だ

っ

た

の

か

も

し

れ

ま

せ

ん

。

嗜

好

品

の

幅

が

広

が

る

と

と

も

に

、

喫

煙

以

外

も

含

め

た

休

憩

が

「

た

ば

こ

」

に

な

っ

て

い

っ

た

の

か

…
…

と

推

測

す

る

も

、

そ

の

背

景

や

時

期

は

分

か

り

ま

せ

ん

で

し

た

。

同

様

の

表

現

に

「「「「

小

昼

小

昼

小

昼

小

昼

(( ((

こ

び

る

こ

び

る

こ

び

る

こ

び

る

)) ))

」」」」

が

あ

り

ま

す

。

当

地

域

で

も

使

わ

れ

る

こ

と

は

あ

り

ま

す

が

、

「

た

ば

こ

ど

き

」

の

方

が

圧

倒

的

に

メ

ジ

ャ

ー

で

す

。

逆

に

岩

手

県

北

岩

手

県

北

岩

手

県

北

岩

手

県

北

で

は

で

は

で

は

で

は

「「「「

小

昼

小

昼

小

昼

小

昼

」」」」

のののの

方方方方

が

メ

が

メ

が

メ

が

メ

ジ

ャ

ー

ジ

ャ

ー

ジ

ャ

ー

ジ

ャ

ー

で

あ

り

、

「「「「

こ

び

り

こ

び

り

こ

び

り

こ

び

り

」」」」

「「「「

こ

ん

び

り

こ

ん

び

り

こ

ん

び

り

こ

ん

び

り

」」」」

と

い

う

表

現

に

な

る

こ

と

も

。

全

国

各

地

で

「

方

言

」

と

し

て

紹

介

さ

れ

て

い

ま

す

が

、

国

語

辞

典

に

も

掲

載

さ

れ

て

い

る

こ

と

か

ら

、

標

準

語

標

準

語

標

準

語

標

準

語

にににに

近近近近

いいいい

よ

う

で

す

。

な

お

、

当

地

域

で

は

「

農

作

業

な

ど

の

休

憩

時

間

や

家

庭

の

お

や

つ

と

し

て

食

べ

る

郷

土

菓

子

」

を

総

称

す

る

「

名

詞

」

と

し

て

使

わ

れ

る

こ

と

も

あ

り

ま

す

。

＜参考文献＞ 誌面の都合上、ここでは割愛させていただき、当センターホームページにて掲載しております。ご了承ください。

なお、ホームページには当センタースタッフ作の「がんづき」「げんべた」のレシピも掲載しています！

「たばこどき」の「たばこどき」の「たばこどき」の「たばこどき」の今昔今昔今昔今昔をををを

探ってみた探ってみた探ってみた探ってみた

■

「

小

昼(

こ

び

る)

」

と

の

違

い

９

ヒアリングする中で現在の60代以上から聞かれた「昔昔昔昔はははは『『『『おやつおやつおやつおやつ』』』』なんてなかったなんてなかったなんてなかったなんてなかった」

「しいて言えば野山野山野山野山でででで自力自力自力自力でででで調達調達調達調達するするするする木木木木のののの実実実実などがなどがなどがなどが『『『『おやつおやつおやつおやつ』』』』だっただっただっただった」などの回想。現代のような「おやつ」という概念はなく、食事

以外の食べ物(特に甘い物)を口にすることができたのは「たばこどき」のような「「「「作業作業作業作業のののの対価対価対価対価」」」」としてだったとか。働かざる者食うべ

からず……ということで、子どもたちも「たばこどき」を楽しみに農作業を手伝ったそうです。

ちなみに、「おやつ」という言葉自体は元禄期(江戸時代)にはあったようで、その語源は「八八八八つつつつ時時時時((((やつどきやつどきやつどきやつどき))))」。昔の時刻の呼び方

で、現代の午後２時～４時にあたります。古くは１１１１日日日日２２２２食食食食でしたが、流通が盛んになったり、夜間に灯りを灯せるようになると、１日

の活動時間が延び、１日３食が普及したのだとか。農家の場合、日の出とともに起床し、農作業をしてから１食目を食べ、再び作業を

行い、日没後の３食目までの間食として２食目を食べているので、その２食目が「おやつ」の時間帯だったようです(身分や職業、地

域によって異なる)。

なお、現代における「「「「おおおお菓子菓子菓子菓子などをなどをなどをなどを食食食食べるべるべるべる『『『『おやつおやつおやつおやつ』』』』」」」」は、昭和昭和昭和昭和30303030年代後半年代後半年代後半年代後半からからからから放送放送放送放送がががが始始始始まったテレビまったテレビまったテレビまったテレビＣＭＣＭＣＭＣＭ((((「「「「文明堂文明堂文明堂文明堂のカステラのカステラのカステラのカステラ」」」」))))

がきっかけと言われますが、当地域で一般家庭のテレビ普及率が70％を超えるのが昭和40年以降なので、当地域で「おやつ」という概

念が一般的になるのも、その頃からなのではないかと想像します。

「「「「おやつおやつおやつおやつ」」」」にににに関関関関するミニするミニするミニするミニ知識知識知識知識①①①①

米米米米((((もちもちもちもち含含含含むむむむ)))) 小麦小麦小麦小麦 そのそのそのその他他他他

・小豆飯小豆飯小豆飯小豆飯(おふかし／赤飯)

→豊作祈願で初日のみ

・握握握握りりりり飯飯飯飯(塩／塩と豆／味噌)

・ぼたぼたぼたぼた餅餅餅餅／おはぎおはぎおはぎおはぎ

・ごんぼっごんぼっごんぼっごんぼっ葉葉葉葉もちもちもちもち(≒草餅草餅草餅草餅)

→ヤマボクチなどの葉を使用

・凍凍凍凍みみみみ餅餅餅餅(≒干干干干しししし餅餅餅餅)

→じゅうね油で焼くことも

・団子団子団子団子

・がんづきがんづきがんづきがんづき(塩／味噌／黒砂糖)

→重曹を使わないものもあり

・げんべたげんべたげんべたげんべた(≒なべやきなべやきなべやきなべやき)

→材料や調理方法は家庭によ

る差が大きい

・葉焼葉焼葉焼葉焼きききき

→みょうがの葉を使用

・麦麦麦麦まんじゅうまんじゅうまんじゅうまんじゅう

・ぎんつばぎんつばぎんつばぎんつば

・ふかしふかしふかしふかし芋芋芋芋

・干干干干しししし柿柿柿柿

・おおおお煮煮煮煮しめしめしめしめ

・甘酒甘酒甘酒甘酒

・どぶろくどぶろくどぶろくどぶろく

→特に結い

で手伝って

くれている

人へ

・そばねりそばねりそばねりそばねり

・油焼油焼油焼油焼きききき

→冷や飯に小麦粉を入れてかさましし、調味後にじゅうね油で焼く

昭和昭和昭和昭和50505050年以前年以前年以前年以前のののの「「「「たばこどきたばこどきたばこどきたばこどき」」」」
スタンダードメニュースタンダードメニュースタンダードメニュースタンダードメニュー

現在は道の駅やスー

パーなどに様々な「「「「がんがんがんがん

づきづきづきづき」」」」が売られています

が(①)、当時はもちろん

家庭での手作り。一般的

にがんづきは重曹などを

使用して膨らませますが、

甘酒甘酒甘酒甘酒やややや味噌味噌味噌味噌などをなどをなどをなどを発酵発酵発酵発酵ささささ

せるせるせるせることで膨らませてい

た家庭もあるようです。

また、黒砂糖を使用す

るイメージも大きいです

が、当時は塩塩塩塩やややや味噌味噌味噌味噌でででで味味味味

付付付付けしたけしたけしたけした「「「「しょっぱいがしょっぱいがしょっぱいがしょっぱいが

んづきんづきんづきんづき」」」」も多かったこと

が判明。②は実際に当セ

ンタースタッフが再現し

てみた「甘酒と味噌で発

酵＆調味したがんづき」。

現代で言う「ホット

ケーキ」に近いのが「「「「げげげげ

んべたんべたんべたんべた((((③③③③))))」」」」。地域に

よっては「「「「なべやきなべやきなべやきなべやき」」」」や

「「「「べったらやきべったらやきべったらやきべったらやき」」」」などと

も呼ばれます。要は小麦

粉を水で溶き、油で焼い

たものですが、家庭に

よっては「流し焼き」で

はなく、耳たぶ状の硬さ

にした生地に、味噌(砂糖があれば混ぜる)などを挟んで焼く(ゆ

でる家も)ことも。同様のものをみょうがの葉にくるんで焼く(い

ろりに挿す)と「「「「葉焼葉焼葉焼葉焼きききき」」」」になり、初夏の楽しみだったそうです。

ちなみに当時使用した油は「「「「じゅうねじゅうねじゅうねじゅうね油油油油」」」」であり、昭和昭和昭和昭和40404040年頃年頃年頃年頃

まではまではまではまでは多多多多くのくのくのくの家庭家庭家庭家庭がじゅうねをがじゅうねをがじゅうねをがじゅうねを栽培栽培栽培栽培し、じゅうね油を使用して

いたのだとか(油絞め工場がなくなったことで衰退)。

じゅうね油で焼くものとしては他にも「「「「凍凍凍凍みみみみ餅餅餅餅」」」」や「「「「油焼油焼油焼油焼きききき

(詳細は上記表参照)」」」」などがあり、農作業時のエネルギー源とし

て人気があったようです。

「お菓子などを食べる『おやつ』」という概念が普及していった背景には「「「「駄菓子駄菓子駄菓子駄菓子」」」」の

存在も考えられます。当地域においても旧村(≒現在の大字エリア)毎に少なからず「駄菓子」を扱う店はあり(昭和30年頃)、町場エリ

アにはいわゆる「駄菓子屋」もあったようです。

ちなみに「駄菓子」という言葉が生まれたのも江戸時代。当時食べられていた「お菓子」には「上白糖」が使われており、高級品

(当時は)でした。そのため、食べられるのは大名や武士などの身分の者だけ。この上白糖を使った高級な菓子を「上菓子」と呼んでお

り、上白糖上白糖上白糖上白糖のののの代代代代わりにわりにわりにわりに安価安価安価安価なななな黒糖黒糖黒糖黒糖をををを使使使使ったったったった菓子菓子菓子菓子をををを「「「「上菓子上菓子上菓子上菓子」」」」にににに対対対対してしてしてして「「「「駄菓子駄菓子駄菓子駄菓子」」」」とととと呼呼呼呼びましたびましたびましたびました。

「駄菓子」とされるお菓子は、麦、豆、稗(ひえ)、粟(あわ)などの雑穀、屑(くず)米でつくった粉、これに水飴や黒糖などを加え、

種々の形にこしらえて彩色を施したものであり、現代の「駄菓子」とはまた異なるものでした(通じるものもあります)。

全国的に見ると、「駄菓子」は、江戸期には屋台売りでしたが、明治以降は露地裏の小店で売られるようになり、これらの店ではお

好み焼きやアイスキャンデーなども取り扱うなど、いわゆる「駄菓子屋」に発展していきました。大東町大原の駄菓子屋では「きなこ

飴」や「きんたろう飴」のほか、美空ひばりのプロマイド写真なども売られていたとか(ヒアリング結果より)！

とは言え、やはり農村エリアでは「あけび、柿、ちゃごみ」など、「自然の恵み」が「おやつ」の主流だったようです。

「「「「おやつおやつおやつおやつ」」」」にににに関関関関するミニするミニするミニするミニ知識知識知識知識②②②②

10

＜＜＜＜ 現代現代現代現代のののの「「「「たばこどきたばこどきたばこどきたばこどき」＞」＞」＞」＞

当センタースタッフが今年の田植え時に撮影した「た

ばこどき」の風景です。左の写真は豊作祈願でお供えす

るお煮しめと赤飯(おにぎり)で、「たばこどき」にはお

供えしたものと同様のメニューをいただきました。その

ほか、市販の食料も調達。全国的にも「田植え休憩」の

メニューは、兼業化や農作業の機械化に伴い、田植えが

少人数かつ短期集中型で行われるようになった1980年代

以降はスーパー等で購入した食品が主流のようです。

①①①①

②②②②

③③③③


